
律
令
期
八
・
九
世
紀
に
現
Ｊ
Ｒ
磐
田
駅
付
近
に
置
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
遠
江
国
府
は
、
九
世
紀
末
ご
ろ
西
方
豊
田
郡
に
移
転
し
た
の

ち
、
十
世
紀
後
半
に
現
見
付
の
地
に
二
転
し
た
が
、
以
後
は
現
大
見
寺
境
内
を
国
庁
域
と
し
て
定
着
し
（
次
頁
地
図
参
照
。
以
下
地
名
・
寺
社
名

等
に
つ
い
て
の
地
図
参
照
に
つ
い
て
は
い
ち
い
ち
断
ら
な
い
。
）
、
鎌
倉
時
代
に
は
同
国
庁
域
内
に
守
護
所
も
置
か
れ
、
南
北
朝
を
堺
に
国
府
の
機

一
九
八
四
年
宅
地
造
成
計
画
に
伴
い
発
見
、
現
在
発
掘
進
行
中
の
静
岡
県
磐
田
市
見
付
一
の
谷
遺
跡
は
、
つ
と
に
中
世
最
大
の
地
方
墳
墓
群
で

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
が
文
献
史
学
側
の
裏
付
探
究
が
す
す
む
に
伴
い
、
最
近
は
同
墓
地
が
平
安
中
期
以
来
の
遠
江
国
府
の
地
で
あ

り
、
鎌
倉
時
代
に
は
守
護
所
と
も
な
っ
た
遠
府
見
付
と
い
う
地
方
政
治
都
市
の
外
接
付
属
墓
地
で
あ
り
、
室
町
・
戦
国
時
代
に
は
そ
の
見
付
を
自
治

（
１
）

宿
町
に
成
長
さ
せ
た
町
人
た
ち
の
共
同
墓
地
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
私
も
先
般
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
見

（
の
＆
）

付
と
一
の
谷
墓
地
の
歴
史
を
通
観
す
る
一
文
を
草
し
た
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
こ
の
知
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
見
付
付
属
共
同
墓
地
の
空
間
的
・

構
成
的
特
徴
を
再
現
し
、
そ
の
埋
葬
形
式
か
ら
被
葬
者
即
ち
見
付
住
人
た
ち
の
親
族
構
造
が
い
か
に
読
承
取
り
う
る
か
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
試

論
を
提
出
し
、
今
後
の
同
遺
跡
の
発
掘
・
探
究
と
、
中
世
地
方
都
市
住
民
の
墓
制
・
親
族
構
造
の
解
明
の
た
め
の
布
石
と
し
た
い
。

は
し
が
き

中
世
都
市
の
共
同
墓
地
と
親
族
構
造
試
論

｜
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
一
の
谷
墓
地
と
親
族
結
合

ｌ
静
岡
県
磐
田
市
一
の
谷
遺
跡
の
発
掘
を
素
材
と
し
て
Ｉ

義
江
彰
夫

’
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能
が
消
滅
す
る
と
、
同
所
と
見
付
は
も
っ
ぱ
ら
守
護
所
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
と
な
る
。

見
付
に
国
府
が
成
立
す
る
平
安
中
期
の
十
世
紀
後
半
か
ら
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
十
四
世
紀
ま
で
の
時
代
は
、
後
述
の
よ
う
に
一
の
谷
墓
地
の

歴
史
の
上
で
も
ひ
と
纒
り
の
時
代
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
間
い
つ
か
ら
同
墓
地
が
設
定
さ
れ
た
か
。
現
存
す
る
墓
地
中
最
古
の
段
階
の
形
式
を
示
す

墳
丘
墓
及
び
付
属
土
塘
墓
の
確
認
で
き
る
初
発
時
期
は
、
十
三
世
紀
第
三
四
半
紀
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
墳
丘
墓
の
い
く
つ
か
は
先
行
す
る
十
二

世
紀
段
階
の
墳
丘
墓
を
崩
し
て
改
築
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
さ
ら
に
同
墓
域
か
ら
は
十
世
紀
末
作
製
の
灰
釉
陶
器
数
点
が
出
土
し
、
そ
の
う
ち

（
Ｑ
Ｊ
）

一
点
は
士
塘
か
ら
の
出
土
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
ぼ
疑
い
な
く
見
付
国
府
成
立
直
後
の
十
世
紀
末
に
は
一
の
谷
に
墓
地
が
設
定

さ
れ
、
以
後
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
継
続
的
に
墳
丘
墓
・
士
塘
墓
等
が
築
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
同
墓
地
の
位
置
を
都
市
見
付
と
の
空
間
関
係
か
ら
把
握
し
、
そ
の
よ
う
な
位
置
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
若
干
言
及
し
て

お
こ
う
。
ま
ず
、
一
の
谷
墓
地
は
現
在
見
付
市
街
西
北
方
の
一
隅
の
小
丘
陵
南
端
に
位
置
す
る
が
、
明
治
末
年
の
同
町
字
図
で
も
町
堺
に
外
接
す

る
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
当
該
時
代
に
国
庁
（
現
大
見
寺
）
を
中
心
と
す
る
見
付
国
府
の
外
側
西
北
方
の
一
隅
に
設
定
さ
れ
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
今
に
残
る
地
字
や
古
地
図
上
の
寺
名
記
載
な
ど
を
手
懸
り
に
復
元
す
る
と
、
当
時
こ
の
墓
地
と
国
府
は
次
の
よ
う
な
形
で
空

け
し
よ
う

間
的
に
繋
っ
て
い
た
。
即
ち
当
時
の
国
府
西
端
と
考
え
ら
れ
る
蓮
光
寺
辺
か
ら
、
死
者
葬
送
の
道
で
あ
る
化
粧
坂
が
北
々
西
に
の
び
、
や
が
て
西

方
向
に
折
れ
、
三
途
の
川
と
見
立
て
ら
れ
た
水
堀
川
を
渡
る
と
こ
ろ
に
墓
地
と
来
世
を
管
理
す
る
護
世
寺
（
後
世
寺
）
が
建
ち
、
そ
れ
を
こ
え
る

