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「女

性

論
」

の

考

古

学

*
水

野

正

好

近
時
の
考
古
学
の
著
し
い
進
展
は
、
多
く
の
分
野
に
対
し
て
詳
細
な

「
語
り
」

を
整
え
、
次
第
に
体
系
化
を
促
す
方
向

に
進
み

つ
つ
あ
る
。
「
女
性
論
」
、
と
く

に
古
代
に
お
け
る
女
性
の
在
り
方
を
め
ぐ

っ
て
も
多
く
の
資
料
が
蓄
積
さ
れ
て
お

り
、
視
座
の
展
開
と
相
侯

っ
て
種
々
の
見
解
が
叢
出
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ

う
し
た
所
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
私
見
を
中
心
に
据
え
私
な
り
の
構
造
観
で
も

っ
て

「女
性
論
」
の
考
古
学
を
語
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
縄
文
時
代

の

「
女

性
観
」

悠
久
の
時
間
の
彼
方
、
記
す
も

の
を
も
た
な
い
縄
文
時
代
、
こ
う
し
た
時
代
の

志
向
や
思
惟
、
論
理
や
観
想

の
復
原
は
考
古
学
に
付
託
さ
れ
る
と
こ
ろ
極
め
て
大

き
い
分
野
で
あ
る
。
女
性
観
を
め
ぐ

っ
て
資
料
を
検
討
し

つ
つ
そ
の
復
原
を
ま
ず

行
な
う
こ
と
と
し
よ
う
。

縄
文
時
代
の
人
々
の
住
宅
は
、
地
面
を
径
五
～
六

m
、
深
さ
数
十

㎝
掘
り
下
げ

た
内
に
炉
を
設
け
柱
を
樹
て
屋
根
を
葺
き
お
ろ
す
竪
穴
住
居
で
あ
る
。
地
面
よ
り

一
段
低
く
床
を
作
る
だ
け
に
出
入
口
が
明
確
に
定
め
ら
れ
、
住
居
の
正
面
観
と
軸

が
定
ま
る
。
出
入
口
を
入

っ
た
空
間
が
作
業
空
間
で
あ
り
、
中
心
や
や
奥
寄
り
に

炉
が
作
ら
れ
、
奥
は
神
を
祀
る
空
間
と

な

っ
て
い
る
。
住
居
の
軸
線
上
の
こ
う
し

た
空
間
配
置
に
よ

っ
て
生
じ
た
左
右
の
空
間
は
居
住
空
間
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
生
活
資
料
が
集
中
す
る
。
竪
穴
住
居
内
の
こ
う
し
た
機
能
空
間
の
構
造
的
な

配
置
を
検
討
す
る
と
、
生
活
資
料
の
在
り
方
か
ら
見
て
、
石
斧
や
石
鍛
な
ど
男
子

材
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
左
側
居
住
空
間
に
、
土
器
や
石
皿

・
磨
石
と
い
っ
た
女

子
材
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
右
側
空
間
に
集
中
す
る
と
い
っ
た
二
分
現
象
が
屡
々

見
ら
れ
る
。
勿
論
、
女

・
男
子
材
の
左
右
逆
用
の
例
も
存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、

一
住
居
内
が
中
軸
の
作
業

・
炉

・
神
座
空
間
を
軸
と
し
て
、
左

・
右
に
二

分
さ
れ
、
性
別
に
用
益
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
女
の
居
住

空
間
、
男
の
居
住
空
間
、
そ
う
し
た
二
つ
の
対
応
す
る
空
間
が
竪
穴
住
居
を
貫
徹

し
て
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

こ
こ
に

「女
」
・
「
男
」

の
在
り
方
を

問
う

一
面
が
浮
か
び
上

っ
た
の
で
あ
る
。

縄
文
時
代
の
集
落
を
発
掘
す
る
と
、
こ
う
し
た
竪
穴
住
居
が
数
多
く
発
見
さ
れ

る
が
、
二
棟
の
竪
穴
住
居
が
常
に
緊
密
に
手
を
と
り
合
い
、
五
代
、
六
代
と
長
期

に
わ
た
り
存
続
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
、
こ
う
し
た
二
棟
の
組
み
合
せ
が
三
単
位

集
ま

っ
て
集
落
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
、

一
棟
や
三
棟

を
単
位
と
す
る
例
も
あ
り
、
四
単
位
と
い
っ
た
例
も
あ
る
が
、
典
型
と
し
て
は
二

棟
三
単
位
と
い
う
型
を
も

っ
て
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

単
位
と
な
る
二
棟

の
組
み
合
せ
は
、

一
棟
に
戸
主

・
妻

・
子
女
、

一
棟
に
戸
主
の

父
母
と
兄
弟
姉
妹
を
想
定
す
る
型
が
最
も
相
応
し
い
。
こ
う
し
た
想
定
に
立
脚
す
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る
か
ぎ
り
、

一
家
族
が
構
成
す
る
二
棟

の
居
住
者
は
居
住
空
間
の
面
積
や
構
造
か

ら
見
て
五
人
前
後
、
計

一
〇
人
前
後
と
な
り
、
他
よ
り
入
り
来
た

っ
た
家
族
員
は

戸
t
の

「妻
」
と

「母
」
の
二
人
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
戸
セ
の
兄
弟
姉
妹

と
い

っ
た
父
母
と
土
ハに
あ
る
家
族
員
は

い
ず
れ
も
他
集
落
に
配
偶
者
を
も

つ
夫
婦

別
居
制
を
と
り
そ
の
子
も
妻
方
に
居
住
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従

っ

て
、
戸
t
の
妻
は
常
に
戸
セ
の

「
母
」
と
戸
セ
の

「
姉
妹
」
と
共
に
あ

っ
て
家
族

を
維
持
す
る
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
姉
妹
の
子
と
我
子
の
混
り
合
う

家
族
で
も
あ
り
複
雑
な
人
間
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
は
ト
分
に
予
想
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
戸
セ
の
妻
を
中
心
に
展
開
す
る
祭
式
に

「
」
偶
祭
式
」
が
あ
る
。
竪

穴
住
居
が
女
性
空
間
、
男
性
空
間
と
い
う
型
に
居
住
空
間
を
二
分
し
、
左
右
を
別

け
て
住
み
分
け
を
果
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
儀
礼
-
祭
式
も
ま
た
女
性
の
祭
式

と
男
性
の
祭
式
に
弁
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
男
性
祭
式
の

「石
棒
祭
式
」
に

対
応
す
る
形
で

「
土
偶
祭
式
」
が
実
修

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
石
棒
祭
式
は
、

男
茎
形
に
作
ら
れ
た
石
棒
を
め
ぐ
る
祭
式
で
あ
り
、
人
間
、
動
物
世
界
を
通
じ
て

「男
茎
」
で
も

っ
て
象
徴
的
に
そ
の
世
界
の
甦
り
を
演
ず
る
。
巨
大
な
白
色
の
男

茎
ー
石
棒
を
地
面
に
突
き
樹
て
、
犠
牲

の
血
を
灌
ぎ
肉
を
懸
け
と
い

っ
た
祭
の
日

が
続
き
、
血
は
凝
固
し
て
石
棒
に
粘
り
、
肉
は
乾
い
て
石
棒
に
纒
い
、
白
-
赤
ー

黒
ー
赤
ー
黒
と
饒
わ
し
く
彩
り
を
変
え
、
祭
の
頂
点
、
こ
の
石
棒
の
四
周
に
火
を

た
き
、
そ
の
熾
え
た
ぎ
る
中
で
石
棒
に
粘
る
血
、
纒
わ
り
つ
く
肉
が
昇
華
し
、
石

棒
は
祭
宴
果
て
る
中
で
白
色
に
還
え
る
の
で
あ
る
。
血
肉
に
よ
る
力
の
付
与
と
、

火
に
よ
る
浄
化
の
中
で
男
茎
ー
男
性
世

界
が
甦
る
の
で
あ
る
。
上
偶
も
同
様
で
あ

る
。
女
神
を
象
る
土
偶
は
作
ら
れ
た
時
は
全
て
完
全
で
あ
る
が
、
発
掘
調
査
で
見

出
さ
れ
る
t
偶
は
殆
ん
ど
が
損
じ
て
い
る
。
重
足
、
顔
や
身
を
も
ぎ
損
じ
て

「死
」

を
表
現
す
る
祭
式
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
女
神
の
殺
害
i
死
を
演
ず
る
祭
式

で
あ
り
、
上
偶
に
妊
る
様
の
形
像
が
多

い
だ
け
に
身
籠
る
母
の
死
を
通
じ
て
若
子

の
誕
生
が
期
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
竪
穴
住
居
の
左
居
住
空
間
-

男
性
空
間
に
屡
々
横
に
臥
か
さ
れ
た
石
棒
が
見
ら
れ
、
右
居
住
空
間
-
女
性
空
間

に
上
偶
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
り
配
置
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
が
、
こ
う
し
た
現
象

は
男

・
女
間
に
対
な
る
祭
祀
が
息
づ
い
て
い
た
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。

t
偶

・
石
棒
は
、
女
性
原
理

・
男
性
原
理
が
貫
く
祭
祀
で
あ
り
、
女
性
世
界
、

男
性
世
界
の
衰
弱
を
甦
ら
せ
る
重
要
な
祭
式
で
あ

っ
た
。
女
性
が
植
物
栽
培
や
果

実
の
採
集
と
い
っ
た
世
界
に
係
り
、
男
性
が
動
物
捕
獲
や
そ
の
解
体
と
い
っ
た
動

物
世
界
に
係
る
だ
け
に
、
生
計
、
生
業
に
係
る
性
別
分
業
と
重
な
り
合
い
見
事
な

対
構
造
を
と

っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
か
ぎ

り
、
竪
穴
住
居
内
の
居
住
空
間
と
言
い
、
生
業
に
係
る
性
別
分
業
と
言
い
、
あ
る

い
は
関
連
し
て
の
上
偶

・
石
棒
祭
式
と
い
い
、
共
に
等
し
く
対
比
さ
れ
る
型
、
二

分
構
造
、
対
構
造
を
示
し
て
い
る
と
説
き
う
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
対
構
造

を
超
え
る
世
界
が

一
面
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
家
の
神
」
の
在
り
方

に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
竪
穴
住
居
の
正
面
最
奥
部
に
神
座
が
見
ら
れ
る
。
壇
を
作

っ

た
り
配
石
し
た
中
に
自
然
石
の
石
柱
が
樹

っ
。
頭
太
く
根
窄
り
の
石
柱
で
あ
り
、

壇
の

一
辺
に
食
酒
を
餓
じ
た
甕
や
鉢
が
連
る
。
こ
の
自
然
石
柱
は
、
石
棒
と
同
様
、

樹
て
て
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
時
に
罹
火
し
た
も
の
も
あ
り
、
石
棒
同
様
灌
血
懸

肉
の
対
象
と
な
る
も

の
で
あ
る
。
石
棒
に
供
進
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
は
極
め
て
稀

で
あ
る
が
石
柱
は
常
に
樹
ち
供
進
を
常
に
享
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に

「家

の
神
」
「家
祖
の
神
」
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
石
柱
が
樹
物

で
あ
り

頭
太
脚
窄
の
姿
を
強
調
す
る
ト
、
灌
血
懸
肉
と
い

っ
た
石
棒
と
共
通
す
る
性
格
を

見
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
は
、
こ
の
石
柱
を
奉
斉
す
る
者
が
男
性
で
あ
り
、
男
性

