
は
じ
め
に

｢

え

み

し
｣

社

会

の
成

立

と

倭

国

(-)

国
史
に
よ
れ
ば
'
新
潟
県
を
含
む
東
北
地
方
七
県
の
北
半
か
ら
道
南
西
部
に
わ
た

る
地
域
に
は
'
古
代
の
倭
国

･
日
本
側
に
よ

っ
て
エ
ミ
シ

･
エ
ビ
ス
な
ど
に
呼
称

･

(2
)

認
識
さ
れ
た

｢え
み
し
｣
が
居
住
L
t
倭
国

･
日
本
側
に
抵
抗
し
た
と
さ
れ
る
｡

(3)

｢え
み
し
｣
社
会
は
'
畿
内
大
和
を
拠
点
と
す
る
前
半
期
古
代
国
家
に
位
置
付
け
得

(4)

る
倭
国
が
国
土
の
統
合
を
推
進
し
て
い
っ
た
時
期
に
は
､
既
に
成
立
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
｡
即
ち
'
東
北
北
半
域
の
文
化
や
社
会
が
､
古
代
を
通
じ
て
道
南
西
部
の

そ
れ
と
わ
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
す
れ
ば
'
そ
う
し
た

現
象
の
噂
矢
を
な
す
北
海
道
起
源
の
後
北

C
2
･
D式
土
器
が
東
北
北
半
域
広
範
に

出
現
し
た
時
期
こ
そ
は
､
｢え
み
し
｣
社
会
の
成
立
期
と
し
て
位
置
付
け
得
る
も
の

(.T')

(6)

で
､
暦
年
代
の
四
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
に
あ
て
ら
れ
る
｡

ま
た
､
｢え
み
し
｣
社
会
は
､
弥
生
時
代
後
期
に
お
け
る
倭
人
社
会
の
政
治
的
統

合
､
そ
の
結
果
､
西
日
本
を
中
心
と
し
て
成
立
す
る
邪
馬
台
国
連
合
が
東
日
本
を
も

傘
下
に
組
み
込
み
､
倭
国

へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
過
程
に
対
極
を
な
す
形
で
成
立
し
､

(-)

古
代
を
通
じ
て
倭
国

･
日
本
社
会
と
対
峠
す
る
こ
と
に
な
る
｡
小
論
は
､

一
連
の
旧

稿
を
ふ
ま
え
た
上
で
､
｢え
み
し
｣
社
会
成
立

へ
と
至
る
い
く

つ
か
の
画
期
と
倭
人

女

鹿

潤

哉

社
会
'
並
び
に
倭
国
側
の
動
向
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
究
す
る
も
の
で
あ
る
｡

東
北
北
半
域

へ
の
後
北

C
2
･
D式
土
器
の
広
範
な
展
開

弥
生
時
代
終
末
期

～
古
墳
時
代
前
期
の
頃
､
北
海
道
続
縄
文
時
代
半
ば
過
ぎ
に
位

置
付
け
ら
れ
る
後
北

C
2
･
D式
土
器

(以
下

｢
C
2
･

D式
｣
に
表
記
す
る
)
が
'

津
軽
海
峡
を
越
え
て
新
潟
県
域
を
含
む
東
北
七
県
に
出
現
L
t
就
中
青
森

･
岩
手
県

域
､
秋
田

･
宮
城
両
県
北
部
を
中
心
と
す
る
東
北
北
半
域
広
範
に
展
開
す
る
｡
後
北

式
土
器
は
､
元
来
､
道
央
を
中
心
と
す
る
地
域
の
土
器
で
あ
り
'
｢
C
2
･
D
式
｣
に

先
行
す
る
後
北
c
l式
土
器

(以
下

｢
c
l式
｣､
先
行
の
土
器
群
も
同
様
に
表
記
す

る
)
の
時
期
に
全
道

へ
の
展
開
が
始
ま
る
｡
｢
C
l式
｣
は
､
道
南
を
中
心
に
道
南
西

部
に
及
ん
だ
恵
山
式
土
器
､
道
東
部
を
中
心
と
す
る
興
津
式

･
下
田
ノ
沢
式
土
器
､

道
北
を
中
心
と
す
る
宇
津
内
式
土
器
群
な
ど
に
伴
う
地
域
性
を
有
す
る
文
化
圏
を
同

化
し
て
い
き
､
後
続
す
る

｢
C
2
･
D
式
｣
期
に
は
､
全
道
を
斉

一
化
す
る
と
と
も

に
東
北
地
方
､
並
び
に
南
部
樺
太

･
南
部
千
島
に
ま
で
拡
散
し
た
の
で
あ
る
｡

東
北
地
方
出
土
の
後
北
式
土
器
は

｢
C
2
･
D式
｣
を
主
体
と
し
て
お
り
､
先
行

す
る

｢
C
.式
｣
は
青
森
県
北
部
や
新
潟
県
の

一
遺
跡
に
限
定
さ
れ
､
そ
れ
に
先
行



す
る

｢
B
式
｣
の
本
州
側

へ
の
展
開
は
､
青
森
県
九
里
泊
遺
跡
と
秋
田
県
内
ノ
岱
遺

(8)

跡
な
ど
で
類
例
が
わ
ず
か
に
指
摘
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
｡
ま
た
､
｢
C
2
･
D
式
｣
に

後
続
す
る
北
大
Ⅰ
式
土
器

(以
下

｢
Ⅰ
式
｣
に
表
記
す
る
)
は
､
引
き
続
き
全
道
に

展
開
す
る
も
の
の
､
南
部
樺
太
や
南
部
千
島
に
は
み
と
め
ら
れ
ず
'
東
北
北
半
域
で

も
､
ほ
ぼ
宮
城

･
山
形
両
県
域
を
南
限
と
す
る
な
ど
展
開
域
､
遺
跡
数
と
も
に
縮
減

し
て
お
り
､
｢C
2
･
D
式
｣
は
広
域
的
､
か
つ
広
範
な
展
開
を
示
し
て
い
る
｡

新
潟
県
西
山
町
内
越
遺
跡
で
は
､
竪
穴
住
居
の
埋
土
か
ら
新
し
い
段
階
の
｢

C
.

式
｣
が
畿
内
弥
生
時
代
後
期
の
指
標
と
さ
れ
る
第
Ⅴ
様
式
期
末
の
土
器
に
共
伴
し
て

(I,)

い
る
｡

一
方
､
北
海
道
側
で
は
､
在
地
土
器
で
あ
る

｢C
l
式
｣
｢C
2
･
D
式
｣
と

弥
生
時
代
後
期
東
北
北
半
域
起
源
の
天
王
山
式
土
器
群

(以
下

｢天
王
山
式
｣
に
表(10)

記
す
る
)
､
及
び
そ
れ
に
後
続
す
る
赤
穴
式
な
ど
の

｢天
王
山
式
｣
系
の
土
器
群

(以
下

｢赤
穴
式
｣
に
表
記
す
る
)
と
の
共
伴
､
併
行
事
例
が
報
告
､
指
摘
さ
れ
て

(‖
)

い
る
｡
札
幌
市

K
一
三
五
遺
跡
四
丁
目
地
点

な
ど
､
道
南
西
部
を
中
心
と
す
る

｢
c
l
式
｣
｢
C
2
･
D
式
｣
と
の
共
伴
関
係
か
ら
､
｢C
l
式
｣
が
弥
生
時
代
後
期
の

｢天
王
山
式
｣
､
な
い
し
は
そ
れ
に
直
続
す
る
土
器
群
に
､
｢
C
2
･
D
式
｣
が

｢天

(12)

王
山
式
｣
に
後
続
す
る

｢赤
穴
式
｣
土
器
群
に
併
行
す
る
と
さ
れ
る
｡

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
､
概
ね
､
｢C
l式
｣
は
'
東
北
地
方
の

｢天
王
山
式
｣
期
後

半
に
併
行
す
る
と
と
も
に
'
畿
内
第
Ⅴ
様
式
終
蔦
か
ら
程
な
く

｢
C
2
･
D
式
｣
へ

と
移
行
し
て

｢赤
穴
式
｣
に
併
行
し
た
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
､
｢C
2
･
D
式
｣
は
､

東
北
地
方
古
墳
時
代
前
期
の
土
師
器

｢塩
釜
式
｣
と
の
併
行
､
共
伴
事
例
も
知
ら
れ

(13)

て
い
る
｡
｢C
2
･
D
式
｣
を
中
心
と
す
る
年
代
想
定
に
つ
い
て
は
'
旧
稿
で
論
じ
た

の
で
詳
述
は
し
な
い
が
'
以
下
､
未
検
討
の
資
料
も
含
め
て
､
東
北
北
半
域
に
お
け

る

｢
C
2
･
D
式
｣
を
中
心
と
す
る
北
海
道
系
土
器
と

｢赤
穴
式
｣
｢塩
釜
式
｣
と
の

共
伴
､
併
行
事
例
に
つ
い
て
略
述
す
る
｡
な
お
､
｢C
2
･
D
式
｣
の
編
年
に
つ
い
て

一‖l

は
'
大
沼
編
年
に
拠
る
も
の
と
す
る
｡

[
｢赤
穴
式
｣
と
の
共
伴
､
併
行
事
例
]

①

秋
田
県
能
代
市
寒
川
Ⅱ
遺
跡

六
基
の
土
墳
墓
群
中
の
五
基
か
ら

｢
C
2
･
D
式
｣
が
出
土
L
t
こ
の
う
ち

(15)

二
基
で
弥
生
土
器
と
共
伴
L
t
弥
生
土
器
の
う
ち
､
羽
状
撚
糸
文
を
有
す
る
十

王
台
式
系
の
壷
は
､
｢赤
穴
式
｣
後
半
の
特
殊
撚
糸
文
段
階
に
位
置
付
け
得
る

(16)

と
さ
れ
る
｡
ま
た
､
同
遺
跡
出
土
の

｢

C
2
･
D
式
｣
は
大
沼
編
年
の
所
請

(L;)

｢
一
般
的
な
C
2
･
D
式
｣
段
階
の
も
の
と
さ
れ
る
｡

②

岩
手
県
軽
米
町
大
日
向
Ⅲ
遺
跡

｢

C
2
･
D
式
｣
は
遺
構
外
の
出
土
で
は
あ
る
が
'
周
辺
か
ら
は
'
同
様
の

施
文
を
も
つ
後
半
期
の
弥
生
土
器
が
出
土
す
る
な
ど
､
該
期
と
の
併
行
関
係
が

Ll_)

強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
併
行
例
に
加
え
た
｡
こ
の

｢

C
2
･
D
式
｣

は

｢
一
般
的
な
C
2
･
D
式
｣
と
み
ら
れ
る
か
ら
､
既
述
し
た
寒
川
Ⅲ
例
と
ほ

ぼ
同
時
期
の

｢赤
穴
式
｣
特
殊
撚
糸
文
段
階
に
併
行
す
る
と
理
解
さ
れ
る
｡

③

岩
手
県
九
戸
村
長
興
寺
Ⅰ
遺
跡

後
北

･
北
大
式
の
文
化
系
統
に
伴
う
葬
送
伝
統
の

一
つ
で
あ
る
袋
状
堀
込
み

を
も
つ
土
塀

一
基
の
埋
土
中
か
ら
､
｢
C
2
･
D
式
｣
片

一
点
､
｢赤
穴
式
｣
聾

四
点
'
管
玉
三
点
､
鉄
製
品

一
点
が
出
土
し
た
｡
袋
状
堀
込
み
か
ら
は
小
振
り

の
嚢
が

1
点
､
主
体
部
分
か
ら

｢
C
2
･
D
式
｣
を
摸
し
て
三
角
形
の
刺
突
を

口
縁
部
に
施
し
た
聾
が

一
点
､
そ
の
上
層
か
ら
は
､
聾
二
点
と
と
も
に
､
｢C
2

h旧E

･
D
式
｣
片
が
出
土
し
て
い
る
｡
｢C
2
･
D
式
｣
片
に
は
､
文
様
構
成
や
施
文

に
や
や
繁
縛
な
面
が
残
る
も
の
の
､
共
伴
し
た
赤
穴
式
の
う
ち

一
点
に
は
､
退



化
傾
向
を
示
す
交
互
刺
突
文
の
名
残
が
み
と
め
ら
れ
､
｢赤
穴
式
｣
四
点
は
､

と
も
に
撚
糸
文
を
主
体
と
し
て
お
り
､
特
殊
撚
糸
文
段
階
と
み
ら
れ
る
｡
こ
の

こ
と
か
ら
､
本
例
も
ま
た
'
寒
川
Ⅱ
･
大
日
向
Ⅱ
遺
跡
出
土
例
と
同
様
､
｢
一

般
的
な
C
2
･
D
式
｣
の
中
に
位
置
付
け
得
る
も
の
と
考
え
る
｡

[土
師
器
と
の
共
伴
'
併
行
事
例
]

④

岩
手
県
盛
岡
市
永
福
寺
山
遺
跡

土
墳
墓
か
ら
出
土
し
た

｢C
2
･
D
式
｣
は
､
関
東
地
方
古
墳
時
代
前
期
の

(20)

五
領
式
相
当
の
土
師
器
に
共
伴
し
た
と
さ
れ
､
そ
の
後
､
｢
C
2
･
D式
｣
が
中

段
階
､
土
師
器
が

｢塩
釜
式
｣
新
段
階
に
あ
り
､
両
者
は
共
伴
､
も
し
く
は
併

(21)

行
す
る
と
さ
れ
る
｡
本
例
も
､
｢
一
般
的
な

C
2
･
D式
｣
に
位
置
付
け
得
る
｡

⑤

青
森
県
五
所
川
原
市
隠
川

(
7
1
)
遺
跡

(22)

｢
一
般
的
な
C
2
･
D
式
｣
｢塩
釜
式
｣'
方
割
石
が
土
墳
墓
と
み
ら
れ
る
遺

構
か
ら
出
土
し
､
三
者
は
平
面
的
な
ま
と
ま
り
を
示
し
て
お
り
'
共
存
し
て
い

(23)

た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
併
行
例
に
加
え
た
｡
共
伴
し
た

｢塩
釜

(24)

式
｣
は
､
古
段
階
の
後
段
に
位
置
付
け
得
る
と
さ
れ
る
｡

⑥

岩
手
県
滝
沢
村
大
石
渡
Ⅴ
遺
跡

土
墳
墓
と
み
ら
れ
る
遺
構
か
ら
出
土
し
た

｢
C
2
･
D式
｣
片
が
後
半
期
の

(25)

｢塩
釜
式
｣
に
共
伴
し
た
と
さ
れ
る
｡

⑦

宮
城
県
石
巻
市
新
金
沼
遺
跡

比
較
的
残
り
の
良
い

｢C
2
･
D
式
｣
が
､
竪
穴
住
居
跡
か
ら
最
古
段
階
の

(26)

｢塩
釜
式
｣
に
共
伴
し
た
｡
既
述
し
た
大
日
向
Ⅱ
遺
跡
出
土
例
と
器
形
や
微
隆

起
線
の
特
徴
が
類
似
し
て
お
り
､
｢
1
般
的
な

C
2
･
D式
｣
と
考
え
る
O

⑧

宮
城
県
多
賀
城
市
山
王
遺
跡

s
x
〇
五
八
遺
構
出
土
の

｢C
2
･
D
式
｣
片
が
､
｢塩
釜
式
｣
の
特
徴
を
残

(27)

す
東
北
地
方
古
墳
時
代
中
期
の
土
師
器

｢南
小
泉
式
｣
古
段
階
に
共
伴
し
た
｡

⑨

宮
城
県
築
館
町
伊
治
城
跡

s
D
二
六
〇
･
二
六

一
溝
跡
か
ら

｢
Ⅰ
式
｣
の
深
鉢
､
及
び
口
縁
部
､
底
部

の
破
片
が
後
半
期
の

｢塩
釜
式
｣
に
共
伴
し
､
列
点
刻
文
の
刻
み
が
模
形
を
呈

｢(1..I

す
る
底
部
破
片
は

｢C
2
･
D
式
｣
の
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
る
｡
こ
の
事
例

は
､
終
末
期
の

｢
C
2
･
D
式
｣
が
古
手
の

｢
Ⅰ
式
｣
の

一
部
を
伴
う
形
で
後

(29)

半
期
の

｢塩
釜
式
｣
に
共
伴
し
た
も
の
と
す
る
指
摘
も
あ
る
｡

東
北
北
半
域
出
土
の

｢C
2
･
D
式
｣
は
､
大
半
が

｢
一
般
的
な
C
2
･
D
式
｣
で

あ
り
､
そ
れ
ら
は
､
｢赤
穴
式
｣
後
半
の
特
殊
撚
糸
文
段
階

(寒
川
Ⅱ
･
長
興
寺
Ⅰ

例
)､
な
い
し
は

｢塩
釜
式
｣
(永
福
寺
山

･
隠
川

(
一
一
)
･
新
金
沼
例
)
に
共
伴
'

な
い
し
は
併
行
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
事
実
は
'
弥
生
時
代
終
末
期
の

｢赤
穴
式
｣

特
殊
撚
糸
文
期
と
古
墳
時
代
前
期
塩
釜
式
期
の
あ
る
時
期
と
が
併
行
す
る
こ
と
を
も

(30)

示
し
て
い
る
｡
ま
た
､
大
石
渡
Ⅴ
･
山
王

･
伊
治
城
跡
出
土
の

｢C
2
･
D
式
｣
が

｢塩
釜
式
｣
後
半
'
｢南
小
泉
式
｣
初
頭
に
併
行
す
る
と
す
れ
ば
､
｢
C
2
･
D
弐
後

菓
｣
､
な
い
し
は

｢C
2
･
D
式
末
｣
に
位
置
付
け
ら
れ
る
可
能
性
が
強
い
｡

さ
ら
に
､
｢C
2
･
D
式
｣
に
後
続
す
る

｢
Ⅰ
式
｣
は
､
概
ね

｢南
小
泉
式
｣
併
行

(31)

で
'
五
世
紀
を
中
心
と
す
る
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
｢
Ⅰ
式
｣
と

｢南
小
泉

(32)

式
｣
と
の
併
行
関
係
は
'
北
大
構
内
ポ
プ
ラ
並
木
東
地
区
､
青
森
県
天
間
林
村
森
ケ

(33)

(34)

(35)

沢
遺
跡

･
八
戸
市
田
向
冷
水
遺
跡
､
秋
田
県
西
目
町
宮
崎
遺
跡
'
山
形
県
鶴
岡
市
山

(36)

田
遺
跡
な
ど
で
の
共
伴
事
例
か
ら
も
疑
う
余
地
は
な
い
｡

以
上
を
整
合
的
に
理
解
す
れ
ば
､
山
王
例
は
'
終
末
期
の

｢
C
2
･
D
式
｣
が

｢南
小
泉
式
｣
期
初
頭
ま
で
残
り
､
伊
治
城
跡
例
も
､
後
半
期
の

｢塩
釜
式
｣
の

一

3



東北甫半域
外兼土着･土師馨

黄土北半蟻弥生土馨

庄内式
(古段階)

庄内式
(新段階)

l

布骨式
(古段階)

布官式
(中段階)

布骨式(斬段帯)

巾塩釜式段階
(辻嶋年 Ⅰ期)

塩釜式古段階
(辻編年正朔)