と
無
数
の
墳
墓
で
お
お
わ
れ
た
一
の
谷
墓
地
の
小
丘
陵
に
到
達
す
る
。
こ
う
復
元
す
る
と
、
当
時
同
墓
地
は
意
図
的
に
死
者
の
住
ま
う
来
世
と
し

て
、
国
府
見
付
の
外
側
に
、
両
者
を
繋
ぎ
、
切
断
す
る
道
や
川
や
寺
院
を
介
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
鮮
か
に
浮
か
び
上
っ
て
こ
よ

う
。
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
十
三
世
紀
半
ば
（
仁
治
三
年
）
に
豊
後
国
で
国
司
（
守
護
）
の
手
で
府
中
内
墓
地
設
置
禁
令
が
出
て
い
る
こ
と
（
『
鎌
倉
遺

文
』
五
九
七
九
号
）
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
外
接
付
属
墓
地
の
設
定
は
、
当
該
期
諸
国
国
府
の
一
般
的
動
向
で
も
あ
っ
た
と
考
え
う
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
位
置
に
同
墓
地
を
つ
く
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
が
近
世
以
降
畿
内

を
中
心
と
す
る
各
地
農
・
漁
・
山
村
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
両
墓
制
と
、
外
域
へ
の
墓
所
設
置
、
墓
所
へ
至
る
死
出
の
道
（
化
粧
坂
）
と
三
途
の

川
の
存
在
、
各
墓
基
が
埋
め
墓
的
性
格
を
強
く
も
ち
墓
参
の
形
跡
の
な
い
こ
と
な
ど
の
点
で
共
通
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
つ
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と
も
両
墓
制
で
は
埋
め
墓
に
対
す
る
霊
魂
供
養
の
場
と
し
て
の
参
り
墓
が
墓
石
を
伴
っ
て
集
落
内
部
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
見
付
の
ぱ

あ
い
も
、
平
安
末
期
十
二
世
紀
後
半
に
前
国
守
平
重
盛
の
手
で
建
立
さ
れ
た
国
府
鎮
護
寺
院
蓮
光
寺
が
、
一
の
谷
墓
地
を
望
む
国
府
西
端
に
あ
り
、

南
北
朝
期
に
つ
く
ら
れ
た
同
寺
鐘
銘
に
国
司
や
在
庁
ら
の
二
世
即
ち
現
世
と
来
世
（
死
後
）
の
祈
願
が
記
さ
れ
、
彼
ら
の
霊
魂
を
杷
る
位
牌
が
元

（
４
笹
）

来
同
寺
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
蓮
光
寺
が
一
の
谷
墓
地
に
葬
ら
れ
た
在
庁
た
ち
（
後
述
）
の
霊
魂
供
養
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は

疑
い
な
く
、
以
後
中
世
の
間
に
次
々
と
成
立
す
る
宣
光
寺
・
西
光
寺
・
省
光
寺
以
下
の
見
付
内
諸
寺
院
も
順
次
そ
の
性
格
を
帯
び
て
い
っ
た
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。
但
こ
の
ぱ
あ
い
、
蓮
光
寺
以
下
諸
寺
に
近
世
参
り
墓
の
如
き
墓
石
が
建
っ
て
い
た
可
能
性
は
、
現
存
諸
寺
境
内
に
中
世
以
前
に

遡
る
墓
石
類
が
あ
ま
り
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
も
、
充
分
高
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
同
墓
地
は
厳
密
な
意
味
で
の
両
墓
制
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
が
、
右
述
諸
寺
が
霊
魂
供
養
所
で
あ
る
以
上
、
位
碑
と
と
も
に
木
造
卒
塔
婆
等
が
存
在
し
た
可
能
性
は
充
分
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
種
の
墓
制
も
広
義
の
両
墓
制
、
あ
る
い
は
近
世
両
墓
制
に
先
行
す
る
先
駆
形
態
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
を
前
提
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
墓
地
形
式
の
登
場
を
支
え
た
も
の
は
、
近
世
両
墓
制
を
規
定
す
る
も
の
と
同
じ
く
、
霊

け
が

魂
を
清
浄
な
も
の
と
し
て
遺
体
か
ら
分
離
し
身
近
か
に
招
き
寄
せ
て
把
る
と
と
も
に
、
死
体
を
稔
れ
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
生
活
空
間
か
ら
排
除

し
よ
う
と
す
る
観
念
と
価
値
観
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
再
度
一
の
谷
墓
地
と
蓮
光
寺
の
空
間
関
係
に
注

目
す
る
と
、
蓮
光
寺
の
西
方
に
は
当
該
時
代
か
ら
中
世
末
ま
で
護
摩
堂
と
称
す
る
堂
宇
が
建
ち
、
機
れ
に
満
ち
た
死
者
の
発
す
る
稔
悪
の
気
が
見

付
に
侵
入
す
る
の
を
排
除
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
さ
え
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
京
都
で
は
、
す
で
に
平
安
中
期
か
ら
洛
中
に
墓
所
を
設

あ
だ
し

け
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
洛
東
・
洛
西
に
鳥
部
山
・
化
野
と
い
う
二
大
外
接
墓
地
が
つ
く
ら
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
平
安
時

代
を
通
じ
て
死
体
と
霊
魂
を
別
個
の
も
の
と
し
、
死
体
・
血
・
不
具
な
ど
を
猿
れ
と
し
て
全
面
的
に
生
活
空
間
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
観
念
が

肥
大
化
し
つ
つ
発
達
し
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
形
で
日
本
の
古
代
国
家
と
都
市
世
界
が
文
明
化
す
る
こ
と
を
象

徴
す
る
で
き
ご
と
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
見
付
で
の
か
か
る
墓
制
の
登
場
は
、
都
に
や
や
遅
れ
て
平
安
中
期
以
降
鎌
倉
時
代
に

か
け
て
、
か
か
る
観
念
と
文
明
化
が
地
方
政
治
都
市
に
拡
が
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
、
又
そ
れ
は
日
本
の
中
世
社
会
の
成
長
と
文
明
化
が
、
帝
都

の
文
化
的
達
成
に
依
存
し
、
喰
い
入
る
形
で
地
方
都
市
を
足
が
か
り
と
し
て
展
開
し
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
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同
墓
地
の
墓
制
上
の
基
本
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
墓
基
形
式
を
手
が
か
り
と
し
て
被
葬
者
の
親
族
構
造
把
握
の
た
め
の
検

