
二
○
○
一
年
に
上
杉
妙
子
『
位
牌
分
け
ｌ
長
野
県
佐
久
地
方
に
お
け

る
祖
先
祭
祀
の
変
動
』
（
第
一
書
房
）
が
出
版
さ
れ
た
後
、
こ
こ
数
年
の

間
に
、
つ
ま
り
二
○
○
五
年
に
中
込
睦
子
「
位
牌
祭
祀
と
祖
先
観
』
（
吉

（
１
）

川
弘
文
館
）
が
、
二
○
○
六
年
に
は
森
本
一
彦
「
先
祖
祭
祀
と
家
の
確
立

ｌ
「
半
檀
家
」
か
ら
一
家
一
寺
全
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
が
刊
行
さ

れ
た
。
上
杉
と
中
込
は
「
位
牌
分
け
」
の
習
俗
を
対
象
と
し
た
研
究
で
あ

り
、
森
本
は
「
複
檀
家
制
（
半
檀
家
制
）
」
を
対
象
と
し
た
研
究
で
あ
る
。

異
な
っ
た
習
俗
を
対
象
に
し
た
研
究
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の

「
位
牌
分
け
」
と
「
複
檀
家
制
」
の
研
究
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら

（
２
）

の
一
連
の
研
究
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
で
「
位
牌
分
け
」
と
は
、
親
が
死
亡
し
た
と
き
に
ア
ト
ッ
ギ
で
あ

る
子
ど
も
（
一
般
的
に
は
長
男
）
だ
け
で
は
な
く
、
他
出
し
て
い
る
子
ど

位
牌
祭
祀
と
半
檀
家
制
を
め
ぐ
る
最
近
の
研
究

１
１
家
・
祖
先
祭
祀
・
女
性
の
帰
属
の
問
題
を
中
心
に
Ｉ

〔
学
界
動
向
〕

一
「
位
牌
分
け
」
を
め
ぐ
る
議
論

森
謙
二

も
達
全
員
に
位
牌
を
つ
く
り
そ
れ
を
分
け
る
習
俗
を
指
し
て
い
る
。
ア
ト

ッ
ギ
が
親
の
祭
祀
を
排
他
的
に
独
占
す
る
と
い
う
「
家
」
制
度
の
建
前
を

前
提
に
す
れ
ば
、
こ
の
習
俗
の
特
徴
は
、
祭
祀
の
子
ど
も
達
全
員
に
よ
る

共
同
承
継
で
あ
る
こ
と
、
婚
出
し
た
嫁
（
出
嫁
女
）
の
生
家
で
も
嫁
の
親

の
位
牌
が
祀
ら
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
い
わ
ば
、
家
の
枠
組
み
を
超
え

て
位
牌
が
祀
ら
れ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
評
価
す
る
か
等
が

民
俗
学
の
領
域
で
は
大
い
に
議
論
と
な
っ
た
。
こ
の
研
究
に
長
い
時
間
を

か
け
て
取
り
組
み
、
こ
の
問
題
に
一
つ
の
方
向
性
を
与
え
た
の
が
中
込
睦

子
で
あ
っ
た
。
中
込
の
「
位
牌
分
け
」
の
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
す

（
３
）

で
に
別
の
書
評
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

（
１
）
中
込
の
理
論
構
成
の
一
つ
の
柱
は
、
子
ど
も
達
が
親
を
「
し

ま
う
」
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
分
析
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
、

子
ど
も
が
親
を
「
し
ま
う
」
の
か
、
そ
れ
を
服
忌
あ
る
い
は
「
忌
掛

か
り
」
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
分
析
を
し
た
。
忌
は
、
家
を
単
位
と

し
て
掛
か
る
訳
で
は
な
く
、
死
者
と
の
関
係
、
一
般
に
は
血
縁
関
係

の
濃
淡
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
親
の
死
に
際
し
て
子
ど
も
は
も
っ

と
も
重
い
忌
が
掛
か
る
の
で
あ
り
、
忌
が
掛
か
る
子
ど
も
が
「
死
者

を
あ
の
世
に
送
る
」
と
い
う
儀
礼
に
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

「
忌
中
籠
も
り
」
と
い
う
習
俗
も
こ
の
問
題
の
中
に
位
置
付
け
た
。

（
２
）
「
位
牌
分
け
」
で
ま
つ
ら
れ
る
「
先
祖
」
と
い
う
の
も
系
譜

的
祖
先
祭
祀
が
前
提
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
一
般
に
は

「
親
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
柳
田
国
男
の
い
う
死
者
霊
の
祖
霊
化
へ

の
展
開
と
い
う
議
論
を
前
提
に
す
れ
ば
、
こ
の
習
俗
に
共
通
す
る
普
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遍
的
な
要
素
は
「
忌
中
明
け
以
前
の
「
生
仏
」
の
段
階
に
あ
る
死
者

の
祭
祀
」
で
あ
り
、
代
々
の
先
祖
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。

中
込
の
研
究
の
意
義
は
、
「
位
牌
分
け
」
の
習
俗
を
〈
家
族
の
多
様
性
〉

に
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、
「
忌
中
明
け
以
前
の
「
生
仏
」
の
段
階
に
あ

る
死
者
の
祭
祀
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
多
少
単
純
化
し
て

述
べ
る
と
す
れ
ば
、
中
込
は
「
位
牌
分
け
」
の
習
俗
に
死
者
祭
祀
の
一
形

態
を
見
て
お
り
、
こ
れ
を
系
譜
的
祖
先
祭
祀
か
ら
区
別
し
た
、
と
い
っ
て

も
良
い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
中
込
の
「
位
牌
分
け
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
、

