
考

古

学

教

育

の
十

年

藤

ム

ゐ労

直

正

一

は

し

が

き

今
年
、
昭
和
六
十

一
年

は
、
わ
が
大
手
前
女
f
学
園
か
、
大
阪
市
東
区
大
手
前
の
地

に
創
設
さ
れ
て
よ
り
四
十
年
、
西
宮
市
夙
川

の
畔

に
大
手
前
女
子
大
学
が
開
学
し

て
よ
り
二
十
年
の
佳
き
年
に
当
た
る
ひ.

昭
和
五
十

、
年
か
ら
こ
の
学
園
に
奉
職
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
私
の
経
歴
も
、
ち
ょ
う
ど
ト
年
を
数
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
想

い
起

こ
し
て
み
る
と
、
故
川
勝
政
太
郎
先

生

の
こ
推
せ
ん
で
、
昭
和
五
十

一
年

四
月

か
ら
、
大
手
前
女
子
大
学
の
非
常
勤
講
師
と
し

て
考
古
学
の
講
座
を
担
当
し
、
昭
和

五
十

二
年
四
月

に
は
史
学
科
の
専
任
講
師

に
採
用
し
て
い
た
だ
い
た
。

以
来
卜
年
、
学
園

四
十
年

の
歴
史

の
中
で
は
四
分
の

一
、
大
学
二
十
年

の
歴
史

の
中
で
は
二
分
の

]
と

い
う
短

い
歳
月
で
は
あ
る
が
、
私

の
担
当
科
目
で
あ
る
考
古
学

の
世
界
を
中
心
に
、
私
な
り
の
抱
負
と
計
画
を
持

っ
て
こ
の
十
年
間
を
過
ご
し
て
来
た

つ
も
り
で
あ
る
。

日
本
全
土
を
席
捲
す
る
開
発

の
波

に
乗

っ
て
、
発
掘
調
査
が
全
国

の
各
地
で
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
都
道
府
県

.
市
町
村

に
は
専
従

の
職
員
が
配
置
さ
れ
、
大

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

学

に
在
職

・
在
学
す
る
考
古
学
者
や
学
生
達
も
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
何

ら
か
の
形
で
参
加

さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状

で
あ
る
。
昭
和

二
十
三
年

に

創

立

さ

れ

も

ヘ

ヘ

へ

た
、
全
国
考
古
学
者

の
連
合
組
織
で
あ
る
日
本
考
古
学
協
会

の
会
員
は
、
今
春

二
千
名
を
突
破

し
た
。
も

っ
て
、
そ
の
盛
況
ぶ
り
が
う

か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
各
地
に
お
け
る
発
掘

ニ
ュ
ー
ス
は
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
ど
こ
か
の
新
聞
の
社
会

面
に
取
り
上
げ

ら
れ
、

ト

ヅ
プ
記
事
を
飾
る
こ
と
さ
え
め
ず
ら
し
く
な

い
。
こ

う
し
た
状
況
は
、
専
門
家
ば
か
り
で
な
く
、

一
般

の
人
び
と
に
も
考
古
学
に
強

い
関
心
や
興
味

を
ひ
き
起

こ
す
動
機
と
な
り
、
発
掘
調
査
の
現
地
説
明
会
や
、
報
告
会
、

考
占
学
教
育
の
ト
年
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考
古
学
教
育
の
十
年

講
演
会
に
は
、
多
数

の
人
び
と
が
参
加
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
ブ

ー
ム
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
考
古
学
界

の
現
状

の
中
で
、
大
学

に
お
け
る
考
古
学
の
研
究
、
あ
る
い
は
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
今
こ
そ
原
点

に
立
ち
か
え

っ
て
真
剣
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
学
が
、
す

で
に
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
と
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

一
つ
の
大
学
に
あ

っ
て
、
十
年

の
間
、
考
古
学
の
研
究
と
教
育
に
携

っ
て
来
た
私
に
は
、
反
省

の
意
味
も
ふ
く
め
て
私
な
り

の
歩
み
方

と
意
見
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
女
子
大
学
で
あ
る
と

い
う
条
件
と
環
境

に
は
、
そ
れ
な
り
の
制
約
が
あ
り
、
そ
の
反
面
利
点
の
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿

は
、
大
学
に
お
け
る
考
古
学
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
、
と
い

っ
た
大
問
題
に
取
り
組
む
ほ
ど
大
げ
さ
な
も

の
で
は
な
い
が
、
過
去
十
年
、
私

の
た
ど

っ
て
来
た
足
ど

り
の
中

か
ら
、
仮
り
に

「
女
子
大
学
に
お
け
る
考
古
学

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
」
と
言

っ
た
テ
ー

マ
を
設
定
し
て
、
そ
れ
を
模
索
し
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

二

大
学
に
お
け
る
考
古
学

わ
が
国
に
お
け
る
考
古
学
教
育
の
歴
史
は
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
に
学
び
、
西
洋
史
学
を
専
攻
さ
れ
た
浜
田
耕
作
(青
陵
)
博
士
に
よ

っ
て
、

京
都
帝
国
大
学

(現
在

の
京
都
大
学
)
文
学
部
に
考
古
学

の
講
座
が
設
け
ら
れ
た
こ
と

に
は
じ
ま
り
、
そ
れ
は
明
治
四
十
二
年

(
一
九
〇
九
)
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

東
京
帝
国
大
学

(現
在
の
東
京
大
学
)
に
お
い
て
も
、
大
正
初
年

か
ら
原
田
淑
人
博
士
に
よ

っ
て
考
古
学
の
講
義
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
講
座
が
正
式

に
文
学
部
に
設

け
ら
れ
た
の
は
昭
和
に
入

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
東
北

・
九
州

・
京
城

・
台
北

の
各
帝
国
大
学

の
ほ
か
、
慶
応

・
国
学
院

・
早
稲
田
等
、
私
立
の

各
大
学
に
も
考
古
学

の
講
座
が
設
け
ら
れ
、
大
学
を
中
心
と
す
る
考
古
学
の
研
究
と
教
育
が
発
達
し
て
来
た
。

昭
和

二
十
年

の
敗
戦
以
後
、
科
学
的
な
歴
史

の
解
明

の
た
め
、
考
古
学
は

一
躍
脚
光
を
浴
び
る
こ
と

に
な

っ
た
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
昭
和

二
十
四
年
、
新
し

い
学
制

の
も
と

に
発
足
し
た
、
い
わ
ゆ
る
新
制
大
学
に
お
い
て
も
、
考
古
学
の
講
義

・
講
座
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
以
後

四
十
年
近
く
を
経
た
現
在
、
全
国

の
各
大
学

に
お
け
る
考
古
学

の
講
義

・
講
座

の
開
設
数

は
年

々
増
加

の

一
途
を
た
ど

っ
て
い
る
。

最
近
刊
行
さ
れ
た
、
日
本
考
古
学
協
会
編
の

『
日
本
考
古
学
年
報
』
(
一
九
八
四
年
版
)
を
見

る
と
、

旧
帝
国
大
学

で
は
、
北
海
道

・
東
北

・
名
古
屋

・
京
都

・
大
阪

・

九
州

の
各
大
学

に
、
ま
た
、
次
表

に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
国
公
立

・
私
立
を
合
わ
せ
て
全
国
で
ち

ょ
う
ど

一
〇
〇
の
大
学
に
考
古
学
関
係
の
講
義

・
講
座

の
開
設
さ
れ
て
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い
る

こ
と
が

わ

か
る
。
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も

っ
と
も
、

こ
れ
は
報
告
さ
れ
た
デ
ー
タ
ー
で
の
集
計

で
あ
る
た
め
、
遺
漏
が
多

い
よ
う
に
思
わ
れ

、
実
際

の
数

は
こ
れ
よ
り
も
上
回
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
お

お
よ
そ

の
傾
向
ぱ
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
各
大
学
に
お
け
る
研
究
活
動
が

、
日
本
考
古
学
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
諸
地
域
の
考
古
学
的
解
明
に
大
き
く
寄
与
し
、
そ
れ
を
支
え
、
推
進
す

る
幾
多
の
人
材
を
送
り
出
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
数
字

は
講
義

・
講
座

の
開
設
さ
れ
て
い
る
大
学

の
数

で
あ

っ
て
、
各
大
学
に
お
け
る
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
国
公
立

・
私
立
を

ふ
く

め
て
、
教
授

・

助
教
授

・
講
師

・
助
手
を
揃
え
た
陣
容
を
も
ち
、
概
説

・
特
講

・
各
論
さ
ら
に
演
習

・
実
習
を
合
わ
せ
て
各
種

の
科
目
が
開
講
さ
れ
、
専
門
の
考
古
学
者
を
養
成
す

る
目

的

で
編
成
さ
れ
て
い
る
大
学
か
ら
、
教
授
又
は
講
師

一
人
で
概
説

の
み
が
開
講
さ
れ
て
い
る
大
学
、
あ
る
い
は
そ
の
中
間
的
な
も

の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
文
学
部
で

史
学
科
の
お
か
れ
て
い
る
大
学
で
は
、
た
い
て
い
考
古
学

の
講
座
の
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
普
通

で
あ
る
が
、
大
学
に
よ

っ
て
は
、

一
般
教
養

の
科
目
と
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私

は
本
稿

の
標
題
に

「
考
古
学
教
育
」
と
い
う
言
葉
を
か
か
げ
た
。

一
般

に

エ
ド
ワ
ー
ド

・
モ
ー
ス
に
よ
る
東
京
都
大
森
貝
塚
の
発
見

・
発
掘
を
も

っ
て

科
学
的
な
意
味
で
の
日
本
考
古
学
の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
以
来
百
年
を
こ
え
る
日
本
考
古
学
史

