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―
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久
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群
と

石
江

遺
跡

群
』

永
田

一

法
政
大
学
国
際
日
本
学
研
究
所
が
平
成
十
九
年
度
か
ら
二
十
一
年
度
に
実
施
し
た
、

文
部
科
学
省
私
立
大
学
学
術
研
究
高
度
化
推
進
事
業
（
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
）
「
異

文
化
研
究
と
し
て
の
〈
日
本
学
〉
」
サ
ブ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
③
「
日
本
の
中
の
異
文

化
」
の
研
究
成
果
は
、
『
古
代
末
期
の
境
界
世
界
―
城
久
遺
跡
群
と
石
江
遺
跡
群
を

中
心
と
し
て
―
』
研
究
成
果
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
本
書
は
こ
れ
を
母
体
と
し
、

広
く
一
般
に
向
け
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
刊
行
で
よ
り
多
く
の
人
々

が
手
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
は
喜
び
た
い
。

本
書
は
、
扱
う
時
代
を
基
本
的
に
古
代
末
期
か
ら
中
世
初
頭
に
限
定
し
、
「
日
本

国
」
の
北
と
南
の
境
界
世
界
を
比
較
し
て
、
よ
り
豊
か
な
日
本
史
像
を
描
き
出
す
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
比
較
の
対
象
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
が
、
北
は

青
森
市
の
石
江
遺
跡
群
、
南
は
喜
界
町
の
城
久
遺
跡
群
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
遺
跡

群
は
、
「
日
本
国
」
の
周
縁
に
位
置
す
る
が
、
中
央
的
な
遺
物
が
多
数
出
土
し
て
い

る
と
さ
れ
、
従
来
の
南
北
の
「
境
界
」
像
を
大
き
く
変
え
る
も
の
と
し
て
、
近
年
注

目
を
浴
び
て
き
た
。
本
書
で
は
、
こ
の
両
遺
跡
の
重
要
性
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と

も
に
、
境
界
領
域
の
中
で
改
め
て
位
置
づ
け
直
し
て
比
較
す
る
こ
と
で
、
「
日
本

国
」
の
北
と
南
の
境
界
世
界
の
共
通
性
と
異
質
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

次
に
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
総
論
と
し
て
、
本
書
全
体
に
関

わ
る
境
界
論
に
つ
い
て
述
べ
た
村
井
章
介
氏
の
論
文
が
配
さ
れ
て
い
る
。
Ⅰ
「
南
の

境
界
―
喜
界
島
・
城
久
遺
跡
群
」
は
七
本
の
論
文
と
二
本
の
補
論
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
Ⅱ
「
北
の
境
界
―
青
森
市
・
石
江
遺
跡
群
」
は
五
本
の
論
文
と
石
江
遺
跡
群
に

つ
い
て
の
四
つ
の
コ
メ
ン
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
Ⅲ
「
討
論
―
南
北
の
境
界
の
比

較
」
に
は
、
「
南
北
の
境
界
領
域
の
比
較
―
討
論
の
ま
と
め
―
」
と
題
し
、
二
〇
〇

九
年
十
一
月
十
四
日
、
十
五
日
に
法
政
大
学
に
て
行
わ
れ
た
総
括
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
古
代
末
期
の
境
界
世
界
―
石
江
遺
跡
群
と
城
久
遺
跡
群
を
中
心
に
―
」
の
討
論
の

内
容
を
、
南
に
関
係
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
吉
成
直
樹
氏
が
、
北
に
関
係
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
小
口
雅
史
氏
が
、
要
約
・
整
理
し
た
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
城

久
遺
跡
群
は
官
衙
か
？
」「
石
江
遺
跡
群
は
官
衙
か
？
」「
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
の
「
二

つ
の
口
」
」
な
ど
の
重
要
な
争
点
を
含
む
一
六
の
テ
ー
マ
に
分
け
て
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

論
考
が
多
数
に
及
ぶ
た
め
詳
細
な
紹
介
は
で
き
な
い
が
、
各
論
考
の
内
容
を
評
者

な
り
に
ま
と
め
て
紹
介
し
、
そ
れ
か
ら
本
書
全
体
に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

本
書
冒
頭
の
村
井
章
介
「
古
代
末
期
の
北
と
南
」
は
、
石
江
遺
跡
群
と
城
久
遺
跡

群
の
発
見
が
、
自
身
が
提
唱
し
た
日
本
列
島
の
「
地
域
空
間
」
モ
デ
ル
に
突
き
つ
け
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た
問
題
と
し
て
、
同
心
円
モ
デ
ル
に
お
け
る
中
心
か
ら
異
域
へ
の
単
純
な
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
が
そ
の
ま
ま
で
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
両