別
の
書
評
に
お
い
て
比
較
的
詳
し
く
論
じ
た
の
で
そ
れ
を
を
参
考
に
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
上
杉
は
「
位
牌
分
け
」
を
双
系
的
祖
先
を
ま
つ
る

「
双
方
的
祖
先
（
位
牌
）
祭
祀
」
と
位
置
づ
け
、
他
方
で
は
単
系
的
な
社

会
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
（
家
や
ク
ル
ワ
に
よ
る
祭
祀
）
と
の
並
存
を
指
摘

し
て
、
こ
れ
を
祖
先
祭
祀
の
複
合
的
構
造
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
佐
久
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
複
合
的
構
造
を
上
杉
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
位
牌
」
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
死
者
は
家
の
成
員
と
婚
入
者
方
亡

親
で
あ
り
、
祭
祀
者
は
親
子
関
係
お
よ
び
姻
戚
関
係
と
い
う
二
者
関

係
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
「
墓
」
の
祭
祀
は
、
ク
ル
ワ
等
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
祭
祀
と
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
祭
祀
と
い
う
、
レ
ベ
ル

の
異
な
る
複
数
の
祭
祀
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
自
体
が
多
層
的
構
造

を
な
し
て
い
る
。
「
墓
」
の
祭
祀
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
祭

祀
者
・
被
祭
祀
者
は
家
・
ク
ル
ワ
な
ど
同
じ
集
団
の
成
員
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
墓
」
の
祭
祀
は
集
団
の
成
員
権

に
よ
り
定
義
さ
れ
る
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。
ま
た
、
「
写
真
」
は
世
帯

主
夫
婦
と
い
う
家
の
中
核
的
祖
先
の
み
を
表
象
す
る
（
上
杉
、
４
２

４
ペ
ー
ジ
）
。

ま
ず
、
「
位
牌
分
け
」
と
い
う
習
俗
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
「
他
出
子
女

に
も
亡
親
の
供
養
を
行
う
義
務
が
あ
」
り
、
「
実
家
に
帰
ら
ず
と
も
親
の

位
牌
を
祀
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
上
杉
、
“
‐
蝸
頁
）
と
い
う
こ
と
以
外
に

上
杉
は
説
明
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
子
ど
も
達
が
親
を
共
同
で
祀
る
こ
と

が
な
ぜ
「
双
方
的
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
に
つ
い
て
も
厳
密
な
検
討
は
な
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
祭
祀
の
起
点
が
死
者

（
親
）
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
祭
祀
供
養
を
行
う
べ
き
子
ど
も
達
は
死

（
４
）

者
（
親
）
か
ら
見
れ
ば
直
系
の
卑
属
で
あ
る
子
ど
も
達
で
あ
り
、
こ
の
関

係
を
「
双
方
的
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か

も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
子
ど
も
の
子
ど
も
（
孫
）
が
親
の
祭
祀

を
継
承
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
場
合
に
よ
れ
ば
父
方
・
母
方
の
双
方
の
祭
祀

を
継
承
す
る
の
で
「
双
方
的
」
と
い
う
表
現
も
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
祭
祀
が
コ
代
限
り
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
上
杉
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
上
杉
、
別

頁
）
・ま

た
、
「
位
牌
分
け
」
に
関
す
る
僧
侶
達
の
言
説
を
「
専
門
家
」
の
知

識
と
し
て
民
俗
社
会
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
に
関
し
て
も

（
上
杉
、
Ｗ
頁
以
下
・
２
２
７
頁
）
、
な
ぜ
僧
侶
達
が
家
制
度
あ
る
い
は

〈
近
代
化
〉
さ
れ
た
家
族
と
の
整
合
性
を
は
か
ろ
う
と
す
る
の
か
、
地
域
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の
僧
侶
達
の
宗
教
活
動
の
あ
り
方
や
そ
の
意
味
を
平
面
的
に
し
か
と
ら
え

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
以
降
に
登
場
す
る
上
杉
の
言
う
「
カ
ロ

（
５
）
（
６
）

－
卜
共
有
集
団
」
（
墳
墓
を
共
有
す
る
集
団
）
の
分
析
に
し
て
も
、
い
く

つ
か
の
点
で
論
証
が
必
ず
し
も
充
分
で
は
な
い
。
上
杉
は
次
の
よ
う
に
ま

と
め
る
。

佐
久
地
方
で
は
昭
和
三
○
年
代
後
半
（
一
九
六
○
～
一
九
六
四
）

以
降
、
本
家
分
家
集
団
に
よ
り
比
較
的
大
型
の
カ
ロ
ー
ト
（
納
骨
ス

ペ
ー
ス
を
備
え
た
墓
）
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
現
象

を
見
る
な
ら
ば
、
当
地
の
同
族
で
あ
る
ク
ル
ワ
が
健
在
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
墓
に
旧
来
の
社
会
組
織
原
理
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
本
分
家
カ
ロ
ー
ト
に
「
伝
統
」
を
再
生
し

よ
う
と
す
る
人
々
の
努
力
を
よ
み
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
…

（
略
）
…
し
か
し
、
本
分
家
カ
ロ
ー
ト
に
見
受
け
ら
れ
る
「
伝
統
」

も
、
実
は
近
年
の
創
造
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
…
（
略
）
…
ま
ず
厳

密
に
見
る
な
ら
ば
カ
ロ
ー
ト
共
用
集
団
と
ク
ル
ワ
と
は
似
て
非
な
る

も
の
で
あ
る
（
２
２
７
‐
９
頁
、
２
１
８
‐
９
頁
）
・

こ
の
引
用
部
分
は
文
の
三
つ
の
段
落
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
長
く