の
中
で
、
「
考
古
学
研
究
」
と
い
う
言
葉
は
あ

っ
て
も
、
「
考
古
学

考
古
学
教
育
の
十
年
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考
古
学
教
育
の
十
年

教
育
」
と
い
う
言
葉

は
か
つ
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
日
本
考
古
学

の
歴
史

の
中
に

「
考
古
学
教
育
」
と
言
え
る
よ
う
な
教
育
的
要
素
が
な
か

っ

た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
現

に
、
京
都
帝
国
大
学
で
は
考
古
学
教
室
と
よ
ば
れ
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
大
学

で
考
古
学

の
教
育

が
行
な
わ
れ
て
来
た

の
で
あ
る
。

歴
史

一
般

に
目
を
移
し
て
見
る
と
、
「
歴
史
学
研
究
」
も
し
く
は

「
歴
史
研
究
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、
「
歴
史
教
育
」
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、

「
考
古
学
教
育
」

と

い
う
言
葉

・
字
句
が
な
ぜ
存
在
し
な
か

っ
た
の
だ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
多
く

の
す
ぐ
れ
た
先
学
が
お
ら
れ
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
の

こ
と
に
気
付

か
れ
る
こ
と
も
な
く
、
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

一
見
不
思
議
と
も
思
え
る
こ
の

一
つ
の
事
実

の
中
に
、
日
本
考
古
学

の
た
ど

っ
て
来

た
道
と
、
現
在
考
古
学
界

の
当
面
し
て
い
る
諸
問
題
の
原
点
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
私
に
は
思
え

る
の
で
あ
る
。

私
な
り
の
解
釈
を
し
て
見
る
と
、
日
本
考
古
学
史

の

一
部
門
を
占
め
る
大
学

の
考
古
学
講
座
が
、
考
古
学
研
究

の
専
門
家
を
養
成
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た

こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
追
跡
し
て
み
る
こ
と
が
本
稿

の
主
題

で
は
な
い
が
、
考
古
学
が
広
く

一
般

の
人
び
と
に
゜
つ
な
が
り
を
持
ち
、
国
民
的

・
社

会
的
な
学
問
と
し
て
解
放
さ
れ
、

一
般

の
人
び
と
に
理
解
と
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
戦
後

の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
不
幸
な
こ
と
に
、
高
度

成
長
経
済

の
波
に
乗

っ
て
開
発
事
業
が
全
国
的

に
ひ
ろ
が
り
、
そ
れ
に
伴
う
発
掘
調
査
と
相
次
ぐ
遺
物

の
発
見
が
国
民
的
課
題
と
な

っ
た
昭
和

三
十
年
代
以
後
と
言

っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

極
端
な
言
い
方
を
し
た
ら
、
現
在
に
お
い
て
も
、
全
国
各
大
学

で
開
講
さ
れ
て
い
る
考
古
学

の
講
座

は
、
考
古
学

の
専
門
家
、
あ
る
い
は
発
掘
調
査

の
技
術
者
を
養
成

す

る
こ
と
に
重
点
が

お
か
れ
て
い
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
す
ぐ
れ
た
研
究
者
が
次
々
と
成
長
し
て
大
き
な
業
績
を
あ
げ
ら
れ
、
考
古
学
が
日
進
月
歩
し
て
い
る
こ
と
を
否

定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

私
が
敢
え
て

「
考
古
学
教
育
」
と
言

っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
専
門
の
考
古
学
者
や
技
術
者
を
養
成
す
る
の
で
は
な
く
、
大
学
に
あ

っ
て
も
、
も
う
少
し
広
い
範
囲

を
対
象
と
す
る
、
い
わ
ば

コ

般
教
育

の
中
で
の
考
古
学
」
、

あ
る
い
は

一
般

の
人
び
と
を
対
象
と
す
る

「
社
会
教
育

の
中

で
の
考
古
学
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
々
の
体
験
を
通
じ
て
、
ま
た
こ
れ
か
ら
の
社
会

の
た
め
に
、
「
考
古
学
教
育
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
必
要

で
あ
る
と
常

々
私
は
思

っ
て
い
る
。

一156一



三

私
の
考
古
学
教
室

昭
和
四
十

一
年

に
創
立
さ
れ
た
大
手
前
女
子
大
学
は
、
文
学
部
の
み
の
単
科
大
学

で
、
当
初

は
哲
学
科
と
英
米
文
学
科

の
二
学
科

で
発
足
し
た
。
昭
和

四
+
四
年
か
ら

史
学
科
が
開
設
さ
れ
、
昭
和

五
十
年

に
は
、
哲
学
科
が
美
学
美
術
史
学
科
と
改
称
さ
れ
た
。

考
古
学
の
講
座
は
、
昭
和
四
十
四
年

に
史
学
科
が
開
設
さ
れ
る
と
そ

の
必
修
科
目
と
な
り
、
当
初

は
小
谷
仲
男
助
教
授
が
、
そ

の
後
川
勝
政
太
郎
教
授
が
担
当
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
本
学
で
は
他
学
科

の
講
義
の
受
講
が
認
め
ら
れ
、
選
択
科
目
の
履
修
単
位

に
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
、
美
学
美
術
史
学
科

・
英
米
文
学
科

の
学
生

の
受
講
も
可
能

で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和

五
十
年
度
に
は
博
物
館

学
芸
員

の
養
成
課
程
が
設
け
ら
れ
た
が
、
考
古
学
は
美
術
史

(本
学
で
は
日
本
美
術
史

・
東
洋
美
術
史

・
西
洋

美
術
史
の
三
科
目
が
あ
る
)
・
民
俗
学
と
共

に
専
門
科
目
と
し
て
こ
の
う
ち
の
二
科
目
を
履
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
は
し
が
き

に
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
和
五
十

]
年
度

に
は
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
、
昭
和
五
十
二
年
度
以
降
は
専
任
講
師

と
し
て
考
古
学

の
講
義
を
担

当
し
て
来
た
。
そ

の
内
容

に
つ
い
て
は
後
述
す

る
が
、
通
年
四
単
位

の
講
義
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間

の
中
で
、
多
岐

に
わ
た
る
考
古
学

の
各
分
野
、
諸
問
題
を
取
り
上
げ

る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
考
古
学

に
興
味

を
持

つ
学
生

に
対
し
て
、
よ
り
く
わ
し
い
講
義
を
し
た
い
と
考
え
、
川
勝
政
太
郎
先
生

に
意

見

を

述

べ

た
。
当
時
史
学
科

の
主
任

で
あ

っ
た
今
井
林
太
郎
先
生
と
ご
相
談
い
た
だ
い
た
結
果
、
史
学
科

の
選
択
科
目
と
し
て
新
し
く
講
義
を
開
設
す

る
こ
と
に
な

っ
た
。
従
来

の

考
古
学
を

「
考
古
学
1
」
、
新
し
い
講
義
を

「
考
古
学
皿
」
と
し
て
昭
和

五
十

二
年
度

か
ら
出
発
し
た
が
、
1

・
豆
で
は
わ
か
り
に
く

い
の
で
、
昭
和

五
十
四
年
度

か
ら
は

「
考
古
学
概
説
」
と

「
考
古
学
特
講
」
と

よ
ぶ
こ
と
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
昭
和
五
十
八
年
度

か
ら

「
考
古
学
演
習
」
を
開
設
L
た
が
、
昭
和

五
十
九
年
度

か
ら

「
考
古
学

実
習
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
現
在
に
及
ん
で
い
る
。
従

っ
て
、
現
在
、
大
手
前
女
子
大
学
に
お
い
て
開
設
さ
れ
て
い
る
考
古
学
関
係

の
講
座

は
、
次
の
三
科
目
で
あ
る
。

科

目

名

必
修

・
選
択
の
別

単

位

数

履
修
学
年

考
古
学
概
説

鰍
儲

難

潴

四

二

考

占

学

特

講

史
学
科
選
択
科
目

四

.晶∵
四

考

占

学

実

習

〃

二

三
・四

考
古
学
教
育
の
十
年
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以

下

、

考
古
学
教
育
の
十
年

こ
の
三
科

目

に

つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
や

っ
て
来
た
内
容
と
、
い
く

つ
か
の
問
題
点
を
提
示
し
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

1

考
古
学
概
説

一
口
に
考
古
学
と
い

っ
て
も
、
そ

の
範
囲
は
広
く
、
対
象
と
す

る
地
域

か
ら
は
、
日
本
考
古
学

・
東
洋
考
古
学

・
西
洋
考
古
学
等
に
分
け
ら
れ
、
時
代
区
分
に
お
い
て

は
、
古

い
用
語

で
言
え
ば
先
史
考
古
学

・
原
史
考
古
学

・
歴
史
考
古
学
が
あ
る
。

私
が
本
学
に
お
い
て
採
用
し
て
い
る
の
は
日
本
考
古
学
を
中
心
に
し
て
い
る
が
、
必
要

に
応
じ
て
、
と

い
う
よ
り
も
日
本
と

の
関
連
に
お
い
て
、
例
、兄
ば

シ
ル
ク
ロ
ー

ド
の
遺
跡
や
、
中
国
の
都
城
、
韓
国
の
古
墳

・
寺
院
跡
な
ど
を
取

り
上
げ

て
解
説
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
通
年
講
義
で
年
間
三
十
週
を
基
準

