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土
師
時
代
集
落
把
握
へ
の
小
考

林

良B

一
、
土
師
式
土
器
文
化
の
限
界

土
師
式
土
器
が
、
初
期
農
耕
社
会
の
弥
生
式
土
器
の
次
に
.
出
現
す
る
土
器
群
と
し
て
把
ど
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ

し
て
弥
生
式
土
器
ば
、
日
本
古
代
国
家
生
成
期
の
所
産
で
あ
り
、
土
師
式
土
器
が
、
日
本
古
代
国
家
誕
生
後
、
す
く
な
く
と
も
、
日
本
に

お
け
る
階
級
社
会
成
立
後
の
土
器
と
し
て
み
る
こ
と
が
通
念
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
土
師
式
土
器
が
あ
る
一
定
の
年
代
を
持
ち
、
そ
れ
の
型
式
的
な
変
化
が
何
を
意
味
し
、
標
徴
的
な
古
墳
と
ど
の
よ
う

に
結
び
つ
く
の
か
を
論
じ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
す
く
な
い
。
こ
と
に
土
師
式
土
器
を
も
っ
集
務
の
分
析
な
ど
、
日
本
の
律
令
前
代
の
社

会
の
底
辺
を
形
成
す
る
人
々
の
動
ぎ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
仕
事
は
、
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

時
間
的
な
尺
度
と
し
て
み
た
場
合
の
土
師
式
土
器
の
型
式
的
な
変
化
の
過
程
す
ら
、
近
年
に
い
た
る
ま
で
、
追
求
さ
れ
る
と
と
が
す
く

な
か
っ
た
。
実
際
に
わ
れ
わ
れ
の
用
い
る
土
師
式
土
器
な
る
概
念
も
、
研
究
者
の
聞
で
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
ζ

と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ

る
。
た
だ
大
方
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
は
、
土
師
式
土
器
が
、
古
墳
の
作
ら
れ
る
よ
う
な
段
階
か
ら
、
も
し
か
す
る
と
平
安
時
代
に
い
た
る

ま
で
の
土
器
群
を
ふ
く
め
て
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
日
本
各
地
の
国
分
寺
北
か
ら
し
ば
し
ば
発

見
さ
れ
る
土
器
群
は
、
従
来
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
国
分
式
土
器
で
あ
り
、
国
分
寺
造
営
の
年
代
と
、
き
わ
め
て
近
い
関
係
の
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
奈
良
平
城
宮
祉
の
発
掘
調
査
の
進
行
に
と
も
な
い
、
か
な
り
実
年
代
を
明
ら
か
に
し
う
る
よ
う
な
土

器
群
が
発
見
さ
れ
、
従
来
の
見
解
の
あ
る
程
度
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
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し
か
し
、
実
年
代
を
明
ら
か
に
し
う
る
よ
う
な
資
料
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
の
も
の
の
み
で
あ
り
、
大
半
は
、
実
年
代
の
明
確
に
な

し
得
な
い
場
合
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
一
定
の
年
代
の
幅
を
示
す
尺
度
と
し
て
、
土
器
群
の
型
式
的
な
分
析
を
ま
ず

考
慮
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
「
土
器
型
式
」
の
持
つ
意
味
は
、
広
く
深
い
。
こ
と
に
、
階
扱
社
会
成
立
以
後
の
土
器
の
持

つ
意
味
は
、
社
会
規
制
の
中
で
の
人
々
の
直
接
の
動
態
を
反
映
す
る
と
は
云
い
切
れ
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
。

単
に
年
代
の
尺
度
と
し
て
土
器
を
用
う
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
編
年
的
考
察
を
充
分
に
生
か
せ
ば
よ
い
。
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は

土
師
式
土
器
の
時
代
を
E
期
あ
る
い
は
六
期
に
わ
け
て
考
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
の
基
準
は
関
東
地
方
を
中
心
と
し
て
お
こ
な
い
、