遺
跡
群
は
性
格
こ
そ
違
う
が
、
内
と
の
強
い
つ
な
が
り
が
想
定
さ
れ
る
、
境
界
空
間

に
浮
か
ぶ
「
島
」
の
よ
う
な
場
で
あ
り
、
「
移
植
さ
れ
た
中
央
」
と
呼
ん
で
も
よ
い

か
も
知
れ
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
律
令
制
支
配
と
の
関
わ
り
の
有
無
・
程
度
と
い
う

視
点
の
み
で
両
遺
跡
群
を
評
価
す
る
視
野
の
狭
さ
を
克
服
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

指
摘
す
る
。

Ⅰ
「
南
の
境
界
―
喜
界
島
・
城
久
遺
跡
群
」
で
は
、
ま
ず
吉
成
直
樹
「
古
代
・
中

世
期
の
南
方
世
界
―
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
・
交
易
・
国
家
―
」
が
、
琉
球
弧
に
お
け
る
古

代
～
中
世
並
行
期
の
歴
史
展
開
を
描
く
に
あ
た
っ
て
の
論
点
と
問
題
点
の
整
理
を
行

う
。
「
日
本
」
の
内
外
の
境
界
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
奄
美
群
島
（
と
く
に
奄
美

大
島
、
喜
界
島
、
徳
之
島
）
が
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
南
方
物
産
の
交
易
拠

点
の
前
線
で
、
そ
の
前
線
が
一
二
世
紀
頃
に
短
期
間
に
南
下
す
る
こ
と
で
琉
球
弧
の

グ
ス
ク
時
代
が
幕
を
開
け
た
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
な
お
検

討
す
べ
き
課
題
も
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
東
シ
ナ
海
を
中
心
と
す
る
地
域
の

動
き
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
は
じ
め
て
古
代
～
中
世
並
行
期
の
琉
球
弧
の
理
解
が
可

能
と
な
り
、
そ
の
一
連
の
過
程
の
初
発
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
喜
界
島

が
果
た
し
た
大
き
な
役
割
だ
と
す
る
。

澄
田
直
敏
「
喜
界
島
城
久
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
」
は
、
発
掘
担
当
者
自
身
に
よ
り
、

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
八
年
間
に
及
ぶ
城
久
遺
跡
群
の
発
掘

調
査
の
成
果
が
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
城
久
遺
跡
群
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
つ

い
て
、
本
土
色
が
極
め
て
濃
い
古
代
の
遺
物
組
成
、
国
家
的
施
設
に
偏
在
す
る
こ
と

が
多
い
越
州
窯
系
青
磁
の
多
量
の
出
土
か
ら
、
『
日
本
紀
略
』
に
み
え
る
、
大
宰
府

が
下
知
し
た
「
貴
駕
島
」
と
現
喜
界
島
が
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
中
世
に

入
る
と
、
宋
・
高
麗
を
含
む
環
東
シ
ナ
海
域
に
お
け
る
交
易
活
動
の
中
で
城
久
遺
跡

群
が
果
た
し
た
役
割
は
小
さ
い
も
の
で
は
な
く
、
南
島
経
営
の
拠
点
的
機
能
を
果
た

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

新
里
貴
之
「
南
西
諸
島
の
様
相
か
ら
み
た
喜
界
島
」
は
、
城
久
遺
跡
群
に
つ
い
て
、

南
西
諸
島
の
文
化
と
比
較
し
異
質
な
部
分
と
共
通
す
る
部
分
を
、
在
地
の
煮
沸
土
器

を
主
眼
に
お
き
、
遺
物
組
成
か
ら
検
討
す
る
。
極
め
て
多
量
の
貿
易
陶
磁
器
と
土
師

器
の
存
在
よ
り
、
九
州
本
土
の
土
師
器
文
化
圏
の
南
端
に
位
置
す
る
特
殊
な
遺
跡
と

み
ら
れ
る
の
は
確
か
だ
が
、
南
西
諸
島
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
供
膳
具
を
製
作
し
な

い
、
組
成
は
甕
が
主
体
、
製
粉
器
が
主
要
の
石
器
組
成
は
前
段
階
の
兼
久
式
段
階
と

ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
、
九
州
本
土
地
域
の
中
世
墓
の
葬
墓
制
と
異
な
る
な
ど
、
生

活
様
式
に
は
南
島
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
城
久
遺
跡
群
は
、
異
文
化
間

の
境
界
領
域
に
位
置
し
、
遺
物
の
質
・
組
成
の
検
討
か
ら
は
南
島
と
日
本
の
狭
間
的

な
様
相
を
示
す
遺
跡
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

高
梨
修
「
列
島
南
縁
に
お
け
る
境
界
領
域
の
様
相
―
古
代
・
中
世
の
奄
美
諸
島
を

め
ぐ
る
考
古
学
的
成
果
―
」
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
「
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土