に
し
て
い
る
が
、
ま
ず
学

年

の
始
め
に
考
古
学
の
初
歩
的
知
識
と
し
て
、

1

考
古
学

の
定
義

H

考
古
学
の
歴
史

皿

考
古
学
の
資
料

考
古
学
の
研
究
方
法

V

考
古
学
の
時
代
区
分

等

の
項
目
を
掲
げ
、
基
本
的
な
こ
と
が
ら
を
理
解
さ
せ
る
こ
と

に
つ
と
め
た
上
で
、
1

旧
石
器
時
代
、

2

縄
文
時
代
、
3

弥
生
時
代
、
4

古
墳
時
代
、
5

歴

史
時
代

、
と
い
う
、
日
本
考
古
学

の
時
代
区
分

に
従

っ
て
、
各
時
代

の
主
要
な
事
項
と
問
題
点
を
概
説
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
近

の
よ
う
に
遺
跡

の
発
掘
調

査
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
、
日
々
さ
ま
ざ
ま
な
遺
跡

・
遺
物

の
発
見
が

つ
づ
い
て
い
る
状
況
の
中

で
、
考
古
学
が
社
会

の
中

で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
と

い
う

こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
り
、

ト
ピ

ヅ
ク
と
し
て
こ
れ
ら
の

ニ
ュ
ー
ス
を
と
り
上
げ
、
解
説
を
加
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

こ
こ
で

一
っ
取
り
上
げ
て
考
え
て
見
た
い
こ
と
と
し
て
テ
キ
ス
ト
の
問
題
が
あ
る
。
全
国
各
大
学
で
行
な
わ
れ

て
い
る
考
古
学
の
講
義
に
、
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
が

使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
態
を
調
べ
た
資
料
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な

い
。

日
本
考
古
学

の
歴
史
を
ふ
り
か
え

っ
て
見
る
と
、
大
学
の
講
義
の
た
め
に
編
さ
ん
さ
れ

た
概
説
書
や
、
普
及
啓
蒙

の
た
め
の
書
籍
も

い
く

つ
か
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
考
古
学

の
専
門
家
を
養

成
す
る
大
学
は
別
と
し
て
、
本
学
の
よ
う

に
、
専
門
科
目
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と
言

っ
て
も

一
般
教
育
的
な
内
容
の
強

い
講
義
に
使
用
で
き

る
テ
キ
ス
ト
と
い
う

の
は
、
は

っ
き
り
言

っ
て
皆
無
に
等
し
い
。

日
本
考
古
学
が
急
速
な
発
展
を
遂
げ

る
と
共
に
、
め
ざ
ま
し
い
躍
進
ぶ
り
を
見
せ
、
そ
の
業
績
を
物
語

る
幾
多

の
専
門
書

.
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
が

ら
、
「
教
養

と
し

て
の
考
古
学
」
と
い

っ
た
内
容
の
書
物
が

つ
く
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
日
本
考
古
学
の
歴
史
が
、
研
究
と
発
掘
調
査

の
歴
史
な

の
で
あ

っ
て
、
考
古
学
教
育
と

い
う
言
葉
が
な
い
こ
と
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
と

い
う
側
面
は
あ

っ
て
も
、
考
古
学
者
す
な
わ
ち
専
門
家

の
養
成
に

へ

も

へ

重
点
が
お
か
れ
て
来
た
の
で
あ

っ
て
、
考
古
学
に
関
心
を
持

つ

一
般

の
人
び
と
や
、
私
が
い
ま

こ
こ
で
考
え
て
い
る
よ
う
な

ふ
つ
う

の
学
生
を
対
象
と
し
た
教
育
、
私

の

い
う

「
考
古
学
教
育
」
と

い
う
側
面
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

少
し
脱
線
を
し
て
し
ま

っ
た
が
、
こ
う
し
た
現
状

の
中
に
あ

っ
て
、
本
学
の
こ
の
講
義
で
私
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
用
し

て
い
る
の
は
、
小
林
行
雄
博
士
の

『
日
本
考

古
学
概
説
』
(創
元
社
)
と
、

大
塚
初
重

・
戸
沢
充
則

・
佐
原

真
氏

の
編
著
に
か
か
る

『
日
本
考
古
学
を
学
ぶ
ω
』
へ有
斐
閣
)
で
あ
る
。

前
者
は
、

今
さ
ら
こ
こ
で
紹

介
す
る
ま
で
も
な
く
不
朽

の
名
著
と
し
て
知
ら
れ
、
昭
和
二
十
六
年

の
初
版
以
来
、
昭
和
五
十
九
年

で
三
十
三
版
と
い
う
版
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く

全
国

の
各
大
学
で
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
書
物

の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
ろ
う
。
小
林
行
雄
博
士

の
学
風
と
も
言
え
る
堅
実
な
思
考
と
親
切
な
配
慮

で
、
各
時

代

・
各
項
目
ご
と

に
実
測
図
が

の
せ
ら
れ
、
詳
細
な
参
考
文
献
が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
申
し
分
の
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
縄
文

.
弥
生

.
古
墳

の
三
時

代
に
限
ら
れ
、
旧
石
器
時
代
と
歴
史
時
代
が
な
い
。
小
林
博
士
が

こ
れ
を
執
筆
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
六
年
以
前
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
三
十
有
余
年
を
経
た
今

日
と
は
格

段
の
差
が
あ
る
。
今
日
の
知
識

・
情
報

の
上
に
立

っ
て
、
旧
石
器
時
代

・
歴
史
時
代
を
ふ
く
め
た
改
訂
版
を
執
筆
し
て
い
た
だ
く
希
望
を
持

っ
て
い
る

の
は
私

一
人
に
止

ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ

に
対
し
て
、
後
者

ぱ
初
版
が
昭
和
五
十
三
年

で
あ
る
が
、
旧
石
器
時
代
か
ら
歴
史
時
代

に
及
ぶ
各
時
代

に
わ
た

っ
て
、
日
本
考
古
学

の
諸
問
題
を
複
数

の
執
筆
者

が
分
担
し
て
要
領

よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
だ
け

の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
か
な
り

の
能
力
が
必
要
で
あ
り
、
私
が
考
え
て
い
る
よ
う
な

「
教
養
と
し

て
の
考
古
学
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
や

は
り
難
解
で
あ
る
。
も
う
か
な
り
前

の
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
テ
キ

ス
ト
の
こ
と
に

つ
い
て
佐
原

真
氏

(奈
良
国
立
文
化

財
研
究
所
埋
蔵
文
化
財
セ
ソ
タ
ー
研
究
指
導
部
長
)
と
話
す
機
会
が
あ

っ
た
が
、
佐
原
氏
も
ま

っ
た
く
同
感
で
、
「
そ
れ
は
藤
井
さ
ん
自
身
が
書

い
た
ら
…
・:
」
と
い
う
言
葉
を

も
ら

っ
た
。
私
自
身
と
し
て
は
、
と
て
も
そ

の
任
で
は
な
い
が
、
毎
年

の
学
年
始
め
に
痛
切
に
感
じ
る
こ
と

の

一
つ
で
あ
る
。

い
ま

一
つ
、
こ
の
講
義

に
関
連
し
て
、
私
が
担
当
し
て
以
来
、
前
期
の
課
題
と
し
て
夏
期
休

暇
を
利
用
し
て

「
あ
る
地
域

の
考
古
学
」
に
取
り
組
ま
せ
、
四
〇
〇
字
詰

考
古
学
教
育
の
十
年

[靭【
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考
古
学
教
育
の
十
年

原
稿
用
紙

一
〇
枚
の
リ
ポ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
本
学

の
学
生
は
大
半
が
京
阪
神
地
方

の
在
住
者

で
あ
る
が
、
北
海
道

か
ら
沖
縄
ま
で
全
国
都
道
府
県

に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
テ
ー

マ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
学
生
各
自
が
在
住
地
の
遺
跡

・
遺
物
に
接
し
、
各
地
域

の
中
で
考
古
学

の
資
料
が
歴
史
を
組
み
立
て
る
の
に
ど
の
よ
う
に

役
立

っ
て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
国
内

・
国
外
を
問
わ
ず
休
暇
中

に
旅
行
に
出
か
け
る
学
生
に
つ
い
て
は
、
旅
行
先
で
遺
跡
を

一
ヵ
所

で
も
ニ
ヵ
所

で
も
現
地
に
行

っ
て
見
る
こ
と
、
さ
ら
に
各
地
域

で
の
資
料
館
や
博
物
館
を
見
学
す
る
こ
と
を
す

二
め
、
こ
の
見
学
記
を
リ
ポ
1
ト
に
す
る
こ
と
も
合
わ
せ

て
課
題

の

一
つ
と
し
て
い
る
。
過
去
十
年
間

こ
れ
を
続
け
て
来
た
が
、
中

に
は
す
ば
ら
し
い
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ

ュ
を
書
く
学
生
も
あ
り
、
リ
ポ
ー
ト
と
共
に
提
出
さ
れ
た
写

真
や
図
版

は
、
保
存
し
て
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。

2

考
古
学
特
講

考
古
学
概
説
を
受
講
し
た
上
で
、
さ
ら
に
考
古
学
に
強

い
興
味
と
関
心
を
持

っ
て
い
る
者
に
対
し

て
用
意
し
て
い
る
科
目
で
、
内
容

は
主
と
し
て
私
自
身
が
日
ご

ろ
研

究
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
諸
問
題
を
中
心
に
講
義
し
て
い
る
。
過
去
に
取