西
日
本
の
も
の
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
日
本
全
体
の
年
代
の
尺
肢
を
つ
く

は
…
ろ
う
と
し
て
い
る
。
特
に
、
西
日
本
で
は
い
わ
ゆ
る
「
須
恵
器
」
が
導
入

M

さ
れ
土
師
式
土
器
と
は
若
干
性
格
を
こ
と
に
す
る
土
器
が
主
流
含
示
す
よ

ト
う
に
な
る
時
点
か
ら
、
東
日
本
と
西
日
本
と
で
は
、
土
器
そ
の
も
の
の
様

削
相
を
異
に
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
一
律
に
関
東
地
方
で
組
み
立
て
た
土

問
師
式
土
器
の
編
年
基
準
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
あ
て
は
め
る
場
合
に
困
難
を

σ
生
ず
る
の
で
あ
る
。

刊
一
関
東
地
方
を
中
心
と
す
る
土
師
式
土
器
の
踊
年
基
準
を
大
体
上
衰
の
よ

潤
う
に
考
え
て
い
る
。
こ
の
表
か
ら
み
て
み
る
と
、
土
師
式
土
器
の
用
い
ら

州
れ
た
年
代
は
西
暦
四
世
紀
か
ら
九
世
胞
に
わ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
さ

槻
ら
に
、
そ
の
下
限
は
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
ま
で
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
の
集
落
が
不
明
確
な
奈
良
・
平
安
時
代
は
わ
れ
わ

れ
の
考
え
で
は
、
当
然
、
こ
の
土
師
式
土
器
の
時
代
と
云
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
考
え
を
も
と
に
し
て
、
遺
跡
に
お
け
る
一
軒
一
軒
の

土師式土器・文化の編年表

国分式土器
平安仏教文化

(国分期)
800A. D. 

真関式土器
奈良仏教文化

(真間期)

(後半)
700A. D. 

後 鬼高式土器
後期古墳文化

師
600A. D. 

(鬼高期) (前半)
時 500A. D. 

中期古墳文化代

(後半)
400A. D. 

前期古墳文化

(前半)300A. D. 
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竪
穴
住
居
壮
一
を
検
討
し
、
竪
穴
住
居
泣
群
を
最
少
の
単
位
と
す
る
一
定
の
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
た
集
落
あ
る
い
は
村
落
の
全
体
的
な
把
握
を

試
み
る
必
要
が
あ
る
。

考
古
学
的
な
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
遺
跡
に
お
け
る
竪
穴
住
居
枇
群
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
集
落
あ
る
い
は
村
落
と
し
て
把
握

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
近
接
す
る
遺
跡
聞
の
両
者
の
関
係
は
、
竪
穴
住
居
枇
の
各
々
・
土
器
の
一
個
一
個
、
一
群
の
竪
穴
住

居
の
示
す
一
定
の
方
向
や
規
模
に
よ
っ
て
、
同
時
性
、
時
間
接
、
有
機
的
な
連
関
の
有
無
な
ど
を
摘
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ

し
、
考
古
学
的
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
資
料
は
、
そ
の
遺
跡
を
の
こ
し
た
人
々
の
最
終
的
な
姿
で
あ
り
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
過
程
を

一
遺
跡
の
中
の
遺
物
か
ら
だ
け
で
は
容
易
に
判
断
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
文
書
に
の
と
さ
れ
た
戸
籍
帳
な
ど
に
は
、
村
落
の
一
戸
数
は
勿
輸

の
こ
と
、
一
家
族
の
構
成
人
員
や
、
家
族
の
異
動
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
連
続
す
る
人
聞
の
動
き
を
伝
え
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
。

考
古
学
的
な
資
料
と
文
書
と
の
官
接
的
な
関
連
が
何
ら
か
の
形
で
っ
か
み
と
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
方
法
を
、
考
古
学
研
究
の
立