世
界
に

「
家
の
神

・
家
祖
の
神
」
が
属
し
て
い
る
こ
と
を
窺
い
う
る
の
で
あ
る
。

家
神

・
家
祖
神
を
ま

つ
る
例
が
男
性
、
戸
t
に
あ
る
こ
と
を
説
い
た
が
、
さ
ら

に
重
要
な
事
実
が
見
ら
れ
る
。
縄
文
時
代
の
集
落
が
二
棟
か
ら
な
る
三
単
位
で
成

立
す
る
例
が
多
い
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
こ
う
し
た
三
単
位
が
、
中
央
に
広
い
円
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形
広
場
空
間
を
設
定
し
、
そ
の
外
周
を
三
分
し
て
各
家
族
が
占
地
す
る
形
を
摂

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
馬
蹄
形
の
集
落
を
形
成
し
、
そ
の
外
周
に
貝
塚
-
残

津
廃
棄
空
間
が
め
ぐ
る
の
で
あ
る
。
集
落
の
草
創
時
、
ま
ず
広
場
空
間
が
誕
生
す

る
。
こ
の
空
間
こ
そ
集
落

の
基
点
と
な
る
べ
き
空
間
で
あ
り
、
最
も
聖
な
る
空
間

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
円
形
広
場

の
中
心
-
聖
心
に
時
に
規
矩
雄
大
な
自
然

石
柱
が
樹

っ
の
で
あ
る
。
石
柱
は
や
は
り
頭
太
脚
窄
の
姿
を
と
り
、
根
元
を
石
囲

い
す
る
例
も
あ
る
。
罹
火
の
例
も
あ

っ
て
、
竪
穴
住
居
内

の
神
座
ー
石
柱
と
同
様
、

灌
血
懸
肉
、
供
犠
供
進
と
い
っ
た
行
為

の
中
で
祭
祀
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

物
語

っ
て
い
る
。
集
落
の
根
源
た
る
円
形
広
場
、
そ
の
聖
心
に
た
つ
石
柱
は
、
そ

の
位
置
か
ら
み
て
集
落
の
根
源
に
あ
る
神
格
、
最
も
聖
な
る
存
在
と
言

い
う
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
聖
心
に
樹

つ
神
格
が

「集
落
の
祖
神
」
で
あ
り
、
神
統
譜
の

重
要
な

一
画
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

祭
式
の
内
容
、
そ
の
形
状
な
ど
か
ら
推
察
し
て
そ
の
祭
式
を
実
修
す
る
者
が
男
性

で
あ
る
と
説
く
こ
と
も
容
易
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
家
の
神

・

家
の
祖
神
」
「
村
の
神

・
村
の
祖
神
」

の
奉
斉
と
い
う
極
め
て
重
要
な
祭
式
の
執

行
は
男
性
の
修
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て

い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
縄
文
時
代
の

宗
教
構
造
、
祭
祀
空
間
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
家
祖
、
村
祖
と
い
っ
た
性
や
生
業
を

超
え
た
神
格
、
規
範
の
根
源
た
る
神
格

の
所
掌
は
男
性
世
界
に
あ
り
、
そ
れ
が
集

落
や
家
族
の
姿
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
社
会
構
造
と
し
て
も
家
長
は

男
性
、
集
落
を
統

べ
る
者
も
選
ば
れ

て
男
性
が
こ
れ
に
当
る
と
す
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
各
地
の
調
査
で

「
土
偶
」
を
め
ぐ
る
世
界
が
次
第
に
彩
り
豊

か
に
な
り
始
め
た
。
岩
手
県
大
廻
町
立
石
遺
跡
で
は
二
九
八
点
と
い
う
多
量
の
土

偶
が
狭
い
範
囲
か
ら
集
中
し
て
発
見
さ
れ
た
。
全
て
の
土
偶
が
損
壊
し
て
お
り
接

合
し
得
な
い
と
言
う
1
土
偶
の
五
体
を
損
じ
、
そ
の

一
片

一
片
を
村
の
中
の
凹
地

に
次
々
と
配
り
、
や
が
て
最
後
の

一
片
が
こ
の
聖
な
る
地
-
死
し
た
土
偶
を
葬
り

甦
り
を
願
う
場
に
持
ち
こ
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
上
偶
の
中
に
規
矩

の
大
小
が
極
め
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
町
の
宮
沢
遺
跡
で
は

一
層
卓

抜
し
た
規
矩
を
も

つ
大
土
偶
が
単
独
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
土
偶
を
め
ぐ
る
神
統

譜
の
中
に
大
土
偶
-
中
土
偶
-
小
土
偶
と
い
っ
た
構
造
が
息
づ

い
て
い
た
可
能
性

を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
造
が
男
性
世
界
の

「
樹
物
」
の
構
造
ー
立
石

(村
祖
)
・
石
柱

(家
祖
)
・
石
棒

(性
別
生
業
神
)
と
対
に
な
る
女
性
世
界
の

「土
偶
」
の
構
造
-
大
土
偶

(
村
祖
)
・
中
土
偶

(家
祖
)
・
小
土
偶

(
性
別
生

業
神
)
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
、
或
い
は
男
性
世
界
の
性
別
生
業
に
係
り
会
う
石

棒
と
対
に
な
る
女
性
世
界
の
性
別
生
業
に
係
る
土
偶
と
し
て
把
え
、
大

・
中

・
小

土
偶
の
在
り
方
を
土
偶
祭
式
の
整
備
に
基
く
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
は
必
ず

や
将
来
論
議
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
前
者
の
所
説
が
受
け
容
れ

ら
れ
た
場
合
で
も
広
場
の
聖
心
に
樹

つ
立
石
、
住
居
最
奥
の
聖
座
に
樹

つ
石
柱
と

い
っ
た

「
場
」
と

「
供
献

・
供
進
」
を
享
け
る
祭
式
の
姿
は

「土
偶
」
世
界
に
は

見
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
集
落
を
統
べ
家
を
司
る
神
は
立
石

・
石
柱
に
表
徴
さ

れ
る
男
性
世
界
に
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

女
性
世
界
と
男
性
世
界
を
対
比
す
る
時
、
性
差
に
よ
る
双
分
原
理
が
重
要
な
機

能
を
果
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
植
物
-
籠
り
に
力
を
得
て
の
甦
り
、

動
物
-
血
肉
に
力
を
得
て
の
甦
り
、
そ
う
し
た
背
景
が
土
偶
と
石
棒

の
根
底
に
流

れ
、
対
構
造
を
形
づ
く

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
は
宗
教
面
の
み
に
見

ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
各
種
分
野
に
深
く
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
縄
文
時
代
前

期
に
女
性
の
装
身
具
と
し
て
成
立
し
た
映
状
耳
飾

・
貝
製
腕
飾
は
男
性
に
は
見
ら

れ
ず
、
「
耳

・
腕
飾
る
女
性
」
「耳

・
腕
飾
ら
ぬ
男
性
」
と
し
て
興
味
深

い
対
構

造
を
提
示
し
て
い
る
。
縄
文
時
代
晩
期
と
な

っ
て
も

「耳

・
腕
飾
る
こ
と
多
き
女

性
」
と

「
耳

・
腕
飾
る
こ
と
少
な
き
男
性
」
と
い
っ
た
傾
向
が
色
濃
く
漂

っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
対
構
造
の
貫
徹
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「腰
飾
」
着
装
例

は
男
性
に
圧
倒
的
に
多
く
、
叉
状
角
器
の
形
を
と
る
の
に
対
し
、
数
多
い
女
性
例
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は
鉤
状
突
起
を
も
た
ぬ
管
状
品
に
限
定

さ
れ
る
と
言
う
。
「
腰
飾
る
こ
と
多
き
男

性
」
「
腰
飾
る
こ
と
少
き
女
性
」
と
い

っ
た
対
構
造
が
働
き
、
そ
の
ト
、
形
に
性

別
の
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
耳

・
腕
」
に
意
識
の
赴
く
女
性
、
「
腰
」

に
意
識
の
赴
く
男
性
と
い
っ
た
性
別

に
双
分
さ
れ
る
意
識
構
造
も
ま
た
注
目
す
べ

き
事
象
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
性
差
に
も
と
つ
く
相
違
と
は
異
る
分
野
に
社
会
的
地
位
に
基
く
か
と

想
わ
れ
る
差
異
が
男
女
両
世
界
と
も

に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
成
人
に
至
る
段
階

で

「
抜
歯
」
と
い
っ
た
通
過
儀
礼
を
必
要
と
す
る
縄
文
時
代
は
、
被
抜
歯
率
は
極

め
て
高
い
も
の
が
あ
る
。
男

・
女
と
も
抜
歯
の
痛
苦
を
経
て
は
じ
め
て
成
人
と
見

倣
さ
れ
、
神
話
や
祭
儀
を
知
り
狩
猟
、
農
耕
に
加
わ
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
抜
歯
を
検
討
し
て
春
成
秀
爾
氏
は
東
海
～
中
国
地
方
の
縄
文
晩
期
の
基
本
と
な

る
抜
歯
型
式
と
し
て
、
h
顎
左
右
犬
歯

(8
巳
器

け○
○
窪

11
0
)

だ
け
を
抜
去
し

ド
顎
歯
を
抜
去
し
な
い
0
型
、
h
顎
両
犬
歯
の
抜
去
に
加
え
て
、
ド
顎
中

・
側
切

歯

(言
9
。。霞

11
H
一
・
一
ト・)
四
本
を

抜
去
す
る
41
型
、
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
て

F
顎
両
犬
歯
を
も
抜
去
す
る
凸
卜。○
型

、
ド
顎
両
犬
歯
を
抜
去
す
る
㏄
型
、
そ
れ

に
加
え
て
F
顎
中

・
側
切
歯

一～
三
本

を
抜
去
す
る
b。
○
卜。
H型
の
五
型
式
を
あ
げ

た
。
こ
う
し
た
五
つ
の
抜
歯
型
式
中
、
叉
状
研
歯
と
係
り
合
う
抜
歯
型
式
は
四

一

型
系
列
に
多
く
、
2
C
型
系
列
に
は
少

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
叉
状
研
歯
は

抜
歯
時
残
し
た
歯
に
フ
ォ
ー
ク
状
に
刻

み
目
を

つ
け
る
特
異
な
歯
牙
加
1
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
人
目
を
惹
く
叉
状
研
歯

の
持
ち
主
が
四

一
型
系
列
の
抜
歯
者
に
偏

り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
叉
状
研
歯
の
持
ち
主
が
、
男
性
の
場
合
は
腰
飾
り
を
装

着
、
女
性
の
場
合
は
耳
飾

・
腕
飾
り
を
装
着
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

装
身
具
で
身
を
飾
る
男
女
は
特
に
他
と
区
別
さ
れ
た
社
会
的
地
位
に
あ
る
も
の
で

あ
り
、
四

一
型
系
列
の
抜
歯
を
施
し
、
さ
ら
に
残
る
歯
に
叉
状
研
歯
を
施
す
と
い
っ

た
動
き
を
も

つ
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

は
縄
文
社
会

の
内
が
均
質
で
は
な
く
、
宗

教
的
に
も
社
会
的
に
も
、
ま
た
緩
や
か
な
意
味
で
の
政
治
h
で
も
他
と
区
別
さ
れ

卓
越
し
た
地
位
に
置
か
れ
る
男

・
女
が
識
別
さ
れ
て
存
在
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
女
性

・
男
性
両
世
界
に
通
じ
て
抜
歯
が
あ
り
、
通
じ
て
叉
状
研

歯
が
見
ら
れ
る
事
実
は
、
卓
越
し
た
女
性

・
男
性
が
土
ハに
同
じ
シ
ン
ボ
ル
で
も

っ

て
他
を
区
別
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
性
ご
と
に
対
構
造
を
貫
徹
し
て
い

