
　
は
じ
め
に　
　

北
陸
地
方
の
縄
紋
時
代
晩
期
の
粗
製
土
器
の
外
面
を
調
整
す

る
条
痕
の
付
設
方
法
が
判
明
し
た
の
で
、
こ
こ
に
報
告
す
る
。
条
痕
と
は
平
行

す
る
線
状
の
溝
の
集
合
を
指
し
、
先
史
土
器
の
器
面
に
し
ば
し
ば
付
設
さ
れ
る

が
、
板
の
年
輪
に
よ
る
擦
過
痕
跡
は
刷
毛
目
と
呼
称
し
、
日
本
考
古
学
で
は
こ

れ
を
条
痕
と
呼
ぶ
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
条
痕
で
あ
っ
て
も
、
図
案
、
あ
る
い

は
文
様
と
認
定
で
き
る
も
の
も
条
痕
と
は
呼
ば
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
文

様
の
名
称
を
指
示
す
る
か
、
あ
る
い
は
刷
毛
目
同
様
、
施
文
原
体
を
特
定
し
て

櫛
描
紋
な
ど
と
呼
称
す
る
。
そ
う
な
る
と
条
痕
の
正
体
と
は
い
っ
た
い
何
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
に
難
問
な
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由

は
条
痕
が
あ
ま
り
に
も
多
様
で
あ
っ
て
、
変
化
に
富
む
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
問

題
は
ひ
と
ま
ず
回
避
す
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
論
文
は
条
痕
そ
の

も
の
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
北
陸
地
方
の
、
し
か
も
縄
紋
時
代
晩
期
の
粗
製
土

器
に
見
ら
れ
る
条
痕
が
、
ど
う
い
う
手
順
で
付
け
ら
れ
た
の
か
を
主
題
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

第
一
章　

北
陸
地
方
の
縄
紋
晩
期
の
条
痕
の
走
向

　
北
陸
晩
期
の
編
年　

北
陸
地
方
の
縄
紋
時
代
晩
期
の
土
器
編
年
は
、
研
究
者
に

よ
っ
て
違
い
が
あ
る
が
、
御
経
塚
式
、
中
屋
式
、
下
野
式
の
三
型
式
の
名
称
と

新
旧
関
係
に
か
ん
し
て
は
意
見
が
一
致
し
て
お
り
、
東
北
地
方
の
亀
ヶ
岡
式
の

細
別
と
の
対
照
に
お
い
て
八
日
市
新
保
式
を
加
え
た
り
、
ま
た
各
式
を
細
分
し

た
り
す
る
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、
主
題
は
縄
紋
土
器
の
細
別
で
は
な
く
、
条

痕
を
付
設
し
た
土
器
に
あ
る
か
ら
、
晩
期
の
あ
る
段
階
で
粗
製
土
器
が
条
痕
を

付
設
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
一
般
的
な
現
象
に
着
目
し
た
い
。そ
の
時
期
は
、

研
究
者
の
細
別
案
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る
が
、
石
川
県
金
沢
市
に
あ
る
御
経
塚

遺
跡
の
発
掘
成
果
を
踏
ま
え
た
西
野
秀
和
の
意
見
を
踏
襲
す
る
と
、「
条
痕
文

土
器
は
御
経
塚
Ⅲ
式
以
降
、
粗
製
深
鉢
の
主
体
と
な
る（

１
）」。

　

西
野
の
北
陸
編
年
を
詳
述
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
粗
製
土
器
に
お
い
て
後

期
の
斜
行
縄
紋
を
付
設
し
て
い
た
風
習
が
、
亀
ヶ
岡
式
で
い
え
ば
大
洞
BC
式
の

時
期
に
相
当
す
る
御
経
塚
Ⅲ
式
以
後
、
条
痕
紋
を
付
設
す
る
も
の
が
多
数
と
な

　
　
　

北
陸
地
方
の
条
痕
粗
製
土
器

　
　
　
　
　
　
　

│
│ 

そ
の
付
設
方
法 

│
│
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り
、
そ
の
傾
向
は
晩
期
終
末
の
下
野
式
ま
で
継
続
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
見
方
は
御
経
塚
遺
跡
だ
け
で
は
な
く
、
石
川
県
内
の
他
の
多
数
の
晩
期
の
遺

跡
か
ら
も
支
持
で
き
る
が
、
こ
こ
か
ら
先
、
一
歩
踏
み
込
む
と
な
お
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
課
題
が
沢
山
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
縦
方
向
の
条
痕　
　

下
野
式
の
条
痕
が
縦
方
向
に
付
設
さ
れ
て
い
る
事
実
は

著
名
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
西
日
本
の
晩
期
の
土
器
の
条
痕
は
、
器
の
開
口
部
、

す
な
わ
ち
鉛
直
軸
に
対
し
て
斜
行
方
向
と
な
る
か
ら
、
条
痕
の
付
設
方
向
に
地

域
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

縦
方
向
の
条
痕
は
希
に
近
畿
地
方
の
晩
期
に
出
現
す
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ

北
陸
地
方
の
影
響
と
見
な
す
べ
き
で
、
下
野
式
に
顕
著
な
縦
方
向
の
条
痕
は
東

北
地
方
の
亀
ヶ
岡
式
に
伴
う
粗
製
土
器
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
亀
ヶ
岡
式
に