遺
跡
」「
カ
ム
ィ
ヤ
キ
古
窯
跡
群
」「
城
久
遺
跡
群
」
を
対
象
に
、
奄
美
諸
島
で
重
ね

ら
れ
た
考
古
学
・
文
献
史
学
の
相
互
研
究
の
結
果
、
双
方
の
研
究
情
報
の
共
有
化
が

著
し
く
進
み
、
古
代
・
中
世
の
琉
球
弧
に
つ
い
て
総
合
的
理
解
が
図
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
研
究
動
向
を
詳
述
し
、
「
境
界
領
域
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
奄
美
諸
島
の

新
た
な
歴
史
像
が
確
認
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
う
し
た
新
た
な
歴
史
的

理
解
は
、
琉
球
弧
に
お
け
る
国
家
形
成
過
程
に
対
し
て
も
、
従
来
の
沖
縄
本
島
を
中

心
と
す
る
段
階
発
展
的
な
枠
組
み
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
琉
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球
弧
の
考
古
学
研
究
は
「
北
か
ら
の
衝
撃
」
を
徹
底
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
態
に
直
面
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
代
末
期
の
境

界
世
界
―
石
江
遺
跡
群
と
城
久
遺
跡
群
を
中
心
と
し
て
―
」
の
場
に
お
い
て
安
里
進

氏
か
ら
提
起
さ
れ
た
四
つ
の
質
問
に
対
す
る
反
論
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

中
島
恒
次
郎
「
城
久
遺
跡
群
の
日
本
古
代
中
世
に
お
け
る
社
会
的
位
置
―
津
軽
石

江
遺
跡
群
と
の
相
違
を
含
め
て
―
」
は
、
遺
物
・
遺
構
両
面
か
ら
描
け
る
城
久
遺
跡

群
の
性
格
に
つ
い
て
論
及
し
、
南
と
北
の
境
界
領
域
で
何
が
起
き
て
い
た
か
を
考
え

る
た
め
城
久
遺
跡
群
と
石
江
遺
跡
群
の
対
比
を
行
う
。
そ
の
際
「
中
心
」
的
制
度
と

の
関
係
性
を
探
る
た
め
、
古
代
に
お
け
る
階
層
表
現
装
置
と
し
て
考
え
ら
れ
る
供
膳

具
の
「
原
型
―
模
倣
型
」
の
概
念
を
主
に
用
い
て
検
討
す
る
。
日
本
本
土
に
所
在
す

る
「
中
心
」
の
領
域
内
に
あ
る
石
江
遺
跡
群
と
、
全
く
異
な
る
「
異
界
」
の
領
域
に

あ
る
「
移
植
さ
れ
た
中
心
」
的
な
存
在
と
し
て
の
城
久
遺
跡
群
と
い
う
姿
に
分
け
ら

れ
る
こ
と
、
古
代
後
期
に
城
久
遺
跡
群
に
入
っ
た
「
中
心
」
を
背
負
う
人
々
は
、
喜

界
島
の
人
々
に
と
っ
て
さ
し
て
「
刺
激
」
に
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
、
城
久
遺

跡
群
が
喜
界
島
の
人
々
に
与
え
た
影
響
の
程
度
に
つ
い
て
、
島
内
の
相
対
化
に
よ
り

検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

安
里
進
「
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
二
つ
の
口
と
一
つ
の
口
―
争
点
の
整
理
と
検
討
―
」

は
、
沖
縄
の
貝
塚
時
代
後
期
の
社
会
像
に
つ
い
て
自
説
の
論
考
過
程
を
整
理
し
、
高

梨
修
氏
の
一
連
の
研
究
に
対
す
る
問
い
か
け
と
反
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
論
題
に

あ
る
争
点
と
は
、
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
の
窓
口
と
し
て
〈
奄
美
大
島
北
部
―
大
和
〉
と

〈
久
米
島
―
隋
・
唐
〉
の
二
つ
を
認
め
る
（
安
里
氏
）
か
、
前
者
の
み
を
認
め
る

（
高
梨
氏
）
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
争
点
の
根
底
に
は
①
「
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量

出
土
遺
跡
」
の
概
念
規
定
を
め
ぐ
る
両
氏
の
見
解
の
相
違
②
久
米
島
の
大
原
ヤ
コ
ウ

ガ
イ
加
工
場
遺
跡
に
つ
い
て
、
重
要
な
根
拠
と
成
り
得
る
か
否
か
。
一
九
七
二
年
に

安
里
氏
が
遺
跡
を
発
見
し
た
が
、
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
一
九
九
九
年
の

再
訪
時
に
は
開
発
で
遺
跡
中
心
部
分
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
発
見
時

並
び
に
再
訪
時
の
情
報
や
、
採
集
し
た
遺
物
な
ど
か
ら
奄
美
諸
島
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大