る
情
景
が
復
原
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
性
別
的
対
構
造
と
社
会
的
地
位
に
も
と
つ
く
差
異
を
検
討
し
た
場
合
、

お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
縄
文
時
代
の

「女
性
観
」
が
浮
か
び
上

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

集
落
の
祖
神
を
め
ぐ
る
広
場
聖
心
の
立
石
祭
式
や
、
住
居
の
家
祖
を
め
ぐ
る
神
座

と
そ
の
石
柱
祭
式
は
確
か
に
男
性
の
所
掌
す
る
所
で
あ

っ
た
。
供
犠

・
供
進
の
品

も
男
性
世
界
に
息
づ
く
も
の
で
あ
り
、
神
の
象
徴
た
る
立
石

・
石
柱
も
共
に
男
茎

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
村
祖
や
家
祖
の
意
を
問
い
、
意
に

そ

っ
て
の
動
き
を
決
断
す
る
も
の
と
し
て
卓
越
し
た
男
性
の
存
在
が
あ

っ
た
こ
と

は
十
分
に
推
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
集
落
を
統
率
す
る
こ
う
し
た
男
性
は
例

え
ば
叉
状
研
歯
を
施
し
腰
飾
を
装
う
姿
を
と
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
相
似
た
女
性

の
姿
-
叉
状
研
歯
を
施
し
耳

・
腕
を
飾
る
者
が

一
方
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
女

性
を
統
率
す
る
だ
け
で
な
く
、
男
性
統
率
者
と
対
と
な
り
、
共
に
村
を
仕
切
り
、

家
を
司
る
の
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
こ
う
し
た
男

・
女
の
場
合
は
常
に
対
構
造
を
と

り
二
者
合
せ
て
集
落

・
家
が
あ
り
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
の

集
落
員
の
関
心
は
、
男

・
女
に
明
確
に
双
分
さ
れ
、
装
身
の
様
な
ど
に
顕
著
な
性

差
が
認
め
ら
れ
た
。
生
業

・
信
仰
に
お
い
て
も
、
す
で
に
起
居
の
空
間
に
あ

っ
て

も
男

・
女
の
性
差
が
顕
然
と
し
て
辿
り
得
る
の
で
あ
る
。
男

・
女
両
世
男
を
弁
別

す
る
中
で
両
性
は
共
存
し
え
た
の
で
あ
り
、
止
ハに
等
し
き
も
の
、
相
対
す
る
も
の

と
し
て
息
づ
い
た
の
で
あ
る
。
映
状
耳
飾
着
装
女
性
骨
を
多
く
検
出
し
た
大
阪
府

国
府
遺
跡
で
は
、
映
状
耳
飾
着
装
女
性
が
二
体
ず
つ
接
し
て
葬
ら
れ
る
傾
向
を
見

せ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
墓
域
の
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
、

一
家
族
の
姉
妹
な
り
、

一
家
族
の
母
と
嬢
と
い
っ
た
形
が
想
定
さ
れ
、
「
家
」
に
挟
状
耳
飾
装
着

の
流
れ
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が
あ

っ
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
快
状
耳
飾
が
卓
越
し
た

「家
」
の
女
性
に
与

え
ら
れ
た
も
の
と
見
倣
す
な
ら
ば
、
「家
」
を
め
ぐ
る
女
性
の
地
位
の
相
伝
と
い
っ

た
事
実
も
ま
た
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

二
、
弥
生
時
代
の

「
女
性
観
」

縄
文
時
代
、
女
性

・
男
性
の
性
差
は
極
め
て
顕
然
た
る
も
の
が
あ

っ
た
。
生
業

に
あ

っ
て
は
植
物
と
動
物
、
祭
式
に
あ

っ
て
は
h
偶
祭
式
と
石
棒
祭
式
、
座
席
に

あ

っ
て
は
左
と
右
、
全
て
の
面
で
こ
う
し
た
二
分
す
る
論
理
と
対
構
造
が
息
づ
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な

こ
と
は
、
こ
う
し
た
対
構
造
が
政
治
的
な

対
構
造

の
型
を
と
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
縄
文
時
代
を
通
じ
て
こ
う
し
た
在
り
方
が

貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
在
り
方
を

一
変
さ
せ
る
時
代
が
来
る
。
弥
生
時
代
の
は
じ
ま
り
、
弥

生
社
会
の
成
立
が
そ
れ
で
あ
る
。
長
い
期
間
、
極
東
の
孤
島
と
し
て
大
陸
と
の
交

渉
を
も
た
ず
、
内
な
る
力
で
創
造
を
重
さ
ね
、
そ
れ
な
り
に
燗
熟
し
た
文
化
を
築

き
L
げ
た
縄
文
社
会
を

一
瞬
に
衝
き
崩
す

「新
し
い
思
惟
」
体
系
が
中
国
、
韓
国

を
経
て
こ
の
孤
島
に
斎
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「新
し
い
思
惟
」
体
系
の
担

い
手
は
漢

・
韓
人
で
あ
り
、
彼
地
の
思
惟
を

「
人
」
が
伝
え
た
の
で
あ
る
。
漢

・

韓
人
の
移
動
は
か
な
り
の
人
数
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
は
二
極
を
形
づ
く

っ
た
。

一

は
北
九
州
で
あ
り
、

一
は
畿
内
で
あ

っ
た
。
移
動
の
究
極
地
は
畿
内
で
あ
り
移
動

の
中
枢
は
畿
内
に
定
住
し
た
も

の
と
見
て
よ
く
、
途
時
の
重
要
な
拠
点
と
し
て
北

九
州
に

一
班
を
置
く
形
を
摂

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
情
景
が
間
も
な
く
、
倭
国

中
枢
と
大
率
と
い
っ
た
国
家
機
構
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
政

治
」
や

「
セ
従
」
と
い
っ
た
想
い
の
強

い
文
化
が
弥
生
文
化
で
あ
り
、
そ
う
し
た

彩
り
に
包
ま
れ
た
時
代
が
弥
生
時
代
で
あ
る
。

こ
の
弥
生
時
代
の

「
女
性
観
」
を
め
ぐ
る
資
料
に
墓
地
が
あ
る
。
著
名
な
山
口

県
上
井
ケ
浜
遺
跡
は
弥
生
時
代
の
前
期
か
ら
中
期
に
及
ぶ
墓
地
で
あ
る
が
、
数
多

く
の
人
骨

の
発
見
が
見
ら
れ
る
。
興
味
ぶ
か
い
こ
と
に
、
こ
の
墓
地
の
人
骨
の
配

置
を
見
る
と
、
全
体
が
頭
を
東
に
し
て
葬
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
詳
細
に
検

討
す
る
と
、
頭
の
方
向
の
僅
か
な
相
違
か
ら
幾

つ
か
の
グ
ル
ー
プ
が
弁
別
さ
れ
る

こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
煙
草
乾
燥
小
屋
を
中
心
と
し
て
見
た
場
合
、
西
の

一

群
、
北
の

一
群
、
東
の
五
群
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
各
群
を
具
体
的
に
検
討

す
る
と
そ
こ
に

「
夫
婦
」
が
想
定
さ
れ
る
二
体
の
男
女
の
並
葬
例
が
指
摘
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
北
の

一
群
で
は
三
〇
八

・
三
〇
九
号
人
骨
、
四
〇
九

・
四

一
〇
号
人

骨
、
三

一
一
・
四
〇
八
号
人
骨
が
そ
れ
で
あ
り
、
東
方
五
群
中
に
も
二
三
五

・
二

三
六
号
人
骨
、
二
二
五

・
一
二
七
号
人
骨
な
ど
な
お
幾
例
か
の
並
葬
例
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
並
葬
例
の
中
に
は
四
〇
九

・
四

一
〇
号
例
の
よ
う
に
小

児
男
性
を
成
人
女
性
四

一
〇
号
胸
L
に
配
葬
し
た
例
、
二
二
五

・
一
二
七
号
人
骨

例
の
よ
う
に
小
児
女
性
を
成
人
女
性

一
二
七
号
人
骨
脚
脇
に
配
葬
し
た
例
、
或
い

は
二
三
五

・
二
三
六
号
人
骨
例

の
よ
う
に
小
児
男
性
を
成
人
女
性
二
三
五
号
人

骨
の
脇
に
配
葬
し
た
例
な
ど
が
あ
り
、
こ
う
し
た
男
女
並
葬
例
は

「夫
婦
」
で
あ

り
、
小
児
は
夫
婦
間
の
子
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
夫
婦
中
の
先
葬
者

の
埋
葬
位
置
を
正
し
く
確
認
す
る
こ
と
な
く
並
葬
し
た
事
例
と
考
え
ら
れ
る
例
も

多
く
、
先
に
葬
ら
れ
た

「
父
」
の
足
許
な
り
脇
、
或
い
は
頭
L
に
小
児
を
埋
葬
し

た
例
や
、
先
に
葬
ら
れ
た

「
母
」
の
足
許
や
脇
、
或
い
は
頭
上
に
小
児
を
埋
葬
し

た
例
も
見
ら
れ
る
。
従

っ
て
土
井
ケ
浜
遺
跡
の
墓
地
は
、
夫
婦
と
そ
の
間
に
誕
生

し
た
小
児
の
有
機
的
な
縁
に
よ
る
埋
葬
が
普
遍
化
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
各
グ

ル
ー
プ
を
見
る
と
必
ず
し
も
こ
う
し
た

「
夫
婦
と

小
児
」
ば
か
り
で
な
り
た
つ
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
北
群
で
は
北
に
四

一
四
～
四

二
〇
号
人
骨

(全
て
男
性
成
人
骨
)
が
偏
在
し
て
見
ら
れ
、
東
第

一
群
の
北
に
設

け
ら
れ
た
組
合
式
石
棺
中
に
は

一
三
六
～

一
四
〇
号
人
骨

(全
て
男
性
成
人
骨
)

が
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
男
性
成
人
の
偏
在
し
た
葬
地
も
確
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
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七
井
ケ
浜
遺
跡
の
墓
地
は
、
こ
う
し
た

「夫
婦
-
小
児
を
含
む
」
墓
と
成
人
男

性
墓
の
二
種
の
組
合
せ
か
り
成
り
た

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
が
各
群
の
中
心

を
占
め
、
後
者
が
脇
に
偏
在
す
る
形

で

「
群
」
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
だ
け
に
夫
婦
並
葬
が
中
心
意
識
に
あ
り
、
男
性
別
墓

(列
葬
)
が
脇
意
識
と
し

て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
ぼ

「
群
」
の
全
容
が
理
解
で
き
る
三
群
を
取
り
L

げ
、
「
群
」
の
性
格
を
検
討
し
よ
う
。
東
第
五
群
は
八
×
五

m
と
い
う
狭

い
長
方

形
の
墓
域
を
も
ち
、
内
に

一
〇
四

・
一
〇
九
号
夫
妻
と
二
人
の
小
児
、

一
三
二

・

一
三
二
号
夫
妻
、
二
〇

・
一
九
号
夫
妻
、
石
棺
内
に
葬
ら
れ
た

一
〇

一
号
夫
と
小

児
、

一
〇
二
号
人
骨
と
い
う
四
組
の
夫
婦
墓
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
東
二
群
は
八