と
も
な
う
粗
製
土
器
は
縄
紋
を
付
設
す
る
も
の
が
一
般
的
で
、
条
痕
の
も
の
は

少
数
で
あ
る
が
、
そ
の
走
向
方
向
を
み
る
と
縦
か
横
方
向
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
下
野
式
に
は
希
の
よ
う
で
あ
る
が
、
北
陸
地
方
で
は
そ
れ
以
前
の
中
屋
式

な
ど
に
横
方
向
の
条
痕
が
あ
る
こ
と
は
、
東
北
地
方
の
亀
ヶ
岡
式
の
土
器
の
製

作
方
法
と
共
通
す
る
何
か
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推

測
で
、
東
北
地
方
か
ら
、
あ
る
い
は
逆
に
北
陸
地
方
か
ら
延
々
と
陸
地
伝
い
の

リ
レ
ー
方
式
で
伝
播
が
証
明
で
き
る
か
と
い
う
と
、
富
山
・
新
潟
両
県
の
資
料

が
希
薄
、
散
漫
で
、
秩
序
だ
っ
て
説
明
は
で
き
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
北

陸
地
方
と
東
北
北
部
の
条
痕
が
関
連
す
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
っ

て
、
そ
の
こ
と
は
条
痕
の
方
向
だ
け
で
な
く
、
条
痕
の
大
き
さ
ま
で
が
一
致
す

る
か
ら
、
ま
ず
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
条
痕
の
大
き
さ
と

は
、
条
線
の
山
と
谷
、
い
い
か
え
れ
ば
条
間
と
条
溝
の
幅
と
深
さ
の
こ
と
で
、

こ
れ
が
一
緒
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
大
き
さ
の
原
体
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
一
致
す
る
大
き
さ
と
は
、
条
溝
・
条
間
と
も
や

や
幅
が
狭
く
、
そ
の
分
、
条
溝
も
や
や
浅
い
と
い
う
、
い
わ
ば
中
細
と
で
も
い

う
べ
き
大
き
さ
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
西
日
本
地
域
と
東
海
地
方
の
条
痕

が
や
や
太
め
で
あ
る
の
に
比
べ
た
一
般
論
で
あ
っ
て
、
縄
紋
時
代
に
こ
ん
な
言

葉
が
適
当
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
全
国
的
に
い
っ
て
、
中
細
の
条
痕
が
北
陸

地
方
と
東
北
地
方
に
主
流
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
で
あ

る
。
例
外
は
沢
山
あ
る
が
、
い
ち
お
う
北
陸
地
方
の
条
痕
は
東
北
地
方
の
条
痕

と
関
連
す
る
も
の
だ
と
、
理
解
し
て
お
く
の
が
便
利
で
あ
る
こ
と
は
、
精
製
土

器
を
東
北
地
方
の
亀
ヶ
岡
式
と
比
較
す
る
の
と
似
た
り
よ
っ
た
り
の
こ
と
で
あ

る
。

　
下
野
式
以
後　
　

下
野
式
は
北
陸
地
方
の
縄
紋
終
末
の
型
式
と
し
て
吉
岡
康

暢
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た（

２
）が

、
こ
れ
が
北
陸
地
方
で
最
新
の
縄
紋
土
器
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
の
直
後
の
土
器
は
弥
生
式
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
の
中

間
、
す
な
わ
ち
下
野
式
の
直
後
、
弥
生
式
以
前
の
型
式
と
し
て
久
田
正
弘
は
石

川
県
松
任
市
に
あ
る
長
竹
遺
跡
の
土
器
を
基
準
と
す
る
長
竹
式
を
提
唱
し
た（

３
）。

加
賀
、
能
登
の
最
古
の
弥
生
土
器
に
は
ま
と
ま
っ
た
資
料
が
な
く
、
北
陸
地
方

の
最
古
の
弥
生
土
器
と
い
う
と
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
富
山
県
氷
見
市
の
大

境
洞
窟
か
ら
出
土
し
た
資
料
が
著
名
で
あ
る
。
近
年
、
長
竹
遺
跡
の
北
に
位
置

す
る
乾
遺
跡
の
下
層
か
ら
出
土
し
た
土
器
が
公
刊
さ
れ
、
長
竹
式
に
は
大
境
洞

窟
遺
跡
の
初
期
弥
生
土
器
に
先
行
す
る
土
器
が
多
数
供
伴
す
る
事
実
が
明
ら
か
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に
な
っ
た（

４
）。し

た
が
っ
て
北
陸
地
方
で
は
、久
田
の
指
摘
ど
お
り
長
竹
式
が
も
っ

と
も
新
し
い
縄
紋
土
器
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

い
っ
ぽ
う
豆
谷
和
之
は
、
福
井
市
に
あ
る
糞
置
遺
跡
の
土
器
を
も
と
に
、
糞

置
式
を
提
唱
し
、
こ
の
型
式
が
下
野
式
よ
り
も
新
し
い
北
陸
地
方
の
縄
紋
晩
期

終
末
の
型
式
で
あ
る
と
主
唱
し
た（

５
）。

糞
置
式
土
器
の
石
川
県
内
の
分
布
は
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
こ
れ
を
下
野
式
の
後
続
型
式
と
見
な
す
の
に
、
不
都
合
は
な