り
上
げ
て
来
た
テ
ー
マ
を
列
記
す
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。

年

度

ア

1

マ

昭

和

五

二
年

度

〃

五

三

〃

〃

五

四

〃

〃

五

五

〃

〃

五

六

〃

〃

五

七

〃

〃

五

八

〃

〃

五

九

〃

〃

六
〇

〃

仏
教
考
古
学
の
諸
問
題

古
代
寺
院
と
古
瓦

の

寺
院

・
荘
園
の
四
至
と
膀
示

日
本

の
考
古
学
史

〃

歴
史
時
代
考
古
学
の
諸
問
題

〃

都
市
の
考
古
学

物
流
の
考
古
学
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ち
な
み
に
、
今
年

の
テ
ー
マ
を
紹
介
す
る
と
、
「
古
代

日
本
の
金
石
文
を
読
む
」
と

「
近
世
考
古
学
の
展
望
」

の
二
本
立

で
あ
る
。
「
古
代

日
本

の
金
石

文

を

読

む
」

は
、
古
墳
出
土
遺
物
、
奈
良

・
平
安
時
代

の
造
像
銘
、
石
碑
、
銅
鐘
、
経
塚
遺
物
等
に
刻
ま
れ
て
い
る
金
石
文
十

二
例

(別
表
)
を
取
り
上
げ
、
学
生

二
人
を

コ
ソ
ビ
と



し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
調
べ
さ
せ
、
銘
文

の
読
解
と
遺
品
に
つ
い
て
の
解
説
を
発
表
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
特
講
と
い
う
よ
り
も
演
習

に
近

い
内
容

で

あ
る
が
、
金
石
文
は
も
と
よ
り
、
漢
字

・
漢
文
に
親
し
ま
せ
る
教
材
と
し
て
好
適
で
あ
り
、
学
生
達

に
評
判
が
良
く
、
真
剣
に
取
り
組

ん
で
く
れ
て
い
る
。
な
お
、
夏
期

休
暇

の
課
題
と
し
て
、
学
生
自
身
が
、
身
近
か
な
と
こ
ろ
に
あ
る
金
石
文
を
何

か

一
つ
採
訪

・
調
査
し
て
来
る
こ
と
と
し
、
後
期

に
は
そ
れ
を
教
室

で
発
表

・
紹
介
さ
せ

る
予
定

で
あ
る
。

「古
代
日
本
の
金
石
文
を
読
む
」
教
材

一
覧
表
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代
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四
回
生
に
な
る
と
卒
業
論
文
の
指
導
教
授
を
学
生
自
身
の
選
ぶ
題
目
に
従

っ
て
決
定
し
、
ゼ
ミ
を
編
成
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
例
年

の
史
学
科
藤

す
な
わ
ち
主
と
し
て
考
古
学
を
中
心
と
し
た
題
目
を
選
ん
で
卒
業
論
文
を
作
成
す
る
学
生

の
大
半

は
、
こ
の
考
古
学
特
講

の
受
講
者

で
あ
る
。

3

考
古
学
実
習

考
古
学

の
学
習
は
、
教
室
で
の
講
義
だ
け
で
な
く
考
古
学
に
関
す
る
野
外

・
室
内
で
の
実
習
が
不
可
欠

で
あ
る
。
そ
れ
は
考
古
学
と
い
う
学
問
そ
の
も
の
が
遺
跡

・
遺

物
を
対
象
と
し
て
歴
史
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
本
来

の
す
が
た
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
発
掘
調
査
は
も
と
よ
り
、
野
外

に
所
在
す

る
さ
ま
ざ
ま
の
遺
跡

・
遺
物

の
調
査
を

通
し
て
、
そ
れ
を
資
料
化
す

る
と

い
う
独
自
の
研
究
方
法
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
技
術

の
習
得
が
必
要
な

の
で
あ
る
。

現
在
、
全
国

の
各
地
で
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
大
半

は
開
発
事
業

に
対
処
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
行
政
調
査
で
あ
り
、
考
古
学
の
技
術

考
古
学
教
育
の
十
年
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考
古
学
教
育
の
十
年

習
得

の
た
め
に
発
掘
調
査
を
行
な
う
と
い
う

こ
と
は
ほ
と

ん
ど
不
可
能
に
近゚
い
。

こ
う
し
た
状
況

の
中
で
発
掘
技
術
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
は
、
学
生
自
身
が
何
ら
か
の

形
で
発
掘
調
査
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
早
道
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
学
に
お
い
て
も
、
考
古
学

の
受
講
学
生

の
う
ち
、
希
望
者
に
対
し
て
は
、
積
極
的
に
参

加
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
来
た
。
学
生
自
身

の
縁
故
や
、
私
に
要
請
が
あ

っ
た
り
、
私
と
縁
故
の
あ
る
教
育
委
員
会

に
お
願

い
し
て
過
去
十
年

の
問
多
く
の
学
生
が
発

掘
調
査
に
従
事
し
て
来
た
。
昭
和
五
+

一
年
度

の
三
重
県

四
日
市
市
で
の
遺
物

の
整
理
作
業
、
昭
和
五
十
二
年
度
、
五
十
五
年
度

に
お
け

る
箕
面
市
如
意
谷
遺
跡
の
よ
う

に
、
私
自
身
が
調
査
員
と
し
て
従
事
し
た
発
掘
調
査

へ
の
参
加
も
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
五
十
五

・
六
年

の
大
坂
城
三
の
丸
跡

の
調
査
や
、
昭
和
六
十

.
六
十

一
年

の
有
岡

城
跡

・
伊
丹
郷
町

の
調
査
の
よ
う
に
本
学
が
主
体
と
な

っ
て
行
な
う
発
掘
調
査

は
絶
好

の
機
会

で
あ
る
。
そ

の
他
、
昭
和
五
十
八
年
度
に
は
、
岐
阜
県
土
岐
市
に
所
在
す

る
高
根
山
古
窯
跡
群

の
調
査
、
昭
和
六
十
年
度
に
は
愛
知
県
愛
知
郡
日
進
町
に
所
在
す

る
岩
崎
城
跡

の
調
査

に
、
そ
れ
ぞ
れ
地
元
の
関
係
機
関
の
要
請
に
よ

っ
て
専
攻
学

生
を
派
遣
し
た
。

こ
れ
ら
発
掘
調
査

へ
の
参
加
は
、
考
古
学

の
技
術
を
体
得
す

る
上
に
お
い
て
又
と
な
い
機
会

で
あ
り
、
今
後
よ
り
充
実
さ
せ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の

一
つ

で
あ
る
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
教
室

で
の
考
古
学
実
習
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
遺
物

の
実
測

に
重
点
を
お
き
、
作
図

の
初
歩
的
技
術
と
、
拓
本
の
技
術
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
中
心
に
年

間
計
画
を
組
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
野
外
調
査
の

一
つ
と
し
て
、
夏
期
休
暇
を
利
用
し
て
、

一
つ
の
テ
ー

マ
に
よ
る
調
査
を
兼
ね
合
わ
せ
、
史
跡

.
文
化
財
の
見
学
を
ふ

く
め
合
宿

に
よ
る
研
修
旅
行
を
実
施
し
て
来
た
。

昭
和
五
十
八
年
度

香
川
県
の
古
瓦
調
査

香
川
県

の
古
代
寺
院
跡
と
古
瓦
は
、
私
に
と

っ
て
は
学
生
時
代

か
ら
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
り
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
が
、
学
生
の
古
瓦
に
対
す

る
知
識
と
、
そ

の
観

察

・
記
録
、
そ
れ
に
拓
本
の
技
術
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
坂
出
市

の
鎌
田
共
済
会
郷
土
博
物
館
、
坂
出
市
立
博
物
館
、
木

田
郡
牟
礼
町
の
洲
崎
寺

(故
御
城
俊
禅
氏
の

収
集
資
料
)
、
大
川
郡
寒
川
町
教
育
委
員
会
に
そ
れ
ぞ
れ
収
蔵
さ
れ
て
い
る
古
瓦
資
料
を
中
心
に
調
査
を
行
な