な
る
の
で
必
要
最
低
限
度
の
引
用
に
と
ど
め
た
。
誤
解
を
招
く
可
能
性
が

あ
る
の
で
で
き
れ
ば
読
者
に
は
現
物
に
あ
た
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

た
だ
、
「
カ
ロ
ー
ト
共
有
集
団
と
ク
ル
ワ
と
は
似
て
非
な
る
も
の
」
で
あ

る
と
い
い
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
カ
ロ
ー
ト
共
有
集
団
が
祖
先
祭
祀
の
単
位

に
な
り
う
る
の
か
、
こ
の
問
題
へ
の
解
答
は
上
杉
の
著
作
で
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。

ま
た
、
上
杉
は
「
墓
」
を
媒
介
に
し
た
祖
先
祭
祀
の
歴
史
的
変
化
を
問

題
と
し
な
が
ら
も
、
「
墓
」
を
媒
介
に
し
た
伝
統
的
な
祖
先
祭
祀
の
内
容

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
明
ら
か
に
し
て

い
な
い
。
上
杉
の
用
語
法
に
従
っ
て
議
論
す
れ
ば
、
「
カ
ロ
ー
ト
共
有
集

団
」
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
ク
ル
ワ
の
墓
を
媒
介
と
し
た
祖
先
祭
祀
に
つ

い
て
の
知
識
や
そ
の
意
味
的
世
界
と
、
形
成
さ
れ
た
後
の
そ
れ
ら
と
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
そ
の
内
容
の
違
い
に
つ
い
て
、
上
杉
の
著
作

の
な
か
で
は
充
分
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
杉
の
議
論
が
興
味
深
い
の
は
次
の
点
で
あ

る
、
ま
ず
、
火
葬
の
受
容
に
よ
っ
て
カ
ロ
ー
ト
を
伴
っ
た
墳
墓
を
建
立
す

る
よ
う
に
な
り
、
一
つ
の
墳
墓
に
複
数
人
の
遺
骨
を
合
葬
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
合
葬
の
単
位
は
家
族
集
団
（
家
）
で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ

り
、
そ
の
墳
墓
を
一
般
に
「
家
墓
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
一

九
六
○
年
代
の
日
本
に
お
い
て
、
ま
さ
に
家
墓
の
建
立
が
主
流
と
な
っ
た

こ
の
時
期
に
、
佐
久
地
方
や
長
野
市
周
辺
に
お
い
て
は
ク
ル
ワ
と
い
う
同

族
集
団
を
基
礎
と
し
た
合
葬
墓
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
家
墓
で
は
な
く
、
な
ぜ
ク
ル
ワ
を
基
礎
に
し
た
墓
が
建
立
さ
れ
た
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
流
の
解
釈
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
伝
統
的

な
村
落
共
同
体
（
ム
ラ
）
を
構
成
し
た
家
は
、
高
度
成
長
期
の
過
程
で
大

き
く
動
揺
し
、
崩
壊
を
始
め
た
。
祖
先
祭
祀
の
単
位
と
し
て
の
家
機
能
は

近
代
化
の
な
か
で
も
維
持
さ
れ
る
が
、
挙
家
離
村
や
ア
ト
ッ
ギ
の
流
出
に
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上
杉
は
、
問
題
設
定
に
お
い
て
「
単
系
制
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

形
で
双
系
的
祖
先
祭
祀
が
存
在
し
得
る
の
か
、
ま
た
祖
先
祭
祀
と
家
族
．

よ
っ
て
ム
ラ
の
中
で
の
家
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
状
況
に
お
か
れ
る
こ
と

に
な
り
、
ム
ラ
や
経
営
単
位
と
し
て
の
家
の
存
在
が
大
き
く
動
揺
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
し
て
、
過
疎
化
が
進
展
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
先
祖
の
墓

が
無
縁
に
な
る
不
安
や
祀
り
手
が
い
な
く
な
る
不
安
も
生
じ
て
き
た
。
そ

の
よ
う
な
状
況
下
の
な
か
で
、
も
と
も
と
祖
先
を
共
有
す
る
出
自
集
団

（
ク
ル
ワ
）
の
意
義
が
再
認
識
さ
れ
、
そ
の
集
団
に
「
墓
」
を
媒
介
と
し

た
祖
先
の
祭
祀
の
機
能
を
よ
り
多
く
委
ね
る
傾
向
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
。
個
々
人
と
ク
ル
ワ
の
間
で
、
家
の
殻
の
弱
体
化
が
始
ま
っ
た
の
で

（
７
）

あ
る
。佐

久
地
方
で
は
、
「
位
牌
分
け
」
の
よ
う
に
死
者
の
子
ど
も
達
に
よ
っ

て
担
わ
れ
る
祭
祀
供
養
と
ク
ル
ワ
と
い
う
父
系
的
な
出
自
に
基
づ
く
祖
先

の
祭
祀
が
並
存
し
て
お
り
、
こ
れ
を
上
杉
は
複
合
的
祖
先
祭
祀
と
捉
え
た
。

複
合
的
と
い
う
表
現
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と

も
異
な
っ
た
内
容
を
も
つ
供
養
・
祭
祀
が
多
元
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
位
牌
祭
祀
に
お
い
て
も
墓
の
祭
祀
に
お
い
て
も
家
と
い
う
単
位
が
重

要
な
役
割
を
果
た
さ
ず
、
祖
先
祭
祀
の
観
念
が
家
を
強
化
す
る
手
段
（
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
言
っ
て
も
良
い
）
と
し
て
の
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
、

と
い
う
の
が
上
杉
の
著
作
を
通
じ
て
私
が
見
た
も
の
で
あ
る
。

二
半
檀
家
に
つ
い
て
の
議
論

親
族
制
度
が
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
」
（
上
杉
、
詑
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
答
え
に
関
し
て
は
、
中
込
の
「
位
牌
分
け
」
に
つ
い
て
の
結