量
出
土
遺
跡
よ
り
大
規
模
で
加
工
場
と
し
て
の
性
格
が
明
確
で
あ
る
と
し
、
重
要
な

根
拠
と
し
て
論
を
展
開
す
る
安
里
氏
に
対
し
、
高
梨
氏
は
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い

な
い
遺
跡
を
重
要
な
根
拠
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
、
と
い
う
二
つ

の
意
見
の
対
立
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

中
本
謙
「
琉
球
方
言
ハ
行
子
音

音
の
素
性
を
さ
ぐ
る
」
は
、
日
本
語
史
に
お
け

p

る
ハ
行
子
音
の
変
遷
で
文
献
以
前
は

音
で
あ
っ
た
と
す
る
説
の
根
拠
と
さ
れ
て
き

p

た
琉
球
方
言
ハ
行
子
音

音
に
つ
い
て
、
実
は
新
し
い
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

p

と
い
う
観
点
か
ら
、
宮
古
、
八
重
山
方
言
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
琉
球

方
言
の
ワ
行
子
音

b
音
は
狭
母
音
化
に
よ
っ
て
呼
気
が
強
ま
っ
た
こ
と
で

w

＞

b

の
変
化
を
起
こ
し
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
狭
母
音
化
と
強
い
呼
気
を
考
え
る
な
ら
、

南
琉
球
方
言
の
ハ
行
子
音

音
の
中
に
は

v

＞

p
の
変
化
を
遂
げ
て
い
る
も
の
も

p

あ
る
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
す
る
。

間
宮
厚
司
「
日
本
の
中
の
諸
言
語
―
ア
イ
ヌ
・
ヤ
マ
ト
・
琉
球
の
言
語
生
成
―
」

〈
補
論

〉
は
、
ア
イ
ヌ
語
は
一
九
世
紀
ま
で
記
録
が
無
い
た
め
詳
細
は
不
明
だ
が
、

1

縄
文
時
代
に
日
本
列
島
で
話
さ
れ
て
い
た
言
語
は
ア
イ
ヌ
語
の
祖
先
以
外
に
有
力
な

候
補
が
無
く
、
そ
の
後
、
日
本
語
（
い
わ
ゆ
る
大
和
言
葉
）
が
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島

を
経
て
弥
生
文
化
と
と
も
に
北
九
州
に
入
り
、
日
本
列
島
全
域
に
広
ま
る
に
つ
れ
、

ア
イ
ヌ
語
は
南
か
ら
北
へ
移
動
さ
せ
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
琉
球
語

は
日
本
語
の
一
方
言
で
あ
る
こ
と
が
言
語
学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、
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①
沖
縄
の
言
葉
は
言
語
史
的
に
二
、
三
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
頃
ま
で
空
白
時
代
が
存

在
す
る
②
琉
球
列
島
の
言
語
差
が
激
し
い
理
由
③
ア
イ
ヌ
語
と
琉
球
語
の
地
名
の
関

連
性
、
に
つ
い
て
の
研
究
を
紹
介
す
る
。

福
寛
美
「
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
甕
」
〈
補
論

〉
は
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
甕

2

の
全
二
五
例
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
甕
の
用
例
は
久
米
島
お
も
ろ
に
多
く

見
ら
れ
る
こ
と
、
多
く
の
甕
は
祭
祀
の
場
で
供
さ
れ
、
そ
の
祭
祀
が
天
上
他
界
を
志

向
し
て
い
る
用
例
も
確
認
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
お
も
ろ
で
謡
わ
れ
て

い
る
人
物
が
拠
点
と
し
た
場
所
か
ら
中
国
産
の
輸
入
貿
易
陶
磁
器
や
タ
イ
産
の
器
物

が
出
土
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
甕
の
例
に
は
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
東
南
ア
ジ
ア
産

の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
百
甕
や
八
十
甕
の
よ
う
な
「
数
多

く
」
と
い
う
比
喩
表
現
が
使
わ
れ
て
い
た
り
、
庭
や
社
な
ど
の
祭
祀
で
甕
が
惜
し
げ

無
く
地
面
に
据
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の

甕
の
多
く
が
南
西
諸
島
の
権
力
者
達
に
と
っ
て
身
近
な
カ
ム
ィ
ヤ
キ
だ
っ
た
と
す
る
。

Ⅱ
「
北
の
境
界
―
青
森
市
・
石
江
遺
跡
群
」
で
は
、
ま
ず
小
口
雅
史
「
古
代
末
期

の
北
方
世
界
―
北
方
史
グ
ル
ー
プ
の
研
究
視
角
―
」
が
、
北
方
史
グ
ル
ー
プ
が
城
久

遺
跡
群
と
対
比
す
べ
き
も
の
と
し
て
新
田
（

）
遺
跡
を
中
心
と
す
る
石
江
遺
跡
群

1

を
選
ん
だ
理
由
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
北
日
本
の
歴
史
展
開
に
お
い
て
、
交
易
と
交