討
を
行
お
う
。
平
安
中
期
以
降
鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
十
三
世
紀
末
十
四
世
紀
に
か
け
て
、
一
の
谷
墓
地
に
は
、
多
数
の
墳
丘
墓
と
そ
れ
に
付
属
す

る
士
塘
墓
や
集
石
帯
墓
が
つ
く
ら
れ
た
。
墳
丘
墓
の
現
存
数
は
約
百
八
十
余
基
、
土
壌
墓
は
約
数
百
基
、
集
石
帯
墓
は
約
十
基
で
あ
る
が
、
新
墓

基
築
造
に
伴
っ
て
破
壊
さ
れ
た
も
の
を
考
慮
す
る
と
、
当
該
期
築
造
総
数
は
各
左
右
を
か
な
り
上
ま
わ
る
数
に
な
ろ
う
。

ま
ず
墳
丘
墓
は
、
丘
陵
の
地
面
を
方
形
に
掘
り
込
ん
で
周
濠
を
つ
く
り
、
か
こ
ま
れ
た
主
体
部
中
央
に
埋
葬
部
を
掘
り
下
げ
て
遺
体
或
い
は
骨

蔵
器
に
入
れ
た
遺
骨
を
若
干
の
副
葬
品
と
と
も
に
埋
葬
し
、
そ
の
上
に
多
量
の
盛
土
を
加
え
て
土
饅
頭
型
円
墳
丘
を
築
く
と
い
う
手
順
で
築
か
れ

る
。
大
き
さ
は
外
周
数
米
か
ら
数
十
米
に
及
ぶ
も
の
ま
で
多
様
で
あ
る
が
、
現
存
墳
丘
墓
の
約
殆
に
は
主
体
部
内
左
右
又
は
主
体
部
外
接
左
右
に

一
な
い
し
三
の
埋
葬
部
や
作
付
け
墳
丘
が
加
え
ら
れ
、
周
濠
も
そ
れ
に
伴
っ
て
改
造
さ
れ
て
い
る
。
又
墳
丘
墓
の
丘
陵
上
分
布
形
態
は
、
い
く
つ

か
の
集
団
に
わ
か
れ
、
各
々
の
各
墳
丘
は
規
格
的
な
方
位
の
も
と
に
計
画
的
に
築
造
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

次
に
士
塘
墓
は
、
圧
倒
的
部
分
が
右
の
墳
丘
墓
の
周
濠
部
分
に
、
墳
丘
墓
埋
葬
後
遠
か
ら
ぬ
時
期
に
つ
く
ら
れ
、
土
葬
又
は
火
葬
で
埋
葬
さ
れ

て
い
る
。
現
存
す
る
墳
丘
墓
は
、
殆
ん
ど
が
士
塘
墓
を
伴
っ
て
お
り
、
墳
丘
墓
の
全
時
代
を
通
し
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
え
る
が
、
一
墳
丘
に
つ
き

そ
の
数
は
三
、
四
基
程
度
が
多
い
。
さ
ら
に
集
石
帯
と
は
、
最
近
調
査
が
遺
跡
北
半
部
に
及
ぶ
に
従
っ
て
約
四
十
程
見
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
墳
丘
墓
埋
葬
し
ば
ら
く
後
周
濠
を
河
原
石
で
帯
状
に
覆
っ
た
も
の
で
あ
る
。
集
石
帯
墓
と
は
こ
の
集
石
帯
の
一
角
に
一
体
分
程
度
の

遺
骨
を
埋
葬
し
た
も
の
で
あ
り
、
各
遺
骨
埋
葬
部
は
一
集
石
帯
内
で
特
に
区
画
さ
れ
ず
、
時
に
併
造
さ
れ
た
士
塘
墓
と
空
間
を
共
有
す
る
形
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
集
石
帯
墓
が
確
認
さ
れ
る
の
は
現
在
の
と
こ
ろ
十
三
世
紀
後
半
以
降
の
墳
丘
墓
十
一
例
で
あ
り
、
圧
倒
的
部
分
に
つ
い
て
は
土

塘
墓
を
共
有
し
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
集
石
帯
墓
は
十
三
世
紀
後
半
以
降
の
墳
丘
墓
の
最
終
段
階
で
、
特
定
の
墳
丘
墓
で
土
拡
墓
に
か
わ
る
も
の
と

（
５
）

し
て
出
現
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
墓
基
形
式
か
ら
、
被
葬
者
の
身
分
や
親
族
構
造
な
ど
に
つ
い
て
何
を
読
み
と
り
う
る
か
。
ま
ず
墳
丘
墓
被
葬
者
の
身
分
か
ら
み
る
と
、

形
式
や
副
葬
品
等
か
ら
直
接
立
証
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
国
府
見
付
と
の
空
間
関
係
か
ら
い
っ
て
、
被
葬
者
は
国
府
住
人
以
外
に
は
考

え
ら
れ
ず
、
か
つ
墳
丘
墓
と
い
う
規
模
や
質
か
ら
考
え
て
、
雑
役
奉
仕
を
仕
事
と
し
た
庶
人
（
手
工
業
者
・
商
人
等
）
の
筈
は
な
く
、
か
つ
四
年
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で
無
関
係
に
な
る
国
守
・
目
代
や
国
内
他
郡
に
本
貫
と
墓
地
を
も
つ
上
層
在
庁
官
人
（
い
わ
ゆ
る
官
人
身
分
、
当
国
で
い
え
ば
横
地
・
勝
間
田
氏

な
ど
）
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
以
外
の
相
応
の
身
分
の
あ
る
国
府
常
住
人
と
考
え
う
る
の
は
、
第
一
に
下
層
在
庁
官
人

（
い
わ
ゆ
る
在
庁
身
分
、
即
ち
各
種
役
所
Ⅱ
「
所
」
の
長
官
と
な
る
判
官
代
・
大
判
官
代
や
書
生
な
ど
）
で
あ
り
、
当
国
で
は
平
安
末
期
を
中
心