論
が
説
得
力
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
「
位
牌
分
け
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
「
忌
中
明
け
以
前
の
「
生
仏
」
の
段
階
に
あ
る
死
者
の
祭
祀
」
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
親
の
死
に
基
づ
く
死
者
の
祭
祀
は
「
位
牌
分
け
」
と

い
う
形
を
と
ら
な
く
て
も
ど
こ
に
で
も
（
そ
の
意
味
で
は
、
単
系
的
な
出

自
集
団
を
も
つ
社
会
で
も
）
存
在
し
う
る
し
、
死
者
あ
る
い
は
祖
先
の
祭

祀
は
つ
ね
に
複
合
的
（
多
元
的
な
）
な
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
「
位
牌
分
け
」
が
親
子
関
係
を
起
点
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

習
俗
と
し
て
「
位
牌
分
け
」
が
家
社
会
の
な
か
で
定
着
す
る
た
め
に
は

〈
家
〉
と
の
整
合
性
も
は
か
る
必
要
が
あ
っ
た
。
中
込
は
こ
の
様
子
を
次

の
よ
う
に
整
理
す
る
。
「
長
野
・
群
馬
な
ど
で
は
、
「
位
牌
分
け
」
に
よ
っ

て
位
牌
を
持
ち
帰
る
こ
と
は
、
特
に
婚
出
し
た
娘
に
と
っ
て
は
生
家
と
の

絆
を
断
ち
切
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
嫁
ぎ
先
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
嫁

の
婚
家
へ
の
組
み
入
れ
は
、
嫁
の
親
を
嫁
ぎ
先
の
「
先
祖
さ
ん
」
へ
組
み

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
了
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
（
中
込
、

１
０
６
‐
７
頁
）
。
上
杉
も
「
「
位
牌
分
け
」
の
作
法
は
他
出
子
女
を
実
家

か
ら
分
離
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
婚
家
か
ら
見
れ
ば
「
婚
入
者
の
帰
属
の

変
更
」
を
表
現
す
る
も
の
と
（
上
杉
、
的
‐
刈
頁
）
述
べ
て
い
る
。
こ
の

点
に
お
い
て
は
、
二
人
の
理
解
は
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
裏
返
し
の
話
と
し
て
、
「
位
牌
分
け
」
に
よ
る
出
嫁
女
の
婚
家
へ

の
組
み
入
れ
は
、
女
性
（
嫁
）
は
婚
姻
を
通
じ
て
直
ち
に
婚
家
に
所
属
を

変
更
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
婚
姻
に
よ
っ
て
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他
家
に
嫁
い
だ
と
し
て
も
出
自
の
変
更
が
さ
れ
る
と
考
え
る
人
は
い
な
い

だ
ろ
う
。
で
は
、
女
性
は
婚
姻
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
地
位
に
お
か
れ
、

ど
の
よ
う
に
婚
家
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
挑

戦
を
し
た
の
が
森
本
一
彦
の
「
半
檀
家
」
の
研
究
で
あ
る
。
森
本
は
、
第

一
章
「
生
家
と
の
つ
な
が
り
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

死
者
祭
祀
や
先
祖
祭
祀
は
伝
統
的
家
族
に
お
け
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

プ
を
象
徴
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
嫁
は
婚
家
の
一
員
と
し

て
婚
家
の
死
者
祭
祀
や
先
祖
祭
祀
に
関
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
死
後

は
婚
家
に
よ
っ
て
祭
祀
さ
れ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
出
嫁
女

の
帰
葬
・
位
牌
分
け
・
ト
ウ
マ
イ
リ
・
モ
ラ
イ
マ
ッ
リ
・
コ
ン
ゴ
ウ

マ
イ
リ
な
ど
を
み
る
と
、
嫁
は
婚
家
に
の
み
帰
属
し
て
い
た
の
で
は

な
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
生
家
に
帰
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
（
森
本
、
妬
頁
）
。
、

森
本
は
、
出
嫁
女
の
生
家
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
習
俗
を
列
挙
し
な
が

ら
、
こ
れ
ら
の
習
俗
に
つ
い
て
は
近
世
の
（
文
書
）
資
料
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、
宗
門
帳
を
含
め
て
多
く
の
資
料
が
残
さ
れ
、
数
量
化
が
可

能
な
半
檀
家
（
家
の
構
成
員
が
複
数
の
檀
那
寺
と
寺
壇
関
係
を
持
つ
習

俗
）
を
分
析
の
対
象
に
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
森
本
、
胡
‐
仙
頁
）
。
森
本

は
第
二
章
に
お
い
て
、
宗
門
改
帳
の
資
料
的
有
効
性
に
つ
い
て
議
論
し
、

半
檀
家
の
定
義
と
も
に
檀
那
寺
の
違
い
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
半
檀
家
の

類
型
）
を
親
子
関
係
と
夫
婦
関
係
に
区
分
し
て
類
型
化
し
、
学
説
史
を
整

理
し
な
が
ら
半
檀
家
の
成
立
要
因
や
半
檀
家
の
分
布
に
つ
い
て
議
論
を
展

開
し
て
い
る
。
こ
の
章
は
具
体
的
な
分
析
の
概
念
装
置
の
説
明
で
あ
り
、

第
三
章
か
ら
具
体
的
な
分
析
が
始
ま
る
。

第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
が
具
体
的
分
析
と
な
る
。
強
引
に
単
純
化
し

て
要
約
す
れ
ば
、
第
三
章
で
は
近
世
初
期
の
半
檀
家
の
半
檀
家
を
扱
い
、

入
家
者
の
檀
那
寺
が
生
家
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て
く
る
事
例
も
紹
介
し
、
第