い
。
そ
の
理
由
は
下
野
式
に
あ
る
浮
線
紋
を
精
製
土
器
の
装
飾
と
し
て
継
承
す

る
こ
と
、
ま
た
粗
製
土
器
に
縦
方
向
の
条
痕
を
付
設
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ

う
な
る
と
問
題
は
、
長
竹
式
と
糞
置
式
の
違
い
と
は
い
っ
た
い
、
何
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
両
式
と
も
下
野
式
に
伴
う
磨
消
縄
紋
土
器
が
欠
落
し
、
壺
形
土
器
が

増
加
す
る
特
徴
は
共
通
し
て
い
る
か
ら
、
今
後
の
資
料
の
追
加
を
ま
っ
て
、
型

式
用
語
に
か
ん
し
て
も
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
先
に
北
陸
地
方
と
東
北
地
方
の
条
痕
が
共
通
す
る
要
素
と
し
て
、
大

き
さ
が
中
細
で
あ
る
と
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
自
分
が
属
目
し
た
糞
置
式
土
器

は
、
一
般
的
な
東
北
・
北
陸
に
共
通
す
る
条
痕
と
様
相
が
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い

る
。
永
平
寺
町
に
所
在
す
る
金
合
丸
・
成
仏
・
木
原
町
遺
跡（

６
）と

福
井
市
に
あ
る

高
柳
遺
跡
（
福
井
市
教
育
員
会
調
査
、
未
報
告
）
の
た
か
だ
か
二
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
糞
置
式
を
実
見
し
た
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
条
痕
の
付
設
の
仕
方
が

粗
っ
ぽ
い
こ
と
が
印
象
的
で
、
し
か
も
大
き
さ
が
ま
ち
ま
ち
で
、
条
溝
は
広
い

も
の
も
あ
れ
ば
細
密
条
痕
に
近
い
細
手
も
あ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、
長
竹
式
の
条
痕
が
一
般
的
に
は
中
細
で
、
整
然
と
し
て
い
る
の
に
対
し

て
好
対
照
で
あ
り
、
自
分
は
案
外
、
長
竹
式
と
糞
置
式
の
相
違
は
条
痕
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

そ
も
そ
も
下
野
式
は
越
前
で
の
分
布
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
糞
置
式
は
加
賀
で

の
分
布
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
も
と
も
と
親
子
関
係
な
ど
は
な
く
地
域
を

違
え
た
別
物
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
も

肝
心
な
点
は
糞
置
式
土
器
の
条
痕
の
走
向
が
、
西
日
本
の
晩
期
粗
製
土
器
の
よ

う
に
斜
行
せ
ず
、
縦
方
向
、
つ
ま
り
北
陸
地
方
の
条
痕
の
走
向
と
一
致
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
単
に
福
井
県
が
北
陸
に
属
す
る
と
い
う
地
理
上
の
理
由

で
は
な
く
、
条
痕
の
大
き
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
付
設
方
法
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
北

陸
の
仕
方
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
章　

条
痕
を
付
設
す
る
方
法　
　

　
北
陸
晩
期
の
斜
行
条
痕　
　

議
論
の
核
心
に
入
る
前
に
、
北
陸
地
方
の
条
痕
の

走
向
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
。
北
陸
地
方
の
条
痕
は
縦
方
向

に
付
く
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
が
、
横
方
向
も
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
斜
行

方
向
の
条
痕
も
あ
る
。
斜
行
条
痕
な
ら
西
日
本
の
縄
紋
晩
期
の
一
般
的
な
存
在

で
あ
る
か
ら
、
東
北
地
方
の
縦
横
条
痕
と
西
日
本
の
斜
行
条
痕
の
重
複
す
る
分

布
圏
が
北
陸
地
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
は
次
の
理
由
で

採
ら
な
い
。

　

北
陸
地
方
の
斜
行
条
痕
は
、
縦
な
い
し
横
方
向
の
条
痕
に
比
べ
て
少
な
い
。

斜
行
条
痕
に
は
、
右
上
左
下
に
傾
斜
す
る
も
の
と
左
上
右
下
に
傾
斜
す
る
も
の

の
二
種
類
あ
る
が
、
圧
倒
的
に
多
い
の
は
右
上
左
下
方
向
の
傾
斜
で
、
こ
の
傾
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き
は
西
日
本
の
斜
行
条
痕
が
左
上
右
下
方
向
で
あ
る
の
対
し
て
、
逆
で
あ
る
。
西
日
本
の
斜
行
条
痕
と
同
じ
左
上
右

下
傾
斜
の
条
痕
は
、
そ
れ
を
全
面
に
付
設
す
る
例
が
未
知
で
、
既
知
の
例
は
破
片
、
も
し
く
は
部
分
的
に
付
設
し
た

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
北
陸
地
方
の
斜
行
条
痕
は
、
西
日
本
の
条
痕
一
般
と
同
一
で
は
な
い
。
後
述
の

結
論
を
先
取
す
れ
ば
、
北
陸
で
圧
倒
的
に
多
い
右
上
左
下
傾
斜
の
条
痕
は
、
縦
方
向
の
条
痕
と
実
は
同
じ
動
き
、
所