っ
た
。

ぜ

ぜ

昭
和
五
十
九
年
度

大
津
市
膳
所
縁
心
寺
本
多
家
墓
所
の
実
測
調
査

か
ん

べ

本
学
の
史
学
研
究
所

は
、
昭
和

五
十
五
年

の
創
設
以
来
、
伊
勢
神
戸
藩
主
本
多
家
に
関
す

る
調
査
と
研
究
を
進
め
て
い
る
。
私
自
身
も
、
本
多
家
に
係
わ
る
遺
跡

と
遺
物

の
調
査

・
研
究
の
仕
事
を
分
担
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
思

い
つ
い
た
の
が

こ
の
調
査
で
あ
る
。
近
江
膳
所
藩
主

の
本
多
家
は
、
神
戸
侯
か
ら
い
・兄
ば
本
家

に
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た
ま

や

当
た
る
が
、
歴
代
藩
主
の
墓
所
は
菩
提
寺

で
あ
る
縁
心
寺

に
所
在
し
て
い
る
。
元
は
霊
屋
を
備
え
た
立
派
な
墓
所
で
あ

っ
た
が
現
在
は
随
分
荒
廃
し

て
い
る
。

こ
の
墓
所

に
つ
い
て
、
平
板
測
量
に
よ
る
平
面
図
の
作
成
と
、
歴
代
各
墓
所
に

つ
い
て
平
面
図

・
立
面
図

の
作
成
を
作
業
と
し
て
行
な

っ
た
。
な
お
、
こ
の
年
度

で
は
未
完
で
あ
る
た
め
、
今
年

の
九
月

に
さ
ら
に
追
加
調
査
を
行
な
い
完
成
さ
せ
る
予
定
で
あ
る
。

ほ
う

い

ご

ざ
か

い

昭
和
六
十
年
度

愛
知
県
宝
飯
郡
小
坂
井
町

本
多
家
墓
所

の
調
査

本
多
家
と
い
え
ば
、
徳
川
四
天
王
と
よ
ば
れ
た
本
多
忠
勝
が
徳
川
家
康
に
重
用
さ
れ
て
以
来
、
譜
代
大
名
と
し
て
発
展
し
た
名
族

で
あ
る
。
膳
所
藩
主
と
そ

の
分

家

に
当
た
る
神
戸
藩
主
の
直
接

の
ご
先
祖
は
、
戦
国
時
代
末
期

に
三
河
国
伊
奈
城
主
と
な

っ
た
。
こ
の
時
期
三
代

の
墓
所
が
愛
知
県
宝
飯
郡
小
坂
井
町
伊
奈

の
地
に

あ
り
、

"
お
秘
郎
"

と
よ
ぽ
れ
て
い
る
。
八
月

に
二
班
に
分
か
れ
て
現
地
に
赴
き
、
墓
所
全
体
の
平
面
図

の
作
成
、
各
墓
所

の
平
面
図

・
立
面
図
を
そ
れ
ぞ
れ
作
成

し
た
。

本
題
と
は
は
ず
れ
る
が
、
こ
う
し
た
近
世
に
お
け
る
大
名
家

の
墓
所
は
全
国
各
地
に
所
在
し
て
い
る
。
各
地
方

の
歴
史
を
物
語
る
史
跡
と
し
て
、
地
方
史
誌
に
収
録
さ

れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
も
対
象
が
多

い
た
め
な
の
か
、
近
世
そ
の
も
の
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
の
か
、
考
古
学

の
対
象
と
し
て
大
名
家
の
墓
所
を
取
り
上
げ
た
調
査

.

研
窪

数
え
る
ほ
ど
し
か
碗

・

(
2
)

か

っ
て
東
京
都
港
区
芝

の
増
上
寺

に
あ

っ
た
徳
川
将
軍
家

の
霊
廟
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と

は
有
名

で
あ
り
、
大
部
な
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仙
台
市
霊
屋

下
に
所
在
す

る
伊
達
政
宗
公
の
霊
廟
瑞
鳳
殿
と
、
二
代
忠
宗

・
三
代
綱
村
の
墓
所
も
再
建
復
興
に
先
立

っ
て
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
地
方

の
大
名
家
と
し
て
は
、
他

さ
い
か
い

に
東
京
都
港
区
三
田
済
海
寺

の
越
後
長
岡
藩
主
牧
野
家
墓
所
、

岡
山
市
国
清
寺

の
備
前
岡
山
藩
主
池
田
家
墓
所
等

の
調
査
例
が

あ
る
が
、

発
掘
調
査

を

ま

つ
ま
で
も
な

く
、
大
名
家

の
墓
所
を
調
査
す
る
こ
と
は
近
世
考
古
学

の

一
分
野
と
し
て
不
可
欠
の
作
業
で
あ
ろ
う
。

私

と
し
て
も
、
本
多
家
と

の
か
か
わ
り
、
本
多
家
墓
所
調
査
の
機
縁
か
ら
近
世
大
名
家

の
墓
所
の
調
査

.
研
究

に
関
心
を
い
だ
い
て
い
る
が
、
稿
を
改
め
て
そ

の
問
題

点
を
指
摘
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
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伊
東
信
雄
氏

「
大
名
の
墓
」
(『
季
刊
考
古
学
』
第
九
号
、
昭
和
五
九
年

一
〇
月
)

(
2
)

鈴
木

尚

・
矢
島
恭
介

・
山
辺
知
行
編

『増
上
寺
徳

川
将
軍
墓
と
そ
の
遺
品

.
遺
体
』

考
古
学
教
育

の
十
年

(東
京
大
学
出
版
会

、
昭
和
四
十
二
年
)



考
古
学
教
育
の
十
年

四

大
手
前
女
子
学
園
に
よ
る
発
掘
調
査

1

大
坂
城
三

の
丸
跡

昭
和

五
十
五
年

四
月
、
わ
が
大
手
前
女
子
大
学

の
学
長
に
日
比
野
丈
夫
先
生
が
赴
任
さ
れ
た
。
こ
れ
に
先
立

つ
こ
の
年

の
二
月
よ
り
五
月
に
か
け
て
、
当
初

日
比
野
先

生
か
ら
藤
井
健
造
理
事
長

へ
の
ご
依
頼
に
よ
り
、
私
が
担
当
者
と
な

っ
て
行
な

っ
た
が
、
大
阪
市
東
区
京
橋
前
之
町
、
追
手
門
学
院
大
手
前
高
等
学
校

・
中
学
校

の
校
舎

改
築
に
伴
う
発
掘
調
査

(大
坂
城
三
の
丸
跡
京
橋
口
地
点
)
で
あ
る
。
当
初

か
ら
大
坂
城
跡
を
対
象
と
す
る
考
古
学
的
発
掘
調
査
と
し
て
は
は
じ
め
て
の
ヶ
ー
ス
で
あ
り
、
そ

の
後

に
お
け
る
大
阪
市
教
育
委
員
会

り
行
政
指
導
や
、
大
坂
城
三
の
丸
跡
お
よ
び
出
土
遺
物

の
調
査
研
究

に
画
期
を
も
た
ら
し
た
意
味
で
大
き
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

つ
づ

い
て
昭
和
五
十
六
年
に
は
、
足
許
で
あ
る
大
手
前
女
子
短
期
大
学

の
校
舎

(現
在
の
学
園
本
部
、
大
手
前
学
舎
B
棟
)増
築
に
伴
う
発
掘
調
査

(大
坂
城
三
の
丸
跡
大
手
口

地
点
)
が
あ
る
。

学
園
と
し
て
徹
底
的

に
調
査
を
行
な
う
と
い
う
藤
井
健
造
理
事
長
の
方
針

に
従

っ
て
、
日
比
野
丈
夫
学
長
を
委
員
長
と
す
る
校
地
学
術
調
査
委
員
会
を

組
織
し
、
建
設
工
事
に
先
立

っ
て
実
施
し
た
。

こ
の
二
年
度

に
わ
た
る
発
掘
調
査
の
く
わ
し
い
報
告
書
は
、
昭
和
五
十
七
年

三
月

に

『
大
坂
城
三
の
丸
跡
1
』
、
昭
和
五
十
八
年
三
月

に

『
大
坂
城
三
の
丸
跡
皿
』

と

し
て
刊
行
し
た
。
ま
た
、
発
掘
調
査
の
所
見

は
、
日
本
考
古
学
協
会
総
会
に
お
い
て
発
表
し
、
い
く

つ
か
の
論
考
を
ま
と
め
た
ほ
か
、
依
頼
を
受
け
て
紹
介
記
事
を
書
い

た
。
さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
に
竣
工
し
た
短
期
大
学

の
新
し
い
校
舎
に
、
京
橋

口

・
大
手

口
双
方
の
調
査
資
料
と
出
土
遺
物
を
収
蔵

・
保

管
す
る
と
共
に
、
展
示

.
公
開
す
る
施
設
と
し
て
、
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が

「
考
古
資
料
室
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。

先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
広
大
な
大
坂
城
跡
を
遺
跡
と
し
て
と
ら
え
、
考
古
学
的
方
法