四
章
の
近
世
中
後
期
の
半
檀
家
で
は
一
家
一
寺
へ
の
移
行
の
な
か
で
様
々

な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
示
さ
れ
、
第
五
章
で
は
一
家
一
寺
へ
の
移
行
の
な

か
で
の
寺
壇
争
論
や
藩
か
ら
の
法
令
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
森
本
の
分
析

は
詳
細
・
織
密
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
紹
介
せ
ず
単
純
化
す
る
こ
と
に
は

大
き
な
跨
踏
を
覚
え
る
。
し
か
し
、
読
者
の
た
め
に
は
誤
解
を
恐
れ
ず
に

ま
と
め
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
生
家
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て
く
る
檀
那
寺
（
持
ち
込
み
檀
那
寺
）

が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
れ
が
次
世
代
に
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ

る
か
が
問
わ
れ
る
。
初
期
の
段
階
で
は
父
系
的
半
檀
家
や
男
女
別
半
檀
家

の
傾
向
も
見
ら
れ
た
が
、
中
後
期
に
は
一
村
一
寺
に
収
數
さ
れ
て
い
く
。

そ
の
収
數
の
過
程
に
歴
史
的
な
法
則
性
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
父
系
的

半
檀
家
や
男
女
別
半
檀
家
の
選
択
も
含
め
て
「
地
域
に
根
ざ
し
た
慣
行
と

い
う
よ
り
も
、
も
っ
ぱ
ら
宗
門
改
帳
作
成
の
事
務
上
の
問
題
と
し
て
決
定

さ
れ
る
」
（
森
本
、
２
６
５
頁
）
と
い
う
。
「
事
務
上
の
問
題
」
と
い
う
の

は
、
宗
門
帳
作
成
の
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
ル
ー
ル
（
名
主

と
檀
那
寺
の
協
定
の
よ
う
な
も
の
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）
で
あ
る
。

ま
た
、
一
村
一
寺
へ
の
移
行
の
な
か
で
、
家
付
き
半
檀
家
（
入
家
者
は
生

家
の
檀
那
寺
を
持
ち
込
ま
な
い
が
、
入
家
者
は
他
の
家
族
員
と
檀
那
寺
を

異
に
す
る
形
態
）
も
登
場
し
、
最
終
的
に
一
村
一
寺
へ
と
収
數
さ
れ
て
い
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く
こ
と
に
な
る
。

森
本
は
、
半
檀
家
の
多
様
性
（
類
型
）
を
そ
の
歴
史
的
展
開
の
結
果
と

考
え
る
（
２
８
６
頁
）
。
こ
れ
ま
で
研
究
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
き
た
多

様
な
半
檀
家
の
あ
り
方
（
半
檀
家
の
分
類
や
類
型
）
は
「
持
ち
込
み
半
檀

家
」
か
ら
「
一
家
一
寺
」
へ
と
至
る
歴
史
的
変
遷
の
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
様
を
表
現
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
主
張
な
の

で
あ
ろ
う
。

半
檀
家
は
、
生
家
の
檀
那
寺
を
婚
家
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ

（
８
）

の
檀
那
寺
を
次
世
代
に
継
承
す
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
森

本
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
森
本
、
２
２
８
頁
）
。

家
制
度
の
下
で
は
、
入
家
者
は
そ
の
家
の
構
成
員
と
な
る
の
だ
か

ら
、
檀
那
寺
を
持
ち
込
ん
だ
何
世
代
か
前
の
入
家
者
は
家
の
先
祖
と

し
て
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
入
家
者
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た

檀
那
寺
に
付
随
す
る
没
個
性
的
な
先
祖
も
入
家
先
の
先
祖
に
一
体
化

さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
、
家
付
き
半
檀
家
が
残
っ

て
も
、
一
家
一
寺
と
同
様
に
家
の
先
祖
を
祭
祀
す
る
複
数
の
檀
那
寺

と
い
う
関
係
に
な
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
家
付
き
半

檀
家
の
成
立
は
、
明
治
民
法
が
理
想
と
し
た
近
代
的
な
家
を
中
心
と

す
る
先
祖
祭
祀
の
前
提
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
位
牌
分
け
」
の
時
、
出
嫁
女
の
親
の
位
牌
を
な
ぜ
婚
家
で
祀
る
の
か

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
親
の
位
牌
を
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
出
嫁
女
が

婚
家
の
人
間
に
帰
属
が
変
更
さ
れ
る
と
し
た
。
半
檀
家
で
も
、
出
嫁
女
の

檀
那
寺
を
婚
家
の
檀
那
寺
に
組
み
込
む
の
は
、
出
嫁
女
が
婚
家
の
先
祖
に

森
本
は
「
半
檀
家
は
一
家
と
し
て
先
祖
祭
祀
を
お
こ
な
う
家
と
異
な
る

も
の
」
（
森
本
、
２
５
９
頁
）
と
表
現
し
た
り
、
「
近
世
に
お
け
る
半
檀
家

の
展
開
は
、
わ
れ
わ
れ
に
家
以
前
の
家
族
・
親
族
の
あ
り
方
を
示
す
と
も

に
、
そ
れ
に
付
随
す
る
先
祖
観
の
変
化
を
示
し
て
い
る
」
（
森
本
、
２
９

１
頁
）
と
論
じ
て
い
る
。
森
本
は
、
あ
た
か
も
半
檀
家
の
下
で
は
家
が
成

立
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

私
も
ま
た
、
本
稿
の
冒
頭
で
「
ア
ト
ッ
ギ
が
親
の
祭
祀
を
排
他
的
に
独

占
す
る
と
い
う
「
家
」
制
度
の
建
前
を
前
提
に
す
れ
ば
」
と
述
べ
た
。
つ

ま
り
、
「
家
」
が
祖
先
祭
祀
の
単
位
で
あ
る
こ
と
、
「
家
」
の
家
長
が
祖
先

祭
祀
に
関
わ
る
権
利
を
排
他
的
に
独
占
す
る
こ
と
を
当
た
り
前
の
こ
と
の

よ
う
に
議
論
を
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
「
家
」
の
観
念
は
明
治