塩釜式新段階
(辻編年Ⅲ期)

l

南小泉式

天王山式古(交互鋼
突様浮輪文)段階

天王山式斬(交互鋼
突文)段持

l

赤穴式古(退化交
互鋼突文)段階

赤穴式斬(特殊鮭
糸文)段席

L

牧北C1式

｢C2式初｣段階

｢一般的なC2-0式｣
段轄

rc2-D式珪素｣段借

｢C2-D式兼｣段階

1

北大Ⅰ式

想 定 さ れ る 暦 年 代

図 版 1

で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
'
東
北
北
半
域
に
お
い
て
は
､
｢C
2
式
初
｣
に
つ
い
て

も
'
ほ
と
ん
ど
み
と
め
ら
れ
ず
'
広
範
な
展
開
を
示
す
の
は

｢
一
般
的
な
C
2
･
D

式
｣
以
降
の
個
体
で
は
な
い
か
と
思
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
共
伴
'
併
行
関
係
に
加
え
'
畿
内
第
Ⅴ
様
式
と
東
北
地
方

｢天
王
山
式
｣

(3)

の
開
始
年
代
が
ほ
ぼ
併
行
す
る
と
み
な
す
と
と
も
に
'
小
山
田
に
よ
る
畿
内
第
Ⅴ
様

(g;)

(4)

式
の
年
代
観
な
ど
を
ふ
ま
え
､
改
め
て
､
上
の
想
定
暦
年
代
を
提
起
し
た
い
｡
そ
し

て
､
東
北
北
半
域
は
､
｢
一
般
的
な
C
2
･
D
式
｣
が
広
範
に
出
現
し
た
と
み
ら
れ
る

｢赤
穴
式
｣
後
半
の
特
殊
撚
糸
文
期
'
並
び
に
併
行
す
る

｢塩
釜
式
｣
前
半
期
'
即

ち
四
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
に
'
北
海
道
後
北
文
化
圏
と
の
関
係
を
深
め
て

(41)

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
｡

二

東
北
北
半
域
に
お
け
る
後
北

･
北
大
系
文
化
要
素
の
性
格

4

2世紀捷半

3世妃前半

部
が
後
世
ま
で
残
り
､
溝
が
埋
ま
る
過
程
で
終
末
期
の

｢C
2
･
D
式
｣
と
出
現
期

(37)

の

｢
Ⅰ
式
｣
と
に
共
伴
し
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡

ま
た
'
東
北
北
半
域
に
お
い
て
'
｢赤
穴
式
｣
や

｢塩
釜
式
｣
と
共
伴
'
な
い
し

併
行
関
係
が
指
摘
さ
れ
た

｢C
2
･
D
式
｣
の
大
半
は
'
｢
一
般
的
な
C
2
･
D
式
｣

と
み
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
｡
こ
の
こ
と
が
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
難
く
'
遺

構
外
出
土
例
を
も
含
め
た
全
般
的
傾
向
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
既
述
し
た
よ
う

に
'
｢
C
l式
｣
以
前
の
後
北
式
土
器
群
の
東
北
北
半
域

へ
の
展
開
が
､
極
め
て
稀
薄

東
北
北
半
域
出
土
の

｢
C
2
･
D式
｣
は
'
北
海
道
の
も
の
と
区
別
し
得
な
い
も

の
が
多
い
こ
と
か
ら
'
北
海
道
か
ら
搬
入
さ
れ
た
か
､
搬
入
し
た
集
団
が
在
地
で
の

(42)

生
産
に
直
接
関
与
し
た
と
さ
れ
る
｡
ま
た
'
既
述
し
た
永
福
寺
山
遺
跡
出
土
の

｢
C
2
･
D式
｣
に
は
'
胎
土
の
違
い
に
よ
り
､
北
海
道
か
ら
搬
入
さ
れ
た
も
の
と

1ri])

在
地
生
産
さ
れ
た
も
の
と
が
存
在
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
で
も
､

既
述
し
た
遺
存
状
況
が
良
好
な
大
日
向
Ⅲ
'
新
金
沼
遺
跡
出
土
の

｢

C
2
･
D
式
｣

深
鉢
は
'
北
海
道
の
も
の
よ
り
器
高
が
高
く
'
文
様
構
成
も
や
や
異
な
る
よ
う
に
忠

わ
れ
､
前
者
は
同
様
の
施
文
手
法
に
よ
る
後
半
期
の
弥
生
土
器
と
併
行
し
て
い
る
と

み
ら
れ
る
か
ら
'
在
地
集
団
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
｡

ま
た
'
既
述
し
た
長
興
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
の
｢

C
2
･
D
式
｣
の
口
縁
部
を
摸
し
た



土
器
は
確
実
に
在
地
生
産
さ
れ
た
も
の
で
､
こ
の
土
器
が
中

･
下
部
文
様
帯
を
も
忠

実
に
模
倣
し
て
い
れ
ば
'
在
地
生
産
の

｢C
2
･
D
式
｣
と
み
な
す
べ
き
も
の
と
な

る
｡
す
る
と
'
東
北
北
半
域
に
お
け
る

｢C
2
･
D
式
｣
や

｢
Ⅰ
式
｣
に
は
､
他
に

も
在
地
生
産
さ
れ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
'
該
期
の

東
北
北
半
域
に
あ
っ
て
､
土
器
を
始
め
と
す
る
北
海
道
後
北

･
北
大
系
文
化
要
素
を

受
容
し
た
主
体
は
､
在
地
集
団
だ
っ
た
こ
と
が
明
確
と
な
る
｡
既
述
し
た
よ
う
に
､

東
北
北
半
域
出
土
の
｢

C
2
･
D
式
｣
は
､
｢赤
穴
式
｣
特
殊
撚
糸
文
段
階
､
な
い
し

｢塩
釜
式
｣
に
共
伴
し
て
お
り
､
東
北
北
半
域
が
北
海
道
後
北
文
化
圏
と
の
関
係
を

深
め
る
の
は
､
概
ね
四
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
と
み
ら
れ
る
｡

一
方
､
東
北
北
半
域
出
土
の

｢塩
釜
式
｣
は
､
専
ら
東
北
南
半
域
の
土
器
編
年
で

(;)

理
解
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
､
直
接
に
は
関
東
地
方
な
ど
か
ら
進
出
し
た
勢
力
を
含

む
東
北
南
半
域
､
な
い
し
は
同
北
半
南
辺
に
あ
っ
た
集
団
が
深
く
関
与
し
た
文
化
伝

(LS)

播
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
と
考
え
る
｡
既
述
し
た
よ
う
に
'
東
北
北
半
域
に
お
け
る

｢赤
穴
式
｣
後
半
と

｢塩
釜
式
｣
前
半
の
あ
る
時
期
と
が
､
概
ね
併
行
す
る
と
み
ら

れ
る
も
の
の
､
こ
れ
ま
で
に
両
者
の
明
確
な
共
伴
事
例
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
｡
こ

の
こ
と
は
'
東
北
北
半
域
の
弥
生
時
代
終
末
期
と
東
北
南
半
域
以
南
の
古
墳
時
代
前

期
前
半
と
が
併
行
す
る
四
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
､
東
北
北
半
域
に
お
い
て

｢赤
穴
式
｣
を
用
い
た
在
地
集
団
の
主
体
は
､
東
北
南
半
域
を
中
心
と
し
て

｢塩
釜

式
｣
を
用
い
た
集
団
と
系
統
を
異
に
し
て
お
り
'
両
者
は
､
当
初
､
ほ
と
ん
ど
交
渉

(i)

を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

｢C
.
式
｣
～
｢C
2
･
D
式
｣
期
の
後
北
文
化
に
よ
る
全
道
の
斉

一
化
は
､
元
来
'

石
狩

･
苫
小
牧
低
地
帯

(以
下
石
狩
低
地
帯
に
表
記
す
る
)
な
ど
を
境
と
し
て
南
西

部
と
北
東
部
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
て
き
た
北
海
道
の
文
化
圏
を
'

一
つ
の
よ
り
大

き
な
文
化
圏

(以
下
'
｢拡
大
文
化
圏
｣
に
表
記
す
る
)
に
統
合
す
る
結
果
と
な

っ

た
｡
｢
Ⅰ
式
｣
以
降
の
北
海
道
北
大
式
土
器
群
は
､
概
ね
六
世
紀
代
の

｢
Ⅱ
式
｣
を

経
て
､
七
世
紀
代
に
は

｢Ⅲ
式
｣
を
初
期
型
式
と
す
る
擦
文
土
器
様
式

へ
と
移
行
す

(tS)
る
｡
そ
の
後
､
後
北

･
北
大
文
化
の
系
統
に
連
な
る
擦
文
文
化
は
､
道
北
東
沿
岸
部

に
お
け
る
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
､
及
び
そ
の
擦
文
化
に
よ
っ
て
成
立
し
た
ト
ビ
ニ
タ
イ

文
化
'
さ
ら
に
は
中
世
初
期

(王
朝
期
)
の
日
本
文
化
の
影
響
を
こ
う
む
る
な
ど
し

て
､

二

一～
二
二
世
紀
に
は
､
北
海
道
擦
文
文
化
圏
､
並
び
に
そ
れ
と
密
接
な
関
係

(4)

に
あ
っ
た
東
北
北
辺
で
ア
イ
ヌ
文
化

へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

ア
イ
ヌ
文
化
を
担
っ
た
集
団
'
即
ち
ア
イ
ヌ
は
､
近
世
の
時
点
で
､
北
海
道
を
中

心
と
し
て
､
北
は
南
部
樺
太
や
千
島
列
島
な
ど
か
ら
､
南
は
津
軽

･
夏
泊

･
下
北
半

島
な
ど
の
東
北
北
辺
に
わ
た
っ
て
居
住
し
て
い
た
｡
す
る
と
､
ア
イ
ヌ
文
化
圏
は
､

千
島
列
島
で
北
に
拡
張
し
､
東
北
北
半
側
で
北
に
縮
小
す
る
形
で
'
｢
C
2
･
D
式
｣

が
展
開
し
た
地
域
､
即
ち

｢拡
大
文
化
圏
｣
に
ほ
ぼ
重
な
る
｡
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
､

｢C
2
･
D
式
｣
が
広
範
に
展
開
し
た
地
域
は
'
概
ね
後
世
の
ア
イ
ヌ
文
化
圏
に
逮

な
る
性
格
を
有
し
て
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
､
｢拡
大
文
化
圏
｣
成
立
の
噂
矢
を
な

し
た

｢C
t
式
｣
～
｢C
2
･
D
式
｣
期
こ
そ
は
､
ア
イ
ヌ
文
化
形
成
に
む
け
た
胎
動

(Itv)

期
と
し
て
位
置
付
け
得
る
｡
｢
Ⅰ
式
｣
期
以
降
､
｢拡
大
文
化
圏
｣
の
要
素
が
み
と
め

ら
れ
な
く
な
る
南
部
樺
太
と
千
島
列
島
の
ア
イ
ヌ
は
､
擦
文
終
末
期
～
ア
イ
ヌ
文
化

成
立
期
に

｢拡
大
文
化
圏
｣
側
か
ら
進
出
し
た
集
団
が
'
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
を
担

っ

(.-7.)

た
集
団
の
末
商
な
ど
を
同
化
す
る
過
程
で
成
立
し
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

東
北
北
半
域
か
ら
道
南
西
部
､
就
中
東
北
北
半
北
域
か
ら
道
南
に
わ
た
る
地
域
は
､

縄
文
時
代
以
降
､
弥
生
時
代
中
期
に
至
る
ま
で
､
概
ね
共
通
性
の
高
い
文
化
圏

(以

下
､
｢共
通
文
化
圏
｣
に
表
記
す
る
)
を
構
成
し
て
き
て
お
り
､
そ
う
し
た
共
通
性

5



は
'
土
器
を
始
め
と
す
る
物
質
文
化
に
と
ど
ま
ら
ず
､
価
値
観
や
信
仰
な
ど
の
精
神

(;
)

文
化
面
に
ま
で
及
ん
で
い
る
｡
北
海
道

｢拡
大
文
化
圏
｣
は
'
｢c
l式
｣

～
｢
C
2

･
D
式
｣
期
'
結
果
と
し
て
旧

｢共
通
文
化
圏
｣
北
半
域

(道
南
西
部
)
と
道
北
東

部
諸
文
化
圏
と
の
融
合
に
よ
り
生
じ
て
お
り
'
｢C
2
･
D
式
｣
の
広
域
的
展
開
こ
そ

は
'
南
部
樺
太

･
南
部
千
島
'
東
北
北
半
域
を
も

｢拡
大
文
化
圏
｣
側
に
組
み
込
も

(52)

う
と
す
る
性
格
が
内
在
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
東
北
北
半
域
を
中
心

と
す
る

｢
C
2
･
D
式
｣
の
広
範
な
展
開
は
'
該
地
域
が

｢拡
大
文
化
圏
｣
南
域
に

再
編
さ
れ
る
形
で
'
道
南
西
部
と
と
も
に
あ
っ
た
旧

｢共
通
文
化
圏
｣
の
伝
統
を
継

(53)

承
す
る
性
格
を
お
び
た
動
き
と
し
て
も
解
し
得
る
｡

三

倭
人
社
会
の
政
治
的
統
合
と
古
代
国
家
倭
国
の
成
立

｢
C
2
･
D
式
｣
が
東
北
北
半
域
広
範
に
展
開
す
る
時
期
は
'
弥
生
時
代
後
期
複

葉

～
古
墳
時
代
前
期
に
あ
た
る
｡
弥
生
時
代
後
期
は
'
西
日
本
を
中
心
と
す
る
倭
人

社
会
の
政
治
的
統
合
が
劇
的
に
進
む
激
動
の
時
代
で
あ
り
'
環
濠
集
落
の
発
達
､
高

地
性
集
落
の
出
現
'
青
銅

･
鉄
製
武
器
の
発
達
な
ど
か
ら
は
'
戦
闘
の
多
発

･
激
化

に
伴
う
社
会
的
緊
張
状
況
が
み
て
と
れ
る
｡
ま
た
'
特
定
個
人
を
厚
葬
す
る
墳
丘
墓

や
周
溝
墓
'
並
び
に
副
葬
品
で
あ
る
大
陸
系
の
鏡
や
青
銅

･
鉄
製
武
具
な
ど
は
'
富

の
偏
在
や
階
級
分
化
が

一
層
進
ん
だ
状
況
を
如
実
に
示
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
同
中

期
の
西
日
本
に
出
現
し
た
祭
死
臭
な
ど
を
共
有
す
る
地
域
圏
は
､
後
期
に
は
さ
ら
に

顕
在
化
L
t
九
州
北
部

･
四
国
南
部
な
ど
に
広
形
鋼
矛

･
銅
女
を
'
吉
備
な
ど
に
特

殊
器
台

･
特
殊
壷
を
､
畿
内
を
中
心
と
す
る
地
域
に
近
畿
式
銅
鐸
を
'
東
海
西
部
な

ど
に
三
遠
式
銅
鐸
を
共
有
す
る
よ
り
広
域
的
な
政
治
勢
力
が
成
長
し
て
い
く
｡

中
国
史
書

『
漢
書
』
に
は
'

一
世
紀
初
頭
前
後
の
多
数
の
ク
二
の
分
立
状
況
や
前

漢

へ
の
定
期
的
な
朝
貢
記
事

[地
理
志
燕
地
]
が
､
『
後
漢
書
』
に
は
'
倭
の
奴
国

や
倭
国
王
帥
升
の
朝
貢
と
後
漢
に
よ
る
冊
封
'
｢倭
国
大
乱
｣
な
ど

一
～
二
世
紀
の

状
況
が
見
え

[東
夷
伝
倭
]
､
倭
人
社
会
の
政
治
的
統
合
は
'
中
国
王
朝
の
権
威
を

借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
拍
車
が
か
か
っ
た
｡
中
で
も
'
｢倭
国
大
乱
｣
は
'
『
後
漢

書
』
に
先
行
し
て
成
立
し
た

『
三
国
志
』
魂
書
東
夷
伝
倭
人

(以
下
'
『
魂
志
』
に

表
記
す
る
)
の

｢倭
国
乱
｣
に
対
応
す
る
も
の
で
'
『
後
漢
書
』
は
桓
帝

(
一
四
七

～

一
六
七
)
と
霊
帝

(
一
六
八

～
一
八
八
)
の
治
世
の
間
と
し
､
『
梁
書
』
は

｢漢

霊
帝
光
和
中
'
倭
国
乱
｣
に
作
り

[諸
夷
伝
倭
]
､

一
七
八
～
一
八
三
年
の
間
の
こ

と
と
し
て
い
る

(『
北
史
』
も
同
じ
く
作
る
)｡

(.7;)

『
後
漢
書
』
が

『
魂
志
』
に
拠
り
'
『
梁
書
』
『
北
史
』
が
両
者
を
参
照
し
た
も
の

二=∵

で
あ
る
に
せ
よ
､
『
魂
志
』
の
記
述
は
'
『
魂
略
』
の
生
の
史
料
を
伝
え
て
い
る
と
み

ら
れ
る
か
ら
､
｢倭
国

(大
)
乱
｣
は
二
世
紀
後
半
の
史
実
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
｡
そ
し
て
'
『
魂
志
』
の
記
述
に
従
え
ば
'
こ
う
し
た
倭
人
社
会
の
戦
乱
は
'

三

世
紀
初
頭
ま
で
に
女
王
卑
弥
呼
を

｢共
立
｣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
収
束
し
'
邪
馬
台

国
を
盟
主
と
す
る
三
〇
の
ク
ニ
の
連
合
体

(以
下
､
邪
馬
台
国
連
合
に
表
記
す
る
)

が
成
立
す
る
｡
こ
う
し
て
'
弥
生
後
期
倭
人
社
会
の
政
治
的
統
合
の
結
果
'
古
代
国

家
形
成

へ
の
歩
み
は

一
層
加
速
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
『
魂
志
』
に
よ
れ
ば
､
弥
生
時
代
終
末
期
の
倭
人
社
会
は
'
邪
馬
台
国
逮

合
を
構
成
す
る
ク
ニ
'
そ
れ
に
敵
対
す
る
南
の
狗
奴
国
'
さ
ら
に
邪
馬
台
国
の
東
方

に
も
ク
ニ
が
あ
っ
て

｢皆
倭
種
｣
と
さ
れ
る
｡
今
日
'
邪
馬
台
国
の
位
置
に
つ
い
て

は
､
畿
内
庄
内
式
土
器
の
西
日
本
を
中
心
と
す
る
地
域

へ
の
広
域
的
展
開
､
初
現
期

古
墳
の
成
立
や
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
布
状
況
な
ど
か
ら
､
畿
内
大
和
に
あ
っ
た
こ
と
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(56
)

は
確
実
と
さ
れ

､
邪
馬
台
国
連
合

は

｢
倭
国

(大
)
乱
｣
が
収
束
す
る
二
世
紀
末
に
は
､
畿

内
を
中
心
と
す
る
西
日
本
広
域
に
わ
た

っ
た
こ

(57)

と
に
な
る
｡

一
方
､
邪
馬
台
国
連
合
と
抗
争
し
得
た
狗
奴

国
に

つ
い
て
も
､

同
時
期

の
遺
跡

の
規
模
や

数
､
東
海
系
土
器
や
前
方
後
方
形
墳
墓
な
ど
東

(粥)