に
よ
る
発
掘
調
査
を
行
な

っ
た
の
は
こ
れ
が
最
初

の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
も
と
よ

り
大
坂
城
跡
が
考
古
学

で
い
う
遺
跡
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
近
世
と
い
う
時
代

の
遺
跡

・
遺
物
に
対
す

る
学
界
、
行
政
担
当
者

の
取
り
組
み
方
が
活
ば

つ
に
な

っ
て
来
た
の
は
、
全
国
的

に
見
て
も
こ
こ
数
年
来

の
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
大
阪

の
場
合
、
大
坂
城

の
周
辺
に
は
難
波
宮
跡
が
あ
り
そ

の

調
査
保
存

に
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
来

た
が
、
か
え

っ
て
こ
れ
と
は
裏
は
ら
に
、
難
波
宮
跡
と

い
う
古
代

の
遺
構
を
追
跡
す

る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
、
そ

の
上
層
に
当
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然
存
在
し
た
は
ず

の
、
中
世
の
石
山
本
願
寺
、
近
世
に
入

っ
て
の
盤
臣
時
代
お
よ
び
徳
川
時
代

の
大
坂
城

に
伴
う
遺
構

・
遺
物
を
無
視
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

意
味
で
、
私
た
ち

の
調
査
は
、
そ
れ
以
後
相
次
い
で
行
な
わ
れ
た
、
大
阪
市
文
化
財
協
会
に
よ
る
法
円
坂
町
で
の
発
掘
調
査
や
、
追
手
門
学
院
大
手
前
小
学
校
の
校
舎
改

築

に
伴
う
発
掘
調
査
、
さ
ら
に
大
阪
府
教
育
委
員
会
に
よ
る
大
阪
西
町
奉
行
所
跡

の
発
掘
調
査
等
、
大
阪
市
域
に
お
け
る
近
世
城
館

・
都
市
遺
跡
に
対
し
て
、
府

・
市

の

文
化
財
行
政
が
前
進
す

る
先
躍
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
近
世
の
大
坂
城
跡

の
出
土
遺
物
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
は
、
わ
ず
か
に
金
箔
瓦
だ
け
が
研
究

の
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。

出
土
す

る
機
会
は
あ

っ
て
も
注
意
す

る
こ
と
な
く
捨
て
去
ら
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
京
橋
口

・
大
手

[
の
二
地
点
と
も
、
豊
富
に
遣
物
を
包
含
す
る
遺
構

に
出
く
わ
し

、

曲
豆
臣
時
代
大
坂
城

の
終
焉
と
な

っ
た
落
城
直
後
に
掘
さ
く
さ
れ
た
土
墳
や
地
表
面
か
ら
、
陶
磁
器

・
木
製
品
等
、
こ
の
時
代
の
生
活

・
文
化
を
物
語

る
遺
物
を
大
量
に
得

る
こ
と
が
で
き
た
。
と
く
に
両
地
点
の
陶
磁
器

の
資
料

は
、
当
代
に
お
け
る
生
産
地
と
消
費
地
と
の
密
接
な
流
通
を
物
語

る
も
の
で
あ
り
、
慶
長

二
十
年

(
一
五

一
六
)
の

落
城
時
を

一
つ
の
基
準
と
し
て
、
編
年
作
業
と
、
丹
波
焼

・
備
前
焼
を
主
と
す

る
焼
締
陶
器
、
美
濃

・
瀬
戸
焼
と
唐
津
焼
を
主
と
す
る
施
粕
陶
器
、
そ
れ

に
中
国
製

の
磁

器
を
ふ
く
め
て
セ
ッ
ト
関
係
を
と
ら
え
る
上
で
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

二
年
度

に
わ
た
る
現
場
で
の
発
掘
調
査
か
ら
、
出
土
遺
物

の
整
理
、
実
測
、
ト
レ
ー
ス
、
さ
ら
に
報
告
書
の
刊
行
に
至

る
ま
で
の
作
業

に
は
、
も
ち
ろ
ん
大
手
前
女
子

大
学

・
大
手
前
女
子
短
期
大
学
の
学
生
が
多
数
参
加
し
た
。
前
記

二
冊

の
報
告
書
と
考
古
資
料
室
は
、
土
と
汗
に
ま
み
れ
て
作
業
を
進
め
て
く
れ
た
彼
女
ら

の
献
身
的
な

ヘ

ヘ

ヘ

へ

努
力

の
た
ま
も

の
な

の
で
あ
る
。

な
お
、
毎
年
七
月
の
中
旬

に
実
施
さ
れ
る
本
学

の
博
物
館
実
習

に
は
、
そ

の
期
間
中

の
半

日
を
宛

て
て
、
考
古
資
料
室

に
お
い
て
、
収
蔵
資
料
を
利
用
し
て
実
施
し
て

い
る
。
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有
岡
城
跡
と
伊
丹
郷
町
の
調
査

大
手
前
女
子
短
期
大
学
の
キ

ャ
ン
パ
ス
が
、
伊
丹
市
稲
野
に
移
軽
す
る
こ
と
に
決
ま

っ
た
の
は
、
昭
和

五
十
八
年
七
月
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
校
地

に
な
る
と

こ

ろ
に
、

か
つ
て

「
温
塚

(ぬ
く
め
つ
か
)
」
と
よ
ば
れ
る

一
基

の
古
墳
が
存
在
し
て
い
た
。
伊
丹
市
教
育
委
員
会
の
要
請
に
よ
り
、
校
舎

の
建
設

に
先
立

っ
て
敷
地
内

の
試

掘
調
査
を
行
な

っ
た
が
、
古
墳

の
墳
丘
は
阪
急
伊
丹
線

の
敷
設

に
際
し
て
削
り
取
ら
れ
、
そ

の
後
に
お
け
る
工
場
建
設
に
よ

っ
て
痕
跡
す
ら
と
ど
め
て
い
な
い
こ
と
が
わ

考
古
学
教
育
の
十
年



考
古
学
教
育
の
十
年

か

っ
た
。
こ
の
温
塚
古
墳
を
ふ
く
む
古
墳
群

の
こ
と
、
伊
丹
キ
ャ
ン
パ
ス
周
辺
の
考
古
学
的
環
境
に
つ
い
て
概
観
し
た
の
が
、
拙
稿

の

「
稲
野
の
歴
史
ー
短
大
校
地
と
そ

の
周
辺
1
」
(
『大
手
前
女
子
短
期
大
学

.
大
手
前
栄
養
文
化
学
院
研
究
集
録
』
所
収
、
昭
和
六
十

一
年
四
月
)
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
私
自
身
が
文
化
財
行
政
の
窓

口
で
あ
る
伊
丹
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
の
方
が
た
と

つ
な
が
り
を
持

っ
た
の
は
こ
の
時
が
最
初

で
あ
る
。
昭
和
六
十
年

四
月
に
な

っ
て
、
社
会
教
育
課
長

の
大
沢
欣
也
氏
と
、
旧
知

の
同
課
嘱
託
浅
岡
俊
夫
氏

の
訪
問
を
受
け
た
。
用
件
は
、
伊
丹
市
北
本
町

一
丁
目
で
三
井
建
設
株
式
会
社
が

建
設
を
計
画
し
て
い
る
高
層
住
宅

の
建
設
予
定
用
地
と
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
敷
地

の
発
掘
調
査
を
担
当
し
て
ほ
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。

伊
丹
市
の
中
央
部
に
は
、
中
世
に
在
地
の
土
豪
と
し
て
勢
力
を
持

っ
て
い
た
伊
丹
氏
の
居
城
伊
丹
城
跡
と
、
こ
の
伊
丹
氏
を
滅
ぼ
し
、
織
田
信
長

の
輩
下
と
な

っ
て
摂

津
国
の
守
護
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
荒
木
村
重
が
天
正
二
年

(
一
五
七
四
)
に
伊
丹
城
を
再
構
築
し
て
名
を
改

め
た
有
岡
城
跡
が
あ
る
。
主
郭
部
分

は
、
明
治

三
十
七
年

に
敷

設

.
開
通
し
た
阪
鶴
鉄
道
(現
在
の
国
鉄
福
知
山
線
)
で
大
半
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、
西
側

の

一
か
く
が

の
こ
り
、
昭
和
五
十
年
以
後
、
駅
前
整
備
事
業
に
伴
う
調

査
が
実
施
さ
れ
て
来
た
(伊
丹
市
教
育
委
員
会

『伊
丹
城
跡
発
掘
調
査
報
告
書
1
～
W
』
、
同

『有
岡
城
跡
発
掘
調
査
報
告
書
V
』)
。

こ
の
有
岡
城
は
、
南
北
に
長
く
延
び
る
洪
積
層
か
ら
成
る
伊
丹
台
地

の
地
形
を
巧
み
に
利
用
し
、
北

は
、
現
在
、
猪
名
野
神
社
の
境
内
と
な

っ
て
い
る

"
岸
の
砦
"
か

ら
、
南
は

"
ひ
よ
ど
り
塚
砦
"
に
至
る
台
地

の
縁
辺
に
沿
う
線
を
限

っ
て

「
惣
構
」
と
し
、
主
郭
を
中
央
部

の
東
寄
り
に
置
き
、
周
囲
を
土
塁
で
囲
む
と

い
う
、
日
本
城

郭
史
上
は
じ
め
て
の
惣
構
を
も

つ
堅
固
な
構
え
を
も

つ
城

で
あ

っ
た
。

天
正
七
年

(
↓
五
七
九
)
、
有
岡
城
は
織
田
信
長
に
攻
め
ら
れ
て
落
城
し
た
が
、
惣
構

の
中

に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
商
工
業
者

の
町
が
発
展
し
て
江
戸
時
代
以
後

の
伊
丹
郷

町
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
と
構
造
上
の
特
徴
か
ら
、
有
岡
城
跡
を
遺
跡
と
し
て
考
古
学
的
に
と
ら
え
る
場
合