民
法
が
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
家
は
こ
の
よ
う
な
観
念
と

ズ
レ
が
あ
る
こ
と
は
明
治
民
法
制
定
当
時
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
明
治
民
法
の
制
定
時
、
法
典
調
査
会
の
な
か
で
奥
田
義

人
が
親
の
墳
墓
や
祭
具
は
戸
主
が
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
子
が
継
ぐ
と
い
う

の
が
慣
例
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
を
展
開
し
、
こ
れ
に
対
し
て
起
草
委

員
の
穂
積
陳
重
は
家
督
相
続
の
特
権
と
し
て
戸
主
に
承
継
さ
れ
る
べ
き
墳

墓
は
家
の
代
々
の
戸
主
の
墳
墓
で
あ
り
、
そ
の
他
の
墳
墓
に
つ
い
て
は
他

組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
説
明
は
実

に
よ
く
似
て
い
る
。

三
家
・
祖
先
祭
祀
・
女
性
の
帰
属
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の
家
族
員
が
承
継
し
て
も
不
都
合
で
は
な
い
と
回
答
し
、
さ
ら
に
横
田
國

臣
は
こ
の
祭
祀
条
項
に
つ
い
て
「
実
ハ
飾
リ
デ
ア
ル
」
と
ま
で
言
っ
て
い

（
９
）る

。
「
墓
」
の
承
継
が
家
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
の
も
、
い
わ

ゆ
る
〈
家
墓
〉
が
成
立
し
て
現
実
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

柳
田
國
男
や
有
賀
左
衛
門
は
、
家
を
労
働
組
織
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

労
働
組
織
と
し
て
の
家
が
い
か
な
る
意
味
で
祖
先
祭
祀
の
単
位
に
な
り
得

る
の
か
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
議
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
柳

田
は
、
実
態
と
し
て
の
家
が
労
働
組
織
（
血
縁
集
団
で
は
な
い
と
言
っ
て

（
皿
）

も
良
い
）
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
家
を
祖
霊
の
拠
り
所
と
位
置
づ

け
、
有
賀
も
ま
た
家
の
祖
先
祭
祀
の
対
象
と
な
る
の
は
「
家
を
は
じ
め
た

人
と
代
々
の
ホ
ト
ケ
様
達
」
で
あ
る
と
論
じ
た
。
お
そ
ら
く
、
柳
田
や
有

賀
に
と
っ
て
見
れ
ば
、
「
位
牌
分
け
」
や
「
半
檀
家
」
の
習
俗
は
、
彼
ら

の
描
く
家
の
祖
先
祭
祀
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
別
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
つ

（
Ⅱ
）た

。
中
込
は
「
位
牌
分
け
」
を
系
譜
的
先
祖
祭
祀
と
は
別
の
死
者
の
祭
祀

と
し
て
捉
え
、
森
本
は
「
半
檀
家
」
を
家
成
立
以
前
の
生
家
帰
属
に
基
因

す
る
問
題
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

森
本
が
「
半
檀
家
」
を
出
嫁
女
の
生
家
帰
属
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ

と
に
は
私
も
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
、
出
嫁
女
の
生
家
帰
属
一
般
の
問
題
は

そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
明
治
初
年
、
檀
那
寺
で
は
な
く
氏
神
の
帰
属

を
戸
籍
に
記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
時
（
氏
子
改
め
）
、
一
戸
一
神

社
、
家
の
構
成
員
が
同
じ
氏
神
に
帰
属
す
る
と
い
う
論
理
で
は
解
決
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
二
重
氏
子
」
「
外
氏
子
」
「
逆
氏

子
」
の
問
題
で
あ
る
。
他
村
か
ら
嫁
い
で
き
た
女
性
は
な
お
自
分
が
生
ま

れ
た
ム
ラ
の
神
社
（
出
生
を
し
て
宮
参
り
を
行
っ
た
神
社
）
の
氏
子
と
し

て
の
地
位
を
失
わ
な
い
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
。
「
氏
子
改
め
」
は
明

治
六
年
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
氏
神
の
帰
属
の
問
題
は
明
治
二

九
年
五
月
二
一
日
の
熊
本
県
の
照
会
に
対
す
る
寺
社
局
長
の
．
戸
一
神

社
に
限
る
件
」
と
す
る
回
答
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

個
々
人
の
帰
属
が
〈
家
〉
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
原
則
は
普
遍

的
な
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
明
治
九
年
に
夫
婦
別
姓
（
氏
）
の
指
令

が
出
さ
れ
た
と
き
、
太
政
官
が
結
婚
に
よ
っ
て
出
自
が
変
更
さ
れ
る
訳
で

は
な
い
と
い
う
主
張
を
し
た
の
も
、
出
嫁
女
の
帰
属
は
な
お
生
家
に
属
し

て
い
る
こ
と
（
程
度
の
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
）
を
表
明
す
る
も
の
で
あ

（
⑫
）

っ
た
。
平
安
時
代
の
妻
問
い
婚
や
帰
葬
の
問
題
、
民
俗
学
で
し
ば
し
ば
問

題
と
な
る
出
嫁
女
の
労
働
力
帰
属
の
問
題
な
ど
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考

え
る
材
料
は
、
半
檀
家
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
歴
史
的
資
料
や