流
が
在
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
軋
轢
を
生
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
し
た

「
防
御
性
集
落
」
な
ど
が
古
代
末
期
の
北
奥
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
う
し

た
状
況
の
中
で
新
田
（

）
遺
跡
を
中
心
と
す
る
石
江
遺
跡
群
を
い
か
に
位
置
づ
け

1

る
か
を
論
じ
る
。
新
田
（

）
遺
跡
か
ら
は
檜
扇
・
物
忌
札
・
斎
串
・
形
代
・
仏
像

1

・
付
札
風
木
簡
な
ど
の
大
量
の
木
製
品
が
出
土
し
、
こ
れ
ま
で
は
「
日
本
国
」
と
の

密
接
な
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の

木
製
品
の
年
代
観
が
は
っ
き
り
し
な
い
点
が
あ
る
な
ど
の
問
題
を
指
摘
し
、
檜
扇
・

斎
串
・
木
簡
な
ど
の
素
材
が
在
地
産
で
あ
る
こ
と
や
中
央
の
律
令
的
祭
祀
と
異
な
り

人
形
が
未
発
見
な
こ
と
な
ど
か
ら
、
む
し
ろ
在
地
性
の
強
さ
に
留
意
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
指
摘
す
る
。

木
村
淳
一
「
青
森
市
石
江
遺
跡
群
の
特
質
」
は
、
発
掘
担
当
者
自
身
に
よ
り
石
江

遺
跡
群
の
青
森
市
教
育
委
員
会
の
発
掘
担
当
部
分
に
つ
い
て
、
発
掘
調
査
の
成
果
を

各
遺
跡
ご
と
に
説
明
し
、
さ
ら
に
石
江
遺
跡
群
内
で
の
古
代
か
ら
中
世
初
頭
の
様
相

を
三
期
に
分
け
て
概
観
し
、
特
質
を
論
じ
る
。
周
辺
に
前
段
階
の
集
落
が
あ
り
、
そ

の
変
遷
の
後
に
成
立
し
た
集
落
と
し
て
新
田
（

）（
）
遺
跡
が
存
在
し
て
お
り
、

1

2

集
落
の
構
成
は
津
軽
平
野
を
含
め
た
青
森
平
野
内
の
集
落
と
変
わ
り
な
い
施
設
だ
と

す
る
。
ま
た
、
北
方
的
な
要
素
に
擦
文
土
器
が
あ
る
が
、
直
接
の
搬
入
は
認
め
ら
れ

な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
南
（
国
家
）
側
の
要
素
に
、
緑
釉
陶
器
、
八
稜
鏡
、
石
帯
、

檜
扇
、
木
簡
、
神
像
、（
仏
）
像
手
、
木
製
祭
祀
具
、（
鉄
製
）
鐃
、
墨
書
土
器
、
土

馬
な
ど
が
あ
る
が
、
直
接
的
流
入
は
鏡
や
緑
釉
の
ご
く
一
部
で
、
残
り
の
資
料
の
ほ

と
ん
ど
は
擦
文
土
器
同
様
在
地
で
生
産
さ
れ
変
容
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

葛
城
和
穂
「
青
森
市
新
田
（

）
遺
跡
（
県
教
委
担
当
分
）
」
〈
コ
メ
ン
ト

〉
は
、

2

1

発
掘
担
当
者
自
身
に
よ
り
青
森
県
教
育
委
員
会
が
発
掘
を
担
当
し
た
新
田
（

）
遺

2

跡
の
北
半
分
の
約
五
〇
〇
〇
㎡
に
つ
い
て
、
調
査
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

新
田
（

）
遺
跡
は
縄
文
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
だ
が
、
平
安
時
代

2

に
は
溝
跡
で
区
画
さ
れ
た
大
規
模
な
集
落
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
出

土
遺
物
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
中
で
も
擦
文
土
器
や
石
帯
、
木
製
祭
祀
具
な
ど
は
こ

の
遺
跡
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
な
遺
物
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

渡
辺
晃
宏
「
新
田
（

）
遺
跡
出
土
木
簡
の
意
義
」
〈
コ
メ
ン
ト

〉
は
、
新
田

1

2
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（
）
遺
跡
出
土
木
簡
と
律
令
制
下
の
木
簡
を
比
較
検
討
し
、
ど
の
程
度
律
令
制
の

1

影
響
を
捉
え
得
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
墨
書
内
容
か
ら
は
律
令
制
支
配
に
関
わ
る
内

容
は
全
く
み
ら
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
ま
た
形
態
的
に
は
律
令
制
支
配
に
関
わ
る
木

簡
に
類
似
し
た
形
態
の
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
も
つ
形

状
は
律
令
支
配
に
関
わ
る
も
の
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
律
令
制
支
配
に
関
わ
る
木
簡
に
は
な
い
特
異
な
形
状
の
木
簡
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
新
田
（