作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
図
書
か
ら
見
た
北
陸
晩
期
の
条
痕　
　

出
版
物
か
ら
条
痕
を
付
け
た
方
向
が
わ
か
る
例
が
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
希
で

あ
る
が
、
下
野
式
土
器
を
出
土
し
た
石
川
県
松
任
市
に
あ
る
長
竹
遺
跡
の
報
告
書
を
見
る
と
、
縦
方
向
の
条
痕
が
口

縁
部
か
ら
一
段
下
に
、
半
円
状
の
粘
土
隆
起
を
連
ね
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

７
）（

第
１
図
１
）。
こ
の
粘
土
の
隆
起
は
、

条
痕
原
体
の
工
具
に
付
着
し
た
粘
土
ク
ズ
が
器
面
に
付
着
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
口
縁
部
か
ら
二
段
目
の
縦
方
向

の
条
痕
は
、
器
体
を
正
立
さ
せ
た
場
合
、
上
か
ら
下
方
向
に
工
具
を
動
か
し
た
証
拠
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
二
段
目

の
条
痕
が
上
の
一
段
目
の
条
痕
の
上
に
新
し
く
上
描
き
、
重
複
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
縦
の
条
痕
帯
は
上
か
ら
下
に

進
行
し
て
い
る
。
口
縁
を
先
描
き
し
、
胴
部
に
移
っ
て
い
く
、
つ
ま
り
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
上
か
ら
下
に
進
行
し
た
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
図
書
か
ら
は
、
口
縁
の
最
上
段
の
縦
条
痕
が
、
二
段
目
の
条
痕
と
同
じ
く
、
上
か
ら
下
に

引
か
れ
た
の
か
、
ま
た
二
段
目
の
上
か
ら
下
に
引
く
縦
条
痕
が
、
右
方
向
に
付
設
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
、

時
計
回
り
で
あ
っ
た
の
か
、
判
断
で
き
な
い
し
、
さ
ら
に
最
上
段
の
縦
条
痕
が
時
計
廻
り
に
進
行
す
る
の
か
、
そ
の

逆
方
向
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
実
測
図
の
た
め
縮
尺
が
小
さ
く
て
わ
か
り
に
く
い
が
、
同
じ
報
告
書
の
二
八
ペ
ー

ジ
の
第
二
七
図
八
（
第
１
図
２
）
も
同
じ
く
、
下
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
条
痕
の
始
点
の
粘
土
瘤
が
見
て
と
れ
、
線

画
に
よ
る
実
測
図
か
ら
で
も
下
の
条
痕
が
上
描
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
正
立
し
て
付
設
す
る
条
痕　
　

印
刷
物
で
は
一
、
二
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
土
器
を
正
立
さ
せ
た
状
態
で
条
痕
を
付
設

す
る
事
実
が
わ
か
っ
た
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
正
立
状
態
で
付
設
さ
れ
た
条
痕
は
今
ま
で
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

条
痕
の
方
向
性
に
か
ん
し
て
唯
一
の
体
系
的
な
記
述
を
し
た
佐
原
真
に
よ
る
と
、「
縄
文
時
代
後
期
末
以
降
の
西

第 1図　長竹遺跡から出土した条痕深鉢（報告書による）
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日
本
の
条
痕
粗
製
深
鉢
型

（
マ
マ
）土

器
は
、縦
方
向
に
は
底
部
側
か
ら
口
縁
部
側
へ
、

横
方
向
に
は
右
回
り
に
、
斜
め
の
場
合
は
こ
の
複
合
方
向
に
整
形
さ
れ
る
の

が
常
で
あ
り
、
近
畿
地
方
で
は
宮
滝
式
、
滋
賀
里
式
、
橿
原
式
、
瀬
戸
内
で

は
黒
土
Ｂ
Ⅱ
式
、
九
州
で
は
夜
臼
Ａ
式
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
海
地

方
で
も
例
外
で
は
な
い（

８
）。」

と
要
約
さ
れ
て
い
る
（
傍
点
・
ふ
り
が
な
省
略
）。

こ
の
文
章
で
難
解
な
「
横
方
向
に
は
右
回
り
」
と
い
う
意
味
は
、
本
文
中
の

定
義
か
ら
「
土
器
を
上
か
ら
み
て
時
計
回
り
」
の
意
味
で
あ
る
が
、続
く
「
近

畿
地
方
で
は
」
以
下
の
文
言
が
例
証
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
に
み
て
い

る
土
器
の
姿
勢
が
、
正
立
状
態
で
な
く
て
は
文
意
が
通
じ
な
い
。「
斜
め
の

場
合
は
こ
の
複
合
方
向
」
と
い
う
傾
き
は
、
上
に
進
行
す
る
力
と
左
に
進
行

す
る
力
の
合
力
、
す
な
わ
ち
右
下
か
ら
左
上
に
進
行
す
る
力
の
傾
斜
を
意
味

し
て
お
り
、
こ
う
し
た
理
解
だ
け
が
後
期
末
以
降
の
西
日
本
の
条
痕
粗
製
深

鉢
形
土
器
の
斜
行
条
痕
が
右
下
か
ら
左
上
に
傾
斜
し
て
い
る
事
実
と
合
致
す

る
。

　