海
系
要
素
の
東
漸
な
ど
に
よ

っ
て
濃
尾
平
野
､
な

い
し
は
弥
生
時
代
後
期

の
菊
川
式
土
器

の
展

開
､
｢久
努
｣
の

地
名
や

豪
族

｢久
努
連
｣
他
と

(59
)

の
関
連
か
ら
遠
江

東
部
な

ど
､
東
海
西
部
に
あ
て

る
見
解
が
有
力

で
あ
る
｡
す
る
と
､
東
海
西
部

に
あ

っ
た
と
さ
れ
る
狗
奴
国
の
地
理
上
の
位
置

は
､
邪
馬
台
国

の
南

で
は
な
く
､
実
際
に
は
概

ね
東
だ

っ
た

こ
と
に
な
る
｡

こ
の
こ
と
に

つ
い

て
､
『
魂
志
』
に
は
､
倭
を
現
在

の
漸
江
省
か
ら

福
建
省
に
わ
た
る

｢会
稽
｣
｢東
冶
｣
の
東
と
み

な
す
な
ど
､
倭
が
南
に
の
び
る
島
で
あ
る
と
す

る
認
識
が
あ

っ
た
と

し

て
､
編
者

の
方
位
観

は
､
地
図
上

の
日
本
列
島
を
不
正
確
に
ゆ
が
ま

せ
て
南
方
に
九

〇
度
転
回
さ
せ
た
も

の
と
な
る

(60)

と
す
る
指
摘
が
あ
り
､
狗
奴
国
を
大
和
北
東
の
東

(61)

海
西
部
と
す
る
見
解
と
も
ほ
ぼ
整
合
す
る
｡

北渡海千鈴里

品 禦 雷 実際の倭人のク二グ二

図 版 2

- 程不詳 園台

『
魂
志
』
の
記
述
か
ら
は
､
編
者
の
認
識
と
し
て
､
邪
馬
台
国
連
合
を
構
成
す
る

三

〇
の
ク
ニ
や
狗
奴
国
を
倭
人
の
ク

ニ
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
読
み
と
れ
'

邪
馬
台
国
東
方
に
も

｢倭
種
｣
'
即
ち

｢倭
人
系
｣
の
ク

ニ
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡

す
る
と
､
既
述
し
た

『
魂
志
』
編
者

の
方
位
観
を
修
正
す
れ
ば
'
｢倭
種
｣
の
ク

ニ

は
､
実
際
に
は
邪
馬
台
国
の
東
で
は
な
く
'
北
を
中
心
と
す
る
位
置
付
け
と
な
る
か

ら
､
倭
人
社
会
の
範
囲
は
､
大
和
の
北
東
方
'
即
ち
東
日
本
方
面
に
も
広
が
り
を
も

(62)

っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
｡
当
時
の
関
東

･
甲
信
地
方
な
ど
東
日
本
に
は
～

狗
奴
国
勢
力
の
影
響
の
も
と
に
展
開
し
た
と
さ
れ
る
東
海
系
土
器
や
前
方
後
方
形
の

(63)

墳
墓
な
ど
東
海
系
要
素
が
広
範
に
及
ん
で
い
る
｡

や
が
て
'
東
海
西
部
で
成
立
し
た
前
方
後
方
墳
は
､
三
世
紀
前
半
に
は
関
東
南
部

(64)

に
出
現
す
る
と
と
も
に
関
東
各
地
に
波
及
し
､
北
陸

･
関
東

･
甲
信
地
方
な
ど
の
東

日
本
で
は
､
中
小
規
模
の
前
方
後
方
墳
が
畿
内
に
起
源
す
る
前
方
後
円
墳
に
先
行
し

(6)

て
出
現
す
る
事
例
が
各
地
で
み
ら
れ
る
｡
す
る
と
､
｢倭
種
｣
の
ク
ニ
と
は
､
北
陸

(66)

･
関
東

･
甲
信
地
方
な
ど
の
東
日
本
広
域
を
も
含
む
も
の
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
｡
そ

の
後
'
邪
馬
台
国
連
合
は
'
三
世
紀
半
ば
過
ぎ
に
は
東
海
西
部
を
拠
点
と
し
た
狗
奴

(67)

国
を
始
め
と
す
る
東
日
本
を
も
政
治
的
傘
下
に
取
り
込
み
､
そ
の
過
程
で
前
方
後
円

(vi)

墳
を
頂
点
と
す
る
前
半
期
古
代
国
家
た
る
倭
国

へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
｡

こ
う
し
て
､
倭
国
の
王
権
と
政
治
的
関
係
を
取
り
結
ん
だ
首
長
の
支
配
地
域
に
は
､

畿
内
大
和
を
中
心
と
す
る
倭
国
の
象
徴
で
あ
り
､
該
体
制
下
に
お
け
る
首
長
の
身
分(69)

的
位
置
付
け
を
も
示
す
前
方
後
円
墳
を
始
め
と
す
る
古
墳
が
造
営
さ
れ
た
と
さ
れ
る
｡

そ
し
て
､
こ
う
し
た
前
方
後
円
墳
を
頂
点
と
す
る
政
治
秩
序
に
基
づ
く
古
墳
が
造
営

さ
れ
た
地
域
に
は
､
倭
国
の
王
権
と
密
接
に
結
び

つ
い
た
首
長
層
が
存
在
し
'
倭
国

(70)

領
域
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
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ま
た
'
三
世
紀
後
半
の
東
北
南
半
域
な
ど
に
は
'
北
陸
系
の
土
器
と
と
も
に
東
港

的
な
様
相
を
も
つ
土
器
､
前
方
後
方
形
の
墳
墓
な
ど
が
'
直
接
に
は
北
陸

･
関
東
地

】j==E

方
な
ど
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
ち
な
が
ら
展
開
し
た
と
み
ら
れ
､
同
様
の
土
器
は
､

東
北
南
半
域
に
と
ど
ま
ら
ず
'
山
形
盆
地
や
大
崎
平
野
な
ど
の
北
半
南
辺
に
ま
で
及

こ.ご

ん
だ
と
さ
れ
る
｡
ま
た
'
東
北
南
半
域
に
お
け
る
前
期
古
墳
は
三
世
紀
後
菓

～
四
世

(73)

(r_T)

(75)

紀
初
頭
に
さ
か
の
ぼ
り
'
そ
の
後
'
日
本
海
側
で
は
新
潟
平
野
や
山
形
盆
地
に
ま
で
'

(76)

太
平
洋
側
で
は
仙
台

･
大
崎
平
野
に
ま
で
展
開
し
'
そ
の
総
数
も
五
〇
基
前
後
を
敬

二ご

え
る
と
さ
れ
る
｡
す
る
と
､
倭
国
を
構
成
す
る
勢
力
は
'
前
期
古
墳
文
化
の
展
開
が

雄
弁
に
物
語
る
よ
う
に
'
三
世
紀
後
葉
を
通
じ
て
東
北
南
半
域
'
並
び
に
北
半
南
辺

に
も
成
立
し
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
'
前
方
後
円
墳
体
制
を
生
み
出
す
倭
国
社
会
の
体
系
は
'
≡

世
紀
後
半
に
は
会
津
盆
地
を
始
め
と
す
る
南
半
南
域
'
さ
ら
に
は
仙
台
平
野
や
米
釈

盆
地
'
新
潟
平
野
な
ど
の
南
半
北
域
'
山
形
盆
地
や
大
崎
平
野
な
ど
の
北
半
南
辺
に

ま
で
及
ん
で
在
地
集
団
に
受
容
さ
れ
'
や
が
て
該
地
域
に
古
墳
を
造
営
す
る
社
会
を

成
立
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
る
と
､
倭
国
の
領
域
は
'
既
に
古
墳
時
代
前
期
の

段
階
で
'
古
墳
が
造
営
さ
れ
て
い
る
東
北
南
半
域
'
及
び
大
崎
平
野
な
ど
北
半
南
辺

(79)

の
1
部
に
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
に
な
る
.

し
か
も
'
東
北
北
半
南
辺
以
南
の
東
日
本
各
地
に
は
'
古
墳
時
代
を
通
じ
て
古
墳

が
ほ
ぼ
継
続
的
に
造
営
さ
れ
て
お
り
'
該
地
域
に
は
'
古
墳
時
代
前
期
以
降
､
倭
国

を
構
成
す
る
首
長
層
が
存
在
し
続
け
た
と
解
さ
れ
る
｡

一
方
で
'
大
崎
平
野
と
山
形

盆
地
'
新
潟
平
野
の
北
に
は
'

一
時
的
に
進
出
し
た
倭
国
勢
力
に
よ
る
北
上
川
中
流

(印)

域
の
角
塚
古
墳
以
外
に
古
墳
が
造
営
さ
れ
る
こ
と
は
終
に
な
か
っ
た
｡
す
る
と
'
東

北
北
半
南
辺
以
南
と
は
異
な
り
'
古
墳
が
造
営
さ
れ
て
い
な
い
該
地
域
の
北
に
は
～

倭
国
首
長
層
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
東
北
地
方
南
北
の
差

異
は
'
弥
生
時
代
を
通
じ
て
東
北
南
半
以
南
が
農
耕
社
会
を
成
立
さ
せ
た
の
に
対
し
'

縄
文
文
化
の
生
業
伝
統
を
継
承
し
た
東
北
北
半
以
北
に
は
'
古
墳
文
化
を
将
来
す
る

(=)

基
盤
が
未
確
立
だ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
理
解
さ
れ
る
｡

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
'
東
日
本
の
倭
国
領
域
は
'
古
墳
時
代
前
期
に
は
東
北
南
半

以
南
'
並
び
に
北
半
南
辺
の
一
部
に
及
ぶ

一
方
で
'
東
北
北
半
以
北
は
'
南
辺
の
一

部
を
除
い
て
倭
国
領
域
外
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
｡
こ
う
し
た
弥
生
～
古
墳
時
代
を

8



画
期
と
し
て
生
じ
た
文
化

･
社
会
構
造
上
の
差
異
は
､
概
ね
東
北
南
半
以
南
の
倭
人

社
会
と
東
北
北
半
域
か
ら
道
南
西
部
に
わ
た
っ
た

｢え
み
し
｣
社
会
と
の
分
化
に
拍

車
を
か
け
､
そ
の
差
異
を

一
層
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
｡

こ
う
し
た
東
北
地
方
南
北
の
差
は
ま
た
'
人
間
集
団
の
形
質
面
に
も
懸
隔
を
生
じ

さ
せ
た
と
考
え
る
｡
即
ち
､
岩
手
県
大
迫
町
ア
バ
ク
チ
洞
穴
遺
跡
出
土
の
弥
生
系

(82)

(倭
人
系
)
幼
児
人
骨
の
存
在
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
､
東
北
北
半
域
在

地
集
団
の
主
体
は
､
西
日
本
弥
生
文
化
と
の
格
差
'
並
び
に
四
世
紀
前
半
頃
に
北
港

道
後
北
文
化
と
の
関
係
を
深
め
て
い
る
こ
と
な
ど
を
も
ふ
ま
え
る
と
､
倭
人
集
団
の

移
住
や
通
婚
な
ど
に
よ
る
形
質
上
の
影
響
は
､
東
北
南
半
以
南
と
比
較
す
れ
ば
､
さ

I:]')

ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
東
北
南
半
域
や
関
東

地
方
の
古
墳
時
代
人
骨
の
大
半
は
､
九
州
北
部
な
ど
の
渡
来
系
弥
生
人
骨
と
区
別
し

(I)

得
な
い
と
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
東
北
南
半
域
な
ど
の
集
団
が
､
弥
生
～
古
墳
時
代
を

通
じ
て
生
活

･
文
化
面
で
倭
人
社
会
と
の
本
質
的
差
異
を
な
く
し
て
い
た
こ
と
を
背

景
に
､
相
互
の
交
易

･
通
婚
関
係
な
ど
が

一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
で
､
形
質
的
に
も

l.i;)

倭
人
と
み
な
し
得
る
も
の
と
な
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
｡

四

後
北

･
北
大
系
文
化
要
素
の
展
開
と

｢え
み
し
｣
社
会
の
紐
帯

｢
C
2
･
D式
｣
に
後
続
す
る
北
大
式
土
器
の
本
州
側

へ
の
展
開
は
､
｢Ⅰ
式
｣
が

ほ
ぼ
宮
城

･
山
形
両
県
域
を
南
限
と
す
る
東
北
北
半
域
に
縮
小
す
る
｡
ま
た
､
｢C
2

･
D
式
｣
が
確
認
さ
れ
た
東
北
地
方
に
お
け
る
遺
跡
数
は
'

一
九
九
八
年
の
時
点
で
､

実
に
九
三
カ
所
に
の
ぼ
る
の
に
対
し
て
､
｢
Ⅰ
式
｣
が
確
認
さ
れ
た
遺
跡
は
､
そ
の

I,i,I

五
分
の

一
程
度
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
る
｡
本
州
側
で
は
､
後
続
の

｢
Ⅱ
式
｣
は
確
認

(i.,I

さ
れ
て
お
ら
ず
､
｢Ⅲ
式
｣
も
岩
手
県
滝
沢
村
高
柳
遺
跡
な
ど
で
僅
か
に
出
土
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
状
況
と
な
る
こ
と
か
ら
､
北
海
道
方
面
と
の
関
係
が
弱
ま
っ
た
と

3比円

す
る
指
摘
も
み
ら
れ
る
｡

し
か
し
､
東
北
北
半
域
の
後
北

･
北
大
式
土
器
が
出
土
す
る
遺
跡
に
お
い
て
は
､

東
を
中
心
と
す
る
頭
位
､
土
墳
東
壁
側

へ
の
袋
状
堀
込
み
な
ど
､
千
歳
市
ウ
サ
ク
マ

イ
遺
跡
な
ど
で
の
事
例
に
み
る
よ
う
な
北
海
道
後
北

･
北
大
系
文
化
に
特
徴
的
な
土

墳
墓
､
並
び
に
そ
れ
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
黒
曜
石
製
ラ
ウ
ン
ド
ス
ク
レ
I

パ
ー
､
及
び
そ
の
剥
片
の
副
葬
や
散
布
な
ど
､
北
海
道
系
要
素
が
重
層
的
に
出
現
す

(舶)

る
傾
向
が
み
て
と
れ
る
O
そ
し
て
､
東
北
北
半
域
に
お
け
る
黒
曜
石
製
石
器
の
製
作

(帥)

(I;)

と
使
用
は
､
岩
手
県
水
沢
市
中
半
入

･
雫
石
町
仁
沢
瀬
Ⅱ
､
秋
田
県
横
手
市
田
久
保

(9)

(幻)

(I;)

下
､
青
森
県
天
間
林
村
森
ケ
沢

･
八
戸
市
田
向
冷
水
諸
遺
跡
に
お
け
る
事
例
'
宮
城

(I.<]

県
宮
崎
町
湯
ノ
倉
産
黒
曜
石
の
交
易
と
流
通
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
か
ら
､
在
地
土

師
器
の

｢南
小
泉
式
｣
｢引
田
式
｣
～
｢住
社
式
｣
な
ど
に
伴
う
五
～
六
世
紀
代
を

Lf.)

主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ

る

｡

以
上
の
よ
う
に
､
｢黒
曜
石
｣
が
利
器
で
あ
る
と
と
も
に
､
葬
送
な
ど
の
精
神
文

化
と
も
わ
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
､
六
世
紀
を
中
心
と
す

る

｢Ⅱ
式
｣
期
に
お
い
て
も
'
東
北
北
半
域
は
北
海
道
側
と
相
通
じ
る
文
化
'
あ
る

種
の
価
値
観
を
共
有
し
て
い
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
Q

(''..I

七

～
八
世
紀
に
お
い
て
も
､
東
北
北
半
域
に
は
片
口
土
器
､
口
縁
部
な
ど
に
鋸
歯

(粥)

(的)

や
格
子
状
の
沈
線
､
頚
部
な
ど
に
段
を
も
つ
土
師
器
が
出
現
す
る
な
ど
､
｢Ⅲ
式
｣

期
を
含
む
擦
文
文
化
前
期
を
中
心
と
す
る
北
海
道
の
土
器
群
に
共
通
す
る
要
素
が
み

と
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
､
お
よ
そ
北
緯
三
九
度
以
北
の
東
北
北
半
域
に
み
ら

れ
る
口
縁
部
に
横
走
す
る
沈
線
を
め
ぐ
ら
す
土
師
器
に
つ
い
て
'
道
南
西
部
を
中
心

9



と
す
る
北
海
道
擦
文
文
化
前
期
の
土
器
群
と

一
連
の
も
の
と
み
な
す
理
解
も
提
起
さ

(_oo)

れ
て
い
る
｡
ま
た
､
鋸
歯
や
格
子
状
の
沈
線
を
も

つ
土
師
器
は
'
青
森
県
南
東
部
や

岩
手
県
域
､
宮
城
県
北
部
な
ど
の
馬
淵
川

･
北
上
川
流
域
を
中
心
に
､
三
条
以
上
の

横
走
す
る
多
重
沈
線
は
､
青
森
県
津
軽

･
下
北
地
方
や
秋
田
県
北
部
を
中
心
と
す
る

日
本
海
側
に
偏
在
す
る
も
の
の
､

一
二

一条
の
横
走
沈
線
に
つ
い
て
は
､
東
北
北
半

闇
円

域
に
普
遍
的
に
み
と
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
｡

既
述
し
た
よ
う
に
､
七

～
八
世
紀
の
東
北
北
半
か
ら
道
南
西
部
に
わ
た

っ
た
在
地

集
団
の
主
体
は

｢え
み
し
｣
で
あ
り
､
国
史
上
の
エ
ミ
シ
関
連
記
事
が
七
世
紀
頃
か

ら
実
録
的
に
な
り
始
め
､
斉
明
紀
を
画
期
と
し
て
天
武

･
持
続
紀
以
降
に
は
､
お
し

(rcHJ

な
べ
て
実
録
的
な
も
の
と
な
る
｡
こ
れ
は
'
元
来
'
倭
国
に
抵
抗
す
る
仇
敵
を
意
咲

し
た
上
代
国
語
起
源
の
エ
ミ
シ
が
､
｢え
み
し
｣
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
密
接
に
関

ふ
ー

わ

っ
て
い
た
｡
す
る
と
､
七

～
八
世
紀
を
中
心
と
す
る
時
期
､
東
北
北
半
域
か
ら
道

南
西
部
に
わ
た

っ
た

一
連
の
沈
線
文
土
器
な
ど
を
共
有
し
た
在
地
集
団
の
主
体
も
ま

た
､
国
史
上
の

｢え
み
し
｣
に

一
致
す
る
こ
と
に
な
る
｡

さ
ら
に
､
東
北
北
半
域
に
は
､
七

～
八
世
紀
を
中
心
と
し
て
'

一
部
が
九
世
紀
に

(104)

(to5)

降
る
頃
に
概
ね

一
〇
m未
満
の
墳
丘
を
も

つ
群
集
境
が
造
営
さ
れ
､
構
造
や
副
葬
品

の
性
格
な
ど
か
ら

｢え
み
し
｣
家
父
長
層
を
葬

っ
た
と
み
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た
群
集

墳
の
主
体
部
は
多
く
が
土
壌
で
､
同
様
の
群
集
境
は
､
同
時
期
の
石
狩
低
地
帯
に
も

出
現
す
る
｡
そ
の
構
造
な
ど
に
は
'
東
北
北
半
域
の
群
集
境
と

一
連
の
共
通
性
が
み

闇
E

と
め
ら
れ
､
鉄
製
農
具
を
始
め
と
す
る
副
葬
品
は
'
そ
れ
が
在
地
集
団
に
よ

っ
て
主

(_07)