）
遺
跡
出
土
木
簡
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
律

1

令
制
的
要
素
に
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
す
る
。

須
藤
弘
敏
「
新
田
（

）
遺
跡
出
土
の
仏
教
関
係
遺
物
に
つ
い
て
」
〈
コ
メ
ン
ト

1

〉
は
、
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
青
森
県
の
仏
教
関
係
遺
物
と
し
て
は
、
新
田

3

（
）
遺
跡
出
土
の
遺
物
は
最
も
古
い
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
須
藤
氏
自
身
が
確
認

1

し
得
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
宗
教
関
係
器
物
と
考
え
ら
れ
る
九
点
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
る
。
鉄
鐃
以
外
の
八
点
の
遺
物
を
神
像
や
仏
教
関
係
の
も
の
と
推
定
す
る
が
、

い
ず
れ
も
中
央
の
本
格
的
な
造
形
と
は
形
状
も
技
術
も
異
な
り
、
材
質
も
含
め
て
明

ら
か
に
地
方
で
制
作
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
青
森
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
こ
の
遺
物
群
全
体
か
ら
教
義
や
教
団
の
特
徴
も
う
か
が

う
こ
と
は
で
き
ず
、
神
像
ら
し
き
像
の
混
在
か
ら
す
れ
ば
教
団
仏
教
を
背
景
と
す
る

可
能
性
は
さ
ら
に
乏
し
い
と
す
る
。

山
田

祐
子
「
秋
田
県
の
古
代
木
製
祭
祀
具
―
能
代
市
樋
口
遺
跡
を
中
心
と
し
て

―
」
〈
コ
メ
ン
ト

〉
は
、
ま
ず
秋
田
県
米
代
川
下
流
域
左
岸
に
位
置
す
る
祭
祀
遺

4

跡
で
あ
る
能
代
市
の
樋
口
遺
跡
と
、
北
秋
田
市
の
地
蔵
岱
遺
跡
出
土
の
木
製
祭
祀
具

を
検
討
し
、
新
田
（

）（
）
遺
跡
と
の
比
較
を
行
う
。
新
田
（

）（
）
遺
跡

1

2

1

2

で
出
土
し
た
馬
形
の
形
状
や
、
上
端
を
左
上
か
ら
右
下
に
、
下
端
を
右
上
か
ら
左
下

へ
切
り
落
と
し
た
形
状
の
斎
串
に
つ
い
て
秋
田
県
内
の
事
例
と
比
較
検
討
し
、
新
田

（
）
（

）
遺
跡
の
木
製
祭
祀
具
は
律
令
祭
祀
の
系
譜
に
連
な
る
が
、
樋
口
・
地

1

2

蔵
岱
遺
跡
と
は
別
の
取
捨
選
択
を
経
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

宇
部
則
保
「
九
・
一
〇
世
紀
に
お
け
る
青
森
県
周
辺
の
地
域
性
」
は
、
青
森
県
域

の
地
域
性
を
明
ら
か
に
し
、
律
令
社
会
と
擦
文
社
会
の
間
に
あ
る
境
界
領
域
の
独
自

性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
集
落
形
成
よ
り
、
太
平
洋
側
の
八
戸
・
上
北
、
日
本
海
側
の

津
軽
南
部
・
津
軽
北
部
の
四
つ
に
区
分
し
、
南
を
伝
統
集
落
域
、
北
を
新
興
集
落
域

と
し
、
南
か
ら
北
へ
集
落
域
が
拡
大
し
た
と
指
摘
す
る
。
土
師
器
の
ロ
ク
ロ
技
術
の

普
及
、
須
恵
器
の
受
容
な
ど
の
検
討
よ
り
、
九
世
紀
後
半
以
降
の
東
西
差
、
特
に
津

軽
北
部
地
域
と
八
戸
地
域
の
差
異
は
、
伝
統
集
落
の
形
成
に
連
動
す
る
、
在
地
集
団

の
統
合
状
況
に
よ
る
の
で
あ
り
、
統
合
が
希
薄
な
津
軽
北
部
地
域
は
律
令
側
か
ら
の

人
・
物
・
技
術
の
受
容
の
際
に
さ
ほ
ど
軋
轢
が
無
か
っ
た
が
、
八
戸
地
域
は
統
合
が

進
ん
で
い
た
た
め
九
世
紀
後
半
以
後
の
新
興
集
落
も
在
地
の
束
縛
を
多
く
受
け
て
お

り
、
律
令
側
は
従
前
か
ら
の
集
落
構
造
を
温
存
さ
せ
た
中
で
影
響
力
を
行
使
す
る
方

が
有
益
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

八
木
光
則
「
古
代
末
期
の
北
奥
蝦
夷
社
会
」
は
、
囲
郭
集
落
、
北
奥
祭
儀
、
北
方

交
易
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
古
代
の
北
奥
全
体
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
北
方
交
易