×
六

m
の
墓
域
を
も
ち
、
南
側
に
二
五
〇

・
二
四
ゴ
.号
夫
妻
と
小
児
、
二
三
六

・

ニ
ゴ
.五
号
夫
妻
と
小
児
、
北
側
に
二
二
κ

・
]
ニ
ヒ
ロ75
夫
妻
と
小
児
、

一
二
五

・

z
号
夫
妻
と
小
児
、
.
、四
ヒ
号

・
z
号
夫
妻
の
五
組
の
夫
婦
墓
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
本
群
に
北
接
す
る
組
合
式
石
棺
中
か
ら
五
体
の
成
人
男
性
骨
の
発
見
が
あ
り
、

夫
婦
五
組
と
区
別
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
成
人
男
性
の
姿
が
辿
れ
る
の
で
あ
る
。

同
様
な
事
例
が
北
群
で
あ
る
。
四

一
三

・
三
〇
八
号
夫
妻
と
小
女
、

z
・
三

一
〇

号
夫
妻
、
四
〇
八

・
ご
、
一
一
号
夫
妻

・
四
〇
九

・
四

一
〇
号
夫
妻
と
小
児
と
い
っ

た
四
組
以
L
の
夫
妻
墓
と
、
こ
れ
ら
か
ら
区
別
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
北
域
の
四

一
四
～
四
二
〇
号
成
人
男
性
の
姿
が
辿
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
土
井
ケ
浜
遺
跡

の
墓
地
が
、
墓
地
を

い
く
つ
か
の
墓

域
に
分
け
、
家
族
に
川
益
さ
せ
て
い
る
様
が
読
み
と
れ
、
併
せ
て
四
～
五
夫
妻
を

並
葬
し
、
時
に
小
児
を
共
葬
す
る
型
を
基
本
と
す
る
事
実
が
浮
か
び
ト
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
四
～
五
夫
妻
が
同
時
に
生
存
し
た
夫
妻
で
は
な
く
時
間
の
継
起
に

従

っ
て
葬
ら
れ
て
い
く
世
代
別
の
夫
妻

で
あ

っ
た
可
能
性
が
強
い
。
弥
生
時
代
前

期
か
ら
中
期
に
至
る
時
間
の
四
～
五
世
代
の
夫
妻
墓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
墓
地
に
示
さ
れ
る

「
夫
妻
」
の
絆
の
強
さ
は
注
目
す
べ
き
事
実

で
あ
る
。
戸
セ
と
そ
の
妻
と
い
っ
た
在
り
方
は
縄
文
時
代
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
墓
地
に
明
確
に
反
映
す
る
の
は
弥
生
時
代
と
と
も
に
始
ま
る
の
で
あ

る
。
死
後
に
お
け
る
夫
妻
共
生
の
想
い
を
反
映
す
る
重
要
な
現
象
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
現
象
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
夫

・
妻
と

は
別
に
あ
る
夫
の
兄
弟
、
姉
妹
の
葬
、
或
い
は
夫
妻
間
の
成
人
男
女
性
の
葬
が
如

何
な
る
形
を
と
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
仮
り
に
先
き
に
夫

妻
と
し
た
も
の
の
中
で
対
偶
者
の
埋
葬
の
な
か

っ
た
事
例
を
検
討
す
る
と
、
東
五

群
で
は
石
棺
内
に
小
児
を
伴

っ
て
葬
ら
れ
て
い
る

一
〇

一
号
成
人
男
性
、
東
二
群

の

一
二
五

.
二
四
ヒ
号
成
人
男
性
、
北
群
の
二

一
〇
号
成
人
女
性
が
指
摘
さ
れ
る

が
、

一
二
五
号
成
人
男
性
は
南
接
し
て
小
児
を
追
葬
し
た
石
組
が
あ
り
成
人
の
被

葬
者
が
想
定
さ
れ
、
二
四
七
号
成
人
男
性
も
北
脇
の
追
葬
者
を
配
慮
し
て
南
寄
り

に
葬
ら
れ
て
お
り
、
三

一
〇
号
成
人
女
性
、

一
〇

一
号
成
人
男
性
の
み
が
夫
な
り

妻
を
明
証
し
え
な
い
例
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
東
二
群

・

北
群
に
見
ら
れ
る
偏
在
す
る
成
人
男
性
群
の
存
在
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
東
二
群
の
組
合
式
石
棺
の
五
体
は

一
体
が
壮
年
、

一
体
が
熟
年
、

三
体
が
老
年
に
属
す
る
男
性
と
さ
れ
て
お
り
、
北
群
も
七
体
全
て
が
成
人
男
性
の

単
独
埋
葬
で
あ
る
。
こ
う
し
た
成
人
男
性
が
戸
主
の
兄
弟
で
あ
り
、
時
に
は
戸
主

の
f
息
で
あ

っ
た
可
能
性
が

つ
よ
い
の
で
あ
る
。
で
は
戸
主

(夫
)
の
姉
妹
に
つ

い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
北
群
で
は
組
合
式
石
棺
に
葬
ら
れ
た
成
人
女
性
が
墓

域
東
北
隅
に
単
独
埋
葬
さ
れ
、
東
五
群
で
も
墓
域
の
東
北
隅
に
外
接
し
て
装
身
具

を
着
用
し
た
成
人
女
性
の
単
独
埋
葬
が
見
ら
れ
る
。
戸
主
姉
妹
中
の
極
め
て
卓
越

し
た
女
性

の
葬
で
あ
る
こ
と
は
組
合
式
石
棺
、
装
身
具
か
ら
も
読
み
と
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

以
ト
の
分
析
か
ら
種
々
の
視
点
が
拓
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第

一
に
指
摘

さ
れ
る
重
要
な
事
実
は

「戸
主
夫
妻
」
の
優
越
と
そ
う
し
た
関
係
の
長
年
の
維
持

に
あ
る
。
墓
域
は
本
来
戸
主
数
代
の
用
益
を
期
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
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の
で
あ
る
。
第
二
に
指
摘
さ
れ
る
事
実
は
小
児
は
そ
の
死
に
当

っ
て

「
戸
主
夫
妻
」

の
側
近
に
葬
ら
れ
る
の
を
常
と
し
、
常

に
追
葬
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
特

に
小
児
男
子
の
追
葬
が
多
く
女
子
追
葬

例
は
極
め
て
少
い
。
性
差
に
基
く
と
こ
ろ

が
大
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
第
三
に
指
摘
さ
れ
る
事
実
は
戸
主
と
戸
主
の
兄
弟

間
に
は
極
め
て
大
き
い
格
差
-
社
会
的
区
別
が
あ
り
、
兄
弟
は
常
に
墓
域
脇
、
外

に
、
妻
子
を
伴
う
こ
と
な
く
単
人
で
葬

ら
れ
る
と
い
っ
た

一
面
を
も
つ
。
第
四
に

指
摘
さ
れ
る
事
実
は
、
戸
主
の
姉
妹
は
殆
ん
ど
こ
の
墓
域
に
埋
葬
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
特
殊
な
権
能
を
も

っ
た
姉
妹
の
み
が
、
時
に
組
合
式
石
棺

な
ど
に
葬
ら
れ
る
の
が
、
そ
の
葬
地
は
墓
域
脇
、
外
で
あ
り
、
戸
主
兄
弟
の
葬
ら

れ
る
空
間
に
等
し
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
戸
主
兄
弟
以
b
に
戸
主
姉
妹
が
低
く
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

十
井
ケ
浜
遺
跡
の
墓
地
を
通
じ
て
、
中
国

・
韓
国
を
経
て
我
国
に
至

っ
た
新
し

い
文
化
-
弥
生
時
代
の
家
族
の
実
態
を
瞥
見
し
た
が
、
そ
れ
は
縄
文
時
代
の
家
族

と
は
大
き
く
異
る
も
の
で
あ

っ
た
。
男
女
は
対
構
造
の
根
源
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け

に
常
に
対
置
さ
れ
る
発
想
の
中
に
息
づ

い
て
い
た
し
、
そ
の
間
に

「
共
に
あ
る
者
」

と
し
て
そ
の
存
在
価
値
を
相
互
に
強
く
認
識
し
合
い
二
者
平
等
に
近
い
関
係
に
あ

っ

た
社
会
が
、
対
構
造
を
政
治
的
構
造
に
組
み
入
れ
、
L
ド
の
関
係
、
支
配
被
支
配

の
関
係
に
絡
み
合
せ
た
型
の
社
会

へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は

中
国
で
は
既
に
確
立
し
て
い
た
論
理
で
あ
り
、
社
会
構
造
で
あ

っ
た
し
、
弥
生
社

会
は
母
胎
た
る
彼
地
の
こ
う
し
た
政
治
的
な
構
図
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
胚
胎
す
る

形
で
弥
生
社
会
が
成
立
し
展
開
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
土
井

ケ
浜
遺
跡
の
墓
地

に
見
ら
れ
た

「
戸
主

・
妻
」
i

「
戸
主

の
兄
弟

・
戸
主
の
姉
妹
中
の
卓
越
し
た
女

性
」
1

「
戸
主
の
姉
妹
」
と
い
っ
た
明

確
な
埋
葬

に
見
る
差
は
、
家
族
の
中
に

「
一
つ
の
政
治
論
理
」
が
貫
徹
し
て
い
る
事
実
を
如
実
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
性
世
界
が

「
戸
主
」
を
基
準
に
両
分
さ
れ

「
妻
」
た
る
世
界
が
生
み
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
戸
主
の
妻
た
り
得
な
か

っ
た
姉
妹
は
家
族
中
の
最
も
低
い
位
置

に
置
か
れ
、
通
い
来
る
男
性
と
の
間
に
生
れ
る
子
供
と
も
ど
も
、
常
に
戸
主
に
従

属
す
る
に
近
い
状
況
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

山
口
県
土
井
ケ
浜
遺
跡
で
の
こ
う
し
た
所
見
を
下
敷
し
て
、
畿
内
中
枢
部
に
見

ら
れ
る
墓
制
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
中
国

・
韓
国
を
経
て

一
部
を
北
九
州
に
留

め
大
挙
し
て
到
り
着
い
た
人
々
の
畿
内
の
上
陸
地
は
河
内
の
地
で
あ
り
、
居
し
た

地
は
奈
良
-
大
和
ー
で
あ

っ
た
。
こ
の
河
内
の
地
は
当
時
、
内
湾
の
良
港
で
あ
り
、

倭
国
の
表
玄
関
、
主
港
津
と
し
て
息
づ
き
、
多
く
の
漢

・
韓
人
を
配
し
、
機
構
を

整
備
し
て
そ
の
維
持
に
努
め
る
地
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
河
内
の
地
に
成
立
し
て

来
る
墓
制
が

「
方
形
周
溝
墓
」
と
呼
は
れ
る
墓
制
で
あ
る
。
著
名
な
東
大
阪
市

・

瓜
生
堂
遺
跡
第
二
号
方
形
周
溝
墓
、
第

一
四
号
方
形
周
溝
墓
を
取
り
上
げ
検
討
し

よ
う
。
第
二
号
方
形
周
溝
墓
は

一
六
×

一
一
m
の
規
模
を
も

つ
方
形
周
溝
墓
で
あ

り
、
頂
部

一
一
×
五

m
の
平
坦
面
中
央
に
ま
ず
二
棺
が
並
葬
さ
れ
、
次
に
、
そ
の

間
に

一
棺
、
平
坦
面
端
に

一
棺
と
東
西
軸
で
四
棺
が
並
び
、
後
、
平
坦
面
東
端
と

西
端
に
そ
れ
ぞ
れ
二
棺
ず
つ
、
計
四
棺
が
南
北
軸
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
他
、
平
坦