体
的
に
造
営
さ
れ
､
擦
文
文
化
の
成
立
を
象
徴
す
る
も
の
と
さ
れ
る
O
ま
た
'
北
海

道
擦
文
文
化
の
成
立
に
は
'
土
師
器
や
竃
を
有
す
る
方
形
の
住
居
を
始
め
と
す
る
東

ふ
､

北
北
半
域
の
生
活
様
式
や
文
化
が
深
く
関
与
し
た
と
さ
れ
る
O

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
､
石
狩
低
地
帯
に
出
現
し
た
群
集
墳
被
葬
者
も
ま
た
在
地
集

(伯)

団
'
即
ち

｢え
み
し
｣
家
父
長
層
で
あ
か
､
道
南
西
部
に
あ

っ
て
､
七

～
八
世
紀
に

成
立
す
る
擦
文
文
化
を
担

っ
た
集
団
も
ま
た
､
｢え
み
し
｣
だ

っ
た
こ
と
が
明
確
と

な
る
｡
国
史
上
の

｢渡
島
蝦
夷
｣
な
ど
と
み
え
る
も
の
は
､
道
南
西
部
や
津
軽
半
島

(川)

域
の

｢え
み
し
｣
を
さ
す
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
方
､
七
世
紀
代
の
北
海
道
余
市
町
大
川
遺
跡
な
ど
の
積
丹
半
島
周
辺
で
は
､
錫

製
の
腕
輪
や
耳
飾
と
み
ら
れ
る
環
状
装
身
具
が
出
土
し
､
八

～
九
世
紀
に
は
､
石
狩

低
地
帯
な
ど
の
墳
墓
群

へ
の
副
葬
が
多
く
み
ら
れ
､
東
北
北
半
域
の
群
集
墳
な
ど
か

ら
も
発
見
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
'
該
期
の
関
東
地
方
以
南
に
は
錫
製
品
が
み
ら
れ

聞
E

な
く
な
る
｡
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
､
錫
製
装
身
具
は
､
積
丹
半
島
対
岸
の
沿
海
地
方

の
鉱
石
が
擦
文
社
会
に
将
来
'
加
工
さ
れ
た
も
の
で
､
そ
の
分
布
が
擦
文
土
器

(既

一

述
し
た
七

～
八
世
紀
の
東
北
北
半
域
か
ら
道
南
西
部
に
展
開
し
た
沈
線
を
有
す
る
土

10

器
群
-
筆
者
補
註
)
の
分
布
状
況
と

一
致
す
る
と
し
て
､
東
北
北
半
域

へ
の
搬
入
に

l

帯
E

は
擦
文
文
化
の
人
々
が
深
く
関
与
し
た
と
さ
れ
る
｡
こ
う
し
た
錫
製
装
身
具
が
東
北

北
半
域
に
も
た
ら
さ
れ
る
中
'
倭
国

･
日
本
側
に
は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
は
､
道
南

西
部
前
期
擦
文
文
化
の

｢え
み
し
｣
社
会
は
'
錫
製
装
身
具
を
自
ら
用
い
る
と
と
も

に
'
東
北
北
半

｢え
み
し
｣
社
会
の
需
要
に
応
え
て
こ
れ
を
供
給
し
た
と
考
え
ら
れ

る
｡
そ
れ
が
装
身
具
で
あ
り
､
副
葬
品
と
も
さ
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
､
｢錫
｣

も
ま
た
'
津
軽
海
峡
を
は
さ
む

｢え
み
し
｣
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
構
成

す
る
精
神
文
化
の

一
つ
だ

っ
た
と
解
さ
れ
る
｡

ま
た
､
東
北
北
半
域
､
並
び
に
石
狩
低
地
帯
の
群
集
墳
を
始
め
と
す
る
墳
墓
の
副

葬
品
と
し
て
知
ら
れ
る
蕨
手
刀
は
､
上
信
地
方
で
成
立
し
て
東
北
北
半
域
に
お
い
て

(-3)

発
達
し
た
と
さ
れ
'
そ
の
他
の
刀
剣
類
や
農
具
な
ど
の
鉄
製
品
､
ガ
ラ
ス
玉
を
始
め



と
す
る
玉
類
は
､
概
ね
倭
国

･
日
本
側
産
品
と
み
ら
れ
る
O
こ
れ
ら
の
中
は
､
国
史

に
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
､
渡
島

｢え
み
し
｣
の
朝
貢
に
際
し
て
､
倭
国

･
日
本
側

が
直
接
に
下
賜
､
或
い
は
交
易
し
た
も
の
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
の
一
方
で
'

既
述
し
た
錫
製
装
身
具
が
､
東
北
北
半

｢え
み
し
｣
社
会

へ
も
供
給
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
を
ふ
ま
え
る
と
､
東
北
北
半

｢え
み
し
｣
社
会
は
'
そ
う
し
た
物
資

へ
の
対

価
と
し
て
倭
国

･
日
本
産
品
を
仲
介
し
て
道
南
西
部

｢え
み
し
｣
社
会

へ
も
た
ら
す

こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡

九
世
紀
代
に
降
る
事
例
と
み
ら
れ
る
が
､
延
喜
五
年

(九
〇
五
)
成
立
の

『
延
書

式
』
民
部
下
に
は
､
｢交
易
雑
物
｣
と
し
て
陸
奥
国
の
葦
鹿
皮

･
独
拝
皮

･
昆
布
､

出
羽
国
の
熊
皮

･
葦
鹿
皮

･
独
拝
皮
な
ど
が
見
え
る
｡
陸
奥
の
昆
布
は
､
道
南
函
館

港
周
辺
が
後
世
に
宇
賀
昆
布
と
し
て
名
高
い
も
の
の
､
渡
島

｢え
み
し
｣
を
管
轄
す

(1-4)

る
出
羽
国
に
見
え
て
い
な
い
か
ら
､
陸
奥
国
土
産
と
考
え
ら
れ
る
｡
霊
亀
元
年

(七

一
五
)
に
､
岩
手
県
閉
伊
地
方
の

｢え
み
し
｣
と
み
ら
れ
る
須
賀
君
古
麻
比
留
ら
が

先
祖
以
来
昆
布
を
献
上
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
'
開
村
に
郡
家
を
建
て
る
こ
と
を
顔

っ
て
許
さ
れ
た
記
事

[『
続
日
本
紀
』
同
年

一
〇
月
二
九
日
]
が
想
起
さ
れ
る
0

ま
た
､
弘
仁
元
年

(八

一
〇
)
に
は
､
大
同
二
年

(八
〇
七
)
八
月

一
九
日
の
弾

正
台
例
に
よ
っ
て
腰
帯
に
用
い
る
こ
と
を
禁
断
さ
れ
て
い
た

｢独
射
肝
葦
鹿
輝
熊

皮
｣
が
､
そ
の
禁
を
解
か
れ
て
い
る

[『
日
本
後
紀
』
同
年
九
月
二
八
日
]｡
『
延
書

式
』
と
の
対
応
関
係
を
ふ
ま
え
る
と
'
｢独
射
狩
｣
は
正
し
く

｢独
狩
｣
に
解
す
べ

き
で
あ
る
｡
同
様
に
､
『
延
書
式
』
出
羽
交
易
雑
物
の

｢熊
｣
皮
も
､
渡
島

｢え
み

し
｣
と
の
関
連
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
､
｢R
･｣
(ヒ
グ
マ
)
皮
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
.

葦
鹿

(ア
シ
カ
)
･
ヒ
グ

マ
皮
に
つ
い
て
は
､
北
海
道
か
ら
将
来
さ
れ
た
と
考
え

(1-5)

ら
れ
る
が
､
当
時
の
日
本
側
が
､
そ
う
し
た
物
資
を
交
易
し
得
た
の
は
渡
島

｢え
み

し
｣
を
措
い
て
は
考
え
難
い
｡
ア
シ
カ
皮
が
陸
奥
国
の
交
易
雑
物
で
も
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
､
陸
奥
国
側
は
そ
れ
を
恒
常
的
に
入
手
で
き
た
こ
と
に
な
る
が
､
渡
島

｢え
み
し
｣
は
出
羽
国
管
轄
で
あ
る
｡
ア
シ
カ
皮
は
､
出
羽

｢え
み
し
｣
に
と
っ
て

国
街
な
ど
と
の
重
要
な
交
易
物
資
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
'
陸
奥

｢え
み
し
｣
が
出
羽

｢え
み
し
｣
か
ら
､
そ
の
多
く
を
得
た
と
は
考
え
に
く
い
O
す
る
と
､
陸
奥
国
交
易

雑
物
と
し
て
の
ア
シ
カ
皮
は
'
陸
奥

｢え
み
し
｣
が
渡
島

｢え
み
し
｣
と
直
接
交
易

し
て
入
手
し
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
り
'
陸
奥

｢え
み
し
｣
側
に
よ
る
対

(16)

価
は
､
鉄
製
品
を
始
め
と
す
る
日
本
産
晶
で
あ
っ
た
と
考
え
か
.

一
方
､
独
狩
に
つ
い
て
は
､
『
和
名
類
衆
抄
』
の
う
ち
､
広
く
流
布
し
た
伝
本
で

(117)

あ
る
那
波
道
圃
校
訂
活
字
本

[毛
群
類
第
二
百
三
十
三
]
に
は
'
｢胡
地
野
犬
名
｣

の
註
記
が
見
え
る
も
の
の
､
『
和
名
類
衆
抄
』
の
古
式
を
残
す
と
さ
れ
る
名
古
屋
市

博
物
館
所
蔵
本
の
該
当
部
分
に
は
註
記
は

一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
､
独
秤

聞
円

だ
け
は
和
訓
が
見
え
ず
'
早
く
に
読
み
が
忘
れ
ら
れ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
O
こ
の

こ
と
か
ら
'
流
布
本
の
註
記
は
､
か
な
り
後
世
に
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
て
信
を

お
き
難
い
O
独
拝
は
､
和
訓
が
早
く
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
'

北
海
道
よ
り
も
さ
ら
に
遠
方
の
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
思
量
さ
れ
る
｡

『
和
名
類
衆
抄
』
の

｢独
粁
｣
は
'
海
獣
で
あ
る
葦
鹿
と
水
豹

(ア
ザ
ラ
シ
)
の

間
に
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
日
本
近
海
の
海
獣
類
の
中
で
､
皮
が
珍
重
さ
れ
る
ラ
ッ
コ

は
､
元
来
ア
イ
ヌ
語
に
由
来
し
､
室
町
時
代
中
期
の

『
節
用
集
』
(文
明
本
)
に
は

闇
E

｢瀬
虎

ラ
ッ
コ
｣
が
見
え
､
猟
虎

･
海
瀬
な
ど
に
国
語
表
記
さ
れ
て
き
た
｡
独
肝

を
ラ
ッ
コ
の
音
写
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
が
'
小
型
の
海
獣
で
､
海
を
泳
ぐ
様
が

ふ
)

犬
に
た
と
え
ら
れ
な
く
も
な
い
｡
独
狩
は
ラ
ッ
コ
に
比
定
し
得
ま
い
か
｡

こ
う
し
た
交
易
が
九
世
紀
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
､
そ
れ
が

ll



八
世
紀
'
さ
ら
に
は
七
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
｡
群
集
墳
出
土
の

副
葬
品
に
み
る
対
価
相
応
を
考
え
る
な
ら
ば
､
七
～
九
世
紀
に
は
'
東
北
北
半
域
か

ら
は
鉄
製
品
や
玉
類
を
始
め
と
す
る
倭
国

･
日
本
産
品
が
'
道
南
西
部
か
ら
は
錫
製

装
身
具
や
ア
シ
カ

･
ヒ
グ

マ
エ
フ
ツ
コ
な
ど
の
毛
皮
類
が
'
相
互
に
交
易
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
に
は
ま
た
'
東
北
北
半
域
か
ら
道
南
西
部
に
わ
た
っ
た

｢え
み

し
｣
社
会
の
紐
帯
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

そ
の
後
'
九
世
紀
代
に
は
､
東
北
北
半
域
の
土
器
様
相
が
東
北
南
半
以
南
と
同
様

(121)

に
律
令
的
な
も
の
と
な
る
の
に
対
し
て
'
北
海
道
側
で
は
独
自
性
の
強
い
擦
文
土
器

閣
E

が
成
立
す
る
と
し
て
'
津
軽
海
峡
を
は
さ
む
南
北
の
分
断
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
こ

う
し
た

｢分
断
｣
と
み
え
る
現
象
は
'
九
世
紀
初
め
の
所
謂
三
八
年
戦
争
終
結
の
結

果
'
東
北
北
半
以
南
の

｢え
み
し
｣
社
会
が
律
令
社
会
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
過
程
で

闇
円

生
じ
た
も
の
で
'

1
0
世
紀
以
降
の
王
朝
期
に
は
'
｢え
み
し
｣
社
会
は
'
和
人

･

公
民
化
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
停
囚
社
会
と
日
本
領
域
外
の

｢え
ぞ
｣
社
会
と
に
分

(～=)

化
し
て
い
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

そ
れ
で
も
'
元
慶
二
年

(八
七
八
)
'
並
び
に
天
慶
二
年

(九
三
九
)
に
出
羽
秋

田
城
下
な
ど
を
中
心
と
し
て
広
域
を
も
巻
き
込
ん
だ

｢え
み
し
｣
蜂
起
に
際
し
て
'

日
本
側
は
'
北
方
の
津
軽
や
渡
島

｢え
み
し
｣
の
呼
応
に
対
す
る
強
い
懸
念
を
示
し

(Lee.)

て
い
か
O
ま
た
､
元
慶
時
に
は
'
蜂
起
が
ほ
ぼ
終
息
し
た
翌
年
早
々
'
渡
島

｢夷

首
｣

一
〇
三
人
が

｢種
類
｣
三
〇
〇
〇
人
を
率
い
て
秋
田
城
下
に
至
り
'
津
軽
や
蜂

起
に
加
わ
ら
な
か
っ
た

｢え
み
し
｣
な
ど
と
と
も
に
饗
応
に
与

っ
て
い
る

[『
日
本

三
代
実
録
』
元
慶
三
年
正
月

一
一
日
]｡
既
述
し
た
よ
う
に
'
九
世
紀
代
に
は
'
陸

奥

･
出
羽
両
国
の

｢え
み
し
｣
と
渡
島

｢え
み
し
｣
と
の
間
に
は
'
日
本
産
品
と
毛

皮
を
始
め
と
す
る
北
方
産
品
と
の
交
易
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
る
と
'
津
軽

海
峡
を
は
さ
む
南
北
の

｢え
み
し
｣
社
会
は
'
九
世
紀
～
一
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て

も
'
な
お

一
連
の
ま
と
ま
り
を
な
す
も
の
と
し
て
理
解
し
得
る
こ
と
に
な
る
｡

五

｢え
み
し
｣
社
会
の
成
立
と
倭
国

(む
す
び
に
か
え
て
)

既
述
し
た
よ
う
に
､
四
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
'
東
北
北
半
域
広
範
に
展

開
し
た

｢
C
2
･
D
式
｣
と
そ
れ
に
伴
う
文
化
要
素
は
'
単
独
で
は
な
く
重
層
的
に

出
現
す
る
傾
向
を
示
し
'
そ
の
中
に
は
葬
送
な
ど
精
神
文
化
に
ね
ぎ
す
も
の
も
含
ま

れ
て
い
る
｡
そ
の
後
も
'
東
北
北
半
域
と
北
大
式
'
及
び
そ
の
系
統
に
連
な
る
道
南

西
部
擦
文
文
化
圏
と
は
､
葬
送
'
｢黒
曜
石
｣
｢錫
｣'
土
器
の
沈
線
'
群
集
填
､
交

易
な
ど
に
み
る
よ
う
に
'
古
代
を
通
じ
て
ほ
ぼ
継
続
的
に
相
通
じ
る
文
化
や
価
値
観

を
共
有
L
t
そ
の
紐
帯
を
保
持
し
続
け
て
い
る
｡
東
北
北
半
域
と
道
南
西
部
と
の
関

係
が
弱
ま
っ
た
か
に
み
え
る
五
世
紀
以
降
は
､
東
北
北
半
域
の
土
師
器
が
南
半
域
と

(t26)

は
様
相
を
異
に
し
て
独
自
性
を
強
め
る
時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
､
そ
の
こ
と
が
北
港1㌻

道
系
土
器
そ
の
も
の
が
稀
薄
と
な
る
こ
と
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
か
｡

や
は
り
､
東
北
北
半
域
と
南
西
部
を
中
心
と
す
る
北
海
道
と
は
'
概
ね
古
代
を
通
じ

て

一
連
の
社
会
を
構
成
し
て
き
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

こ
う
し
た
東
北
北
半
域
か
ら
道
南
西
部
に
わ
た
る
地
域
に
は
'
古
代
史
上
の

｢え

み
し
｣
が
居
住
し
て
い
た
か
ら
'
津
軽
海
峡
を
は
さ
む
該
地
域
に
住
み
'
相
通
じ
る

LY_;)

文
化
'
価
値
観
を
共
有
し
た
在
地
集
団
の
主
体
が

｢え
み
し
｣
だ

っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
｡
東
北
北
半
域
と
南
西
部
を
中
心
と
す
る
北
海
道
と
が
共
通
の
文
化
要
秦

や
価
値
観
を
共
有
す
る
よ
う
な
あ
り
方
は
'
既
述
し
た
縄
文
時
代
早
期
～
弥
生
時
代

中
期
に
お
け
る

｢共
通
文
化
圏
｣
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
｡
東
北
北
半
'
就
中
'
そ
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の
北
域
山
間
な
ど
に
は
､
ア
イ
ヌ
語
に
由
来
す
る
と
み
ら
れ
る
地
名
が
ま
と
ま
り
を

(,3'

な
す
形
で
み
と
め
ら
れ
､
同
じ
く
山
間
の
狩
猟
集
団

マ
タ
ギ
の
山
言
葉
に
も
ア
イ
ヌ

(30)

語
に
共
通
す
る
語
嚢
が
存
在
し
て
い
か
｡
こ
う
し
た
東
北
北
半
域
を
中
心
と
す
る
ア

イ
ヌ
語
的
要
素
か
ら
､
｢共
通
文
化
圏
｣
や

｢拡
大
文
化
圏
｣
成
立
の
背
景
に
は
､

(n])

相
互
に
通
じ
合
う
ア
イ
ヌ
語
系
言
語
の
共
有
が
あ

っ
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
'
古
代

｢え
み
し
｣
は
､
｢拡
大
文
化
圏
｣
南
半
を
構
成
し

た
集
団
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
'
｢え
み
し
｣
社
会
は
'
東
北
北
半
域
が

｢拡
大
文

化
圏
｣
に
再
編
さ
れ
る

(即
ち
'
｢
C
2
･
D
式
｣
が
東
北
北
半
域
広
範
に
及
ぶ
)

｢赤
穴
式
｣
後
半
の
特
殊
撚
糸
文
期
と

｢塩
釜
式
｣
前
半
期
と
が
併
行
す
る
四
世
紀

(132)