民
俗
上
な
伝
承
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、
女
性
の
帰
属
を
出
自
Ⅱ
血
縁
の
問
題
と
し
て
解
消
す
る
訳
に

も
い
か
な
い
。
氏
神
へ
の
帰
属
の
問
題
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
神
社
（
氏
神
）
へ
の
帰
属
が
単
純
に
地
縁
に
よ
る
も
の
と
は
言
え
な

い
に
し
て
も
、
近
畿
地
方
に
お
け
る
宮
座
へ
の
加
入
の
問
題
と
考
え
合
わ

せ
る
と
、
血
縁
に
基
づ
く
生
家
へ
の
帰
属
か
、
あ
る
い
は
地
縁
共
同
体
で

あ
る
ム
ラ
へ
の
帰
属
と
い
う
単
純
な
二
者
択
一
で
も
理
解
で
き
な
い
問
題

を
含
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
単
系
的
な
社
会
の
な
か
で
の
女
性

（
出
嫁
女
）
の
帰
属
の
問
題
と
、
非
単
系
社
会
の
女
性
の
帰
属
問
題
は
区

（
Ｂ
）

別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
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《
汪（

１
）
中
込
と
上
杉
の
研
究
は
、
単
行
本
と
し
て
の
出
版
年
と
し

て
は
上
杉
の
研
究
が
先
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
行

本
に
所
収
さ
れ
た
論
文
の
発
表
年
と
し
て
は
中
込
の
研
究
が

先
行
し
て
い
る
。

（
２
）
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
上
杉
・
中
込
・
森
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の

著
作
の
引
用
は
、
本
文
中
に
著
者
名
と
頁
数
で
示
す
こ
と
に

し
た
い
。

（
３
）
こ
の
書
評
は
「
日
本
民
俗
学
』
第
二
五
三
号
（
日
本
民
俗

学
会
編
、
二
○
○
八
、
印
刷
中
）
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

（
４
）
森
本
は
、
「
位
牌
分
け
」
を
「
親
の
供
養
を
直
系
の
子
ど
も

だ
け
が
行
う
の
で
は
な
く
、
傍
系
も
含
め
た
す
べ
て
の
子
ど

も
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
慣
行
」
（
森
本
、
陥
頁
）
と
定
義
し
て

い
る
。
「
傍
系
を
含
め
た
す
べ
て
の
子
ど
も
」
と
は
誰
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
死
者
（
親
）
に
と
っ
て
は
子
ど
も
は

す
べ
て
直
系
の
卑
属
で
は
な
い
の
か
。
有
賀
喜
左
衛
門
は

「
嫡
系
」
と
「
傍
系
」
を
区
別
し
て
ア
ト
ッ
ギ
と
ア
ト
ッ
ギ
以

外
の
子
ど
も
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
場
合
は
ま
ず
家
が
存
在

す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
区
別
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
傍

系
」
に
対
応
す
る
用
語
は
「
直
系
」
で
は
な
く
「
嫡
系
」
で

あ
る
。

（
５
）
「
カ
ロ
ー
ト
共
有
集
団
」
と
い
う
用
語
も
奇
妙
な
表
現
で
あ

る
。
上
杉
は
カ
ロ
ー
ト
を
仏
典
に
出
て
く
る
烏
の
名
に
ち
な

ん
で
迦
陵
塔
と
い
う
漢
字
を
あ
て
る
と
す
る
説
を
紹
介
し
て

い
る
が
、
そ
の
説
の
出
所
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
な
い

（
２
２
１
頁
の
注
（
１
）
）
。
カ
ロ
ー
ト
と
は
、
「
屍
櫃
」
（
「
カ
ラ

ビ
ッ
」
あ
る
い
は
「
カ
ロ
ウ
ト
」
と
読
み
、
意
味
は
遺
体
を

入
れ
る
枢
）
か
ら
現
在
の
よ
う
な
〈
墳
墓
の
地
下
部
分
に
設

け
る
納
骨
ス
ペ
ー
ス
〉
を
意
味
す
る
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
常
識
的
な
理
解
で
あ
ろ

う
。
「
屍
櫃
」
は
通
常
の
国
語
辞
典
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
用

語
で
あ
り
、
ま
た
カ
ロ
ー
ト
も
特
定
の
地
域
の
民
俗
用
語
で

は
な
く
、
広
く
業
界
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
土
葬
か
ら
火
葬
へ
と
葬
法
が
変
わ
る
な
か
で
、
カ
ロ
ー

ト
の
施
設
を
伴
っ
た
墳
墓
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
カ

ロ
ー
ト
と
い
う
こ
と
ば
も
業
界
用
語
と
し
て
も
定
着
し
た
。

ま
た
、
浄
土
真
宗
等
火
葬
を
早
く
か
ら
受
容
し
て
い
た
地
域

で
は
、
同
族
集
団
、
村
落
共
同
体
あ
る
い
は
信
徒
集
団
が
単

位
と
な
っ
て
一
つ
の
墳
墓
を
共
有
す
る
形
態
は
、
た
と
え
カ

ロ
ー
ト
が
な
く
て
も
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
墓
の
形
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
態
の
墳
墓
を
総
墓
形
態
の
墳
墓
と
し
て
私
は

論
じ
た
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
九
○
年
代
以
降
で
は
、

墳
墓
の
継
承
者
が
い
な
い
人
達
の
た
め
に
血
縁
や
地
縁
に
こ

だ
わ
ら
な
い
墳
墓
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を

「
合
葬
式
共
同
墓
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
６
）
現
在
の
墳
墓
は
一
般
的
に
は
カ
ロ
ー
ト
を
備
え
た
も
の
が