（
６
）

に
、
大
判
官
代
林
・
判
官
代
桧
前
・
田
所
散
位
源
・
大
判
官
代
他
田
助
□
な
ど
の
実
例
を
文
書
や
仏
像
銘
か
ら
見
出
せ
る
。
そ
し
て
、
当
国
で
は

鎌
倉
時
代
に
は
一
貫
し
て
守
護
又
は
そ
の
一
族
が
国
司
を
兼
ね
、
北
条
氏
大
仏
流
が
守
護
職
を
世
襲
し
た
の
で
、
鎌
倉
後
期
に
は
そ
の
被
官
で
見

付
常
住
と
な
っ
た
も
の
は
こ
の
被
葬
者
に
加
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
こ
の
被
葬
者
た
ち
の
親
族
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
現
存
墳
丘
墓
の
約
発
が
、
主
体
部
内
左
右
又
は
外
接
左
右
に
一
な
い
し
三
の
埋
葬

部
又
は
作
付
け
墳
丘
を
、
主
体
部
埋
葬
後
遠
か
ら
ぬ
時
期
に
追
造
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
体
部
被
葬
者
と
追
葬
者
が
同
一
身
分
・
親
族
内

に
あ
り
、
極
め
て
近
い
親
族
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
追
葬
数
が
三
を
こ
え
ず
、
多
く
が
一
・
二
で
あ
り
、
か
つ
長

い
時
を
離
て
た
も
の
が
な
い
こ
と
は
、
多
数
の
傍
系
親
族
や
直
系
卑
族
Ⅱ
地
位
継
承
者
を
含
ま
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
追
葬
者
の
第
一
に
挙
げ
う
る
の
は
妻
妾
で
あ
り
、
他
は
女
子
・
天
逝
者
な
ど
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
墳
丘
墓
被
葬
者
下

層
在
庁
官
人
・
守
護
地
付
被
官
な
ど
の
階
層
に
は
、
当
該
時
代
に
、
婚
姻
を
紐
帯
と
す
る
家
族
を
死
後
の
世
界
を
も
共
有
す
る
独
立
の
社
会
単
位

と
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
面
こ
の
種
の
追
葬
を
伴
う
墳
丘
墓
は
前
述

の
よ
う
に
全
体
の
約
弗
に
す
ぎ
ず
、
か
つ
こ
れ
を
含
め
て
殆
ん
ど
の
墳
丘
墓
は
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
、
そ
の
中
で
規
格
的
に
築
造

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
過
半
の
被
葬
者
は
ま
だ
右
の
よ
う
な
濃
密
な
家
族
Ⅱ
家
を
構
成
せ
ず
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
族
縁
的
な
い
し
地
縁
的
な

関
係
に
大
き
く
支
え
ら
れ
て
い
た
と
推
論
で
き
よ
う
。
こ
の
時
代
は
地
方
都
市
領
主
層
の
家
形
成
の
過
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
土
壌
墓
や
集
石
帯
墓
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
墳
丘
墓
の
周
濠
に
追
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ゑ
て
、
墳
丘
墓
被
葬
者
Ⅱ

見
付
国
府
在
庁
・
守
護
被
官
の
従
者
（
従
者
化
し
た
傍
系
親
族
を
含
む
）
的
身
分
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
、
土
壌
墓
は
当
該
全
時
代
を
通
し

て
存
在
す
る
の
に
、
集
石
帯
墓
は
最
後
の
十
三
世
紀
後
半
以
後
の
十
一
基
の
墳
丘
墓
に
限
ら
れ
、
か
つ
集
石
帯
と
い
う
、
ヘ
ル
ト
を
通
し
て
時
に
土

塘
墓
な
ど
と
水
平
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
上
に
す
ぐ
後
の
時
代
に
後
世
見
付
町
人
の
墓
と
し
て
発
展
す
る
縁
石
型
集
石
墓
が
出
現
し
て
い
る
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こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
士
墳
墓
は
お
そ
ら
く
一
般
在
庁
・
守
護
被
官
ら
の
従
者
の
も
の
で
あ
り
や
集
石
帯
を
も
つ
墳
丘
被
葬
者
は
特
殊
な
手
工

業
・
商
業
を
統
轄
す
る
性
格
の
つ
よ
い
新
し
い
型
の
在
庁
、
従
っ
て
集
石
帯
墓
は
そ
れ
に
率
ら
れ
た
、
後
世
見
付
町
人
の
主
要
部
分
に
成
長
し
た

よ
う
な
手
工
業
者
・
商
人
の
そ
れ
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

土
擴
墓
・
集
石
帯
墓
の
被
葬
者
た
ち
で
は
、
右
の
差
異
に
も
拘
ら
ず
、
共
通
し
て
墳
丘
墓
の
よ
う
に
特
定
近
親
者
が
限
ら
れ
た
空
間
に
追
葬
さ

れ
る
例
が
な
く
、
士
塘
墓
は
ど
れ
も
単
葬
で
あ
り
、
集
石
帯
墓
の
被
葬
者
も
単
葬
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
ら
は
お
よ
そ
そ
の
主
人
た
ち
の
よ
う
に
濃

密
な
家
族
結
合
を
形
成
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
か
れ
ら
が
本
来
属
し
た
族
縁
・
地
縁
関
係
か
ら
切
は
な
さ
れ
て
主
人
の
も
と
に
個
別
に
結
び

つ
け
ら
れ
、
編
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
後
者
Ｉ
庶
人
は
族
縁
・
地
縁
結
合
を
こ
え
た
家
族
結

合
を
死
後
を
共
有
す
る
強
さ
で
形
成
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

南
北
朝
か
ら
室
町
を
経
て
戦
国
時
代
に
至
る
時
代
は
、
見
付
が
国
府
・
守
護
所
か
ら
町
人
自
治
宿
町
に
変
貌
し
発
展
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
。
ま
ず
国
司
・
守
護
側
の
動
向
か
ら
ゑ
る
と
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
と
と
も
に
国
守
と
守
護
は
別
人
の
担
う
と
こ
ろ
と
な
り
、
各
々
南
北
朝
の
間
に

激
し
い
交
替
と
確
執
を
く
り
か
え
す
が
、
室
町
時
代
に
入
る
と
国
司
は
事
実
上
消
滅
し
て
そ
の
機
能
は
守
護
に
吸
収
さ
れ
る
。
同
国
守
護
職
は
南