前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
に
は
､
実
体
と
し
て
成
立
し
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

(133)

別
稿

で
も
論
じ
た
よ
う
に
､
東
北
北
半
域
か
ら
道
南
西
部
に
わ
た

っ
た

｢え
み

し
｣
社
会
成
立
に
至
る
過
程
は
､
主
と
し
て
倭
人
弥
生
社
会
､
並
び
に
そ
れ
を
政
治

的
に
統
合
し
た
倭
国
古
墳
社
会
の
動
き
と
密
接
に
連
動
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
｡
即

ち
､

一
世
紀
第

2
四
半
期
頃
の
畿
内
第

Ⅴ
様
式
の
成
立
は
'
弥
生
後
期
倭
人
社
会
の

激
動
の
中
で
生
じ
た
も
の
と
み
ら
れ
､
そ
の
影
響
は
､
東
北
地
方
全
域
を

｢天
王
山

式
｣
土
器
群
に
伴
う
文
化
に
斉

一
化
さ
せ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
｡
ま
た
'
既
述
し

た
二
世
紀
後
半
と
み
ら
れ
る
倭
人
社
会
の
争
乱
は
､
二
世
紀
第

2
四
半
期
頃
に
は
成

立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る

｢
C
1式
｣
に
よ
る
全
道
的
展
開
を
惹
起
し
た
と
考
え
る
｡

さ
ら
に
､
三
世
紀
半
ば
過
ぎ
に
は
､
邪
馬
台
国
連
合
が
東
海

･
北
陸

･
関
東

･
甲
信

地
方
な
ど
東
日
本
を
も
傘
下
に
お
さ
め
て
倭
国

へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
と
､
三
世
紀
後

葉

～
四
世
紀
初
頭
に
は
､
直
接
に
は
北
陸

･
関
東
勢
力
の
影
響
下
で
東
北
南
半
域
や

北
半
南
辺
の

一
部
に
倭
国
を
構
成
す
る
首
長
層
が
形
成
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
｡

そ
し
て
､
四
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
､
福
島
県
傾
城
壇
古
墳
な
ど
の
畿
内
に
起
源
す

る
定
型
化
以
前
の
前
方
後
円
墳
と
､
山
形
県
蒲
生
田
山
三

･
四
号
境
な
ど
の
東
海
西

部
に
起
源
す
る
と
み
ら
れ
る
前
方
後
方
墳
と
が
併
行
す
る
形
で
造
営
さ
れ
た
と
み
ら

(r･=)

れ
る
｡
前
方
後
円
墳
と
前
方
後
方
墳
と
が
併
行
し
て
造
営
さ
れ
る
事
例
は
､
東
日
本

各
地
で
み
と
め
ら
れ
る
が
､
同
様
の
状
況
が
東
北
南
半
域
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
る

の
は
'
北
陸

･
関
東
勢
力
が
該
地
域
の
古
墳
社
会
形
成
に
関
与
し
た
証
左
と
し
て
理

(Eq_)

解
さ
れ
る
｡
こ
う
し
て
生
じ
た
緊
張
は
､
旧

｢共
通
文
化
圏
｣
域
を
構
成
し
た
東
北

北
半
域
､
並
び
に
道
南
西
部
を
介
し
て
全
道
に
及
び
､
旧

｢共
通
文
化
圏
｣
域
は
､

全
道
を
斉

一
化
し
た
｢

C
2
･
D
式
｣
の
広
範
な
展
開
が
意
味
す
る
よ
う
に
'
｢拡
大

文
化
圏
｣
南
半

へ
と
再
編
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

こ
う
し
た
倭
人
社
会
の
政
治
的
統
合
に
起
因
す
る
激
動
､
並
び
に
倭
国
勢
力
北
進

の
脅
威
は
､
東
北
北
半
域
の
み
な
ら
ず
､

一
時
は
南
部
樺
太

･
南
部
千
島
を
も

｢紘

大
文
化
圏
｣
に
編
入
す
る
形
で
､
後
世
の
ア
イ
ヌ
文
化
を
産
み
出
す
胎
動
を
惹
起
し

た
と
解
さ
れ
る
｡
そ
の

一
方
で
'
四
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
に
は
､
旧

｢共

通
文
化
圏
｣
の
伝
統
を
継
承
す
る
東
北
北
半
域
か
ら
道
南
西
部
に
わ
た
る
地
域
に

｢拡
大
文
化
圏
｣
南
半
の
地
域
性
と
も
い
い
得
る

｢え
み
し
｣
社
会
を
成
立
さ
せ
た

の
で
あ

っ
た
｡
し
て
み
る
と
'
｢え
み
し
｣
社
会
が
古
代
を
通
じ
て
倭
国

･
日
本
と

対
峠
す
る
状
況
は
､
｢え
み
し
｣
社
会
の
成
立
過
程
が
既
に
暗
示
す
る
よ
う
に
､
当

初
か
ら
宿
命
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
ば
い
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
｡

13

謝
辞小

口
雅
史
先
生
に
は
､
拙
稿
の
不
備
か
ら
､
大
変
お
手
数
を
お
か
け
す
る
と
と
も

に
､
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
ま
た
､
日
頃
よ
り
賜

っ
て
い
る
ご
指
導

と
も
あ
わ
せ
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡



註
(
-
)
本
小
論
は
'
新
潟
県
を
含
む
東
北
地
方
に
つ
い
て
'
お
よ
そ
盛
岡
市
と
秋
田
市
と

を
東
西
に
結
ぶ
線
以
北
を
北
半
北
域
に
'
そ
の
南
か
ら
大
崎
平
野
と
山
形
盆
地
を
舌

む
宮
城

･
山
形
両
県
北
部
'
並
び
に
新
潟
県
平
野
の
北
を
北
半
南
域
'
そ
の
南
の
仙

台
平
野
と
米
沢
盆
地
を
含
む
宮
城

･
山
形
両
県
南
部
'
及
び
新
潟
平
野
ま
で
を
南
半

北
域
､
そ
の
南
の
宮
城
県
南
辺
'
福
島
県
域
'
新
潟
県
南
部
を
南
半
南
域
に
規
定
す

る
｡
な
お
'
青
森
県
域
津
軽
平
野
以
北
や
下
北
地
方
な
ど
を
東
北
北
辺
'
大
崎
平
野

･
山
形
盆
地
な
ど
を
北
半
南
辺
な
ど
の
よ
う
に
も
表
記
す
る
｡

(2
)
女
鹿
潤
哉

｢『
え
み
し
』
と

『
え
ぞ
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
｣
『
北
奥
古
代
文
化
』

第
二
六
号

(
一
九
九
七
年
'
以
下
女
鹿

一
九
九
七
年
b
と
称
す
)
'
並
び
に
女
鹿

｢用
字
変
遷
よ
り
見
た
る
古
代

『
え
み
し
』
に
つ
い
て
の

一
考
察
｣
『
弘
前
大
学
国

史
研
究
』
第

一
〇
四
号

(
1
九
九
八
年
'
以
下
女
鹿

1
九
九
八
年

a
と
称
す
)
他
o

(3
)
小
論
は
'
前
方
後
円
墳
成
立
以
後
の
倭
人
社
会
に
つ
い
て
'
前
方
後
円
墳
を
頂
点

と
す
る
政
治
秩
序
に
基
づ
く
国
家
段
階
で
あ
り
'
古
代
国
家
前
半
期
に
位
置
付
け
得

る
と
す
る
理
解

[都
出
比
呂
志

｢
日
本
古
代
の
国
家
形
成
論
序
説

前
方
後
円
墳
体

制
の
提
唱
｣
『
日
本
史
研
究
』
第
三
四
三
号

(
一
九
九

一
年
)]
に
従
う
と
と
も
に
'

名
を
単
位
と
す
る
課
税
形
態
に
基
づ
く
国
衝

･
荘
園
体
制
が
中
世
社
会
の
基
盤
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
'
概
ね

一
〇
世
紀
以
降
の
王
朝
期
を
中
世
初
期
に
位
置
付

け
る
｡
以
下
'
古
墳
時
代
を
古
代
前
半
期
に
位
置
付
け
て
論
を
展
開
す
る
｡

(
4
)
中
国
史
書
は
'
弥
生
～
古
墳
時
代
の
我
が
国
を
倭
'
倭
国
に
作
り
'
日
本
史
上
の

弥
生
時
代
と
古
墳
時
代
と
の
差
異
を
み
と
め
て
い
な
い
｡
こ
れ
は
'
古
墳
時
代
の
倭

国
は
､
畿
内
大
和
を
中
心
と
す
る
勢
力
が
弥
生
時
代
に
形
成
さ
れ
て
い
た
倭
人
社
会

を
政
治
的
に
統
合
し
た
も
の
と
す
る
中
国
側
認
識
を
反
映
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
｡

一
方
'
日
本
国
号
は
'
天
皇
号
と
と
も
に
'
律
令
国
家
日
本
の
成
立
と
密
接
に
結

び
つ
く
も
の
で

[鎌
田
元

1

｢大
王
の
出
現
｣
『
日
本
の
古
代

第
六
巻

王
権
を

め
ぐ
る
戦
い
』
(中
央
公
論
社
'

1
九
八
六
年
)
]
'
天
武

･
持
統
朝
に
お
け
る
飛
鳥

浄
御
原
令
編
纂

･
施
行
と
密
接
に
関
連
す
る
と
さ
れ
る

[東
野
治
之

｢付
録

天

皇
号
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
｣
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
(塙
書
房
'

一
九
七

八
年
)
]｡
中
国
側
が
唐
代
以
降
に
用
い
る
日
本
国
号
は
'
天
皇
制
に
基
づ
く
律
令
国

家
の
確
立
を
前
提
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
o
こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
き
'
天
武

･

持
続
朝
の
前
後
で
倭
国
と
日
本

(律
令
国
家
な
ど
に
も
表
記
す
る
)
と
を
使
い
分
け

る
｡

(5
)
女
鹿

｢仁
徳
紀

『
田
道
』
伝
承
と
角
塚
古
墳
｣
『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
第

一
〇

七
号

(
一
九
九
九
年
'
以
下
女
鹿

一
九
九
九
年
b
と
称
す
)
'
並
び
に
女
鹿

｢古
墳

時
代
に
お
け
る

『
え
み
し
』
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
｣
『
弘
前
大
学
園
史
研
究
』
第

二

〇
号

(二
〇
〇
一
年
'
以
下
女
鹿
二
〇
〇
一
年

a
と
称
す
)
'
女
鹿

｢東
北
北

半
域
に
お
け
る
弥
生
時
代
終
末
期
と
古
墳
時
代
前
期
｣
『
岩
手
考
古
学
』
第

二
二
号

(二
〇
〇
1
年
'
以
下
女
鹿
二
〇
〇
1
年
b
と
称
す
).

(6
)
女
鹿

｢『
え
み
し
』
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
研
究
-

｢『
え
み
し
』
『
え
ぞ
』
と
そ

の
系
統
｣
展
示
に
向
け
て
の

一
視
点
-
｣
『
岩
手
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第

1
九

号

(二
〇
〇
二
年
'
以
下
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
と
称
す
)
'
並
び
に
女
鹿

｢後
北
C
2

･
D
式
土
器
の
東
北
北
半

へ
の
展
開
と

『
え
み
し
』
社
会
の
成
立
｣
『
北
海
道
考
古

学
』
第
三
八
輯

(二
〇
〇
二
年
'
以
下
女
鹿
二
〇
〇
二
年
b
と
称
す
)｡

(7
)
註

(5
)
'
並
び
に
註

(6
)
前
掲
｡

(8
)
佐
藤
信
行

｢考
古
学
編
｣
『
宮
城
の
研
究
』
第

1
巻

(清
文
堂
出
版
t

f
九
八
四

年
)
に
拠
っ
た
O
ま
た
'
木
村
高
も
'
青
森
県
域
で
は
後
北
A
t
B
式
併
行
の
関
連

資
料
も
僅
か
な
が
ら
確
認
さ
れ
る
と
し
て
い
る

[
｢青
森
県
域
に
お
け
る
続
縄
文
文

化
｣
『
岩
手
考
古
学
会
第
二
九
回
研
究
大
会
資
料
』
'
並
び
に
発
表
要
旨

(二
〇
〇
二

年
)
]｡

(9
)
新
潟
県
教
育
委
員
会

『
内
越
遺
跡
』
[新
潟
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三

三
]
(
一
九
八
三
年
)｡

(10
)
東
北
北
半
域
に
お
け
る
弥
生
時
代
後
期
の
土
器
編
年
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
'

14



小
論
は
､
所
謂
天
王
山
式
土
器
を
特
徴
付
け
る
と
さ
れ
る
交
互
刺
突
文
な
ど
を
中
心

と
す
る
施
文
の
変
化
を
時
間
差
と
み
な
し
､
そ
の
後
に
特
殊
撚
糸
文
段
階
を
位
置
付

け
､
天
王
山
式
段
階

(交
互
刺
突
様
浮
線
文
段
階
1
交
互
刺
突
文
段
階
)
1
赤
穴
式

相
当
段
階

(退
化
交
互
刺
突
文
段
階
1
特
殊
撚
糸
文
段
階
)
と
す
る
理
解

[斎
藤
邦

雄

｢岩
手
県
に
み
ら
れ
る
後
北
式
土
器
と
在
地
弥
生
土
器
に
つ
い
て
｣
『
岩
手
考
古

学
』
第
五
号

(
一
九
九
三
年
)]
に
拠

っ
た
｡

(
‖
)
札
幌
市
教
育
委
員
会

『
札
幌
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
㍊

[K
三

宝

遺
跡
四
丁

目
地
点
､
五
丁
目
地
点
]
(
一
九
八
七
年
)O

(
ほ
)
上
野
秀

l

｢北
海
道
に
お
け
る
天
王
山
式
土
器
に
つ
い
て
-
札
幌
市
K
二
二
五
遺

跡
四
丁
目
地
点
出
土
資
料
を
中
心
に
-
｣
『
東
北
文
化
論
の
た
め
の
先
史
学

･
歴
史

学
論
集
』
(加
藤
稔
先
生
還
暦
記
念
会
､

一
九
九
二
年
)｡

(
13
)
註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇
一
年
b
､
並
び
に
註

(6
)
前
掲
｡

(14
)
大
沼
忠
春

｢後
北
式
土
器
｣
『
縄
文
土
器
大
成
』
(講
談
社
､

一
九
八
二
年
)
は
､

後
北

C
2
･
D
式
に
つ
い
て
'
C
2式
初
1

一
般
的
な
C
2
･
D
式
1
C
2
･
D
式
後
菓

1
C
2
･
D
式
末
の
四
段
階
に
分
類
し
て
い
る
｡

(
15
)
秋
田
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

｢寒
川
Ⅲ
遺
跡
｣
『
秋
田
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
級

告
書
』
[以
下
､
『
秋
田
埋
文
報
告
書
』
と
だ
け
表
記
す
る
]
第

一
六
七
集

[寒
川
Ⅰ

遺
跡

･
寒
川
E]遺
跡
]
(
一
九
八
八
年
)O

(
16
)
註

(
10
)
斎
藤
前
掲
｡

(
17
)
木
村
高

｢東
北
地
方
北
部
に
お
け
る
弥
生
系
土
器
と
古
式
土
師
器
の
並
行
関
係
-

続
縄
文
土
器
と
の
共
伴
事
例
か
ら
-
｣
『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
研
究

紀
要
』
第
四
号

(
一
九
九
九
年
)0

(
18
)
(財
)
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

(以
下
､
岩
手
埋
文
と

称
す
)
『
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
(以
下
､
『
岩
手
埋

文
報
告
書
』
と
だ
け
表
記
す
る
)
第
二
二
五
集

[大
日
向
Ⅱ
遺
跡
]
(
1
九
九
四

年
)｡

(
19
)
岩
手
埋
文
金
子
昭
彦
氏
の
ご
教
示
'
並
び
に

『
岩
手
埋
文
報
告
書
』
第
三
八
八
集

(二
〇
〇
二
年
)
に
よ
る
｡
同
氏
は
､
｢
C
2
･
D
式
｣
口
縁
を
模
し
た
聾
が
胴
中
下

部
が
ほ
ぼ
無
文
で
あ
り
､
｢
C
2
･
D
式
｣
の
施
文
構
成
を
省
略
し
た
も
の
と
み
な
し
'

埋
土
上
部
の

｢
C
2
･
D
式
｣
片
よ
り
も
先
に
埋
納
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と

し
て
い
る
｡

(20
)
高
橋
昭
二

･
武
田
良
夫

｢岩
手
県
に
お
け
る
後
北
式
文
化
｣
『
北
奥
古
代
文
化
』

第

一
三
号

(
一
九
八
二
年
)｡

(21
)
盛
岡
市
教
育
委
員
会

『
永
福
寺
山
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
(
一
九
九
七
年
)｡

(22
)
後
北

C
2
･
D
式

～
北
大
式
期
に
は
､
方
形
に
打
ち
割
る
な
ど
し
た
石
が
被
葬
者

の
頭
部
付
近
な
ど
に
配
さ
れ
る
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
方
割
石
が
該
期
の
葬
送
伝

統
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
擦
文
文
化
初
期
を
中
心
と
す
る
墓

墳
群
が
確
認
さ
れ
た
千
歳
市
ウ
サ
ク
マ
イ
遺
跡
な
ど
で
､
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た

[菊
池
徹
夫

『
烏
柵
舞
』
(ウ
サ
ク

マ
イ
遺
跡
研
究
会
編
'
雄
山
聞
､

一
九
七
五

年
)
]｡

(23
)
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

『青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二

六
〇
集

[隠
川

(
一
二

遺
跡
Ⅰ
･
隠
川

(
二

一)
遺
跡
Ⅲ
]
(
一
九
九
九
年
)｡

(2
)
註

(
1
)
､
並
び
に
註

(
2
)
前
掲
O

(25
)
井
上
雅
孝

｢大
石
渡
Ⅴ
遺
跡
｣
『
岩
手
考
古
学
会
第

二
ハ
回
研
究
大
会
資
料
』
(
一

九
九
六
年
)0

(26
)
芳
賀
英
美

｢石
巻
市
新
金
沼
遺
跡
｣
『
平
成
九
年
度
宮
城
県
遺
跡
調
査
成
果
発
秦

会
発
表
要
旨
』
(
一
九
九
七
年
)｡

(
27
)
多
賀
城
市
教
育
委
員
会

『多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
集

[山
王

二
局

崎
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
]
(
一
九
八

一
年
)
､
並
び
に
高
倉
敏
明

｢山
王
遺
跡
｣
『
多

賀
城
市
史
』
第
四
巻
考
古
資
料

二

九
九

一
年
)｡

(Coed
)
築
館
町
教
育
委
員
会

『
築
館
町
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
五
集

[伊
治
城
-
平
成

三
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
]
(
一
九
九
二
年
)0
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(g
S)
木
村
高

｢東
北
地
方
-
後
北

C
2
･
D
式
土
器
'
北
大
Ⅰ
式
土
器
の
周
辺
-
｣
『
北

海
道
考
古
学
』
第
三
〇
輯

(
一
九
九
四
年
)'
並
び
に
註

(17
)
前
掲
｡

(
30
)
弥
生
時
代
終
末
期
と
古
墳
時
代
前
期
と
の
併
行
に
つ
い
て
は
'
既
に
註

(29
)
木

村

一
九
九
四
年
'
註

(21
)
前
掲
が
指
摘
し
､
註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇
一
年
b
､
並

び
に
註

(
6
)
前
掲
で
も
検
証
し
て
い
る
｡

(
31
)
佐
藤
信
行

｢東
北
地
方
の
後
北
式
文
化
｣
『
東
北
考
古
学
の
諸
問
題
』
(東
出
版
寧

楽
社
､

一
九
七
六
年
)
､
註

(8
)
佐
藤

一
九
八
四
年
前
掲
'
加
藤
道
男

｢東
北
地

方
の
古
墳
時
代
の
土
器
｣
『
日
本
土
器
事
典
』
(雄
山
閣
出
版
､

一
九
九
六
年
)'
並

び
に
右
代
啓
視

｢オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
に
か
か
わ
る
編
年
的
対
比
｣
『
北
の
歴
史

･
文

化
交
流
研
究
事
業
研
究
報
告
』
(北
海
道
開
拓
記
念
館
t

I
九
九
六
年
).