と
こ
ろ
が
佐
原
は
、
あ
た
か
も
漢
数
字
の
「
一
」
が
左
か
ら
右
に
運
筆
さ

れ
る
よ
う
に
、
右
利
き
の
者
の
描
く
横
線
は
右
方
向
（
反
時
計
回
り
）
に
進

行
す
る
と
本
文
中
で
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
引
用
文
は
横
線
が
右

回
り
、
す
な
わ
ち
左
方
向
に
進
行
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、右
利
き
が
右
方
向
、す
な
わ
ち
反
時
計
回
り
に
横
描
き
す
る
な
ら
ば
、「
横

方
向
に
は
右
回
り
」と
い
う
上
記
の
文
言
は
ま
さ
に
反
転
し
た
状
態
で
し
か
、

理
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
西
日
本
の
条
痕
粗

製
深
鉢
形
土
器
は
倒
立
し
て
調
整
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

第 2図　井田堂坂遺跡から出土した条痕深鉢（１は報告書による。２は中村作図。）
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し
た
が
っ
て
、
北
陸
地
方
の
条
痕
が
口
縁
部
側
か
ら
底
部
側
に
縦
方
向
に
付
設
さ
れ
る
の
は
、
西
日
本
の
条
痕
粗

製
深
鉢
と
は
ち
が
っ
た
、
佐
原
が
未
見
の
新
条
痕
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る

の
に
は
暗
黙
の
条
件
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
条
件
と
は
、
縦
線
は
上
か
ら
下
、
つ
ま
り
天
か
ら
地
に
向
か
っ
て

引
く
と
い
う
動
作
で
あ
る
。

　

斜
行
条
痕
の
付
設
方
法
は
、
斜
線
を
ど
の
よ
う
に
引
い
た
の
か
を
ま
ず
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
簡
単

な
よ
う
で
案
外
難
し
く
、
上
か
ら
引
く
の
に
、
右
下
が
り
と
左
下
が
り
の
二
と
お
り
が
あ
る
ほ
か
に
、
答
案
の
罰
点

✓
の
よ
う
に
下
か
ら
引
く
ば
あ
い
だ
っ
て
あ
る
。
加
え
て
個
人
の
利
き
手
、
つ
ま
り
右
利
き
、
左
利
き
、
ま
た
対
象

物
が
平
面
な
の
か
、
手
前
に
飛
び
出
し
て
い
る
の
か
、
へ
こ
ん
で
い
る
の
か
に
よ
っ
て
も
引
き
方
に
違
い
が
あ
る
だ

ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
対
象
物
じ
た
い
を
斜
に
し
て
、
縦
な
い
し
横
に
線
を
引
い
て
も
斜
線
と
な
る
が
、
こ
の

ケ
ー
ス
は
後
考
に
ま
つ
こ
と
に
し
て
、
一
般
性
が
あ
る
の
は
次
の
事
実
で
あ
る
。
右
利
き
は
時
空
を
越
え
て
、
人
類

の
多
数
で
あ
っ
て
、
短
い
斜
線
は
上
か
ら
左
下
が
り
に
引
く
こ
と
が
多
い
。

　

左
下
が
り
に
斜
線
を
引
く
と
い
の
は
、
漢
字
の
行
人
偏
や
片
仮
名
の
ノ
の
字
が
こ
れ
を
明
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
文
化
的
な
字
源
の
問
題
と
は
別
に
、
身
振
り
と
し
て
描
（
書
）
き
方
が
自
然
で
、
違
和
感
が
な
い
こ
と
が
理
由

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
北
陸
地
方
の
斜
行
条
痕
に
左
下
が
り
が
多
い
事
情
が
こ
れ
で
わ
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
北
陸

地
方
の
斜
行
条
痕
は
、
土
器
を
正
立
さ
せ
た
状
態
で
付
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
続
い
て
、
右
下
が
り
の

斜
行
条
痕
が
ご
く
少
数
で
あ
る
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
左
利
き
の
製
作
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
合
理
的
に
推
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
法
は
二
つ
の
点
で
事
実
と
違
反
し
て
い
る
。

　
北
陸
条
痕
の
下
胴
部　
　

ま
ず
左
下
が
り
条
痕
が
多
い
の
は
胴
部
の
上
半
部
で
あ
っ
て
、
底
部
に
近
い
下
胴
部
の
斜

行
条
痕
は
、
右
下
が
り
が
多
い
。
北
陸
地
方
に
条
痕
土
器
の
完
器
は
少
な
い
が
、
石
川
県
鹿
島
郡
中
能
登
町
に
所
在

す
る
井
田
堂
坂
遺
跡
の
報
告
書
に
は
や
や
大
型
の
粗
製
土
器
一
個
体
分
が
拓
本
で
掲
載
さ
れ
て
い
る（

９
）（

第
２
図
１
）。

第３図　北陸地方における条痕の付設工程
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こ
れ
を
見
る
と
、
器
体
の
上
か
ら
三
分
の
二
く
ら
い
の
高
さ
ま
で
左
下
の
斜
行
条
痕
で

あ
る
が
、
そ
の
下
三
分
の
一
、
ち
ょ
う
ど
拓
本
の
紙
が
か
わ
っ
た
下
胴
部
は
、
逆
に
斜

行
条
痕
が
右
下
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
下
胴
部
の
右
下
が
り
の
条
痕
は
、
ど
の
よ