北
朝
末
期
に
は
今
川
氏
の
領
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
が
、
室
町
初
期
に
管
領
尾
張
守
護
斯
波
氏
に
奪
わ
れ
て
以
来
、
自
ら
見
付
に
居
住
せ
ず

又
代
官
狩
野
氏
が
国
人
助
力
の
下
に
入
部
す
る
形
し
か
と
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
支
配
力
は
低
下
の
一
途
を
辿
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

都
市
領
主
支
配
の
弱
体
化
は
、
従
来
そ
の
手
足
と
し
て
雑
役
奉
仕
の
者
で
し
か
な
か
っ
た
見
付
常
住
の
手
工
業
者
・
商
人
・
運
輸
業
者
な
ど
町
人

に
、
経
済
的
・
社
会
的
・
政
治
的
成
長
の
条
件
を
与
え
た
。
こ
の
結
果
彼
ら
は
こ
の
間
に
全
国
的
に
生
じ
る
地
域
間
交
易
の
発
達
の
波
に
乗
り
、

遠
州
灘
の
避
難
港
か
つ
東
海
道
の
宿
駅
と
い
う
好
条
件
を
生
か
し
つ
つ
、
年
貢
割
付
・
治
安
・
防
災
か
ら
祭
礼
ま
で
を
同
町
鎮
守
惣
社
を
核
と
す

る
上
層
町
人
の
共
同
体
的
惣
・
寄
合
に
よ
っ
て
自
治
的
に
運
営
す
る
慣
行
を
つ
く
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
動
き
に
た
い
し
室
町
末
・
戦

二
室
町
・
戦
国
時
代
の
一
の
谷
墓
地
と
親
族
結
合
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以
上
二
つ
の
墓
地
の
被
葬
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
時
代
の
見
付
の
ど
の
よ
う
な
身
分
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
上
野
山
腹
麓
墓
域
か
ら

結
論
を
先
に
示
す
と
、
当
該
時
代
守
護
代
と
し
て
入
部
し
た
狩
野
・
堀
越
氏
ら
見
付
領
主
主
従
の
墓
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
老
の
記
憶

に
よ
る
と
右
の
墓
群
は
い
ず
れ
も
巨
大
な
一
石
五
輪
塔
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
数
’
十
数
の
一
石
五
輪
塔
等
か
ら
な
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
群
は
幕

末
見
付
絵
図
に
今
川
墓
所
と
記
さ
れ
た
位
置
に
一
致
し
、
同
群
の
巨
大
一
石
五
輪
墓
は
現
在
近
く
の
福
王
寺
に
移
転
保
管
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
右
の
一
群
は
一
五
三
七
年
と
一
五
六
三
月
の
二
度
に
わ
た
り
今
川
本
宗
の
手
で
見
付
で
討
殺
さ
れ
た
見
付
代
官
堀
越
貞
基
・
同
氏
延
主
従
い

国
初
の
十
五
世
紀
末
十
六
世
紀
初
頭
以
来
守
護
職
を
奪
還
し
た
今
川
氏
は
一
族
の
堀
越
氏
を
守
護
代
と
し
て
見
付
に
派
遣
し
て
見
付
支
配
の
再
建

を
は
か
り
、
町
人
と
激
し
い
確
執
を
繰
返
す
。
し
か
し
、
一
五
四
一
年
町
人
は
長
い
訴
訟
の
す
え
つ
い
に
年
貢
五
割
増
と
ひ
き
か
え
に
堀
越
氏

（
代
官
）
の
見
付
支
配
停
止
と
百
姓
職
の
名
で
の
町
人
自
治
を
獲
得
し
、
以
後
今
川
末
年
か
ら
徳
川
浜
松
・
駿
府
時
代
を
通
し
て
、
一
定
の
後
退

を
ふ
く
み
な
が
ら
も
右
の
自
治
を
保
持
し
て
ゆ
く
。

で
は
こ
の
よ
う
な
見
付
の
担
手
の
変
動
の
中
で
、
見
付
の
墓
制
は
ど
の
よ
う
に
変
っ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
一
の
谷
墓
地
の
墳
丘
墓
と
土

壌
墓
は
十
三
世
紀
末
十
四
世
紀
初
を
境
に
多
く
は
姿
を
消
す
よ
う
で
あ
る
。
又
集
石
帯
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
十
五
世
紀
に
は
消
滅
し
て
ゆ
く
よ

う
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
前
後
し
こ
の
間
に
縁
石
を
も
っ
て
一
尺
な
い
し
数
尺
四
方
の
区
画
を
か
ぎ
り
、
そ
の
内
部
に
河
原
石
を
敷
き
つ
め
て
中
央

に
焼
骨
を
埋
め
る
集
石
墓
の
群
に
変
貌
を
遂
げ
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
れ
は
丘
陵
頂
上
平
担
部
と
テ
ラ
ス
化
さ
れ
た
い
く
つ
も
の
斜
面
に
そ
れ
ぞ

れ
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
な
が
ら
、
そ
の
内
部
で
は
各
集
石
墓
が
縁
石
を
共
有
す
る
形
で
前
後
左
右
限
り
な
く
連
接
し
、
次
第
に
そ
の
数
を
増
し
な

が
ら
、
最
後
の
十
六
世
紀
末
・
十
七
世
紀
初
頭
の
時
代
に
は
、
累
積
残
存
総
数
千
六
百
余
基
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
従
っ
て
見
付
が
町
人
自
治
を

実
現
す
る
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
に
は
一
の
谷
墓
地
は
全
体
が
ほ
ぼ
こ
の
集
石
墓
で
覆
わ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
見
付
市
街
を
挾
ん
で
同
墓
地
と
百
八
十
度
反
対
、
見
付
東
南
方
上
野
山
腹
か
ら
麓
に
は
、
東
海
地
方
で
十
五
世
紀
後
半
・
六
世

紀
に
広
く
つ
く
ら
れ
た
一
石
五
輪
塔
形
式
の
墓
群
が
数
グ
ル
ー
プ
、
一
九
五
○
年
代
ま
で
姿
を
と
ど
め
て
い
た
。
従
っ
て
、
当
該
時
代
も
十
五
世