－88－



一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
火
葬
を
受
容
し
た
後
の
墳
墓
の

形
態
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
カ
ロ
ー
ト
共
有
集
団
」
の

形
成
は
火
葬
の
受
容
が
前
提
と
な
る
。
佐
久
地
方
で
の
火
葬

の
受
容
に
つ
い
て
は
、
上
杉
は
長
野
県
の
埋
火
葬
件
数
の
推

移
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
大
雑
把
な
把
握
し
か
で
き
て
い
な

い
が
、
問
題
は
こ
の
地
域
の
火
葬
の
受
容
を
行
政
が
火
葬
を

推
進
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
上
杉
、
１

５
２
頁
）
。
こ
の
地
域
に
お
け
る
火
葬
の
受
容
に
は
（
他
の
地

域
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
が
）
、
村
落
共
同
体
の
崩
壊
に
よ
り
葬

列
を
組
み
、
墓
堀
を
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と

（
あ
る
い
は
扶
助
を
求
め
る
こ
と
が
事
実
上
困
難
に
な
っ
た
こ

と
）
が
背
景
に
あ
り
、
行
政
か
ら
の
火
葬
の
推
進
で
は
な
く
、

地
域
住
民
が
火
葬
を
受
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
情
に
も
目
を

向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
７
）
家
の
殻
が
弱
体
化
し
た
と
い
う
表
現
は
、
川
島
武
宜
の

「
家
凝
集
型
」
「
家
拡
散
型
」
と
い
う
分
析
概
念
を
踏
ま
え
て

の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
家
の
殻
が
弱
く
な
る
現
象
が
、
一

九
九
○
年
代
に
も
表
面
化
し
た
こ
と
が
あ
る
。
女
性
達
が
婚

家
の
家
墓
に
入
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
婚
家
の
墓
よ
り
実
家
の

墓
に
入
り
た
い
と
い
う
主
張
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
を
家
制
度
か
ら
女
性
の
解
放
で
あ
る
と
評
価
す
る
人
も

い
た
が
、
私
は
疑
問
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ

の
現
象
は
、
女
性
の
生
家
へ
の
帰
属
意
識
の
強
さ
を
表
明
す

る
の
も
の
で
、
家
の
殻
が
弱
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
い
慣

習
へ
の
「
先
祖
帰
り
」
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

（
８
）
檀
那
寺
の
継
承
に
、
森
本
は
財
産
相
続
と
の
関
連
も
指
摘

し
て
い
る
。
「
子
ど
も
に
異
な
る
檀
那
寺
を
継
承
さ
せ
る
時
に
、

檀
那
寺
を
維
持
す
る
た
め
の
分
限
を
継
承
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

檀
那
寺
の
継
承
と
名
跡
の
継
承
は
不
可
分
な
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
近
世
初
期
に
は
分
割
相
続
が
多
く
見
ら
れ
る

が
、
入
家
者
の
檀
那
寺
の
持
ち
込
み
に
は
、
檀
那
寺
を
維
持

す
る
た
め
の
経
済
的
裏
付
け
も
継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
」
（
森
本
、
２
８
４
‐
５
頁
）
。

（
９
）
こ
の
祭
祀
条
項
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

拙
稿
「
明
治
初
年
の
墓
地
及
び
埋
葬
に
関
す
る
法
制
の
展
開

ｌ
祖
先
祭
祀
と
の
関
連
で
」
藤
井
正
雄
他
編
『
家
族
と
墓
』

［
一
九
九
三
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
］
２
２
２
頁
以
下
。

（
Ⅲ
）
「
実
態
と
し
て
の
家
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
「
近
世

の
家
」
と
「
近
代
の
家
」
で
は
そ
の
歴
史
的
な
性
格
を
異
に

す
る
だ
ろ
う
。
「
近
代
の
家
」
の
内
容
は
、
生
産
機
能
か
ら
解

除
さ
れ
た
く
近
代
家
族
〉
で
あ
り
、
「
近
世
の
家
」
は
身
分
制

度
や
本
百
姓
体
制
に
規
定
さ
れ
た
「
株
」
と
し
て
の
家
で
あ

り
、
そ
の
家
は
「
労
働
組
織
」
と
し
て
の
実
態
を
も
っ
た
家

で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
Ⅲ
）
「
実
態
と
し
て
の
家
」
が
も
と
も
と
祖
先
祭
祀
の
担
い
手
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
祖
先
の
祭
祀
は
家
に
よ
っ
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（
過
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
「
共
同
体
（
ム
ラ
）
祭

祀
・
宮
座
・
個
人
」
の
法
社
会
史
的
考
察
」
高
橋
統
一
先
生

古
稀
記
念
論
文
集
「
性
と
年
齢
の
人
類
学
』
（
一
九
九
八
、
岩

田
書
院
）
の
「
２
二
重
氏
子
と
外
氏
子
（
Ⅱ
他
氏
子
）
」
を

け
る
結
婚
と
家
族
』
（
二
○
Ｏ

（
皿
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

秩
序
」
水
林
彪
他
編
『
法
社
〈

社
）
３
８
５
頁
以
下
を
参
照
。

参
照
。

て
担
う
べ
き
だ
と
い
う
「
信
仰
告
白
」
（
あ
る
べ
き
祖
先
祭
祀

の
姿
）
が
穂
積
や
柳
田
等
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
れ
が
「
国

民
道
徳
の
基
礎
と
し
て
の
家
」
「
倫
理
的
存
在
と
し
て
の
家
」

（
Ⅱ
「
規
範
と
し
て
の
家
」
）
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
、
私
は
位
置
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
近
代
の

家
」
江
守
五
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
歴
史
と
民
族
に
お

け
る
結
婚
と
家
族
』
（
二
○
○
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