う
に
し
て
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
か
右
利
き
と
左
利
き
の
共
同
製
作
と
い

う
奇
抜
な
解
釈
を
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
土
器
の
底
部
に
は
敷
物
の
組
織
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
土

器
が
常
時
、
正
立
状
態
で
製
作
さ
れ
た
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
く
て
も
、
あ
る
段
階
で

確
実
に
正
立
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。土
器
を
水
平
な
敷
物
の
上
に
正
立
さ
せ
て
、

底
部
の
側
面
を
加
工
す
る
こ
と
は
難
し
い
作
業
で
あ
る
。
工
具
を
に
ぎ
っ
た
手
の
甲
が

底
に
つ
っ
か
え
て
、
場
所
が
狭
く
、
作
業
が
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
土
器
は
現
在
、
破
片
の
状
態
に
再
び
も
ど
さ
れ
て
、
完
器
の
状
態
で
は
観
察
で

き
な
い
が
、
実
物
を
実
見
す
る
と
底
部
す
れ
す
れ
の
位
置
ま
で
外
面
に
条
痕
が
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
報
告
書
の
図
示
ど
お
り
で
あ
る
（
こ
れ
は
本
来
、お
か
し
い
の
で
あ
っ
て
、

直
線
距
離
で
あ
る
器
高
が
、拓
本
が
示
す
輪
郭
長
と
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。し
た
が
っ

て
報
告
書
の
拓
本
は
下
が
切
ら
れ
て
い
る
か
、
上
下
の
つ
な
ぎ
合
わ
せ
の
と
こ
ろ
で
、

切
ら
れ
た
と
見
な
す
の
が
妥
当
で
、
実
際
、
下
胴
で
二
つ
に
切
ら
れ
て
い
る
）。
仮
に

製
作
者
が
狭
い
場
所
で
の
作
業
を
避
け
た
な
ら
ば
、
土
器
を
倒
立
さ
せ
、
底
部
を
上
に

す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
役
に
は
た
た
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
線
の
切
り
合
い
関
係

に
あ
る
程
度
配
慮
し
て
描
い
た
つ
も
り
の
自
分
の
実
測
図
を
右
側
に
添
え
て
お
く
（
第

2
図
２
）

　

報
告
書
の
拓
本
か
ら
も
見
て
と
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
が
、
実
物
を
観
察
す
る
と
、

下
胴
部
の
右
さ
が
り
条
痕
は
上
の
左
下
が
り
条
痕
よ
り
も
先
描
き
で
あ
る
。
左
下
が
り

第４図　金合丸遺跡から出土した条痕深鉢（１は報告書による。２は中村作図。）
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の
上
の
条
痕
を
正
立
状
態
で
付
設
し
た
と
な
る
と
、
な
ぜ
下
胴
部
で
方
向
を
変

え
た
の
か
、
と
い
う
よ
り
も
下
胴
部
が
先
描
き
な
の
で
、
な
ぜ
上
胴
部
で
方
向

を
変
え
た
の
か
、
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

下
胴
部
の
右
下
が
り
の
斜
行
条
痕
は
、
特
に
変
則
的
な
も
の
で
は
な
い
。
西

日
本
の
条
痕
と
共
通
す
る
走
向
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
解
釈
、
つ
ま
り
倒
立
状

態
で
付
設
さ
れ
た
と
理
解
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
土
器
の
下
胴
部
の
条

痕
は
下
（
底
部
側
）
か
ら
上
（
口
縁
側
）
に
引
か
れ
て
い
る
か
ら
、
胴
部
の
斜

行
条
痕
と
違
っ
て
、
右
下
が
り
に
引
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
斜
線
の

引
き
方
を
、
上
は
左
下
が
り
、
下
は
右
下
が
り
の
二
と
お
り
を
使
い
分
け
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
同
じ
利
き
手
で
可
能
で
あ
ろ

う
か
。

　
右
下
が
り
斜
線　
　

斜
線
の
引
き
方
で
、
先
に
漢
字
の
筆
画
を
例
に
左
下
が

り
を
自
然
と
し
た
が
、
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ロ
ー
マ
字
の
Ｘ

の
書
き
順
に
か
ん
し
て
は
右
下
が
り
を
先
描
き
す
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

　

斜
線
の
引
き
方
が
、
右
下
が
り
、
左
下
が
り
、
ど
ち
ら
が
優
位
で
多
数
派
か

と
い
う
問
題
は
、
個
人
の
利
き
手
に
即
し
て
い
え
ば
両
方
あ
り
う
る
の
で
は
な

い
か
。
す
な
わ
ち
手
も
し
く
は
腕
の
運
動
は
、
時
計
回
り
に
も
反
時
計
回
り
に

も
自
在
に
回
転
す
る
が
、
そ
の
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
は
左
右
の
腕
の
回
転
が
逆
方

向
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
右
利
き
の
者
が
上
か
ら
下
に
腕
を
回
転
し
斜

線
を
描
く
と
す
る
と
、
体
に
向
か
っ
て
く
る
腕
の
動
き
は
、
反
時
計
回
り
の
動

き
を
利
用
し
て
、
時
計
の
文
字
盤
の
十
二
時
か
ら
九
時
間
で
は
左
下
が
り
、
九

第５図　家ノ後遺跡から出土した条痕深鉢（１は報告書による。２は中村作図。）
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時
か
ら
六
時
の
間
で
は
右
下
が
り
に
な
る
。
ち
ょ
う
ど
平
仮
名
の
「
く
」
の
字