紀
後
半
以
降
に
な
る
と
見
付
に
は
一
の
谷
墓
地
と
対
称
の
位
置
に
新
た
な
墓
域
が
生
ま
れ
、
戦
国
時
代
を
通
し
て
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
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ず
れ
か
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
一
帯
に
は
数
グ
ル
ー
プ
の
墓
群
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
他
の
墓
群
の
中
に
は
お
そ
ら
く
堀
越
氏
に
先

立
っ
て
見
付
に
定
住
支
配
し
た
狩
野
氏
ら
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
当
該
時
代
見
付
に
入
部
し
て
支
配
し
た
領
主
は
、
一
の
谷
に
は
加
ら

ず
、
こ
の
よ
う
な
地
に
新
た
な
墓
域
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。

但
こ
の
領
主
墓
に
か
ん
し
て
は
、
各
墓
基
の
形
式
関
係
か
ら
身
分
・
親
族
関
係
を
立
入
っ
て
吟
味
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
討
殺
さ
れ
た
堀
越

氏
に
従
者
や
妻
子
親
族
が
ど
の
よ
う
に
加
わ
っ
て
い
た
か
を
文
献
か
ら
確
認
す
る
の
も
無
理
で
あ
る
が
、
古
老
の
記
憶
で
は
巨
大
一
石
五
輪
と
他

の
一
石
五
輪
の
形
式
差
や
位
置
関
係
ま
で
確
認
で
き
ず
、
主
従
・
妻
子
関
係
を
一
応
推
測
し
う
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
確
定
す
る
こ
と
は
無
理
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
付
町
域
の
外
側
に
墓
域
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
前
代
在
庁
ら
の
他
界
観
や
霊
魂
分
離
・
稔
忌
避
観
念
が
継
承
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
と
い
っ
て
よ
く
、
又
墓
群
が
い
く
つ
に
も
別
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
領
主
の
家
が
死
後
の
世
界
を
累
代
共
有
す
る
ほ
ど
安
定
し
た
も

の
に
な
り
き
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
一
の
谷
墓
地
は
ど
う
か
。
ま
ず
前
述
の
よ
う
に
十
三
世
紀
末
十
四
世
紀
初
を
も
っ
て
殆
ん
ど
の
墳
丘
墓
・
土
壌
墓
が
消
滅
す
る
が
、
最
近

（
７
）

の
発
掘
成
果
で
は
伴
出
土
器
の
様
式
か
ら
若
干
に
つ
い
て
は
十
四
世
紀
末
ご
ろ
ま
で
は
築
造
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
本

来
下
層
在
庁
官
人
主
従
の
も
の
で
あ
り
、
南
北
朝
ま
で
は
国
司
・
在
庁
ら
の
縮
少
し
た
形
で
の
当
国
存
在
が
確
認
で
き
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

程
度
の
存
続
は
あ
っ
た
と
見
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
は
若
干
数
の
せ
い
ぜ
い
十
五
世
紀
初
迄
の
残
存
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
当
該
時
代
一
の
谷
墓
地
の
主
役
と
な
る
の
は
集
石
墓
で
あ

る
。
集
石
墓
は
前
述
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
十
三
世
紀
後
半
築
造
さ
れ
た
特
定
の
墳
丘
墓
の
追
葬
集
石
帯
墓
を
母
体
と
し
て
、
十
三
世
紀
末
、
十

四
世
紀
初
頭
か
ら
出
現
し
て
、
次
第
に
墓
地
丘
陵
全
体
を
覆
う
よ
う
に
な
る
。
が
、
母
体
と
想
定
さ
れ
る
集
石
帯
墓
被
葬
者
が
商
人
・
手
工
業
者

等
初
期
的
町
人
と
考
え
ら
れ
、
十
五
・
六
世
紀
集
石
墓
が
丘
陵
を
覆
う
時
代
の
町
の
担
手
が
自
治
を
築
い
た
上
層
町
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
在
庁
・
守
護
代
ら
が
別
個
の
墓
基
や
墓
域
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
鎌
倉
末
期
の
先
駆
形
態
を
母
体
と
し
て
成
長
・
発
展
を
遂

げ
た
商
人
・
手
工
業
者
・
運
輸
業
者
を
中
心
と
す
る
町
人
こ
そ
が
そ
の
被
葬
者
で
あ
り
、
現
存
総
数
千
六
百
余
基
を
手
懸
り
に
推
定
さ
れ
る
一
時

代
の
墓
基
築
造
数
が
数
十
程
度
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
自
治
町
政
を
担
っ
た
上
層
町
人
と
み
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
町
人
の
出
自
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は
右
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
在
庁
や
地
付
守
護
被
官
自
身
で
南
北
朝
以
降
町
人
に
変
貌
し
て
い
っ
た
者
も
あ
り
、
と
り
わ
け
在
庁
一
員
と

し
て
国
府
鎮
守
惣
社
を
担
っ
て
い
た
同
社
家
は
十
六
世
紀
以
後
町
人
自
治
Ｉ
惣
寄
合
の
執
事
役
を
勤
め
る
家
に
転
化
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
又
他
地
域
か
ら
流
入
し
て
同
町
町
人
化
し
た
も
の
も
あ
ろ
う
。
だ
が
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
出
自
の
差
異
が
こ
の
墓
基
形
態
に
お
い
て

す
べ
て
解
消
さ
れ
、
規
模
に
し
か
差
を
見
出
せ
ぬ
集
石
墓
群
に
一
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ
の
町
人
が
出
自
の
差
を
本
質
的

に
問
題
と
し
な
い
都
市
共
同
体
を
築
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
こ
の
上
層
町
人
の
各
墓
基
が
縁
石
を
共
有
し
つ
つ
、
前

後
左
右
に
連
接
し
て
大
き
な
墓
群
を
い
く
つ
も
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
墓
群
の
性
格
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
上
層
町
人

相
互
の
結
合
関
係
が
、
死
後
に
お
い
て
も
連
鎖
的
水
平
結
合
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
強
固
な
一
撲
的
共
同
結
合
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