(
32
)
北
海
道
大
学

『
北
大
構
内
の
遺
跡
』
五

(
一
九
八
七
年
)｡

(
33
)
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

『
蝦
夷
の
墓
-

森
ケ
沢
遺
跡
調
査
概
要
』
(
一
九
九
四

年
)｡

(
3

)

八
戸
遺
跡
調
査
会

『
八
戸
遺
跡
調
査
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第

1
集

[
田

向
冷
水
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
]
(二
〇
〇
7
年
)o
な
お
'
田
向
冷
水
遺
跡
で
は
'

五
世
紀
末

～
六
世
紀
初
頭
の
土
師
器
に
客
体
的
に
伴
う
と
さ
れ
て
い
る
が
､
他
の
事

例
を
ふ
ま
え
る
と
､
北
大
Ⅰ
式
が
五
世
紀
末
を
大
き
く
降
る
と
は
解
し
難
い
｡

(
EEu

西
目
町
教
育
委
員
会
他

『
秋
田
県
由
利
郡
西
目
町
宮
崎
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

(
一
九
八
七
年
)｡

(
36
)
松
田
亜
紀
子

｢山
田
遺
跡
出
土
の
続
縄
文
土
器
に
つ
い
て
｣
『
山
形
県
地
域
史
研

究
』
二
三

(
一
九
九
八
年
)｡

(37
)
註

(
5
)
女
鹿
二
〇
〇
一
年
b
t
並
び
に
註

(
6
)
前
掲
｡
た
だ
し
'
千
歳
市
祝

梅
山
田
遺
跡
で
の
事
例
を
引
い
て
'
｢
Ⅰ
式
｣
が

｢
C
2
･
D
式
末
｣
に
併
存
し
､

｢塩
釜
式
｣
期
後
半
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
根
拠
と
み
な
す
見
解
も
あ
る

[註

(29
)

木
村

1
九
九
四
年
前
掲
].

(
38
)
日
下
和
寿

｢考
察
｣
『
九
戸
郡
山
形
相
丹
内

Ⅰ
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
(岩
手
県

立
博
物
館
､

1
九
九
七
年
)
な
ど
に
示
唆
を
得
た
.

(39
)
小
山
田
宏

一

｢近
畿
地
方
暦
年
代
の
再
整
理
｣
『
考
古
学
と
実
年
代
』
[第
四

〇
回

埋
蔵
文
化
財
研
究
集
会
発
表
要
旨
集
]
(埋
蔵
文
化
財
研
究
会
'

一
九
九
六
年
)｡

(
40
)
註

(6
)
前
掲
｡

(
41
)
註

(
6
)
前
掲
｡

(
42
)
註

(3
)
佐
藤

一
九
七
六
年
前
掲
.

(爪ご

高
橋
信
雄

｢蝦
夷
文
化
の
諸
相
｣
『
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
』
(名
著
出
版
'

1

九
九
六
年
)｡

(‥讐

時
代
は
降
る
が
､
五
世
紀
第
3
四
半
期
造
営
と
さ
れ
る
岩
手
県
南
部
の
胆
沢
町
角

塚
古
墳
の
造
営
に
は
'
そ
の
南
東
に
位
置
す
る
水
沢
市
中
半
入
遺
跡
に
あ

っ
た
集
団

が
深
く
関
与
し
た
可
能
性
が
あ
る

[高
木
晃

｢中
半
入
遺
跡
｣
『
平
成

二

年
度
哩

蔵
文
化
財
公
開
講
座
遺
跡
報
告
会
』
'
並
び
に
発
表
要
旨

(岩
手
埋
文
'

一
九
九
九

年
)
'
高
木

｢中
半
入
遺
跡
｣
『
岩
手
考
古
学
会
第
二
四
回
研
究
大
会
資
料
』
へ
並
び

に
発
表
要
旨

(
二
〇
〇
〇
年
)
'
『
岩
手
埋
文
報
告
書
』
第
三
八

〇
集

(
二
〇
〇
二

年
)
]｡

筆
者
は
'
仁
徳
紀
上
毛
野
君
田
道
伝
承
な
ど
に
示
唆
を
得
て
'
中
半
入
遺
跡
の
成

立
､
並
び
に
角
塚
古
墳
造
営
に
は
､
大
崎
平
野
な
い
し
は
仙
台
平
野
に
進
出
し
て
い

た
群
馬
県
域
を
拠
点
と
す
る
上
毛
野
氏
族

へ
と
連
な
る
支
族
が
関
与
し
た
可
能
性
を

指
摘
し
た

[註

(5
)
女
鹿

一
九
九
九
年
b
t
同
じ
く
女
鹿
二
〇
〇
一
年

a
前
掲
'

並
び
に
女
鹿

｢五
世
紀
後
半
の
倭
国
エ
ミ
シ
認
識
と
在
地
集
団

『
え
み
し
』
｣
『
岩
手

考
古
学
』
第

二

一号

(二
〇
〇
〇
年
)
]｡
な
お
'
吉
谷
昭
彦

･
高
橋
誠
明

｢宮
城
県

に
お
け
る
続
縄
文
系
石
器
の
意
義
と
石
材
の
原
産
地
同
定
｣
『
宮
城
考
古
学
』
第
三

号

(二
〇
〇
一
年
)
も
､
五
世
紀
を
中
心
と
す
る
大
崎
平
野
地
域
に
は
'
上
毛
野
氏

を
上
級
首
長
と
す
る
勢
力
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
｡

(SV
)
註

(
3
)
女
鹿
二
〇
〇
〇
年
'
並
び
に
註

(
5
)
女
鹿
二
〇
〇
1
年

a
･
b
前
掲
O

(S
)
註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇
1
年
b
､
並
び
に
註

(
6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
.
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(47
)
北
大
式
土
器
の
暦
年
代
に
つ
い
て
は
'
｢Ⅱ
式
｣
を
六
世
紀
代
'
｢Ⅲ
式
｣
を
七
世

紀
代
に
位
置
付
け
る
理
解

[註

(31
)
右
代

一
九
九
五
年
前
掲
]
に
従
っ
た
｡
ま
た
'

｢Ⅲ
式
｣
を
擦
文
土
器
の
初
期
型
式
と
み
な
す

[横
山
英
介

｢擦
文
時
代
の
開
始
年

代
修
正
に
つ
い
て
｣
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
m
二
九
二

(
ニ
ュ
ー

･
サ
イ
エ
ン
ス

社
'

一
九
八
八
年
)
]
'
或
い
は

｢
Ⅲ
式
｣
と
さ
れ
て
い
る
土
器
群
を
含
む
十
勝
茂
寄

式
を
設
定
し
て
擦
文
初
期
に
位
置
付
け
る
理
解

[大
沼
忠
春

｢北
海
道
の
文
化
｣

『
古
代
史
復
元

九

古
代
の
都
と
村
』
(講
談
社
'

7
九
八
九
年
)]
に
拠
っ
た
o

(
3
)

二

一～
二
二
世
紀
に
は
､
北
海
道
擦
文
文
化
が
終
蔦
を
迎
え

[註

(
4
)
大
沼

1

九
八
七
年
､
並
び
に
註

(31
)
右
代

一
九
九
五
年
前
掲
他
]､
ア
イ
ヌ
文
化

へ
と
変

貌
を
遂
げ
た
と
す
る
理
解
は
､
今
日
で
は
大
方
の
支
持
を
得
て
お
り

[
(財
)
ア
イ

ヌ
文
化
振
興

･
研
究
推
進
機
構

『
よ
み
が
え
る
北
の
中

･
近
世

掘
り
出
さ
れ
た
ア

イ
ヌ
文
化
』
(同
名
展
示
会
図
録
へ
二
〇
〇
一
年
)'
並
び
に
展
示
内
容
に
拠
っ
た
]､

筆
者
も
そ
れ
に
与
す
る
も
の
で
あ
る

[註

(2
)
女
鹿

一
九
九
七
年
b
前
掲
他
]｡

ま
た
'
古
代

｢え
み
し
｣
の
系
統
の
う
ち
'
東
北
北
辺
以
北
に
あ
っ
て
'
中
世

｢え
ぞ
｣
の

一
部
を
構
成
し
た
集
団
は
､
系
統
的
に
ア
イ
ヌ
へ
と
連
な
っ
て
お
り
'

ア
イ
ヌ
居
住
域
が
東
北
北
辺
に
縮
小
す
る
の
は
､
｢え
み
し
｣
か
ら

｢え
ぞ
｣

へ
と

連
な
る
系
統
が
､
ア
イ
ヌ
文
化
成
立
以
前
の
律
令

～
王
朝
期
を
通
じ
て
､
北
辺
部
を

除
き
'
和
人
地
内
に
隔
絶
さ
れ
て
和
人
化
し
た
結
果
で
あ
る
と
理
解
す
る

[註

(
2
)
女
鹿

一
九
九
七
年
b
前
掲
'
並
び
に
女
鹿

｢『
え
み
し
』
『
え
ぞ
』
の
系
統
と

ア
イ
ヌ
｣
『
岩
手
考
古
学
』
第

1
言
下

(
1
九
九
九
年
､
以
下
女
鹿

一
九
九
九
年

a

と
称
す
)O

(
49
)
註

(2
)
女
鹿

一
九
九
七
年
b
'
同
じ
く
女
鹿

一
九
九
八
年

a
前
掲
｡

(50
)
樺
太

･
千
島
に
つ
い
て
は
'
後
北
C
2
･
D
式
期
以
降
､
｢拡
大
文
化
圏
｣
を
象
徴

す
る
北
大
式
土
器
群
は
展
開
し
て
お
ら
ず
'
擦
文
文
化
の
遺
跡
も
存
在
し
な
い
と
さ

れ
る

[菊
池
俊
彦

｢オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
起
源
と
周
辺
諸
文
化
と
の
関
連
｣
『
北
方

文
化
研
究
』
第

一
二
号

(
一
九
七
八
年
)
]
が
'
後
期
の
擦
文
土
器
は
'
南
部
樺
太

や
国
後
島
に
及
ん
で
い
る

[中
田
裕
香

｢北
海
道
の
古
代
社
会
の
展
開
と
交
流
｣

『
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
』
(名
著
出
版
､

一
九
九
六
年
)｡

ま
た
'
『
元
史
』
や

『
経
世
大
典
』
序
録

[『
元
分
類
』
所
収
]
を
ふ
ま
え
る
と
'

ア
イ
ヌ
文
化
の
成
立
と
ア
イ
ヌ
の
樺
太
進
出
は
､
遅
く
と
も

二
二
世
紀
を
降
る
も
の

で
は
あ
り
え
な
い

[菊
池
前
掲
]O
既
述
し
た
よ
う
に
'
ア
イ
ヌ
文
化
の
成
立
を

1

二
～
二
二
世
紀
と
み
な
す
と
､
該
期
に
は
､
近
世
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
文
化
圏
の
原
型

が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
'
千
島
で
も
､
資
料
に
は
乏
し
い
も
の
の
､
樺
太
と

同
様
の
状
況
を
想
定
す
る

[女
鹿

｢ウ
フ
イ
考
-
樺
太
ア
イ
ヌ
の

M
um
mi
fication

に
つ
い
て
の
一
考
察
I
｣
『
北
海
道
考
古
学
』
第
三
二
輯

(
1
九
九
六
年
)､
並
び
に

榎
森
進

｢
ア
イ
ヌ
民
族
の
去
就

(北
奥
か
ら
カ
ラ
フ
ト
ま
で
)
-
周
辺
民
族
と
の

｢交
易
｣
の
視
点
か
ら
-
｣
『
北
か
ら
見
直
す
日
本
史

上
之
国
勝
山
館
跡
と
夷
王

山
墳
墓
群
か
ら
み
え
る
も
の
』
(大
和
書
房
'
二
〇
〇
一
年
)]
の
が
自
然
で
あ
る
｡

(51
)
冨
樫
泰
時

｢円
筒
土
器
分
布
圏
が
意
味
す
る
も
の
｣
『
北
奥
古
代
文
化
』
第
六
号

(
一
九
七
四
年
)､
並
び
に
冨
樫

｢円
筒
土
器
様
式
と
大
木
土
器
様
式
｣
『
北
か
ら
の

視
点
』
日
本
考
古
学
協
会

一
九
九

一
年
度
宮
城

･
仙
台
大
会
実
行
委
員
会

(
一
九
九

一
年
)
]
な
ど
に
示
唆
を
得
た
O
女
鹿

｢北
部
東
北
地
方
弥
生
時
代
の
ク
マ
意
匠
が

意
味
す
る
も
の
｣
『
岩
手
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第

一
六
号

二

九
九
八
年
)～

女
鹿

｢『
ク
マ
祭
儀
』
の
行
方

縄
文
時
代
後
期

～
弥
生
時
代
中
期
の
北
部
東
北
地

方
と
北
海
道
に
お
け
る

『
ク
マ
意
匠
』
を
め
ぐ
る

1
考
察
｣
『
北
海
道
考
古
学
』
第

三
六
輯

(二
〇
〇
〇
年
)､
並
び
に
註

(6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
参
照
｡

(52
)
註

(2
)
女
鹿

1
九
九
七
年
b
t
並
び
に
註

(
3
)
女
鹿

1
九
九
九
年

a
前
掲
o

(E3
)
註

(
cog
)
女
鹿

一
九
九
九
年

a
t
並
び
に
註

(6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
O

(S
)
石
原
道
博

『
魂
志
倭
人
伝

･
後
漢
書
倭
伝

･
末
書
倭
国
伝

･
晴
書
倭
国
伝
』
(和

田
清

･
石
原
編
訳
'
岩
波
書
店
､

一
九
五

一
年
)｡

(55
)
註

(54
)
前
掲
｡

(ES
)
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

『
邪
馬
台
国
時
代
の
東
日
本
』
(
l
九
九

1
年
)
他
に
よ
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る
｡

(
57
)
白
石
太

一
郎

｢邪
馬
台
国
時
代
の
畿
内

･
東
海

･
関
東
｣
『
邪
馬
台
国
時
代
の
東

日
本
』
[註

(
56
)
前
掲
]
､
並
び
に
白
石

｢
一

古
墳
と
邪
馬
台
国
｣
『
古
墳
の
語

る
古
代
史
』
[歴
博
ブ

ッ
ク
レ
ッ
ト
⑥
]
(財
団
法
人
歴
史
民
俗
博
物
館
振
興
会
､

一

九
九
八
年
)
他
｡

(58
)
註

(57
)
前
掲
｡

(
59
)
山
尾
幸
久

｢邪
馬
台
国
と
狗
奴
国
の
戦
争
-
西
日
本
の
東
端
と
東
日
本
の
西
端

-
｣
『
邪
馬
台
国
時
代
の
東
日
本
』
[註

(56
)
前
掲
]｡

(60
)
三
品
彰
英

｢邪
馬
台
国
の
位
置
-
そ
の
研
究
史
的
考
察
｣
『
学
芸
』
三
七

(
一
九

四
八
年
)
､
並
び
に
三
品

｢倭
人
伝
研
究
の
歩
み
｣
『
邪
馬
台
国
研
究
総
覧
』
(創
元

社
､

I
九
七

〇
年
).

(
61
)
註

(
57
)
白
石

一
九
九

一
年
前
掲
｡

(
62
)
註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇
一
年

a
･
b
､
並
び
に
註

(6
)
前
掲
｡

(
63
)
弥
生
時
代
終
末
期

～
古
墳
時
代
初
頭
､
狗
奴
国
の
拠
点
と
み
ら
れ
る
東
海
西
部
に

起
源
す
る
土
器
､
並
び
に
前
方
後
方
形
の
周
溝
墓
な
ど
は
､
関
東

･
甲
信
地
方
な
ど

の
東
日
本
広
域
に
展
開
し
て
お
り
､
東
日
本
に
は
狗
奴
国
連
合
と
も
い
う
べ
き
緩
や

か
な
政
治
的
ま
と
ま
り
が
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る

[註

(
57
)
前
掲
]｡

(
64
)
赤
塚
次
郎

｢前
方
後
方
墳
の
定
着
-
東
海
系
文
化
の
波
及
と
葛
藤
-
｣
『
考
古
学

研
究
』
第
四
三
巻
第
二
号

二

九
九
六
年
)
､
並
び
に
比
田
井
克
仁

｢定
型
化
古
墳

出
現
以
前
に
お
け
る
濃
尾
､
畿
内
と
関
東
の
確
執
｣
『
考
古
学
研
究
』
第
四
四
巻
第

二
号

(
一
九
九
七
年
)｡

(
65
)
甘
粕
健

｢基
調
報
告

み
ち
の
く
を
目
指
し
て

日
本
海
ル
ー
ト
に
お
け
る
東
日

本
の
古
墳
出
現
期
に
い
た
る
政
治
過
程
の
予
察
｣
『
シ
ン
ポ
ジ

ユ
ウ
ム
二

東
日
本

に
お
け
る
古
墳
出
現
過
程
の
再
検
討
』
(日
本
考
古
学
協
会
新
潟
大
会
実
行
委
員
会
､

1
九
九
三
年
)
､
並
び
に
甘
粕

｢基
調
報
告

東
日
本
に
お
け
る
古
墳
の
出
現
｣

『
東
日
本
の
古
墳
の
出
現
』
(山
川
出
版
社
､

一
九
九
四
年
)｡

(66
)
註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇
一
年

a
･
b
前
掲
｡

(67
)
邪
馬
台
国
連
合
側
は
､
狗
奴
国
連
合
に
対
す
る
樫
と
し
て
､
前
方
後
円
墳
の
祖
形

と
な
る
纏
向
型
前
方
後
円
墳
を
関
東
地
方
の
拠
点
に
造
営
さ
せ
､
三
角
縁
神
獣
鏡
を

分
賜
し
た
と
す
る
理
解
も
提
起
さ
れ
て
い
る

[註

(6
)
比
田
井

一
九
九
七
年
前

掲
]｡
そ
の
後
､
三
世
紀
半
ば
過
ぎ
に
は
､
関
東
地
方
の
前
方
後
方
墳
に
畿
内
系
の

二
重
口
縁
壷
が
出
現
す
る
な
ど
､
東
海
西
部
が
畿
内
の
傘
下
に
入
っ
た
こ
と
が
示
唆

さ
れ

[註

(64
)
前
掲
]
､
倭
国
の
象
徴
た
る
前
方
後
円
墳
の
大
規
模
な
も
の
が
東

日
本
各
地
に
造
営
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る

[註

(65
)
前
掲
に
拠
っ
た
]｡

こ
う
し
た
状
況
は
､
畿
内
勢
力
､
即
ち
邪
馬
台
国
連
合
側
が
狗
奴
国
連
合
と
の
戦

い
に
勝
利
､
ま
た
は
邪
馬
台
国
連
合
側
の
主
導
の
も
と
に
､
既
述
し
た
東
日
本
に
お

け
る
確
執
的
状
況
が
収
束
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
､
西
日
本
を
中
心
と
す
る
邪