を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
し
た
が
っ
て
斜
線
の
傾
き
を
決
定
す
る
の
は
、
対
象
が

高
い
か
低
い
か
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
準
は
あ
ま
り
に
も
日
常
す
ぎ
て

当
の
本
人
す
ら
分
か
ら
な
い
が
、
強
い
て
い
え
ば
目
線
の
位
置
に
あ
る
で
は
な

い
か
。

　

北
陸
地
方
の
晩
期
の
条
痕
の
斜
行
方
向
は　

上
胴
部
で
左
下
が
り
、
下
胴
部

で
右
下
が
り
で
あ
る
か
ら
、
ま
る
で
「
く
」
の
字
を
描
く
よ
う
な
手
の
反
時
計

回
り
の
円
運
動
に
合
致
す
る
が
、
下
胴
部
が
先
描
き
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
下
胴
部
の
条
痕
は
、
北
陸
地
方
に
あ
っ
て
も
西
日
本
と
同
様

に
倒
立
状
態
で
、
上
か
ら
下
、
つ
ま
り
底
部
側
か
ら
口
縁
部
側
に
引
か
れ
た
こ

と
は
、胎
土
中
の
砂
粒
の
移
動
方
向
の
観
察
例
に
は
ま
だ
恵
ま
れ
て
い
な
い
が
、

条
痕
が
底
面
ぎ
り
ぎ
り
か
ら
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

こ
の
下
胴
部
の
斜
行
条
痕
が
決
ま
っ
て
右
下
が
り
に
な
る
の
は
、
目
線
よ
り
も

底
部
が
低
い
位
置
に
あ
る
こ
と
と
工
作
物
が
末
広
が
り
に
手
前
に
接
近
す
る
形

態
で
あ
る
こ
と
の
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
動
き
は
、
横
書
き
文
字

の
よ
う
に
右
か
ら
左
に
、
す
な
わ
ち
手
の
動
き
は
反
時
計
回
り
に
進
行
し
て
ゆ

く
の
が
自
然
の
動
き
と
な
る
か
ら
、投
射
さ
れ
た
器
物
と
し
て
は
正
立
状
態
で
、

時
計
回
り
の
螺
旋
形
を
描
く
。

　
西
日
本
と
北
陸　
　

西
日
本
と
北
陸
地
方
の
違
い
は
、
下
胴
部
の
条
痕
の
付

け
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
次
の
工
程
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
北
陸
地
方
で

は
下
胴
部
に
条
痕
を
付
け
て
か
ら
、
再
び
正
立
状
態
に
土
器
の
位
置
を
戻
し
、

口
縁
部
か
ら
胴
部
の
外
面
調
整
を
行
う
け
れ
ど
も
、
西
日
本
で
は
こ
の
土
器
を

ひ
っ
く
り
返
し
て
正
立
さ
せ
て
調
整
す
る
工
程
が
は
っ
き
り
し
な
い
ど
こ
ろ

か
、
倒
立
状
態
の
ま
ま
調
整
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

北
陸
地
方
の
条
痕
の
付
設
法
を
要
約
す
れ
ば
、次
の
工
程
と
な
る（
第
３
図
）。

工
程
１　

土
器
を
倒
立
さ
せ
て
、
底
部
か
ら
下
胴
部
に
向
か
っ
て
、
最
初
の
条

痕
を
付
け
る
。

工
程
２　

土
器
を
正
立
状
態
に
戻
し
て
、
口
縁
部
か
ら
下
に
向
か
っ
て
条
痕
を

反
時
計
回
り
に
付
け
る
。

工
程
３　

下
胴
と
口
縁
部
の
中
間
の
条
痕
を
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
付
け
る
。

　

最
終
の
工
程
３
は
、
底
部
と
口
縁
の
両
方
か
ら
付
設
す
る
条
痕
が
胴
部
中
央

の
余
白
を
埋
め
る
作
業
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
丈
の
低
い
土
器
で
は
、
底
部

か
ら
の
工
程
１
の
条
痕
と
口
縁
か
ら
の
工
程
２
の
条
痕
で
器
体
の
全
面
が
カ

バ
ー
で
き
れ
ば
、
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
工
程
３
は
、
右
方
向
、
反

時
計
回
り
に
進
行
す
る
工
程
２
か
ら
打
っ
て
返
し
で
作
業
に
入
れ
ば
、
逆
に
左

方
向
、
時
計
回
り
に
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
３
工
程
の
進
行
方
向
に

つ
い
て
は
、
実
際
の
土
器
で
は
ま
だ
確
認
で
き
て
い
な
い
。

　

最
初
は
何
の
こ
と
か
よ
く
分
か
ら
ず
、
製
図
し
て
い
る
最
中
も
わ
か
ら
ず
、

結
果
と
し
て
多
数
の
条
痕
土
器
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
、
以
上
の

工
程
に
気
が
付
い
た
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
、
こ
の
三
工
程
が
条
痕
調
整
の
常
套

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
糞
置
式
に
顕
著
な
弧
状
の
条
痕
が
、
実
は