面
の
周
縁
か
ら
墓
丘
斜
面
に
壺
棺
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
木
棺
は
成
人

を
葬
る
規
矩
を
も

つ
だ
け
に

一
対
四
組
、
計
八
棺
の
埋
葬
は
注
目
す
べ
き
在
り
方

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
二
号
方
形
周
溝
墓
の
造
営
は
中
央
の

一
対
の
木

棺
の
被
葬
者
の
死
を
契
機
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
戸
主
夫
妻
」

の
棺
と
し

て
墓
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
続
く
三
次
に
わ
た
る

一
対
の
追
葬
者
は
そ

の
類
縁
の
者
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
戸
主
の
兄
弟
が
妻

と
共
葬
さ
れ
る
場
合
と
戸
主
の
子
息
-
次
代
の
戸
主
を
継
承
し
な
か

っ
た
子
息
が

妻
と
共
葬
さ
れ
る
場
合
、
戸
主
四
代
が
妻
と
共
葬
さ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
「
妻
」
と
し
て
戸
主
-
夫
と
同
居
す
る
女
性

を
対
象
に
し
た
葬
の
姿
が
そ
こ
に
は
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
壺
棺
が
小
児
葬

の
棺
具
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
こ
う
し
た
夫
妻
の
棺
の
外
側

・
周
縁
に
分

布
す
る
こ
と
も
ま
た
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
戸
主
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の
姉
妹
の
葬
棺
は
な
く
、
明
確
に
区
別

さ
れ
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
隣
接
す
る
第
九
号
方
形
周
溝
墓
は

一
棺
、
や

や
平
坦
面
の

一
方
に
片
寄
り
葬
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
空
間
の
広
い
東
側

に

「
妻
」
が
葬
ら
れ
、
二
棺
並
葬
と
な

る
姿
が
期
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
方
形
周
溝
墓
の
世
界
も
、

一
つ
の
変
遷
史
を
も

つ
。
第

一
四
号
方
形

周
溝
墓
は
そ
う
し
た
展
開
の
方
向
を
示
す
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
周
溝
墓
平
坦
面

中
央
に

一
棺
が
配
置
さ
れ
、
こ
の
被
葬
者
が
本
方
形
周
溝
墓
造
営
の
機
縁
と
な

っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
並
葬
さ
れ
る

「妻
」

の
姿
は

な
い
。
仮
り
に
同
軸
の

一
棺
が
妻
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
位
置
は
第
一
、
・
九
口75
方

形
周
溝
墓
の
よ
う
な
中
軸
を
分
け
て
左
右
と
い
っ
た

「強
い
絆
の
夫
妻
」
関
係
を

.小
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
遠
慮
が
ら
に
配
置
さ
れ
る

「弱
い
絆
で
し
か
な
い

夫
妻
」
関
係
を
示
す
も
の
と
、..口
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
両
端

の
各

一
棺
も
も
は
や

「夫
妻
」
と
い
っ
た
型
を
と
ら
ず
、

一
棺
ず

つ
別
葬
す
る
戸
L
の
チ
息
と
い
う
べ

き
関
係
が
読
み
と
れ
、
彼
ら
の
姿
は
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論

こ
う
し

た
在
り
方
は
、
時
間
軸
だ
け
で
な
く
階
層
軸
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、
卓
越

し
た
家
族
の
場
合
、
単
に
.戸
主
の
み
で
な
く
そ
の
子
息
な
ど
も
妻
を
同
居
さ
せ
る

型
が
と
ら
れ
、

一
般
的
な
家
族
の
場
合
は
単
に
戸
セ
の
み
が
妻
と
同
居
し
、
他

の

男
性
は
妻
と
同
居
し
え
な
い
型
が
と
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
前
者

の
場
合
は
瓜
生
堂
第
二
号
方
形
周
溝
墓

に
近
い
型
、
後
者
の
場
合
は
第
九
号
方
形

周
溝
墓
に
近
い
型
の
方
形
周
溝
墓
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

方
形
周
溝
墓
は
、
河
内
に
始
ま
る
倭
国
の
墓
制
で
あ
り
、
倭
国
が
各
地
に
拡
汎

し
て
い
く
政
治
的
な
墓
制
で
も
あ
る
。
弥
生
時
代
の
成
立
は
、
中
国

・
韓
国
で
成

立
し
た

「
家
」
の
概
念
を
承
け
て
、
そ
う
し
た

「家
」
観
が
成
立
す
る
時
期
で
も

あ
る
。
七
井
ケ
浜
遺
跡
に
見
た

「
、/1
仁
夫
妻
」
の
姿
は
、
畿
内
で
は

一
層
色
濃
く
、

方
形
周
溝
墓
の
中
心
を
占
め
る
も
の
と
し
て
鮮
や
か
に
他
の
家
族
員
と
区
別
さ
れ

て
い
る
。
戸
主
夫
妻
が
家
主

・
家
母
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
的
に
も
戸
主

の
兄
弟
姉
妹
な
ど
に
優
越
す
る
面
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
初
期
、
こ
の

よ
う
に
戸
主
と
相
並
び
戸
主
と
共
に
あ
る
型
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
妻
は
、
や
が
て

は
墳
墓
か
ら
姿
を
消
す
時
が
来
る
。
戸
主

一
人
を
中
心
主
体
と
す
る
方
形
周
溝
墓

の
政
治
的
拡
汎
が
倭
国
の
国
策
と
し
て
実
施
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
女
性
の
地
位

が
男
性
と
の
L
下
で
説
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
が
こ
の
弥
生
時
代
に
あ
る
の
で

あ
る
。

弥
生
文
化
を
特
色
づ
け
る
文
物
、
例
え
ば
農
業
を
例
示
し
て
も
こ
う
し
た
女
性

の
在
り
方
と
密
接
に
関
連
す
る
。
縄
文
時
代
の
農
耕
と
は
全
く
異
る
水
稲
農
耕
を

基
盤
と
す
る
弥
生
時
代
の
農
業
は
、
水
田
の
造
成
、
耕
作
そ
の
他
、
全
て
集
落
あ

げ
て
、
男
性
の
r
導
す
る
農
業
で
あ
り
、
他
村
と
の
係
り
深
い
灌
概
水
利
の
維
持

も
男
性
に
委
ね
る
所
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
縄
文
時
代
の
動
物
を
追
う

男
性
、
植
物
を
栽
培
す
る
女
性
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は

一
転
し
、
農
は
男
性
を
補

助
す
る
形
で
女
性
が
係
り
合
う
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
女
性
が
対
構
造
で
持

ち
得
た
農
の
世
界
が
、
男
性
が
政
治
的
に
持
ち
維
持
す
る
農
の
世
界
へ
と
変
化
し
、

女
性
の
依
拠
し
た

「
存
在
の
原
理
」
が
根
底
か
ら
崩
れ
去
る
の
で
あ
る
。
新
し
く

斉
ら
さ
れ
た
五
具
や
祭
具
、
そ
う
し
た
用
目
パの
素
材
も
加
E
度
の
高
い
石
材
、
金

属
材
に
転
じ
、
そ
の
製
作
も
鍛
造
、
鋳
造
技
術
を
含
め
て
男
性
世
界
に
移
り
行
く

の
で
あ
り
、
女
性
が
そ
う
し
た
世
界
を
担
い
得
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
て
、

男
女
の
双
分
構
造
、
双
分
意
識
が
崩
壊
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
今
日
に
通
ず
る
男

女
の
性
に
基
く
差
異
は
斉
ら
さ
れ
た
新
し
い
思
惟
-
弥
生
時
代
の
思
惟
に
よ

っ
て

誕
生
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
、
古
墳
時
代
の

「
女
性
観
」

弥
生
時
代
に
成
立
し
た
政
治
的
世
界
-
国
家
の
展
開
は
遂
に

「
古
墳
」
と
呼
ば

れ
る
巨
大
な
墳
墓
の
世
界
を
発
想
し
、
そ
の
形
態

・
祭
式
を
各
地
に
配
布
す
る
動
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き
を
生
み
出
し
、
こ
こ
に
古
墳
時
代
が
成
立
す
る
。
倭
国
の
大
王
を

「古
墳
-
前

方
後
円
墳
」
に
葬
る
と
共
に
、
各
地
の
首
長
も
大
王
に
準
じ
た

「古
墳
ー
前
方
後

円
墳
」
に
葬
ら
し
め
る
動
き
が
政
策
と
し
て
執
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
う
し
た
政
策
の
根
源
に
あ

る
天
皇
陵
に

つ
い
て
考
え
、
当
時

の

「
女

性
観
」
を
窺
う
こ
と
に
し
よ
う
。
舞
台
を
大
阪
府
南
河
内
に
求
め
、
そ
の
造
営
の

意
味
を
検
討
し
た
い
。
大
阪
府
南
河
内

の
藤
井
寺

・
羽
曳
野
両
市
に
は
数
多
く
の

天
皇
陵
が
見
ら
れ
る
。

一
四
代
仲
哀
天
皇
に
始
ま
り

一
五
代
応
神
天
皇
、

一
九
代

允
恭
天
皇
、
二

一
代
雄
略
天
皇
、
二
二
代
清
寧
天
皇
、
二
四
代
仁
賢
天
皇
、
二
七

代
安
閑
天
皇
と
い
う
よ
う
に
七
天
皇
陵
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
六

・
一

ヒ

・
一
八
代
の
仁
徳

・
覆
中

・
反
正
天
皇
陵
が
大
阪
府
堺
市
百
舌
鳥
に
営
ま
れ
、

二
〇
代
安
康
天
皇
は
斌
殺
、
二
三
、
二
五
代
顕
宗
、
武
烈
天
皇
陵
は
大
和
、
二
六

代
継
体
天
皇
陵
が
摂
津
高
槻
市
に
営
ま
れ
て
い
る
の
を
除
け
ば
、
殆
ん
ど
の
天
皇

陵
が
こ
の
藤
井
寺
、
羽
曳
野
市
に
集

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
現
象
が
生
じ
る
そ
の
由
縁
を
求
め
る
と
興
味
あ
る
事
実
に
出
合
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
こ
の
地
に
最
初
に
陵
墓
を
造
営
し
た
の
は
仲
哀
天
皇
で
あ
る
が
皇
后
は

息
長
氏
出
身
の
神
功
皇
后
で
あ
り
、
続
く
応
神
天
皇
皇
后
も
息
長
氏
と
係
り
合
う

品
陀
真
若
王
の
娘
、
仲
姫
皇
后
で
あ
る
。
仁
徳
、
覆
中
、
反
正
と
い
っ
た
堺
市
に

出
た
天
皇
に
続
き
、
再
び
允
恭
天
皇
が

こ
の
地
に
陵
墓
を
営
む
が
皇
后
は
息
長
氏

に
係
り
合
う
忍
坂
大
中
姫
皇
后
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
息
長
氏
に
係
る
女
性

を
皇
后
と
す
る
天
皇
で
あ
る
。
恵
我
長
野
西
陵
、
恵
我
藻
伏
山岡
陵
、
恵
我
長
野
北

陵
と
よ
ば
れ
る
こ
の
三
陵
は
土
ハに
古
く

は
志
紀
郡
に
属
す
る
上
、
恵
我

の
地
名
を

冠
す
る
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
志
紀
郡
恵
我

の
地
が
息
長
氏
の
所
領
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
続
く
、
雄
略
天
皇
は
草
香
幡
峻
姫
を
皇
后
と
し
妃