に
よ
る
人
間
の
往
来
が
引
き
起
こ
す
負
の
影
響
か
ら
集
落
内
の
弱
い
立
場
の
人
間
を

保
護
す
る
必
要
が
生
じ
、
さ
ら
に
地
域
の
衰
退
に
対
す
る
危
機
意
識
が
集
落
構
成
員

の
結
束
を
高
め
、
対
外
的
に
主
権
主
張
を
行
う
た
め
囲
郭
集
落
が
発
展
し
た
と
す
る
。

ま
た
北
方
交
易
に
よ
る
人
間
の
往
来
は
律
令
祭
祀
以
後
の
祭
祀
形
態
や
古
密
教
を
伝

え
た
が
、
そ
れ
ら
は
律
令
祭
祀
を
知
る
地
域
の
人
た
ち
と
の
交
流
の
道
具
と
な
る
一

方
、
北
奥
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
が
加
え
ら
れ
、
自
ら
の
集
団
の
共
同
体
祭
儀
と
し
て
確
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立
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
北
奥
の
蝦
夷
社
会
で
は
古
代
末
期
に
独
自
の
境

界
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。

小
嶋
芳
孝
「
渤
海
か
ら
見
た
北
東
北
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
仏
教
」
は
、
北
東
北

を
中
心
に
出
土
す
る
錫
杖
状
鉄
製
品
と
筒
型
鉄
製
品
、
そ
し
て
石
江
遺
跡
群
か
ら
出

土
し
た
律
令
祭
祀
に
起
源
を
持
つ
木
製
祭
具
な
ど
の
宗
教
関
係
遺
物
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
理
解
す
る
か
、
ま
た
日
本
の
王
権
世
界
と
北
海
道
の
蝦
夷
世
界
の
中
間
に
広

が
る
境
界
領
域
に
位
置
す
る
石
江
遺
跡
群
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
か
を
、
渤
海
と
比

較
し
て
論
じ
る
。
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
基
層
文
化
と
す
る
点
で
蝦
夷
と
渤
海
は
同
じ

だ
が
、
国
家
を
形
成
し
た
渤
海
は
仏
教
寺
院
が
境
界
祭
祀
の
役
割
を
果
た
し
、
蝦
夷

社
会
で
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
日
本
海
側
で
は
日
本
の
木
製
祭
具
が
加
わ
り
、
太
平

洋
側
で
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
特
化
し
た
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
そ

し
て
石
江
遺
跡
群
な
ど
で
境
界
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
一
〇
世
紀
代
に
は

蝦
夷
境
界
領
域
に
暮
ら
す
人
々
の
間
に
地
域
観
念
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

と
す
る
。

さ
て
、
本
書
全
体
を
通
読
し
て
考
え
た
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
注
目
す

べ
き
は
Ⅰ
部
と
Ⅱ
部
が
対
応
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
研
究

視
点
に
つ
い
て
、
石
江
遺
跡
群
と
城
久
遺
跡
群
だ
け
を
直
接
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、

ま
ず
両
遺
跡
群
を
、
南
北
の
境
界
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
て
総
体
的
に
理
解
し
た
上

で
比
較
す
る
と
い
う
新
し
い
視
点
で
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
、
本
書
の
「
は
じ
め
に
」

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
の
背
景
に
は
、
従
来
の
両
遺
跡
群
に
対
す
る

評
価
で
あ
る
「
中
央
的
」
や
「
中
央
と
の
強
い
つ
な
が
り
」
が
、
は
た
し
て
ど
の
程

度
認
め
ら
れ
る
の
か
、
遺
跡
そ
の
も
の
の
評
価
と
い
う
基
本
に
立
ち
返
り
、
改
め
て

そ
こ
か
ら
議
論
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
感
じ
ら
れ
、
説
得
力
が
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
構
成
の
中
で
、
論
考
の
扱
う
テ
ー
マ
ま
で
全
て
対
応
関
係
に
あ
る

の
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
無
い
。
こ
れ
は
、
城
久
遺
跡
群
で
は
「
日
本
国
」
と
の
政

治
的
な
つ
な
が
り
を
う
か
が
わ
せ
る
遺
物
が
多
く
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
石
江
遺

跡
群
は
北
奥
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
が
加
わ
っ
た
呪
術
や
宗
教
に
関
係
す
る
遺
物
が
目
立

つ
と
い
う
、
異
な
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
し
か
し
Ⅱ
部
に
お
い
て

石
江
遺
跡
群
出
土
の
木
製
祭
祀
具
を
と
り
あ
げ
て
祭
祀
や
信
仰
に
つ
い
て
言
及
し
た

部
分
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
祭
祀
や
信
仰
に
直
接
対
応
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
Ⅰ
部
に
お
い
て
城
久
遺
跡
群
に
お
け
る
葬
墓
制
の
問
題
も
と
り
あ
げ
て
み
て