に
は
、
惣
構

の
範
囲
内
の
す
べ
て
の
区
域
が
対
象
と
な
る
の

で
あ
り
、
近
世
の
伊
丹
郷
町
を
合
わ
せ
て
、
広
大
な
城
館

・
都
市
遺
跡
と
い
う

こ
と
が

で
き
る
。
伊
丹
市
教
育
委
員
会

の
文
化
財
行
政
は
、
こ
う
し
た
認
識

に
立

っ
て
、

公
共

.
民
間
を
問
わ
ず
、
区
域
内
の
開
発
行
為

に
対
し
て
、
事
前

に
発
掘
調
査
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
程
徹
底
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
近
い
指
導

は
行
わ

れ
て
い
る
。

今
回
依
頼
を
受
け
た
調
査
も

こ
う
し
た
動
き

の
中

で
の
ケ
ー
ス
で
、
そ

の
意
向

に
沿

っ
て
私
が
調
査
担
当
者
と
な

っ
て

「
有
岡
城
跡
調
査
会
」
を
編
成
し
、
昭
和

六
十

年
五
月

の
下
旬

か
ら
、
途
中
二
ヵ
月
を
除
い
て
十
二
月
末
に
至
る
ま
で
の
六
ヵ
月
間
、
約
四
四
〇
〇
平
方
層

の
区
域
を
対
象
と
す
る
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
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こ
れ
と
は
別
に
、
伊
丹
市
当
局

で
は
、
か
ね
て
よ
り
国
鉄
伊
丹
駅
西
方
の
敷
地

一
六
八
〇
〇
平
方
層
を
対
象
と
し
て
、
駅
前
再
開
発
事
業
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ

は
、
計
画
区
域
内

の
既
存
家
屋
を
撤
去
し
た
上
で
高
層
住
宅
を
建
設
す
る
と
い
う
事
業

で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
全
域
が
有
岡
城
跡

の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
工

事

に
先
立

っ
て
発
掘
調
査
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
調
査
に
つ
い
て
ご
相
談
を
受
け
た

の
が
昭
和
六
十
年
十
二
月

の
こ
と

で
あ

っ
た
。
伊
丹
市
当
局

に
よ
る
公
共
事

業
と
い
う
対
外
的
な
要
素
と
、
面
積
か
ら
言

っ
て
も
、
時
日
や
経
費

か
ら
言

っ
て
も
大
規
模
な
発
掘
調
査
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
私
が
担
当
者

で
は

あ

っ
て
も
、
大
学
ま
た
は
学
園
と
し
て
の
組
織
を

つ
く

っ
て
対
処
し
て
い
た
だ
く
必
要
を
感
じ
、
日
比
野
学
長
な
ら
び

に
福
井
学
園
本
部
企
画
部
長
と
再
三
に
わ
た

っ
て

ご
相
談
し
た
。
藤
井
健
造
理
事
長

の

「
他
な
ら
ぬ
伊
丹
市
か
ら
の
ご
要
望
で
あ
り
、
学
園
あ
げ

て
協
力
す

る
よ
う
」
と
い
う
基
本
方
針
を
体
し
て

「
大
手
前
女
子
学
園
有

岡
城
跡
調
査
委
員
会
」
を
組
織
し
、
昭
和
六
十

一
年

二
月
末

か
ら
調
査
を
開
始
し
た
。
十
月
末
現
在
、
調
査

は
大
詰
を
迎
え
て
い
る
が
、
当
初
か
ら
危
惧
し
て
い
た
通
り

調
査
対
象
面
積
に
対
し
て
、
調
査
期
間
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
加
え
て
文
化
財
保
護
行
政
を
担
う
教
育
委
員
会
よ
り
も
開
発
部
局

の
意
見
や
力
が
大
き

い
と
い

う
困
難
な
条
件
の
中
で
、
調
査
を
運
営
す

る
責
任

を
も

つ
担
当
者
と
し
て
、
煩
悶
の
日
々
が
続

い
た
。

伊
丹
城

・
有
岡
城
の
歴
史
と
遺
跡
の
現
状
、
こ
れ
ら
二
次
に
わ
た
る
発
掘
調
査

の
概
要

は
、
四
月

二
十
八
日
に
挙
行
さ
れ
た
短
大
伊
丹
キ

ャ
ン
パ
ス
の
オ
ー
プ

ニ
ン
グ

フ
ェ
ス
タ
に
合
わ
せ
て
刊
行
し
た

『
有
岡
城
跡
と
伊
丹
郷
町
』
に
紹
介
し
た
。

調
査
を
進
め
る
に
当
た

っ
て
は
、
市
教
育
委
員
会
の
ご
斡
旋
で
国
鉄
伊
丹
駅
東
口
前
の
市
有
地
を
提
供
L
て
い
た
だ
き
、
こ
こ
に
二
棟

の
プ

レ

ハ
ブ
建
築
を
建
て
、
事

務
所
と
作
業
場
お
よ
び
出
土
遺
物

の
収
蔵
庫
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
長
期
間
に
わ
た
る
大
規
模
な
調
査
を
実
施
す

る
た
め
に
は
、
強
力
な
調
査

チ
ー
ム
の
編
成
が
不
可

欠

で
あ
る
。
今
回

の
場
合
、
幸

い
な

こ
と

に
好
条
件

に
め
ぐ
ま
れ
夏
期
休
暇

の
期
間

に
当
た

っ
た
こ
と
か
ら
そ
れ
を
最
大
限
に
利
用
L
て
調
査
が
進
行
し
て
い
る
。

現
場
で
の
作
業

は
、

こ
の
調
査

を
機
会

に
大
手
前
栄
養
文
化
学
院
に
採
用
し
て
も
ら

っ
た
川
口
宏
海
講
師
と
、
中
学
校
在
学
当
時

か
ら
の
付
き
合
い
で
あ
る
名
古
屋
大

学
文
学
部
大
学
院
博
士
課
程
在
学
中
の
前
川

要
君
を
ヒ
任
調
査
員
と
し
て
い
る
。
こ
の
下
に
、
卒
業
以
来
考
古
学
関
係
の
仕
事
を
続
け
て
来
た
、
十
五
期
生

の
細
川
佳

子
さ
ん
、
十
六
期
生

の
萩
野
典
子
さ
ん
を
キ

ャ
ッ
プ
と
L
て
、
考
占
学
研
究
会
の
メ
ン
バ

ー
を
ふ
く
む
三
同
生

・
二
回
生
を
配
属
し
た
。
発
掘
調
査

の
作
業

は
、
重
量
を

伴
う

こ
と
も
あ
り
男
子
学
生
も
必
要

で
あ
る
が
、
今
回
ば
大
阪
教
育
大
学

・
大
阪
商
業
大
学
の
諸
君
が
参
加
し
て
く
れ
て
い
て
心
強
い
。
細
心
の
注
意
を
必
要
と
す

る
遺

構

の
検
出
や
、
実
測
の
作
業
な
ど
、
女
子
学
生
に
は
そ

の
力
量
を
発
揮

で
き

る
好
適

の
フ

ィ
ー
ル
ド
で
あ
り
、
こ
の
調
査
を
取

り
巻
く
社
会
的
条
件
は
き
び
し
い
が
、
め

ぐ
ま
れ
た
考
占
学
実
習

の
場
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
大
き
な
意
味
を
持

っ
て

い
る
。

考
占
学
教
育
の
レ
年
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考
古
学
教
育
の
十
年

こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
昭
和

六
十
年
度
調
査

の
遺
物
整
理
と
実
測
の
作
業
、
な
ら
び
に
日
々
現
場
か
ら
運
ば
れ

て
来
る
出
土
遺
物

の
洗
瀞
と
注
記

の
作
業
な
ど
を
行
な
う

内
業
の
部
門
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
現
場
で
の
調
査
に
従
事
し
て
も
ら

っ
た
松

田
訓
祀
君
の
企
画
の
下

に
、
藤
本
史
子
さ
ん
と
、
十
五
期
生

の
岩
谷
奈
津
子
さ
ん
、
十
六

期
生
の
木
本
由
恵
さ
ん
、
姫
路
真
保
さ
ん
を
キ

ャ
ヅ
プ
と
し
て
、
指
導

に
当
た
り
、
希
望
者
を
募
集
し
て
参
加
を
よ
び
か
け
た
女
子
大
学

の

一
回
生
と
、
短
期
大
学

・
栄

養
文
化
学
院
の

一
・
二
回
生
諸
君
に
よ

っ
て
進

め
た
。

発
掘
調
査

の
体
制
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、

ふ
つ
う
現
場
で
の
発
掘
調
査
に
時
間
と
労
力

・
経
費
が
か
さ
み
、
現
場
が
終
了
し
て
か
ら
の
内
業
の
体
制
が
と
と
の
わ
な

い
た
め
に
遺
物

の
整
理
作
業
が
進

め
ら
れ
ず
、
報
告
書

の
刊
行
が
遅
れ
た
り
、
刊
行
さ
れ
て
も
遺
物

に
つ
い
て
十
分
な
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
私

の

基
本
的
姿
勢
は
、
常
に
外
業
と
内
業
を
併
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
標