手
の
円
運
動
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
軌
跡
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
永
平
寺
町
の
金
合
丸
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
管
理
番
号
16
と
番
付

さ
れ
た
糞
置
式
の
深
鉢）
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は
、
出
版
物
の
拓
本
か
ら
で
も
器
体
の
上
の
条
痕
群
と
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下
の
条
痕
群
に
二
分
で
き
る
が
、
下
の
条
痕
群
が
顕
著
な
円
弧
を
描
い
て
い
る

の
が
特
徴
で
あ
る（
第
４
図
１
）。こ
れ
に
対
し
て
上
の
条
痕
群
は
長
さ
も
短
く
、

走
向
が
縦
位
置
に
近
い
。
下
の
よ
う
な
長
い
条
痕
群
は
、
土
器
を
倒
立
さ
せ
て

反
時
計
回
り
の
手
の
運
動
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
描
き

で
あ
る
上
の
短
い
条
痕
は
、
土
器
を
正
立
さ
せ
て
、
時
計
回
り
の
手
の
運
動
を

利
用
し
て
、
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
引
い
た
条
痕
で
あ
る
。
こ
の
手
の
回
転
方

向
の
違
い
は
、
目
線
の
上
下
の
差
で
あ
っ
て
、
結
局
、
土
器
表
面
の
調
整
作
業

を
お
こ
な
う
身
振
り
の
自
然
の
選
択
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

　

悪
い
参
考
と
し
て
、
こ
の
土
器
の
線
画
の
自
分
の
作
図
例
を
隣
に
並
べ
て
み

た（
第
４
図
２
）。こ
の
線
画
は
、実
物
の
よ
う
に
胴
部
の
上
と
下
の
条
痕
を
別
々

の
ブ
ロ
ッ
ク
に
描
き
分
け
て
い
る
。
し
か
し
底
部
は
欠
損
し
て
い
る
の
で
、
下

胴
部
で
は
西
日
本
の
条
痕
土
器
の
よ
う
に
、
左
上
が
り
の
斜
行
条
痕
を
仮
想
し

て
作
図
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
物
は
底
部
か
ら
一
気
に
胴
部
の
か
な
り
上
ま

で
条
痕
を
引
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
腕
の
回
転
運
動
が
弧
状
の
条
痕
と
な
っ

た
と
見
な
す
ほ
う
が
よ
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
図
は
、
左
上
へ
左
上

へ
と
徐
々
に
作
業
が
進
行
す
る
西
日
本
の
条
痕
の
付
設
方
法
が
先
入
観
と
な
っ

て
い
る
者
が
犯
す
、
理
解
不
足
の
実
測
図
な
の
で
あ
る
。
こ
の
実
測
図
の
と
り

え
は
、
も
と
の
報
告
書
が
こ
の
土
器
の
口
縁
部
を
破
面
と
し
壺
形
土
器
と
な
る

と
こ
ろ
を
、
口
縁
部
を
も
つ
深
鉢
形
土
器
と
し
て
表
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
東
北
亀
ヶ
岡
式
の
条
痕　
　

東
北
晩
期
の
亀
ヶ
岡
式
に
伴
う
条
痕
土
器
も
、
北

陸
晩
期
の
三
工
程
と
同
じ
手
順
で
は
な
か
ろ
う
か
。
亀
ヶ
岡
式
に
伴
う
条
痕
土

器
は
、
ご
く
少
数
し
か
実
見
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
中
の
一
例
に
秋
田
県
大
館

市
郊
外
に
あ
る
家
の
後
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
深
鉢
形
土
器
が
あ
る）
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。
こ
れ
は
厳

密
に
は
亀
ヶ
岡
式
直
前
の
新
地
式
に
伴
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
遺
跡
が

晩
期
前
半
を
主
と
し
た
時
期
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
条
痕
を
付
設
す
る
大
型
深
鉢

で
は
珍
し
く
完
器
に
ち
か
い
状
態
で
残
っ
て
お
り
、
口
縁
か
ら
底
部
ま
で
調
整

が
わ
か
る
例
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、亀
ヶ
岡
式
の
条
痕
土
器
の
参
考
と
な
る（
第

５
図
１
）。
外
面
は
縦
位
置
の
条
痕
で
調
整
さ
れ
て
お
り
、
底
部
付
近
で
は
削

り
面
で
、
条
痕
が
消
去
さ
れ
る
。
自
分
の
観
察
で
は
実
測
図
の
と
お
り
（
第
５

図
２
）、
器
体
の
下
半
部
の
条
痕
が
先
描
き
で
、
上
半
分
の
条
痕
が
後
描
き
と

な
り
、
反
時
計
回
り
に
進
行
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
土
器
の
条
痕
は

北
陸
地
方
と
同
じ
工
程
で
あ
る
。　　
　

　

亀
ヶ
岡
式
に
伴
う
条
痕
土
器
は
破
片
が
多
い
の
で
、
こ
の
一
例
の
観
察
で
、

全
体
を
推
し
は
か
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
北
陸
地
方
と
同
様
、
下
胴
部
の

条
痕
は
転
倒
し
て
付
設
し
、
次
に
正
立
さ
せ
て
口
縁
か
ら
下
方
に
付
設
す
る
の

が
常
套
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
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