場
か
ら
も
検
討
じ
て
み
た
い
。

二
、
土
師
時
代
集
落
の
規
模
に
つ
い
て
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土
師
時
代
の
遺
跡
で
は
、
住
居
地
が
一
定
の
地
域
内
に
密
集
し
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
平
坦
な
台
地
上
の
せ
ま
い
場
所
に
、
か

な
り
の
竪
穴
住
居
批
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
縄
文
時
代
の
も
の
で
も
、
弥
生
時
代
の
も
の
で
も
同
様
で

あ
る
が
、
土
師
時
代
の
そ
れ
は
、
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
同
一
型
式
の
士
器
を
も
っ
竪
穴
住
居
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
=
一
軒
も
四
軒
も
、

お
互
い
に
切
断
L
合
う
よ
う
な
格
好
で
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
祉
群
は
、
お
互
い
に
切
断
し
合
っ

て
い
て
も
、
明
ら
か
に
土
器
型
式
に
差
異
が
点
っ
て
、
時
間
的
な
前
後
関
係
の
明
ら
か
な
も
の
が
多
い
。

わ
れ
わ
れ
の
経
験
し
た
市
川
市
須
和
田
遺
跡
の
場
合
に
は
、
土
師
時
代
後
期
|
鬼
高
期
の
竪
穴
住
居
祉
が
、
多
い
場
合
に
は
四
軒
が
お

互
い
に
切
断
し
合
っ
た
よ
う
な
形
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
土
器
製
式
の
検
討
の
結
果
、
土
器
に
は
ほ
と
ん
ど
時
間
善
の
な
い
こ

と
が
知
ら
れ
た
。
し
か
し
、
竪
穴
住
居
祉
の
前
後
関
係
は
、
そ
の
造
ら
れ
た
時
間
的
な
慈
の
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま

た
、
須
和
田
遺
跡
の
住
居
祉
群
全
体
を
み
て
み
る
と
、
竪
京
住
居
祉
の
章
一
複
は
随
所
に
見
ら
れ
て
い
て
、
同
じ
く
全
体
が
三

i
四
時
期
に



分
析
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
定
さ
れ
る
。
竪
穴
住
居
の
重
複
に
よ
る
時
間
差
を
考
え
る
こ
と
も
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

の
他
に
、
竪
穴
住
居
祉
内
に
設
け
ら
れ
た
カ
マ
ド
の
位
置
や
、
竪
穴
の
規
模
、
さ
ら
に
は
台
地
上
に
お
け
る
場
所
の
選
定
な
ど
、
基
本
的

に
分
析
す
る
要
素
は
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
充
分
に
考
慮
し
た
上
で
須
和
田
遺
跡
の
土
師
時
代
後
期
の
集
落
群
を
分

析
し
て
み
る
と
、
大
き
く
分
け
て
コ
一
期
の
竪
穴
住
居
祉
群
が
漸
移
的
に
い
と
な
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
に
漂
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う

す
る
と
一
時
期
に
同
時
に
存
在
し
て
い
た
竪
穴
住
居
祉
は
、
お
よ
そ
二
十
J
三
十
軒
ぐ
ら
い
の
も
の
と
な
り
、
弥
生
時
代
の
住
居
祉
群
の

規
模
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
の
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
の
で
あ
る
。向。h

w
v

須
和
田
遺
跡
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
八
王
子
市
中
田
遺
跡
の
場
合
で
も
、
前
後
三
回
に
わ
た
る
発
掘
調
査
の
結
果
、
や

は
り
土
師
時
代
後
期
に
は
、
三
時
期
の
竪
穴
住
居
祉
群
の
薫
複
が
あ
り
、
各
時
期
の
竪
穴
住
居
祉
数
は
二
十
五
J
四
十
軒
ぐ
ら
い
で
あ
っ