に
葛
城
韓
媛
、
吉
備
卜
道
稚
媛
、
春
日
和
遡
童
女
君
を
置
く
が
、
清
寧
天
皇
は
皇

后
を
置
か
ず
死
去
し
て
い
る
。
仁
賢
天
皇
は
雄
略
天
皇
と
春
日
和
遡
童
女
君
の
間

に
誕
生
し
た
春
日
大
娘
を
皇
后
と
し
て
お
り
、
安
閑
天
皇
は
、
仁
賢
天
皇
と
和
遽

糠
君
娘
の
間
に
誕
生
し
た
春
日
山
田
皇
女
を
皇
后
と
し
て
い
る
。
雄
略

・
仁
賢
天

皇
陵
は
丹
比
高
鷲
原
陵
、
埴
生
坂
本
陵
と
さ
れ
丹
比
郡
に
属
し
て
い
る
が
共
に
春

日
和
遡
童
女
君
に
係
り
合
い
和
遡
氏
の

一
族
と
深
い
関
係
を
も

っ
て
い
る
。
清
寧

・

安
閑
天
皇
陵
は
古
市
坂
門
原
陵
、
占
市
高
屋
丘
陵
と
呼
は
れ
共
に
占
市
郡
に
属
し

て
い
る
。
春
日
山
田
皇
后
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
和
遡
氏
の

一
族
に
連
な
る
も
の
と

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
天
皇
陵
と
そ
の
所
在
地

の
関
係
は

「
皇
后
」
乃
至
は
極
め

て
近

い

「皇
妃
」
を
介
し
て
は
じ
め
て
そ
の
関
連
が
説
き
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

言
葉
を
換
え
れ
は
、
天
皇
は
そ
の
陵
墓
を

「皇
后
」
由
縁
の
地
、
所
領
の
地
に
営

む
と
い
っ
た
慣
行
の
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
明
瞭
と
な
る
の
で
あ
る
。
仲
哀

・
応
神

・

允
恭
三
天
皇
は
息
長
氏
出
自
の
皇
后
を
通
じ
て
志
紀
郡
に
、
雄
略
、
仁
賢
天
皇
は

春
日
和
廼
氏
出
自
の
皇
后

・
皇
妃
を
通
じ
て
丹
比
郡
に
、
清
寧

・
安
閑
天
皇
は
共

に
古
市
郡
に
陵
墓
を
築
く
が
安
閑
天
皇
皇
后
が
和
遽
氏
出
自
の
皇
后
で
あ
る
こ
と

を
想
え
ば
清
寧
天
皇
に
も
こ
の
和
遡
氏
が
何
等
か
の
係
り
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
。
皇
后
と
天
皇
陵
の
関
係
は
、
堺
市
に
所
在
す
る
仁
徳

・
履
仲

・
反

正
天
皇
に
も
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
仁
徳
天
皇
は
葛
城
襲
津
彦
の
娘
磐
之
媛
を
皇

后
と
し
、
履
中
天
皇
は
葛
城
氏
の

一
、
葦
田
宿
弥
の
女
黒
媛
を
最
初
妃
と
し
、
黒

媛
死
去
後
、
草
香
幡
稜
皇
女
を
皇
后
と
し
て
お
り
、
共
に
葛
城
氏
の
影
が
皇
后
な

り
妃
の
背
景
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
天
皇
の
皇
后
、
皇
妃
に
は
葛
城
氏
が
強

く
関
与
し
、
そ
の
故
に
こ
そ
、
河
内
の
志
紀
郡
を
離
れ
、
和
泉
大
鳥
郡
百
舌
鳥
原

に
陵
墓
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
河
内
志
紀

・
丹
比

・
古
市

の
諸
陵
墓
と
正
に

一
致
す
る
在
り
方
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
来
る
と
、
天
皇
は
何
故
に
皇
后
を
出
し
た
氏
族
の
由
縁

の
地
-
所
領
に
陵
墓
を
営
む
の
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
政
治
構
造
上
、
天
皇

は
そ
の
極
点
に
立

つ
存
在
で
あ
り
、
そ
の
権
力
の
維
持
を
確
実
な
後
継
者
に
は
強

く
求
め
て
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
朝
廷
を
支
え
る
諸
氏
族
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か
ら
妃
を
求
め
、
さ
ら
に
天
皇
即
位
と
共
に
皇
后
を
定
め
、
皇
太
子
を
定
め
る
の

で
あ
る
。
皇
后
は
政
治
構
造
上
、
女
性
世
界
の
極
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
天
皇
と
の
間
に
最
も
密
接
な
関
係
を
も

つ
だ
け
に
政
治
動
向
を
も
左
右
す

る
存
在
で
あ

っ
た
。
息
長
、
和
蓮
氏
と

い
っ
た
早
く
か
ら
天
皇
家
の
姻
族
で
あ

っ

た
氏
に
対
し
、
葛
城
氏
や
蘇
我
氏
が
そ

の
拾
頭
と
と
も
に
朝
廷
の
姻
族
と
し
て
の

連
繁
を
得
ん
と
し
て
氏
の
子
女
を
多
く
妃
に
送
り
、
仁
徳
、
履
中
天
皇
代
、
或
い

は
敏
達
天
皇
代
は
じ
め
て
そ
の
氏
か
ら
皇
后
を
出
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
見
る
な
ら
ば
、
氏
を
代
表
す
る
女
性
の
世
界
が
、
氏
上
た
る
男
性
と
並
び
氏

の
命
運
を
岐
け
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

皇
后
の
果
す

べ
き
任
務
は
単
に
天
皇
に

の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
氏
に
対
し
て
も

強
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

天
皇

・
皇
后
の
場
合
、
天
皇
の
も
つ
領
域
に
陵
墓
を
築
き
皇
后
を
共
葬
す
る
と

い
っ
た
型
、
天
皇
の
も
つ
領
域
に
皇
后

陵
を
営
み
別
葬
す
る
と
い
っ
た
型
、
或
い

は
天
皇
の
も

つ
領
域
に
天
皇
陵
を
、
皇
后
出
自
氏
族
の
領
域
に
皇
后
陵
を
営
み
別

葬
す
る
と
い

っ
た
型
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
し
た
型
を
選
ば
ず
、
皇
后
出
自
氏
族

の
領
域
に
天
皇
陵

・
皇
后
陵
を
営
み
別
葬
す
る
と
い
っ
た
、

一
般
と
は
異
る

一
つ

の
パ
タ
ー
ン
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

「
天
皇
」
の
性
格
の

一
面
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
面

「
皇
后
」
の
も

つ
重
要
な

一
面
を
表
現
す
る

も
の
で
も
あ
り
、
政
治
構
造

の
極
点
に
た

つ
も
の
の
論
理
が
鮮
や
か
に
働
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
天
皇

・
皇
后

の
語
り
に
際
し
て
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
シ
ー
ン
が

記
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
。
仲
哀
天
皇

・
神
功
皇
后

・
武
内
宿
弥
三
者
に
よ
る
熊
襲

・

新
羅
征
討
の
神
意
を
問
う
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
『古
事
記
」
で
は

「天
皇
御
琴

を
撫
か
し
て
、
武
内
宿
禰
大
臣
沙
庭
に
居
て
神
の
命
を
請
ひ
き
。
是
に
大
后
神
を

よ
せ
た
ま
ひ
て
言
教

へ
覚
し
詔
り
た
ま
ひ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
国

策
に
対
し
て
神
意
を
問
う
場
合
、
琴
ひ
く
天
皇
、
神
の
愚
依
す
る
皇
后
、
神
言
を

請
い
聴
く
武
内
宿
禰
大
臣
と
い

っ
た
三
者
の
機
能
的
な
分
掌
に
よ

っ
て
神
意
が
顕

然
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
在
り
方
は
各
地
の
首
長
の
間
に
も
見
ら
れ
た
可

能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
群
馬
県
前
橋
市
発
見
の
碕
座
弾
琴
男
子
埴
輪
像
は
上
半
身

を
欠
く
も
の
の
脚
結
な
ど
か
ら
見
て
極
め
て
優
れ
た
地
位
に
あ
る
男
子
像
と
考
え

ら
れ
る
が
、
膝
の
上
に
槽
作
り
の
琴
を
置
き
弾
琴
す
る
様
を
表
現
す
る
。
実
は
琴

の
下
、
膝
の
間
に
雄
渾
な
男
性
の
シ
ン
ボ
ル
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
男
子
像
と
対
応
す
る
女
子
埴
輪
像
と
し
て
は
大
阪
府
豊
中
市
野
畑
出
土
と

さ
れ
る
極
め
て
優
れ
た
地
位
に
あ
る
女
子
像
が
挙
げ
ら
れ
る
。
身
に

「
意
須
比
」

と
呼
ば
れ
る
祭
衣
を
纒
い
、
首
に
玉
を
重
ね
巻
き
、
斜
め
に
神
縄
1
し
め
縄
を
袈

け
た
そ
の
像
容
は
、
他
に
例
の
な
い
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の

女
子
像
の
着
用
し
た
意
須
比
の
下
、
表
か
ら
は
見
え
ぬ
こ
の
脚
の
付
け
根
に
、

ヘ

ラ
で
刻
ま
れ
た
女
性
の
シ
ン
ボ
ル
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
の
男
子
埴
輪
像
と

言
い
、
こ
の
女
子
埴
輪
像
と
い
い
、
共
に
優
れ
た
政
治
的
位
置
、
宗
教
的
位
置
を

担
う
男
女
で
あ
り
、
琴
、
意
須
比
上
に
裡
が
け
し
神
縄
に
占
め
ら
れ
る
そ
の
様
は
、

ま
さ
に
古
事
記
の
仲
哀
天
皇

・
神
功
皇
后

の
イ
メ
ー
ジ
に
重
さ
な
る
も
の
で
あ
る
。

激
し
い
琴
の
爪
弾
き
と
土
ハに
舞
い
神
懸
り
し
て
神
意
を
口
走
る
、
や
が
て
は
性
交

に
ま
で
至
る

エ
ク
ス
タ
シ
ー
が
両
者
の
間
を
走
る
、
そ
の
間
に
神
意
は
顕
然
と
請

け
読
み
と
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
動
き
が
こ
う
し
た
二
者
の
間
に
存
し
た
に
違
い
な

い
の
で
あ
る
。
天
皇
と
皇
后
と
大
臣
、
そ
う
し
た
関
係
の
中
で

「
皇
后
」
の
果
す

重
要
性
は
、
神
の
愚
依
、
神
言
の
発
露
と
い
っ
た
重
要
な
機
能
に
負
う
の
で
あ
る

が
、
各
地
の
首
長
の
間
に
も
同
様
な
神
意
を
問
う
祭
儀
が
見
ら
れ
、
そ
の

「
妻
」

が
こ
う
し
た
機
能
を
具
え
て
存
在
し
た
こ
と
を
、
二
騙
の
埴
輪
像
は
雄
弁
に
語
り

か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

地
方
の
首
長
を
中
心
に
す
え
て
、
そ
の
政
治
構
造
に
女
性
が
如
何
な
る
機
能
を

果
す
か
を
検
討
す
る
場
合
も
、
埴
輪
の
世
界
は
重
要
な
資
料
を
提
示
す
る
。
群
馬

県

・
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳
は
堂
々
た
る
前
方
後
円
墳
で
あ
り
、
周
囲
に
堀
を
続
し
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堤
を
外
周
さ
せ
る
整
美
な
古
墳
で
あ
る
。
こ
の
外
堤