に
し
て
お
り
、
そ
れ
を
実
践
し
て
来
た
が
、
学
校
が

一
つ
の
単
位
と
な

っ
て
行
な
う
調
査
で
は
こ
れ
に

関
し
て
は
大
き
な

メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
。
と
く
に
本
学

の
よ
う
に
女
子
大
学

で
あ
る
場
合
は
、
こ
う
し
た
利
点
を
最
大
限
に
生

か
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
り
、
め
ぐ
ま
れ

た
条
件
と
い
う

こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
か

っ
て
、
大
坂
城
三
の
丸
跡
調
査
の
報
告
書
を
矢

つ
ぎ
早
に
二
冊
刊
行

で
き
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

女
子
学
生
の
集
団
は
、
友
達
関
係
や
グ

ル
ー
プ
単
位
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
横

の
関
係
が
密
接
で
あ

っ
て
も
縦
の
関
係
が

つ
く
り
に
く

い
と
さ
れ
て
い
る
。
学
内

に
お

い
て
日
々
の
学
生

の
動
き
を
見
て
い
る
と
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が

、
私
は
敢
え
て
こ
れ
に
挑
戦
し
、
発
掘
現
場
で
の
チ
ー
ム
編
成
や
ク
ラ
ブ
活
動

の
指
導
に
当
た

っ
て

は
、
た
と
え
女
子

で
あ

っ
て
も
縦
の
関
係
を
形
づ
く
ら
せ
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
幸
い
こ
れ
が
功
を
奏
し
、
私

の
意
図
を
汲

ん
で
く
れ
て
い
る
主
任
調
査
員
と
先

輩
諸
君

の
よ
き
指
導

で
こ
れ
が
う
ま
く
回
転
し
、
調
査
が
円
滑
に
進
ん
で
い
る
こ
と
は
最
大

の
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。

今
後
、
大
量
の
出
土
遺
物

の
整
理
作
業
と
合
わ
せ
て
報
告
書

の
作
成

・
刊
行

の
仕
事
が

の
こ
さ
れ
て
い
る
。
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五

こ
れ
か
ら

の
大
手
前
考
古
学

大
手
前
女
子
大
学
に
お
け
る
考
古
学
教
育
十
年

の
歩

み
と
し
て
は
、
昭
和
五
十

一
年

の
十
月
に
、
史
学
科
十
期
生
の
諸
君
に
よ

っ
て
結
成
さ
れ
、
今
日
ま
で
十
年
の
歴

史
を
持

っ
て
い
る
考
古
学
研
究
会

の
活
動
が
あ
る
。
ま
た
、
在
学
中
に
発
掘
調
査

に
参
加
す

る
機
会
が
あ

っ
た
り
、
ア
ル
バ
イ

ト
で
考
古
学
関
係
の
仕
事

に
参
加
し
た
経

験
を
生
か
し
、
こ
れ
が
き

っ
か
け
と
な

っ
て
考
古
学

へ
の
興
味
を
持
ち
、
卒
業
後
も
、
都
道
府
県

や
市
町
村
教
育
委
員
会
で
関
係
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
卒
業
生
の
動



向
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
も
記
し
て
お
き

た
い
こ
と
は
多

い
が
、
も
早
予
定

の
枚
数
を
こ
え
た
の
で
機
会
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
過
去
十
年

の
基
礎

の
上
に
立

っ
て
、

こ
れ
か
ら
の
方
向

に
つ
い
て
、
日
ご

ろ
考
え

て
い
る
構
想
を
記
し
て
本
稿

の
し

め
く
く
り
と
し
た
い
。

今

に
は
じ
ま

っ
た
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
が
、
発
掘
調
査

の
ブ

ー
ム
を
反
映
し
て
か
、
ま
た
全
員
で
は
な
い
に
し
て
も
、
本
学
史
学
科

の
学
生
の
考
古
学

へ
の
関

心
度

は
、
私
が
見
る
限
り
に
お
い
て
高
い
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
毎
年

の
入
学
試
験
の
面
接
で

「
史
学
科

に
入

っ
て
何
を
専
攻
し
た
い
で
す

か
」
と

い
う
質

問

に
対

L

て
、
「
考
古
学
を
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
答
え
る
者
の
多
い
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が

で
き

る
で
あ
ろ
う
。

果
た
し
て

こ
の
時
に
そ
の
よ
う
に
答
え
た
者
が
、

入
学
後
ど

の
よ
う
な
進
路
を
歩

ん
で
い
る

の
か
、
残
念
な
が
ら
追
跡
し
て
い
な

い
が
、
こ
れ
が
本
学
の

一
つ
の
傾
向

で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
担
当
し
て
い
る
私
に
と

っ
て

こ
れ
以
上

の
喜
び

は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
希
望
を
持

っ
て
い
る
学
生

に
対
し
て
、
そ
の
希
望

に
応
え
る
た
め
の
教
育
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
、
私

に
課
せ
ら
れ

た
責
務

で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す

る
。

考
古
学
と
言

っ
て
も
守
備
範
囲

は
広
く
、
と
く
に
最
近

に
お
い
て
は
理
化
学
的
分
野
の
採
用
や
、
学
際
的
な
研
究
活
動
も
さ
か
ん
で
あ
る
。
私
自
身

の
専
攻

は
日
本
考

古
学
、
そ
の
中

で
も
歴
史
考
古
学
の
分
野
で
あ
る
か
ら
、
考
古
学
概
説

は
兎
も
角
と
し
て
、
考
古
学
特
講
の
内
容
は
敢
え
て
歴
史
考
古
学
に
重
点
を
置

い
て
来
た
。
最
近

に
お
け
る
若
い
世
代
の
人
は
、
漢
字
や
漢
文

の
読
解
力

に
乏
し
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
歴
史
考
古
学

の
分
野
は
文
献

の
蹟
渉
が
必
要
不
可
欠

の
条
件

で
あ
る
。
そ
う
し

た
意
味

で
、
考
古
学
を
専
攻
す
る
学
生
に
は
文
献
資
料

に
親
し
験
、
こ
れ

に
取

り
組
む
こ
と
に
重
点
を
お
く
指
導
を

つ
づ
け
て
行
き

た
い
と
思

っ
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
を
ふ
く
め
て
本
学
と
し
て
幸

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
大
坂
城
三
の
丸
跡

に
は
じ
ま
り
、
短
大

の
伊
丹
市

へ
の
移
転

・
開
学
が
機
縁
と
な

っ
て

有
岡
城
跡

・
伊
丹
郷
町

の
発
掘
調
査
を
主
宰
し
、
そ
の
調
査
資
料
に
め
ぐ
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
も

に
中
世

か
ら
近
世

に
か
け

て
の
城
館

.
都
市
遺
跡
で
あ
る
。

こ
う

し
た
城
館

・
都
市
遺
跡

へ
の
考
古
学
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
ま
だ
時
日
が
浅
く
、
研
究
方
法
も
十
分

に
確
立
さ
れ

て
い
な
い
が
、
中
世

・
近
世

に
と
ど
ま
ら
ず

、
近
代

-
明
治

・
大
正
時
代
を
ふ
く
め
て
、
そ
の
調
査
研
究

の
方
法
を
模
索
し
、
そ
れ
を
試
み
る
上
で
絶
好
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と

い
う
こ
と
が

で
き

る
で
あ
ろ
う
。
大
坂
城

三
の
丸

跡

の
陶
磁
器

・
木
製
品
は
す
で
に
学
界
共
有

の
も

の
と
し
て
関
係

の
方
が
た
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
有
岡
城
跡

・
伊
丹
郷
町
の
出
土
遺
物
、
そ
れ

は
文
字
通
り
の

"
瓦

礫
"

で
あ
る
が

、
こ
れ
ま
で
の
調
査
資
料
が
十
分
に
公
開
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
も
あ

っ
て
、
重
要
な
資
料
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
屋
瓦

.

陶
磁
器

・
土
器
を
主
と
す
る
出
土
遺
物

ぱ
、
占
文
書

・
記
録
に
は
見
る

こ
と
の
で
き
な
い
中
世

の
有
岡
城

の
城
下
と
、
近
世

に
は
じ
ま

っ
て
近
代
か
ら
現
代

へ
と

つ
づ
く

考
占
学
教
育
の
十
年
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考
古
学
教
育
の
十
年

伊
丹
郷
町
の
生
活

・
文
化
の
様
相
と
物
資

の
動
き
を
知
る
こ
と

の
で
き
る
資
料
と
し
て
も
貴
重

で
あ
る
。

伊
丹
市
に
お
け

る
発
掘
調
査
は
、
今
後
も
何
ら
か
の
形

で
続
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
収
蔵

・
展
示
で
き

る
施
設
と
、
遺
物
整
理
を
進
め
る

セ
ソ

タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
も
ち
、
考
古
学

の
学
習
に
不
可
欠
な
実
習
室
が
学
内

の
ど
こ
か
に
で
き
た
ら
と

い
う
願

い
を
こ
め
て
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

響
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