馬
台
国
連
合
は
､
東
日
本
の
狗
奴
国
連
合
を
も
取
り
込
ん
だ
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

[註

(57
)
､
(64
)
前
掲
に
拠
っ
た
]｡

(68
)
註

(3
)
都
出

一
九
九

一
年
前
掲
に
拠

っ
て
導
き
出
さ
れ
た
理
解
に
よ
る

[註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇
一
年

a
･
b
前
掲
]｡

(69
)都
出
比
呂
志

｢古
墳
が
造
ら
れ
た
時
代
｣
『
古
代
史
復
元

六

古
墳
時
代
の
王

と
民
衆
』
(講
談
社
､

1
九
八
九
年
)
に
拠

っ
た
O
小
論
に
い
う
古
墳
は
､
前
方
後

円
墳
を
始
め
と
す
る
定
型
化
し
た
高
塚
を
指
し
､
後
述
す
る
群
集
墳
は
含
ま
な
い
｡

(
70
)
註

(69
)都
出

1
九
八
九
年
､
並
び
に
註

(3
)
都
出

1
九
九

1
年
前
掲
な
ど
に

拠
っ
て
導
か
れ
た
理
解

[註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇
一
年

a
･
b
前
掲
]
に
よ
る
｡

(
71
)
日
本
考
古
学
協
会
新
潟
大
会
実
行
委
員
会

『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二

東
日
本
に
お
け

る
古
墳
出
現
過
程
の
再
検
討
』
､
並
び
に
同
記
録
集

『
東
日
本
の
古
墳
の
出
現
』
所

収
諸
報
告

[と
も
に
註

(
65
)
前
掲
]
な
ど
に
拠
っ
て
導
か
れ
た
理
解

[註

(5
)

女
鹿
二
〇
〇
一
年

a
･
b
前
掲
]
に
よ
る
｡

(72
)
辻
秀
人

｢蝦
夷
と
呼
ば
れ
た
社
会
｣
『
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
』
(名
著
出
版
､

一
九
九
六
年
)｡
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(73
)
寺
津
薫

｢第
七
章

王
権
の
誕
生
｣
『
日
本
の
歴
史

02
王
権
の
誕
生
』
(講
談
社
､

1
10
0
1
#
)O

(74
)
甘
粕
健

｢古
墳
文
化
の
形
成
｣
『
新
潟
県
史
』
通
史
編

〓

原
始

･
古
代
]
(節

潟
県
､

l
九
八
六
年
)0

(
75
)
川
崎
利
夫

｢東
北
｣
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
第

二

巻

(雄
山
聞
､

l
九
九

〇

年
)0

(
76
)
藤
沢
敦

｢東
北
｣
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
第

二

巻

[註

(
75
)
前
掲
]O

(
77
)
辻
秀
人

｢古
墳
の
変
遷
と
画
期
｣
『
新
版
古
代
の
日
本
』
第
九
巻

東
北

･
北
海

道

(角
川
書
店
､

一
九
九
二
年
)0

(
78
)
註

(
65
)
､

(72
)
前
掲
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
理
解

[註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇

1
年

a
･
b
]
に
よ
る
O

(
79
)
た
だ
し
､
東
北
北
半
域
の
在
地
集
団
の
主
体
は

｢え
み
し
｣
で
あ
り
､
北
半
南
辺

で
は
､
｢え
み
し
｣
と
倭
国
勢
力
と
が
混
在
す
る
状
況
に
あ

っ
た
と
理
解
さ
れ
る

[註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇
一
年

a
､
並
び
に
註

(6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
]｡

(80
)
註

(5
)
女
鹿

一
九
九
九
年
b
､
同
じ
く
女
鹿
二
〇
〇
一
年

a
前
掲
｡

(81
)
大
阪
府
弥
生
文
化
博
物
館

『
み
ち
の
く
弥
生
文
化
』
[平
成
五
年
春
季
特
別
展
図

録
]
(
一
九
九
三
年
)
な
ど
に
よ
っ
て
示
唆
を
得
た
理
解

[註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇

一
年

a
､
並
び
に
註

(6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
他
]
に
よ
る
｡

(
82
)
概
要
に
つ
い
て
､
奈
良
貴
史

｢
ア
バ
ク
チ
洞
穴
遺
跡

･
岩
手
県
大
迫
町
｣
『
発
掘

さ
れ
た
日
本
列
島
九
八

新
発
見
考
古
速
報
展
』
(文
化
庁
､

一
九
九
八
年
)
参
照
｡

(83
)
東
北
北
半
域
に
お
い
て
､
古
墳
時
代
人
骨
の
発
見
例
は
少
な
い
が
､
宮
城
県
石
巻

市
五
松
山
洞
穴
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
六
世
紀
末
～
七
世
紀
前
半
の
豪
族
層
と
み
ら
れ

る

一
九
体
の
人
骨
の
ほ
と
ん
ど
は
関
東
地
方
の
古
墳
時
代
人
骨
に
近
い
が
､
成
人
頭

骨
二
例
に
は
､
ア
イ
ヌ
と
の
類
似
も
み
と
め
ら
れ
る
と
い
う

[山
口
敏

『
石
巻
市
文

化
財
調
査
報
告
書
』
第
三
集

(石
巻
市
教
育
委
員
会
､

一
九
八
八
年
)｡
ま
た
､
山

形
県
酒
田
市
の
離
島
飛
島
の
洞
穴
出
土
人
骨
二
〇
体
の
う
ち
､
九
世
紀
の
も
の
と
さ

れ
る

一
体
に
は
､
縄
文
人
的
な
形
質
が
み
と
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る

[
石
田
肇

｢東
北

地
方
出
土
の
古
代
人
骨
の
形
質
に
つ
い
て
｣
『
東
北
文
化
論
の
た
め
の
先
史
学
歴
史

学
論
集
』
(加
藤
稔
先
生
還
暦
記
念
会
､

一
九
九
二
年
)0

縄
文

･
ア
イ
ヌ
的
形
質
を
残
す
人
骨
は
少
な
い
も
の
の
､
景
行
紀
の

｢蝦
夷
｣
は
､

実
録
的
と
は
い
い
難
い
が
､
｢飛
禽
｣
｢走
獣
｣
に
擬
せ
ら
れ

[四
〇
年
七
月

一
六

日
]
､
そ
こ
に
は
記
紀
編
纂
時
の
律
令
国
家
の

｢え
み
し
｣
に
対
す
る
認
識
が
示
さ

れ
て
い
る

[註

(2
)
女
鹿

一
九
九
八
年

a
前
掲
､
並
び
に
女
鹿

｢毛
人

･
蝦
燐

･

蝦
夷
の
意
味
と
考
古
学
｣
『
岩
手
考
古
学
』
第

一
〇
号

(
一
九
九
八
年
､
以
下
女
鹿

一
九
九
八
年
b
と
称
す
)]｡
ま
た
､
斉
明
紀
は
､
倭
国
側
が
唐
に
派
遣
し
た
使
節
が

｢道
奥
蝦
夷
｣
男
女
二
人
を
同
伴
し
た
こ
と
を
記
し

[
五
年

(六
五
九
)
七
月
三

日
]
､
同
条
所
収

｢伊
吉
連
博
徳
書
｣
は
､
｢え
み
し
｣
を
閲
見
し
た
唐
の
高
宗
が
､

そ
の

｢身
面
の
異
｣
に
驚
い
た
と
記
し
て
い
る
｡

ま
た
､
斉
明
五
年
以
前
の
倭
国
公
記
録
に
は
､
｢え
み
し
｣
を
表
記
す
る
用
字
と

し
て
毛
人
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

[註

(2
)
女
鹿

一
九
九
八
年

a
前
掲
]
'

中
国
の
毛
人
は
､
古
典
上
で
東
方
に
住
む
と
さ
れ
る
毛
民
に
基
づ
く
も
の
で
､
多
毛

を
意
味
す
る
と
さ
れ

[児
島
恭
子

｢
エ
ミ
シ
､
エ
ゾ
'
『
毛
人
』
『
蝦
夷
』
の
意
味
｣

『
竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集

上
巻

律
令
制
と
古
代
社
会
』
(竹
内
理
三

先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
､
東
京
堂
出
版
､

一
九
八
四
年
)
]
､
事
実
､
『
山

海
経
』
｢大
荒
北
経
｣
郭
瑛
註
や

『
准
南
子
』
高
誘
註
も
毛
民
が
多
毛
だ
と
し
て
い

る

[小
口
雅
史

｢『
蝦
夷
』
表
記
論
の
新
展
開
｣
『
文
化
に
お
け
る
北
』
[昭
和
六
二

二
ハ
三
年
度
特
定
研
究
報
告
書
]
(弘
前
大
学
人
文
学
科
､

一
九
八
九
年
)
]｡
そ
し

て
､
蝦
蟻
や
蝦
夷
の

｢蝦
｣
は
､
鮫
に
同
じ
く
エ
ビ
の
意
で
多
毛
の
表
現
と
さ
れ
､

唐
代
史
書

『
唐
書
』
の
蝦
蟻
､
『
通
典
』
『
唐
会
要
』
の
蝦
夷
は

｢秦
長
四
尺
｣
と
記

さ
れ
､
｢伊
吉
連
博
徳
書
｣
の
内
容
に
も
通
じ
る

[佐
伯
有
清

｢古
代
蝦
夷
史
に
つ

い
て
の
一
考
察
｣
『
北
方
文
化
研
究
』

一
七

(
一
九
八
五
年
)
]｡
さ
ら
に
時
代
は
降

る
が
､
永
観
元
年

(采
の
薙
緊
元
年
､
九
八
三
)
に
入
来
し
た
東
大
寺
の
僧
蒼
然
は
､
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采
の
太
宗
に
対
し
て
'
唐
代
の
蝦
煉

･
蝦
夷
に
対
応
す
る

｢梅
島
｣
の

｢夷
人
｣
に

しI一じ

つ
い
て
'
筆
談
に
よ
っ
て

｢身
面
皆
に
毛
有
り
｣
と
回
答
し
て
い
る

[『
宋
史
』
外

国
伝
日
本
国
]｡

以
上
を
ふ
ま
え
'
中
国
及
び
倭
国

･
日
本
側
に
は
'
倭
国

･
日
本
の
所
謂
毛
人
や

蝦
煉

･
蝦
夷
に
つ
い
て
'
多
毛
だ
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
'
そ
れ

ら
の
用
字
が
歴
史
的
に

｢え
み
し
｣
を
表
記
し
て
き
た
こ
と
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
'

｢え
み
し
｣
と
和
人
と
は
'
形
質
的
に
も
差
異
が
あ
っ
た
と
す
る
理
解
を
提
起
し
た

[註

(6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
]｡

(84
)
山
口
敏

｢古
人
骨
に
み
る
北
部
日
本
人
の
形
質
｣
『
北
か
ら
の
視
点
』
(日
本
考
古

学
協
会

一
九
九

一
年
度
宮
城

･
仙
台
大
会
実
行
委
員
会
'

一
九
九

一
年
)｡

(85
)
註

(5
)
女
鹿

一
九
九
九
年
b
t
並
び
に
註

(6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
｡

(86
)
小
野
裕
子
｢北
海
道
に
お
け
る
続
縄
文
文
化
か
ら
擦
文
文
化

へ
｣
『
考
古
学
ジ
ャ
ー

ナ
ル
』
m
四
三
六

(
ニ
ユ
I
･
サ
イ
エ
ン
ス
社
'

1
九
九
八
年
)O

(87
)
滝
沢
村
教
育
委
員
会

『
岩
手
県
滝
沢
村
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
集
』
[高
柳
逮

跡
]
(
一
九
八
七
年
)｡

(8
)
註

(8
)
前
掲
o

(89
)
註

(2
)
女
鹿

一
九
九
七
年
b
前
掲
｡

(
90
)
註

(
44
)
高
木

一
九
九
九
年
'
二
〇
〇
〇
年
'
岩
手
埋
文
二
〇
〇
二
年
前
掲
｡

(
9
)
『
岩
手
埋
文
報
告
書
』
第

l
八
五
集

[仁
沢
瀬
遺
跡
群
]
(
7
九
九
三
年
)o

(
92
)
｢
Ⅴ

田
久
保
下
遺
跡
｣
『
秋
田
埋
文
報
告
書
』
第
二
二
〇
集

(
一
九
九
二
年
)0

(
93
)
註

(
33
)
前
掲
｡

(
94
)
註

(34
)
前
掲
｡

(
95
)
註

(44
)
吉
谷

二
向
橋
前
掲
｡

(
96
)
た
だ
し
'
岩
手
県
滝
沢
村
大
石
渡

･
同
仏
沢
Ⅲ
遺
跡
に
お
け
る
事
例
は

｢
C
2
･

D
式
｣
に
伴
う
と
さ
れ

[滝
沢
村
教
育
委
員
会

『
岩
手
県
滝
沢
村
文
化
財
調
査
報
告

書
』
第
二
四
号

[大
石
渡
遺
跡
]
(
一
九
九
三
年
)
]
'
宮
城
県
小
牛
田
町
山
前
遺
跡

[青
山
博
樹

｢小
牛
田
町
山
前
遺
跡
出
土
の
塩
釜
式
土
器
と
ラ
ウ
ン
ド
ス
ク
レ
ー

パ

ー

ー
北
辺
の
古
墳
時
代
社
会
と
続
縄
文
文
化
-
｣
『
宮
城
考
古
学
』
第

一
号

(
一

九
九
九
年
)
]
や
同
瀬
峰
町
大
境
山
遺
跡

[瀬
峰
町
教
育
委
員
会

『
瀬
峰
町
文
化
財

調
査
報
告
書
』
第
四
集

[大
境
山
遺
跡
]
(
一
九
八
三
年
)
]
'
同
色
麻
町
色
麻
古
墳

群

[宮
城
県
文
化
財
保
護
協
会

｢色
麻
古
墳
群
｣
『
宮
城
県
営
圃
場
整
備
等
関
連
遺

跡
詳
細
分
布
調
査
報
告
書

(昭
和
五
七
年
度
)』
[宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九

五
集
]
(
一
九
八
三
年
)
]
で
は

｢塩
釜
式
｣
に
伴
い
'
寒
川
Ⅱ
遺
跡
で
は
'
｢
C
2

･
D
式
｣
が
出
土
し
た
土
墳
墓
周
辺
か
ら
'
黒
曜
石
製
石
器
が
出
土
し
て
お
り

[註

(15
)
前
掲
]
'
黒
曜
石
製
石
器
の
製
作

･
使
用
は
'
東
北
北
半
域
に
お
い
て
も
四

世
紀
代
に
さ
か
の
ぼ
る
｡

一
方
'
既
述
し
た

｢Ⅲ
式
｣
が
出
土
し
た
高
柳
遺
跡
は
'
共
伴
関
係
に
は
な
い
も

の
の
'
七
世
紀
代
の
土
師
器
を
主
体
と
し
て
お
り

[註

(87
)
前
掲
]
'
岩
手
県
山

田
町
房
の
沢
Ⅳ
遺
跡
か
ら
は
'
八
世
紀
前
半
と
み
ら
れ
る
土
師
器
を
伴
う
群
集
墳
周

塩
か
ら
出
土
す
る

[『
岩
手
埋
文
報
告
書
』
第
二
八
七
集

[房
の
沢
Ⅳ
遺
跡
]
(
一
九

九
八
年
)]
な
ど
､
東
北
北
半
域
に
お
い
て
は
'
｢黒
曜
石
｣
と
葬
送
と
の
関
わ
り
が

七
～
八
世
紀
代
ま
で
遺
存
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
｡

(97
)
高
橋
信
雄

｢東
北
地
方
北
部
の
土
師
器
と
古
代
北
海
道
系
土
器
と
の
対
比
｣
『
北

奥
古
代
文
化
』
第

二
二
号

(
一
九
八
二
年
)0

(
98

)

註

(
97
)
前
掲
'
並
び
に
光
井
文
行

｢七

･
八
世
紀
に
み
ら
れ
る
沈
線
文
を
も
つ

土
器
に
つ
い
て
｣
『
(財
)
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
紀
要
』

Ⅶ

(
一
九
八
七
年
)｡

(g;)
光
井
文
行

｢岩
手
県
に
み
ら
れ
る
古
代
の
北
海
道
系
土
器
に
つ
い
て
｣
『
(財
)
岩

手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
I
紀
要
』
Ⅹ

(
1
九
九

〇
年
)O

(
S
)
三
浦
圭
介

｢古
代
に
お
け
る
東
北
地
方
北
部
の
生
業
｣
『
北
か
ら
の
視
点
』
(日
本

考
古
学
協
会

一
九
九

一
年
度
宮
城

･
仙
台
大
会
実
行
委
員
会
､

一
九
九

一
年
)
'
並

び
に
大
沼
忠
春

｢北
海
道
の
古
代
社
会
と
文
化
｣
『
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
』
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(名
著
出
版
'

一
九
九
六
年
)0

(
m
)
宇
部
則
保

｢特
集
蝦
夷
の
考
古
学

古
代
東
北
地
方
北
部
の
沈
線
文
の
あ
る
土
師

器
｣
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
恥
四
六
二

(
ニ
ュ
ー

･
サ
イ
エ
ン
ス
社
'
二
〇
〇
〇

年
)0

(
竪

坂
本
太
郎

｢日
本
書
紀
と
蝦
夷
｣
『
蝦
夷
』
(古
代
史
談
話
会
編
､
朝
倉
書
店
二

九
五
六
年
)0

(gJ

註

(
2
)
女
鹿

一
九
九
八
年

a
､
並
び
に
註

(8
)
女
鹿

完

九
八
年
b
前
掲
｡

(
to4
)
沼
山
璽

号
治

｢陸
奥
北
半
に
お
け
る
末
期
古
墳
群
の
性
格
｣
『
北
奥
古
代
文
化
』

第
八
号

(
一
九
七
六
年
)0

(聖

林
謙
作

｢『
五
条
丸
古
墳
群
』
の
被
葬
者
た
ち
｣
『考
古
学
研
究
』
第
二
五
巻
第
三

号

(
一
九
七
八
年
)0

(
Z
)
石
附
喜
三
男

｢北
海
道
に
お
け
る
八
世
紀
前
後
の
墳
墓
と
そ
の
系
統
｣
『
古
代

学
』
第

二

一巻
第
四
号

(
一
九
六
六
年
)｡

(聖

天
野
哲
也

｢擦
文
文
化
成
立
お
け
る
古
墳
の
意
義
｣
『
考
古
学
研
究
』
第
二
四
巻

第

一
号

(
一
九
七
七
年
)｡

(=
)
桜
井
清
彦

｢東
北
地
方
北
部
に
お
け
る
土
師
器
と
竪
穴
に
関
す
る
諸
問
題
｣
『
館

祉
-

東
北
地
方
に
お
け
る
集
落
祉
の
研
究
-
』
(東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
'