の

一
劃
に
多
く
の
人
物
埴
輪

・

動
物
埴
輪
を
配
置
し
た

一
区
が
見
ら
れ
た
。
調
査
中
、
埴
輪
群
が
荒
ら
さ
れ
詳
細

を
窺
い
え
な
く
な
る
と
い

っ
た
不
幸
も

あ

っ
た
が
、
私
見
に
よ
る
旧
状
の
復
原
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
中
央
や
や
奥
よ
り
に
、
椅
座

し
た
堂
々
た
る
容
飾
の
男
子
像
二
輻
、
椅

座
し
た
優
雅
な
る
容
飾
の
女
子
像
二
躯
が
向

い
合

っ
て
配
置
さ
れ
、
そ
の
脇
に
女

子
像

一
躯
、
杓
入
り
の
酒
壺
埴
輪

一
点

が
置
か
れ
て
い
る
。
女
子
像
は
酒
を
容
れ

た
小
壺
を
椅
座
す
る
優
雅
な
女
人
像
に
手
渡
し
、
椅
座
す
る
二
人
の
優
雅
な
女
人

像
は
両
手
で
小
壺
を
向
い
合
う
椅
座
男

子
像
に
捧
げ
、
椅
座
男
子
像
は
こ
れ
を
納

受
す
る
姿
勢
を
と

っ
て
い
る
。
ま
さ
に
卓
越
し
た
男
女
二
組
の
酒
宴

・
祭
宴
と
い
っ

た
感
の
あ
る
空
間
で
あ
る
。
こ
の
空
間

の
背
後
に
は
甲
冑
に
身
を
固
め
正
面
を
凝

視
す
る
武
人
像
の

一
群
が
六
騙
二
列
、

一
二
幅
整
然
と
並
び
、
さ
ら
に
そ
の
背
後

に
は
文
人
1
官
人
群
が
六
躯
二
列
、

一
二
躯
が
整
然
と
並
ぶ
。
武
人
群
中
に
も
、

文
人
群
に
も
半
身
像
、
全
身
像
表
現
の
埴
輪
像
が
あ
り
、
軍
事
機
構
、
官
僚
機
構

に
係
る
各
階
層
の
武
人

・
文
人

(
官
僚
)
が
集
合
す
る
様
を
示
し
て
い
る
。
祭
宴

す
る
卓
越
し
た
男
、
女
二
組

の
空
間
の
前
脇
に
は
飾
馬
三
頭
、
裸
馬
三
頭
を
牽
い

て
六
躯
の
馬
飼
人
が
た
ち
並
び
、
い
ま

一
方
の
脇
に
は
鶏
三
羽
、
水
鳥
六
羽
を
配

置
し
、
人
の
姿
こ
そ
な
い
も
の
の
鳥
飼
人
が
こ
れ
を
率
い
る
様
を
暗
示
し
て
い
る
。

馬
と
鳥
に
囲
ま
れ
た
中
、
奥
に
は
手
に
鷹
を
留
め
た
鷹
飼
人
、
腰
に
猪
を
下
げ
た

猪
飼
人
が
た
ち
、
そ
の
手
前
に
は
駒
索
き
を
想
わ
せ
る
形
で
三
頭
の
裸
馬
が
置
か

れ
て
い
る
。
問
題
は
こ
う
し
た
動
物
で
囲
ま
れ
た
中
で
、
蓋
を
手
に
舞
う
女
性
像

が
三
輻
四
列
、
計

一
二
躯
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
像
は
膳
舞
を
演
ず
る
女
性
、
豊

の
明
り
の
蓋
舞
を
舞
う
女
性
で
あ
り
、
内
膳
に
係
る
女
性
の
宴
舞
で
あ
ろ
う
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

保
渡
田
八
幡
塚
古
墳
の
こ
う
し
た
埴
輪
群
の
性
格
は
、
単
な
る
豊
楽
で
は
な
く
、

首
長
の
統
括
す
る
機
構
の
集
る
形
、
し
か
も
各
機
構
が
そ
の
所
掌
す
る
職
種
の
シ

ン
ボ
ル
、
特
色
も
整
え
て
の
集
合
と
い
う
形
だ
け
に
、
よ
り
政
治
的
な
祭
宴
と
見

る
べ
き
で
あ
り
、
大
嘗
会
に
も
通
ず
る

一
面
が
た
ど
れ
る
の
で
あ
る
。
首
長
を
支

え
る
各
機
構
が
そ
れ
ぞ
れ
を
表
現
す
る
姿
態
、
執
物
、
牽
物
、
服
飾
を
整
え
て
集

い
、
祭
宴
す
る
首
長
の
前
面
で
そ
の
忠
誠
を
誓
う
と
い
っ
た
情
景
が
最
も
相
応
し

い
の
で
あ
る
。
首
長
を
支
え
る
お
び
た
だ
し
い
職
業
が
あ
る
中
で
軍
事
、
官
僚
機

構
、
飼
養
機
構
、
掌
膳
機
構
が
選
ば
れ
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
古
墳

で
あ
れ
ば
、
農
人
、
工
人
、
楽
人
な
ど
の
職
掌
機
構
も
見
ら
れ
る
が
、
八
幡
塚
古

墳
の
場
合
は
上
記
の
機
構
を
選
び
出
し
埴
輪
像
と
し
て
形
象
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
各
職
掌
機
構
が
集
う
祭
宴
は
、
ま
さ
に
王
権
継
承
の
豊
楽
と
忠
誠

の
表
現
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
女
性
の
姿
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
酒
蓋
を
承
け
る
椅
座
男
子
埴
輪
像
の
卓
越
し
た
姿
は
首
長
と

そ
れ
を
扶
け
る
も
の
、
天
皇
と
皇
太
子
に
該
当
す
る
男
性
で
あ
り
、
対
面
す
る
捧

酒
の
姿
態
を
と
る
椅
座
女
子
埴
輪
像
は
首
長
の
妻
、
扶
け
る
も
の
の
妻
-
皇
后
と

皇
太
子
妃
に
相
当
す
る
女
性
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
酒
蓋

を
捧
げ
る
女
性
の
在
り
方
は
記
紀
に
多
く
見
え
、
女
性
の
も

つ
重
要
な
職
掌
で
あ

っ

た
と
言
え
る
。
例
え
、
対
象
の
男
性
が
夫
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
両
手

を
整
え
指
を
揃
え
て
の
捧
げ
る
姿
態
か
ら
見
て

「捧
げ
る
」
と
い
っ
た
L
下
の
関

係
が
明
確
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま

一
種
の
女
性
像
1
蓋
を

手
に
舞
う
掌
膳
の
女
性
像
は
、
そ
れ
が
群
舞
の
形
を
と
る
こ
と
、
服
飾
か
ら
見
て

も
特
別
に
卓
越
を
想
わ
せ
る
面
が
な
く
、
日
常
、
首
長
の
妻
に
率
い
ら
れ
て
掌
膳
、

掌
縫
と
い

っ
た
職
掌
で
奉
仕
す
る
女
性
群
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
常
は

種
々
の
こ
ま
め
な
仕
事
に
従
事
す
る
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
重
要
な
祭
宴
に
は
、

女
性
の
シ
ン
ボ
ル
と
な

っ
て
い
た
膳
舞
を
も

っ
て
奉
仕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
祭

宴
の
場
に
臨
む
男
性
の
集
団
が
軍
事
機
構
、
官
僚
機
構
、
飼
養
機
構
の
多
く
に
岐

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
女
性
世
界
が
僅
か
掌
膳
機
構
と
い
う

一
に
限
ら
れ
て
い
る

事
実
は
重
要
で
あ
り
、
女
性
が
朝
廷
な
り
、
首
長
機
構
の
中
で
果
す
機
能
は
極
め
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て
小
さ
く
、
し
か
も
捧
酒
、
捧
食
、
裁
縫
清
掃
と
い
っ
た
特
別
な
技
能
、
組
織
を

必
要
と
し
な
い
分
野
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
職
」
を
与
え
ら

れ
ぬ
性
、
「
技
能
」
を
与
え
ら
れ
ぬ
性
、
「政
治
」
に
係
わ
ら
ぬ
性
と
し
て
女
性

が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
女
性
の
位
置
は
、
埴
輪

の
造
形
か
ら
も
説
く
こ
と
が
出
来
る
。
人
物

埴
輪
像
は
、
椅
座
像
、
全
身
像
、
半
身
像
、
脆
坐
像

の
四
種
に
分
け
ら
れ
る
が
、

首
長
と
そ
の
妻
は
全
て
椅
座
像
で
表
現

さ
れ
、

一
部

の
弾
琴
像
の
み
に
椅
座
像
が

見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
従

っ
て
椅
座
像
は
高
貴
な
る
も

の
の
表
現
、
神
と
土
ハに

あ
る
者
の
表
現
と
見
て
よ
い
像
容
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
先
述
の
文
人

・

武
人
像
を
検
討
す
る
と
見
事
な
裳
、
脚
結
を

つ
け
た
文
人
群
、
桂
甲
に
身
を
包
ん

だ
武
人
群
は
全
て
全
身
像
の
表
現
を
と
り
、
そ
う
で
な
い
文
人
、
武
人
群
は
全
て

半
身
像

の
表
現
を
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
身
像
に
比
し
半
身
像
が
埴
輪
像
の

背
丈
と
し
て
は

一
ま
わ
り
小
さ
い
造
形

で
あ
る
こ
と
は
・一一、口
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ

で
あ
り
、
全
身
像
、
半
身
像
の
表
現
は
、
実
際
の
社
会
的
、
政
治
的
な
位
置
の
ト

ド
に
係
る
差

の
表
現
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
半
身
像
と
称
さ
れ
る
像
容
の
中
も

ま
た
幾

つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
る
が
、
男
r
像
の
場
合
、
農
夫
像
な
ど
に
は

円
筒
に
近
い
半
身
像
ま
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
換
.。口す
れ
ば
、
埴
輪
像
の
中
で

も
男
子
像
は
全
身

・
半
身
像

の
各
タ
イ
プ
に
分
化
し
て
お
り
、
職
掌
に
よ

っ
て
そ

の
像
容
表
現
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
中

で
規
格
の
貫
徹
し
て
い
る
男
子
像
の
世
界
に
対
し
、
女
性
像
の
世
界
は
ま
た
異
る

趣
き
を
示
す
の
で
あ
る
。
女
f
像
の
中

で
全
身
像

で
表
現
さ
れ
る
埴
輪
像
は
二

・

三
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
は
全
て
女
性
の

シ
ン
ボ
ル
を
刻
み
作
り
出
す
特
殊
な
女
子

像
に
限
ら
れ
て
い
る
。
対
と
な
る
男
r
像
が
あ
り
、
両
者
間
で
の

「
性
」
を
表
現

す
る
必
要
か
ら
こ
う
し
た
像
容
が
誕
生
す
る
の
で
あ
り
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
女
子
埴
輪
像
に
は
全
身
像
の
表
現
は
見
ら
れ
な
い
と
言
う

興
味
あ
る
視
座
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
頸
長
、
手
玉
で
身
を
飾
り