相
互
の
結
合
関
係
が
、
死
後
に
お
肥

で
は
こ
の
文
明
の
段
階
に
入
っ
た
町
人
の
親
族
構
造
は
、
一
の
谷
墓
地
の
あ
り
方
か
ら
ど
の
よ
う
な
形
に
変
っ
て
き
た
と
い
え
る
か
。
ま
ず
、

各
墓
基
の
多
数
の
連
接
に
よ
っ
て
丘
陵
頂
上
や
斜
面
各
テ
ラ
ス
に
形
成
さ
れ
る
墓
群
を
い
か
な
る
人
的
紐
帯
の
結
果
と
承
る
か
で
あ
る
が
、
今
断

定
的
結
論
は
出
し
え
な
い
。
丘
陵
は
全
体
と
し
て
こ
の
よ
う
な
墓
群
五
’
六
グ
ル
ー
プ
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
可
能
性
と
し
て
さ
し
あ
た
り
考
え

う
る
規
準
は
、
親
族
・
町
内
地
域
割
（
小
町
・
所
属
宗
派
な
ど
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
規
準
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、
発

掘
の
進
展
で
そ
の
点
が
見
え
て
く
る
日
を
期
待
し
た
い
。
但
、
一
般
的
に
考
え
る
と
墓
群
に
お
い
て
族
緑
結
合
の
原
理
が
ま
っ
た
く
働
か
な
い
と

は
考
え
に
く
い
の
で
、
何
ら
か
の
形
で
各
墓
群
に
族
的
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
前
代
か
ら
画
然
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
各
集
石
墓
が
縁
石
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
一
尺
’
数
尺
四
方
の
独
自
の
墓
基
区
を
も
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
又
そ
の
全
体
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
つ
い
て
は
主
体
被
葬
者
遺
骨
の
他
に
同
量
一
体
分
の
遺
骨
あ
る
い
は
少
量
の
遺
骨

界
観
や
霊
魂
分
離
・
稔
忌
避
観
が
、

と
見
る
こ
と
も
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

さ
て
一
の
谷
墓
地
が
こ
の
よ
う
に
し
て
当
該
期
を
通
し
て
自
治
を
築
い
て
見
付
の
担
手
と
な
っ
て
い
っ
た
町
人
上
層
者
た
ち
に
継
承
さ
れ
、
独

占
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
代
に
在
庁
や
守
護
被
官
ら
が
こ
の
墓
地
設
定
を
通
し
て
京
を
模
倣
す
る
形
で
獲
得
し
て
い
た
他

界
観
や
霊
魂
分
離
・
稔
忌
避
観
が
、
彼
ら
上
層
町
人
の
も
の
と
し
て
摂
取
さ
れ
、
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
形
の
文
明
の
段
階
に
到
達
す
る
に
至
っ
た

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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ど
め
よ
う
。

を
伴
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
各
墓
基
が
縁
石
で
独
自
の
区
画
を
つ
く
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
被
葬
者
が
上
層
町
人
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
町
人
の
各
経
営
体
の
自
立
が
高
ま
り
、
近
世
町
人
が
一
般
に
達
成
す
る
よ
う
な
家
的
経
営
が
形
成
し
て
き
た
こ
と
が
、
そ

の
担
手
の
墓
基
形
式
に
表
現
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
当
該
期
の
文
書
に
よ
れ
ば
奈
良
屋
某
・
米
屋
某
な
ど
屋
号
を
も
っ
た
家

的
経
営
体
を
こ
れ
ら
上
層
町
人
に
広
く
見
出
す
。
次
に
主
体
被
葬
者
（
家
主
人
）
墓
基
外
縁
に
同
量
な
い
し
内
側
に
少
量
の
追
葬
の
あ
る
事
実

は
、
十
七
世
紀
前
期
一
の
谷
墓
地
終
焉
と
と
も
に
登
場
す
る
見
付
町
内
諸
寺
院
境
内
墓
町
人
墓
石
が
し
ば
し
ば
夫
婦
や
天
逝
者
な
ど
を
共
葬
し
て

い
る
点
か
ら
み
て
、
そ
の
先
駆
形
態
を
示
す
と
承
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
の
数
が
現
存
総
数
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な

い
こ
と
は
、
近
世
前
期
寺
院
境
内
墓
で
の
合
葬
も
半
数
に
及
ば
な
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
上
層
町
人
に
お
い
て
も
右
の
如
き
経
営
体
を

妻
と
子
か
ら
な
る
、
死
後
の
世
界
を
も
共
有
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
強
固
な
家
族
と
し
て
樹
立
し
よ
う
と
す
る
志
向
は
、
当
該
最
終
段
階
の
戦
国
時

代
、
彼
ら
が
町
政
を
自
律
的
に
担
う
段
階
に
至
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
て
ま
だ
部
分
的
な
形
成
途
上
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
承
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
同
墓
基
が
一
区
画
内
に
右
の
よ
う
な
追
葬
し
か
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
父
子
代
女
の
追
葬
が
現
れ
て
い
な
い
こ
と
を

語
っ
て
い
る
が
、
近
世
境
内
墓
に
お
い
て
も
家
先
祖
累
代
墓
が
な
か
な
か
出
現
し
な
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
当
該
時
代
末
期
に
あ
ら
わ
れ
た
上

層
町
人
の
家
は
、
ま
だ
父
系
先
祖
を
把
っ
て
世
襲
化
さ
れ
た
家
の
物
質
・
精
神
的
蓄
積
を
問
題
と
す
る
段
階
に
入
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
こ
の
被
葬
単
位
Ⅱ
家
は
、
縁
石
を
共
有
す
る
族
縁
的
・
地
縁
的
結
合
関
係
に
依
然
大
き
く
依
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
町
人
は
戦
国
時
代
に
至
っ
て
、
平
安
・
鎌
倉
に
在
庁
・
守
護
被
官
ら
が
達
成
し
た
家
を
実
現
で
き
る
段
階
に
入
っ

の
で
あ
る
。
皿

な
お
以
上
の
よ
う
に
承
る
と
、
一
の
谷
墓
地
に
葬
ら
れ
な
か
っ
た
中
下
層
町
人
の
墓
地
と
親
族
構
造
が
問
題
に
な
る
が
、
現
時
点
で
は
ま
っ
た