一

九
五
八
年
)0

(
S
)
註

(os
)
前
掲
｡

(
110
)
渡
島
に
つ
い
て
は
､
石
狩
低
地
帯
以
南
の
道
南
西
部
と
す
る
見
解

[河
野
康
道

｢阿
部
臣
の

『
後
方
羊
蹄
』
は
ど
こ
か
｣
『
季
刊

歴
史
家
』
恥
四

二

九
五
E
]

年
)
]
､
な
い
し
は
道
南
西
部
と
と
も
に
津
軽
半
島
域
を
含
む
と
す
る
理
解

[小
口
雅

史

｢阿
倍
比
羅
夫
北
征
地
名
考
｣
『
文
経
論
叢
』
二
七
-

1
三

(弘
前
大
学
人
文
学

部
'

一
九
九
二
年
)'
並
び
に
小
口

｢渡
嶋
再
考
｣
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
』
第
八
四
集

[特
定
研
究

古
代
に
お
け
る
北
方
交
流
史
の
研
究
]
(
二
〇
〇
〇

年
)
]
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
し
'
北
海
道
の
小
地
域
名
は
､
六
国
史
上
に

散
見
さ
れ
る
も
の
の
､
そ
れ
が
重
出
す
る
こ
と
は
な
く
'
ほ
ぼ
六
国
史
を
通
じ
て
見

え
る
渡
島
は
､
直
接
に
は
津
軽
半
島
域
か
ら
道
南
西
部
に
わ
た
る
広
域
を
指
す
も
の

で
'
時
に
は
道
北
東
部

の
擦
文
社
会
を
も
指
す
場
合
も
あ

っ
た
と
考
え
る
[
註

(2
)
女
鹿

一
九
九
八
年

a
､
並
び
に
註

(6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
]｡

(
Ⅲ
)
小
嶋
芳
孝

｢蝦
夷
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
交
流
｣
『
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
』

(名
著
出
版
t

t
九
九
六
年
)O

(
112
)
註

(
m
)
前
掲
｡

(
113
)
大
場
磐
雄

｢蕨
手
刀
に
就
い
て
｣
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
四
巻
第

一
〇
号

二

九

四
七
年
)
､
並
び
に
石
井
昌
国

『
蕨
手
刀
-

日
本
刀
の
始
源
に
関
す
る
考
察
-
』

(雄
山
関
､

一
九
六
六
年
)
に
拠
っ
た
｡

(
114
)
陸
奥
国
は
'
弘
仁
元
年

(八

一
〇
)
に
気
仙
郡
に
漂
着
し
た
渡
島
秋
に
つ
い
て
'

｢当
国
の
管
る
所
に
あ
ら
ず
｣
[『
日
本
後
紀
』
同
年

7
0
月
二
七
日
]
と
し
て
い
る

[熊
谷
公
男

｢阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
｣
『
東
北
古
代
史
の

研
究
』
(吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
六
年
)
に
拠
っ
た
]｡

(
115
)
平
安
時
代
末
の
源
仲
正

(頼
政
の
父
)
詠
に

｢わ
か
恋
は
あ
し
か
を
ね
ら
ふ
え
そ

舟
の
よ
り
み
よ
ら
す
み
な
み
間
を
そ
待
｣
[『夫
木
和
歌
抄
』
所
収
]
と
見
え
る
こ
と

か
ら
'
ア
シ
カ
は
北
海
道
所
出
と
み
な
し
得
る
｡

(
116
)
註

(
114
)
前
掲
の
渡
島

｢え
み
し
｣
の
気
仙
郡
漂
着
な
ど
は
'
こ
う
し
た
こ
と
を

背
景
と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

(
117
)
正
宗
敦
夫
編

『
倭
名
類
衆
砂
』
(風
間
書
房
二

九
七
七
年
)
に
拠
っ
た
｡

(
=-
)
名
古
屋
市
博
物
館

『
和
名
類
衆
抄
』
(名
古
屋
市
博
物
館
叢
書
二
二

九
九
二

年
)
に
拠
っ
た
｡

(=
)
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
他

｢ら
つ
こ
｣
『
国
語
大
辞
典
』
第
二
版

第

二
二
巻

(小
学
館
'
二
〇
〇
二
年
)
に
拠
っ
た
｡

(a
)
独
拝
皮
は
'
古
代
に
渡
島

｢え
み
し
｣
を
通
じ
て
日
本
と
の
交
易
品
と
な
る
も
'

そ
の
供
給
者
が
千
島
方
面
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
形
成
者
で
あ
っ
た
た
め
'
道
北
東
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部
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
崩
壊
と
擦
文
化
に
よ
っ
て

1
時
供
給
が
途
絶
え
'

〓

1-

二
二
世
紀
に
該
地
域
に
進
出
し
て
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
末
商
を
同
化
し
て
成
立
す
る

千
島
ア
イ
ヌ
が
'
中
世
日
本
に
南
部
千
島

･
北
海
道
を
介
し
て
ア
イ
ヌ
語
起
源
の

｢ラ
ッ
コ
｣
皮
と
し
て
再
び
将
来
し
た
も
の
と
も
思
量
さ
れ
る
O

(
1
)
註

(5
)
三
浦

完

九

l
年
前
掲
｡

(Sh

三
浦
圭
介

『
新
編
弘
前
市
史
』
資
料
編
考
古
編

(新
編
弘
前
市
史
編
纂
委
員
会
､

一
九
九
五
年
)
他
｡

(C13
)
斉
藤
利
男

｢蝦
夷
社
会
の
交
流
と

『
エ
ゾ
』
世
界

へ
の
変
容
｣
『
古
代
蝦
夷
の
世

界
と
交
流
』
(名
著
出
版
､

一
九
九
六
年
)0

(
S
)
註

(響

､
並
び
に
註

(2
)
女
鹿

1
九
九
七
年
b
前
掲
｡

(E3
)
前
者
に
つ
い
て
は
'
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
七
月

一
〇
日
､
並
び
に
同
九

月
五
日
に
拠

っ
た
｡
ま
た
､
後
者
に
つ
い
て
も
'
｢賊
徒
｣
が

｢異
類
｣
を
率
い
て

秋
田
郡
に
襲
来
し
た
と
さ
れ

[『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
二
年
五
月
六
日
]'
こ
の

｢異

類
｣
を
津
軽

･
渡
島
の

｢え
み
し
｣
と
見
な
す
見
解

[新
野
直
吉

『
古
代
東
北
の
兵

乱
』
(吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
九
年
)]
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
両
者
の
類
似
性
を
考
え

る
と
'
と
も
に
秋
田
城
下
の
停
囚
､
津
軽
､
渡
島
な
ど
広
域
の

｢え
み
し
｣
社
会
の

交
易
を
中
心
と
し
た
利
害
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

(S
)
東
北
地
方
の
南
北
に
お
け
る
土
師
器
の
差
異
に
つ
い
て
は
､
宮
城
県
文
化
財
保
護

協
会

｢御
駒
堂
遺
跡
｣
『
東
北
自
動
車
道
遺
跡
調
査
報
告
書
』
Ⅵ

[宮
城
県
文
化
財

調
査
報
告
書
第
八
三
集
]
(
一
九
八
二
年
)
を
始
め
と
し
て
多
く
の
指
摘
が
み
ら
れ

る
｡

(Ej
)
註

(
3
)
女
鹿
二
〇
〇
〇
年
､
並
び
に
註

(
6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
｡

(cos
)
女
鹿

｢第
2
部

北
部
東
北
地
方
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
語
地
名
が
意
味
す
る
も
の
｣

『
岩
手
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第

一
四
号

[
｢釜
石
市
･大
槌
町
に
お
け
る
ア
イ
ヌ

語
地
名
に
つ
い
て
｣
所
収
]
(
一
九
九
七
年
､
以
下
女
鹿

一
九
九
七
年

a
と
称
す
)､

並
び
に
註

(2
)
女
鹿

1
九
九
七
年
b
前
掲
.

(聖

二
の
こ
と
に
つ
い
て
は
'
[山
田
秀
三

｢ア
イ
ヌ
語
族
の
居
住
範
囲
｣
『
北
方
の
古

代
文
化
』
(毎
日
新
聞
社
､

I
九
七
四
年
)]
に
示
唆
を
得
て
'
岩
手
県
域
の
二
広
域

地
区
に
お
い
て
行

っ
た
調
査
と
考
察
の
結
果
に
よ
っ
て
も
検
証
さ
れ
る

[女
鹿

･
及

川
明
彦

｢久
慈
地
区
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
に
つ
い
て
｣
『
研
究
年
報
白
梅
』
第

二

号

(岩
手
県
立
盛
岡
第
二
高
等
学
校
､

一
九
九

1
年
)
､
並
び
に
女
鹿

･
及
川

｢第

7

部

釜
石

･
大
槌
地
区
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
に
つ
い
て
｣
『
岩
手
県
立
博
物
館
研
究
報

告
』
第

1
四
号

[
｢釜
石
市
･大
槌
町
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
語
地
名
に
つ
い
て
｣
所
収
]

[註

(S
)
前
掲
]｡

(
130
)
金
田

一
京
助

｢山
間
の
ア
イ
ヌ
語
｣
『
山
岳
』
三
三
の
二

一
九
三
七
年
)｡

(
131
)
土
器
様
式
を
共
有
す
る
要
因
に
は
､
民
族
例
な
ど
か
ら

一
般
に
通
婚
と
交
易
関
係

が
関
与
し
､
土
器
型
式
面
で
の
伝
播
に
は
､
文
様
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
型
情
報
､
並
び

に
要
素
に
分
解
で
き
な
い
全
体
の
ム
ー
ド
な
ど
の
ア
ナ
ロ
グ
型
情
報
が
あ
り
'
デ
ジ

タ
ル
型
の
伝
播
に
は
言
語
が
深
く
関
わ
る
と
さ
れ
る

[上
野
佳
也

『
縄
文
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ー
縄
文
人
の
情
報
の
流
れ
-
』
(海
鳴
社
､

l
九
八
六
年
)
]｡

ま
た
'
縄
文
時
代
中
期
に
は
､
東
北
南
半
域
を
中
心
と
す
る
大
木
式
'
東
北
北
半

北
域
か
ら
道
南
西
部
の
円
筒
上
層
式
､
道
北
東
部
の
北
筒
式
の
間
に
は
､
ア
ナ
ロ
グ

型
情
報
は
伝
わ
る
も
'
デ
ジ
タ
ル
型
情
報
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
し
て
､
そ
の
要
因

が
言
語
の
差
異
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る

[上
野
前
掲
]｡
今
日
の
国
語
方
言
の
グ
ル

ー
プ
化
に
よ
る
検
討
か
ら
も
､
東
北
地
方
は
､
仙
台
の
北
と
秋
田
県
南
部
と
を
境
界

と
す
る
北
半
と
南
半
と
で
は
異
質
で
あ
り
､
両
者
は
'
長
期
間
に
わ
た
っ
て
異
な
る

文
化
圏
に
あ
っ
た
と
さ
れ

[浅
井
亨

｢蝦
夷
語
の
こ
と
｣
『
日
本
古
代
文
化
の
探
究

蝦
夷
』
(社
会
思
想
社
'

一
九
七
九
年
)
]
､
上
野
前
掲
は
､
国
語
学
上
の
理
解
と
も

整
合
す
る
｡
既
に
､
東
北
北
半
域
か
ら
道
南
西
部
に
わ
た
っ
た

｢共
通
文
化
圏
｣
は
'

相
通
じ
る
ア
イ
ヌ
語
系
の
言
語
を
も
共
有
し
て
い
た
と
す
る
理
解
を
提
起
し
た

[註

(響

女
鹿

完

九
七
年

a
､
並
び
に
註

(2
)
女
鹿

l
九
九
七
年
b
前
掲
].

た
だ
'
円
筒
式
と
大
木
式
と
の
差
に
対
し
て
､
円
筒
式
と
北
筒
式
と
の
差
は
大
き

22



134133132
な
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
､
全
道
に
今
日
残
る
地
名
が
'
お
し
な
べ
て

ア
イ
ヌ
語
か
日
本
語
に
よ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
､
道
南

西
部
と
道
北
東
部
に
お
け
る
言
語
を
始
め
と
す
る
文
化
面
で
の
差
異
は
'
東
北
北
辛

域
と
東
北
南
半
域
と
の
差
異
ほ
ど
に
大
き
く
は
な
く
､
言
語
は
､
と
も
に
ア
イ
ヌ
請

系
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る

[註

(6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
]｡
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
､
｢共
通
文
化
圏
｣
｢拡
大
文
化
圏
｣
成
立
の
背
景
に
は
'
言
語
を
始
め
と

す
る
文
化
の
共
有
､
密
接
な
通
婚

･
交
易
関
係
が
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

)
註

(6
)
前
掲
｡

)
註

(6
)
前
掲
｡

)
註

(64
)
､
(65
)
'
並
び
に
辻
秀
人

｢報
告

東
北
南
部
の
古
墳
出
現
期
の
様

相
｣
『
シ
ン
ポ
ジ

ユ
ウ
ム
二

東
日
本
に
お
け
る
古
墳
出
現
過
程
の
再
検
討
』
(日
本

考
古
学
協
会
新
潟
大
会
実
行
委
員
会
､

一
九
九
三
年
)
に
拠
っ
た
｡

(響

註

(5
)
女
鹿
二
〇
〇
1
年

a
･
b
t
註

(6
)
女
鹿
二
〇
〇
二
年

a
前
掲
｡

補
註

｢え
み
し
｣
社
会
の
紐
帯
を
考
え
る
上
で
論
じ
た
独
拝
に
つ
い
て
､
説
明
が
不
十
分
だ

っ
た
の
で
若
干
の
補
足
を
加
え
る
｡
拝
は
'
元
来
､
朝
地
の
犬
を
意
味
す
る
語
で
'
既
述

し
た

『
和
名
類
衆
抄
』
那
波
道
圃
校
訂
本
な
ど
の
註
記
も
'
こ
れ
に
従
っ
た
も
の
と
解
さ

れ
る
｡
既
述
し
た

『
延
書
式
』
交
易
雑
物
が
確
立
さ
れ
た
九
世
紀
を
中
心
と
す
る
時
期
､

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
に
お
い
て
は
'
確
か
に
ブ
タ
と
と
も
に
イ
ヌ
が
飼
養
さ
れ
､
食
用
に
も

供
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

[註

(50
)
菊
池
､

一
九
七
八
年
前
掲
]｡
こ
う
し
た

こ
と
な
ど
か
ら
､
独
拝
を
イ
ヌ
と
み
な
す
見
解
も
あ
る

[関
口
明

｢渡
島
蝦
夷
と
毛
皮
交

易
｣
『
日
本
古
代
中
世
史
論
考
』
(佐
伯
有
清
編
､
吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
七
年
)]
が
､

い
か
に
異
域
の
産
と
は
い
え
､
イ
ヌ
の
皮
が
該
期
の
日
本
社
会
に
大
き
な
付
加
価
値
を
以

て
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
は
考
え
難
い
｡

こ
の
他
､
近
世
後
期
成
立
の

『
松
前
志
』
が
ト
ナ
カ
イ
と
す
る
の
に
対
し
て
'
海
豹

(ア
ザ
ラ
シ
)
の
ア
イ
ヌ
語
名
ヅ
カ
リ
が
妥
当
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る

[北
構
保
男

｢海
獣
捕
獲
文
化
と
ラ
ッ
コ
｣
『
北
海
道
考
古
学
』
第

一
六
輯

二

九
八
〇
年
)
]｡
し
か

し
､
こ
れ
に
つ
い
て
も
､
『
和
名
類
釆
抄
』
は
独
拝
の
項
と
は
別
に
水
豹
を
あ
げ
､
名
古

屋
市
博
本
の
傍
訓
に

｢ア
サ
ラ
シ
｣
が
見
え
､
那
波
道
園
校
訂
本
も
和
名

｢阿
左
良
之
｣

に
訓
註
し
て
お
り
､
独
拝
を
ア
ザ
ラ
シ
と
す
る
理
解
に
は
従
え
な
い
｡

ラ
ッ
コ
の
骨
類
は
､
北
海
道
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
や
擦
文
文
化
の
遺
跡
か
ら
少
数
で
は
あ

れ
出
土
し
て
お
り
'
北
部
千
島
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
遺
跡
か
ら
は
多
数
出
土
す
る
と
さ

れ

[北
構
前
掲
]'
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
北
海
道

へ
の
進
出
に
つ
い
て
'
ラ
ッ
コ
を
始
め

と
す
る
毛
皮
獣
の
捕
獲
を
目
的
と
す
る
も
の
と
み
な
す
理
解
も
提
起
さ
れ
て
い
る

[大
塚

和
義

｢特
集
◎
謎
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
が
北
海
道
に
存
在
し
た

交
易
経
済
が
生
み
出
し
た

驚
く
べ
き
先
進
社
会
｣
『
月
刊

歴
史
街
道
』
五
月
号

(P
H
P
研
究
所
､

一
九
九
八

午
)]｡
や
は
り
'
中
世
日
本
社
会
に
お
い
て
､
皮
が
珍
重
さ
れ
た
ラ
ッ
コ
が
､
古
代
に
は

一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
｡
ま
た
'
ラ
ッ
コ
は
､
か
つ
て
は
襟
裳
岬

以
北
の
北
太
平
洋
に
生
息
し
た
と
さ
れ
る

[今
泉
吉
典

｢ラ
ッ
コ
｣
『
世
界
大
百
科
事

典
』
三

一

(平
凡
社
､

一
九
七
二
年
)]
が
'
近
世
初
頭
､
南
部
千
島
の
北
海
道
系
ア
イ

ヌ
は
'
自
ら
ラ
ッ
コ
猟
を
行
う
と
と
も
に
'
中
部
千
島
以
北
か
ら
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
に

わ
た
っ
て
ラ
ッ
コ
猟
を
行
っ
た
千
島
ア
イ
ヌ
か
ら
ラ
ッ
コ
の
毛
皮
を
入
手
し
'
日
本
側

へ

供
給
し
て
い
た
と
み
ら
れ
'
日
本
近
海
で
は
'
中
部
千
島
ク
ル
ッ
プ
島
以
北
が
主
た
る
猟

場
で
あ
っ
た

[北
構
前
掲
]｡

以
上
を
ふ
ま
え
､
小
論
は
'
独
拝
を
ラ
ッ
コ
に
比
定
す
る
と
と
も
に
'
独
拝
皮
が
千
島

列
島
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
形
成
集
団
に
由
来
す
る
も
の
で
'
道
南
西
部
擦
文
文
化
の
主
体

で
あ
る
渡
島

｢え
み
し
｣
が
'
と
も
に
擦
文
文
化
を
担

っ
た
道
北
東
部
集
団
を
通
じ
て
入

手
し
､
出
羽
国
街
や
出
羽

･
陸
奥

｢え
み
し
｣
な
ど
と
交
易
し
た
結
果
'
将
来
さ
れ
た
可

能
性
に
つ
い
て
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
｡

(め
が

･
じ
ゆ
ん
や

岩
手
県
立
博
物
館
学
芸
員
)
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