太
い
裡
を
斜
め
に
掛
け
た
優
れ
た
位
置
に
あ
る
女
性
像
で
す
ら
半
身
像
の
表
現
で

終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
に
祭
服
の
故
で
は
な
く
、
女
子
像
は
半
身
像
表
現

で
よ
し
と
す
る
想
い
が
強
く
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
埴
輪
と
し
て
樹
立

し
た
時
、
背
丈
の
高
い
貴
人
の
男
性
に
対
し
、
背
丈
低
く
半
身
像
で
造
形
さ
れ
た

貴
女
が
、
同
様
に
背
丈
低
く
半
身
像
で
造
形
さ
れ
た
低
い
位
置
の
男
性
と
同
じ
趣

き
を
呈
し
て
並
べ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
造
形
世
界
か
ら
見
て
も
、
女

性
の
世
界
が
狭
窄
で
あ
り
、
全
体
が
男
性
世
界
に
比
べ
て
社
会
的
に
も
、
政
治
的

に
も
低
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
如
実
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
首
長

の
妻
ー
王
妃
の
表
現
ー
椅
座
像
と
半
身
表
現
の
女
性
の
間
に
は
実
に
大
き
な
深
淵

が
横
た
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
深
淵
も
実
は
男
性
た
る
首

長
ー
E
あ

っ
て
の
妻
、
名
の
通
り

「
王
妃
」
と
し
て
の
権
勢
で
あ

っ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。四

、
「
女
性
論

」

の
考
古

学

・
点
描

考
古
学
が
明
ら
か
に
す
る
分
野
は
非
常
に
広
汎
で
あ
る
。
慎
重
な
移
植
ゴ
テ
の

動
き
か
ら
遺
跡
や
遺
物
が
顕
現
し
、
多
く
の
事
実
を
語
る
の
で
あ
る
。
「女
性
論
」

を
語
る
に
当

っ
て
も
、
常
に
考
古
学
の
成
果
は
参
看
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
文
字
す
ら
持
た
ぬ
過
去
、
文
字
の
語
り
と
ぼ
し
い
過
去
は
,.口う
ま
で
も
な
く
、

文
字
多
く
語
り
豊
か
な
時
代
に
あ

っ
て
も
、
考
古
学
は
遺
跡

・
遺
物
を
も

っ
て
多

く
の
事
実
を
語
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
縄
文
、
弥
生
、
占
墳
時

代
と
歳
月
を
追
う
中
で
、
双
分
的
対
構
造
で
あ

っ
た
男
女
間
の
性
差
が
如
何
よ
う

に
政
治
的
に
変
化
し
て
い
く
か
を
見
、
そ
う
し
た
変
化
の
原
型
が
大
陸
、
半
島
を

通
じ
て
斉
ら
さ
れ
た
弥
生
時
代
の
思
惟
に
あ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
思
惟
の
展
開
が

極
限
に
至
る
過
程
を
古
墳
時
代
に
見
た
の
で
あ
る
。
考
古
学
は
こ
う
し
た
大
ま
か

な

「女
性
観
」
の
推
移
を
語
る
だ
け
で
は
な
い
。
歴
史
の

一
駒

一
駒
に
連
な
る
日
々

の
女
性
観
も
ま
た
描
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
若
干
を
点
描
す
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る
こ
と
と
し
よ
う
。

土
井
ケ
浜
遺
跡
の
墓
地
に
帰
り
、
北
群
の

一
画
を
見
る
と
四

一
一
、
四
〇
九
、

四

一
ヒ
、
四

一
〇
号
の
四
体
の
遺
骨
が
重
要
な
語
り
を
含
ん
で
存
在
す
る
。
中
央

に
葬
ら
れ
た
四
〇
九
号
成
人
男
性
の
両
側
に
、
四

一
一
、
四

一
七
号
成
人
女
性
の

葬
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
者
の
葬

の
位
置
か
ら
見
て
非
常
に
深
い
類
縁
に
あ

る
も
の
と
二.口え
る
で
あ
ろ
う
。
四

一
一
号
成
人
女
性
の
埋
葬
後
、
四

一
〇
号
小
児

男
性
の
死
が
あ
り
母
な
る
四

一
一
号
女
性
の
胸
も
と
に
葬
ら
れ
て
い
る
情
景
が
彷

髭
と
す
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
男
性
の
両
側
に
葬
ら
れ
た
二
人
の
女
性
の
関
係
で

あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
こ
う
し
た
並
葬
例
は

「妻
」
を
表
現
し
た
も
の
と
見
ら

れ
る
か
ら
、
中
央
の
男
性
は
生
涯
に
前
後
し
て
二
人
の
妻
を
迎
え
た
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
先
妻
が
死
し
た
の
ち
、
改
め
て
妻
を
得
、
自
か
ら
が
死
し
た
際
は
先

妻
の
傍
ら
に
葬
ら
れ
、
の
ち
後
妻
が
死

し
亡
夫
の
傍
ら
に
葬
ら
れ
る
、
そ
う
い
っ

た
経
過
が
こ
の

一
群
の
人
々
か
ら
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
土
井
ケ
浜
墓
地
で
は

他
に
こ
う
し
た
適
例
を
見
な
い
が
、
'
、五
〇
号
老
年
男
性
と
二
五

一
号
老
年
女
性

を
収
め
た
組
合
式
石
棺

の
傍
ら
に
二
四
三
号
成
人
女
性
が
葬
ら
れ
、
そ
の
間
に
二

二
九
号
小
児
女
性
の
葬
が
見
ら
れ
る
と

い
っ
た
事
例
も
同
様
な
経
緯
が
た
ど
れ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
男
性
を
め
ぐ
る
再
婚
の
事
例
が
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る

可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
女
性
の
再
嫁
を
証
す
る
事
例
は
全
く
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
遺

跡
を
熟
視
す
る
中
か
ら
種
々
の

「
女
性
観
」

を
具
体
化
す
る
視
座
が
拓
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

古
墳
時
代
の
女
性
に
つ
い
て
、
埴
輪
世
界
は
な
お
種
々
の
語
り
を
も
つ
。
例
え

ば
栃
木
県
鶏
塚
占
墳
で
は
横
穴
式
石
室

の
前
面

の
テ
ラ
ス
脇
か
ら
並
ぶ
埴
輪
像
の

発
見
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
う
ち
ゴ
、躯
の
人
物
埴
輪
の
告
げ
る
所
は
大
き
い
。
裸
体

の
男
性
全
身
像
と
裸
体

の
女
子
全
身
像

が
向

い
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
腰
を
ひ
ね
り
、

性
の
シ
ン
ボ
ル
を
鮮
や
か
に
誇
示
す
る
姿
態
を
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
脇

に
は
、
頭
に
水
壺
を
の
せ
、
背
に
子
供
を
負
う
女
子
半
身
像
が
配
置
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
性
の
交
り
と
、
そ
の
象
徴
た
る
小
児
の
表
現
を
三
人
の
男
女
で
表
現

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
人

の
像
容
は
農
夫

・
農
婦
と
見
る
に
相
応
し

い
も
の
で
あ
る
が
、
性

の
表
現
の
必
要
か
ら
全
身
像
で
二
躯
が
作
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
躯
の
人
物
埴
輪

の
配
置
と
相
互
の
腰
ひ
ね
る
姿
態
か
ら
こ

れ
ら
が
舞
を
演
じ
る
シ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。
舞
-
田

舞
、
田
遊
び
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
年
頭
、
年
穀
の
豊
饒
を
願
い
年
間
の
田
仕
事
の

全
て
を
演
じ
て
豊
稔
に
至
る
過
程
を
演
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
高
の
場
面
が

稲

の
誕
生
を
表
現
す
る
た
め
の
男
女
の
性
行
為
の
所
演
で
あ
り
、
購
合
に
よ
る
若

子
-
稲
穂

(
稲
)
誕
生
の
シ
ー
ン
で
あ

っ
た
こ
と
は
広
く
現
存
す
る
祭
式
か
ら
も

知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
躯
の
埴
輪
像
の
演
ず
る
田
舞

・
田
遊
び
は
古

墳
時
代
後
期
、
す
で
に
田
舞

・
田
遊
び
が
成
立
し
、
実
際
に
男
女
が
裸
体
と
な

っ

て
こ
う
し
た
所
作
を
演
じ
る
場
の
あ

っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
当

時
の
農
村
に
お
け
る
現
実
社
会

の
中
で
如
何
に
女
性
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
居
よ
う

と
も
、
こ
う
し
た
祭
儀

の
中
に
あ
る
男
女
、
わ
け
て
も
女
性
の
議
刺
と
し
た
存
在

は
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
埴
輪
は
古
墳
祭
式
に
組
み
込
ま
れ

た
人
物
の
形
象
化
で
あ
る
か
ら
、
当
然
古
墳
で
も
こ
う
し
た
田
舞
が
演
じ
ら
れ
た

に
違

い
な
い
。
田
人
の
忠
誠
の
シ
ン
ボ
ル
が
田
舞
を
演
ず
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
で

あ
り
、
政
治
的
に
首
長
に
所
有
さ
れ
る
芸
能
で
は
あ

っ
た
が
、
な
お
在
地
で
演
じ

ら
れ
る
と
同
様
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
貯
え
た
そ
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
人
物
埴
輪
像
の
中
に
は
芸
能
に
係
る
と
思
わ
れ
る
人
物
埴
輪
が
多
く
見
ら

れ
る
。
鹿
角
を

つ
け
た
帽
を
冠
り
脆
く
男
子
像
、
鳥
を
象

っ
た
帽
を
冠
り
餌
を
も

っ

て
鳥
を
招
く
男
子
像
、
楽
器
を
叩
き
う
つ
男
子
像
、
そ
う
し
た
芸
能
の
全
分
野
が

男
子
埴
輪
像
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
野
で
も
女
性
の
姿
は

次
第
に
失
わ
れ
、
僅
か
に
田
舞
と
い
っ
た
性
に
係
る
形
、
或
い
は
膳
舞
と
い
っ
た

性
に
与
え
ら
れ
た
形
の
芸
能
が
女
性
に
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
女

性
を
語
る

一
稿
を
こ
こ
に
終
え
た
い
と
思
う
。
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Summary

Chronologyofthefemale'ssocialpositionsinancientJapanisdiscussedarchae-

ologicallyinthispaperasfollows:

1.IntheJomonperiod,thefemaleexclusivelyusedtherightsideinadwell-

ing,worshipedclayfigurinsasagod,andengagedincollectingactivities ,while
themaleusedtheleftsideinadwelling ,worshipedpenis-shapedstones,andengaged

inhuntingactivities.Thefemalecontrastedthemale ,thenthesexualdichotomy
wasclearlyestablishedasmentionedabove.Butthespeciallylargestoneonesstood

inthecentralplazaatmanyvillagesuggeststhatthemalewouldexceedinthelead-

ershiptothecommunity.

2.IntheYayoiperiod,thepositionwasfundamentalychangedinfluencedby

theChineseculture.Thearchaeologicalfeatursthatthefemalewouldbegenerally

beriedbeneathofthemoundbesideofacentralperson(male) ,aheadofafamily
showafemalesocialpositionbecametobeminorcomparedwithmalewhotook

mainlychargeofagriculturalactivities .Adrasticdiminutionoffemalesocial

rolebeganinthisperiod.

3.IntheKofunperiod,judgingfromtheHaniwaorclayimagesfoundonberial

mounds,rolesoftheserviceorreligioussectionsinthepoliticalorganaization

Seemedtobeexclusivelyassignedtothefemale,andthentheywereconfinedto

thedependentclassinthesociety.