も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
こ
う
し
た
構
成
の
中
、
両
遺
跡
を
境
界

領
域
の
中
で
位
置
づ
け
な
が
ら
積
極
的
に
比
較
検
討
し
た
中
島
恒
次
郎
氏
の
研
究
が

注
目
さ
れ
る
。
本
書
の
研
究
視
点
を
生
か
し
な
が
ら
、
南
と
北
の
両
方
の
境
界
領
域

に
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
書
全
体
に
お
い
て
、
村
井
章
介
氏
が
述
べ
た
「
移
植
さ
れ
た
中
央
」
と

い
う
言
葉
が
、
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
村
井
氏
は
本
書
の
論

考
に
お
い
て
石
江
遺
跡
群
と
城
久
遺
跡
群
を
ど
ち
ら
も
「
移
植
さ
れ
た
中
央
」
と
呼

べ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
Ⅲ
部
所
収
の
「
南
と
北
の
比
較
」
に
お
け
る

八
木
光
則
氏
の
、
北
方
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
的
な
変
化
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
す
る
見
解
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
島
恒
次
郎
氏
は
本
書
の
論
考

で
、
日
本
本
土
に
所
在
す
る
「
中
心
」
の
領
域
内
に
あ
る
石
江
遺
跡
群
と
、
全
く
異

な
る
「
異
界
」
の
領
域
に
あ
る
「
移
植
さ
れ
た
中
心
」
的
な
存
在
と
し
て
の
城
久
遺

跡
群
と
い
う
姿
に
分
け
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
八
木
氏
の
見
解
に
近
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
村
井
氏
が
提
示
し
た
「
移
植
さ
れ
た
中
央
」
と
い
う
言
葉
は
、

境
界
領
域
の
遺
跡
を
検
討
す
る
う
え
で
今
後
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
と
思
わ
れ
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る
が
、
そ
れ
を
安
易
に
遺
跡
に
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
言
葉
の
意
味
に
対
し
て
各
自
が
考
え
を
深
め
な
が
ら
、
遺
跡
の
検
討
を
慎
重
に

行
っ
た
後
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。

Ⅰ
部
所
収
の
論
考
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
城
久
遺
跡
群
は
遺
物
組
成
か
ら
確
か
に

「
日
本
国
」
と
の
強
い
つ
な
が
り
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
一
つ
の
拠

点
」
の
性
格
な
の
で
あ
り
、
南
の
境
界
領
域
全
般
の
性
格
で
は
な
い
。
本
書
で
も
指

摘
す
る
よ
う
に
城
久
遺
跡
群
に
居
住
す
る
人
々
が
周
囲
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
澄
田
直
敏
氏
は
、
喜
界
島
内
で
城
久
遺
跡
群
に
先
行
す

る
時
期
の
遺
跡
と
の
比
較
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
城
久
遺
跡
群
の
本
質
を

見
極
め
る
た
め
、
喜
界
島
の
城
久
遺
跡
群
成
立
前
史
の
考
察
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

Ⅱ
部
所
収
の
論
考
は
、
石
江
遺
跡
群
出
土
の
木
製
祭
祀
具
な
ど
を
検
討
し
た
結
果
、

律
令
的
世
界
と
の
交
流
の
道
具
と
し
て
取
り
入
れ
、
北
奥
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
を
加
え

て
お
り
、
そ
の
在
地
性
の
強
さ
に
留
意
す
べ
き
と
す
る
。
在
地
性
を
色
濃
く
持
つ

（
交
易
や
祭
祀
な
ど
の
）
拠
点
が
成
立
し
た
背
景
と
は
何
か
。
こ
れ
は
北
奥
と
い
う

地
域
の
性
格
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
書
の
「
お
わ
り
に
」
で
小
口
雅
史
氏
は
、
事
前
の
研
究
計
画
段
階
で
は

南
と
北
の
共
通
性
が
前
面
に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
が
、
研
究
が
進

む
に
つ
れ
南
と
北
の
境
界
領
域
の
異
質
性
が
際
だ
つ
よ
う
に
な
り
、
む
し
ろ
こ
ち
ら

こ
そ
強
調
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
今
は
考
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

異
質
性
こ
そ
が
本
書
の
最
も
重
要
な
結
論
で
あ
り
、
境
界
領
域
研
究
の
新
た
な
展
開

に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
考
を
紹
介
し
、
評
者
な
り
に
考
え
た
こ
と
を
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
評
者
の
力
量
の
不
足
に
よ
り
論
旨
を
読
み
誤
っ
た
り
、
的
外
れ

な
指
摘
を
し
て
い
る
恐
れ
も
あ
る
が
、
ご
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
Ａ
５
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税
）

（
な
が
た
・
は
じ
め

法
政
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