く
具
体
化
で
き
な
い
。
一
の
谷
墓
地
丘
陵
の
下
に
家
や
個
人
の
墓
域
も
不
明
確
な
ま
ま
に
埋
葬
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
を
示
す
に
と

た
の
で
あ
る
。
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戦
国
時
代
に
全
盛
期
を
迎
え
た
一
の
谷
墓
地
と
集
石
墓
は
伴
出
土
器
・
銭
貨
な
ど
か
ら
み
て
、
十
七
世
紀
前
期
に
は
消
滅
し
、
そ
れ
と
と
も

に
、
す
で
に
中
世
の
間
に
町
人
の
参
り
墓
的
機
能
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
町
内
諸
寺
院
境
内
墓
に
、
遺
体
・
遺
骨
埋
葬
を
と
も

な
う
墓
石
が
登
場
す
る
。
私
の
予
備
的
調
査
に
よ
れ
ば
、
天
正
年
間
（
省
光
寺
）
・
元
和
年
間
（
見
性
寺
）
・
寛
永
年
間
（
西
光
寺
）
な
ど
を
古
い

例
と
し
、
以
下
十
七
世
紀
後
半
以
降
は
無
数
に
出
現
す
る
。
こ
の
事
実
は
ま
ず
、
見
付
と
い
う
都
市
空
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
段
階
で
両
墓
制

的
墓
制
が
終
り
単
墓
制
に
移
行
し
た
こ
と
、
従
っ
て
霊
魂
分
離
・
稔
忌
避
を
重
視
す
る
文
明
の
段
階
を
乗
超
え
た
合
理
精
神
の
時
代
に
入
っ
た
こ

と
を
示
す
。
次
に
、
そ
れ
に
伴
っ
て
縁
石
を
共
有
す
る
族
縁
的
・
地
縁
的
規
制
の
強
い
墓
基
形
式
か
ら
、
独
自
の
墓
域
と
墓
石
を
も
っ
て
自
立
し

た
墓
基
形
式
に
変
っ
た
こ
と
は
、
前
代
に
芽
ば
え
た
家
の
自
立
が
よ
り
本
格
化
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
但
し
、
そ
れ
が
夫
婦
一
代
墓
を
こ
え
ず
、

先
祖
累
代
型
墓
石
の
出
現
が
遥
か
に
下
る
こ
と
は
、
自
立
し
た
町
人
の
家
が
家
業
の
累
代
世
襲
と
祖
霊
祭
祀
と
い
う
物
的
・
精
神
的
蓄
積
を
必
要

と
す
る
性
格
の
も
の
に
発
展
す
る
の
に
、
な
お
長
い
年
月
を
要
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

》
淫（

１
）
『
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
中
世
墳
墓
を
考
え
る
』
（
『
歴
史
手
帳
』
十
四
’
十
一
号
）
、
『
遠
江
見
付
の
中
世
と
一
の
谷
墳
墓
群
』
一
・
二
（
諸
学
会
に
よ
る
一
の

谷
中
世
墳
墓
群
の
保
存
要
望
書
事
務
局
）
。
『
中
世
都
市
と
墳
墓
』
（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
八
年
八
月
）
。

（
２
）
拙
稿
『
国
府
か
ら
宿
町
へ
’
一
の
谷
遺
跡
を
手
懸
り
に
見
る
中
世
都
市
見
付
の
描
成
と
展
開
ｌ
』
（
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科
学
科
紀
要
『
歴
史

と
文
化
』
十
六
）
。
以
下
本
稿
で
の
考
古
学
的
・
文
献
学
的
論
述
は
そ
の
後
得
た
知
見
な
ど
断
ら
な
い
限
り
こ
の
別
稿
の
論
証
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

（
３
）
こ
の
点
本
年
五
月
見
学
時
、
発
掘
担
当
山
村
宏
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
以
下
注
（
２
）
別
稿
発
表
後
の
発
掘
に
か
ん
す
る
新
知
見
は
五
月
及
び
七
月
時
の
同

氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
厚
く
謝
意
を
表
す
る
。
な
お
各
墓
基
の
数
．
存
続
期
間
な
ど
も
、
氏
の
御
教
示
に
よ
り
（
２
）
拙
稿
段
階
の
解
釈
の
誤
り
を
訂
正
し

た
。

三
近
世
へ
の
展
望
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（
４
）
貞
治
三
年
四
月
八
日
府
中
蓮
光
寺
鐘
銘
に
「
奉
始
国
司
前
伊
与
守
源
朝
臣
真
氏
、
至
勧
進
之
壇
那
吉
政
助
盛
、
：
…
・
二
世
大
願
就
成
円
満
」
と
あ
る
。
吉

政
助
盛
は
在
庁
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
現
在
西
光
寺
に
は
、
明
治
時
代
に
蓮
光
寺
か
ら
移
さ
れ
た
一
位
牌
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
平
小
松
内
大
臣
重
盛
公
成

●
●
●
●
●

蓮
大
檀
那
神
抵
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
保
元
年
間
遠
江
国
守
で
あ
っ
た
重
盛
と
と
も
に
祀
ら
れ
て
い
る
「
大
壇
那
神
抵
」
と
は
、
右
鐘
銘
と
の
関
連
か
ら
、

在
庁
た
ち
の
霊
魂
を
さ
す
と
ゑ
て
よ
い
。
位
牌
自
体
は
後
世
の
作
で
あ
る
が
、
蓮
光
寺
で
彼
ら
の
霊
魂
供
養
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る
素
材

で
あ
る
。

集
石
帯
に
つ
い
て
は
本
年
五
月
・
七
月
見
学
時
に
山
村
宏
氏
か
ら
御
教
示
を
得
た
。

前
三
者
は
注
②
別
稿
一
三
○
頁
参
照
。
他
田
助
□
は
見
付
宣
光
寺
延
命
地
蔵
菩
薩
胎
内
銘
（
永
暦
元
年
三
月
三
日
。
静
岡
県
の
調
査
に
よ
る
。
）
。

本
年
五
月
・
七
月
見
学
時
に
山
村
宏
氏
か
ら
御
教
示
を
得
た
。

（
東
京
大
学
・
歴
史
学
）
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