た
と
い
う
か
ら
、
中
田
遺
跡
の
場
合
は
、
須
和
田
遺
跡
よ
り
も
や
や
規
模
が
大
き
い
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
遺
跡
に
よ
っ
て
竪
穴

住
居
批
の
数
が
一
定
し
な
い
の
は
、
や
は
り
自
然
地
形
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
土
師
時
代
後
期
の
一
つ
の
時

期
の
患
穴
住
居
批
群
の
一
つ
の
ま
と
ま
り
が
、
数
十
軒
を
超
え
る
と
い
う
報
告
に
接
し
た
こ
と
が
ま
だ
な
い
か
ら
、
一
定
期
聞
に
い
と
な

ま
れ
た
竪
穴
住
居
の
平
均
的
な
戸
数
は
、
や
は
り
二
十

i
四
十
ぐ
ら
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

土
師
時
代
の
前
期
で
は
ー
や
は
り
竪
穴
住
居
北
群
の
戸
数
は
明
確
に
把
揮
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
か
つ
て
発
掘
調
査
し
た
埼
玉

県
東
松
山
市
五
領
遺
跡
で
ぽ
、
総
数
百
戸
を
超
え
る
前
期
土
師
式
士
一
帯
を
持
つ
竪
穴
住
居
祉
群
が
あ
っ
た
。
主
領
遺
跡
で
は
、
弥
生
時
代

最
終
末
と
考
え
ら
れ
る
前
野
町
期
に
属
す
る
竪
穴
住
居
祉
も
あ
っ
て
、
弥
生
時
代
か
ら
土
師
時
代
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
総
数
百
戸
を
趨
え
る
土
師
時
代
前
期
の
竪
穴
住
居
祉
群
に
比
し
て
、
弥
生
時
代
最
終
末
期
の
展
穴
住
居
地
は
、
数
に
し
て
二
十
戸
を

あ
ま
り
出
な
い
と
い
う
少
な
い
数
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
五
慣
遺
跡
で
は
住
居
祉
が
切
断
し
合
う
と
い
う
現
象
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、

土
器
製
式
と
し
て
も
一
つ
の
型
式
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
結
呆
か
ら
し
て
、
二
J
三
時
期
に
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
他
の
土
師
時
代
前
期
に
属
す
る
竪
穴
住
居
祉
群
の
類
例
を
み
て
み
る
と
、
数
は
決
し
て
多
く
な
い
。
先
述
の
市
川
市

須
和
田
遺
跡
で
は
、
十
J
二
十
戸
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
八
王
子
市
船
田
遺
跡
で
は
十
六
軒
、
問
中
田
遺
跡
で
は
十
軒
に
満
た
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
宜
領
遺
跡
の
あ
る
東
松
山
市
周
辺
で
も
、
土
師
時
代
前
期
の
竪
穴
住
居
枇
が
一
遺
跡
で
二
十
軒
を
超
え
る
と
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い
う
例
を
ま
だ
知
ら
な
い
。
従
っ
て
、
ー
豆
領
遺
跡
の
竪
穴
住
居
祉
数
は
き
わ
め
て
異
常
な
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
分
析
の
方
法
に
ま
だ

検
討
す
べ
き
余
地
を
残
し
て
い
て
、
や
は
り
一
一
時
期
J
三
時
期
に
わ
た
る
も
の
で
、
一
時
期
三
十
軒
ば
か
り
の
竪
穴
住
居
祉
群
で
ま
と
ま

り
が
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

土
師
時
代
中
期
の
遺
跡
で
、
竪
穴
住
居
が
一
群
と
な
っ
て
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
見
せ
る
例
は
き
わ
め
て
乏
し
く
、
そ
の
全
体
的
な
比

ハ
5
)

較
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
近
年
調
査
さ
れ
た
船
橋
市
外
原
遺
跡
の
例
を
み
て
み
る
と
、
十
二
軒
の
竪
穴
住
居
此
が
あ
り
、
遺
跡
が
ま
だ

同
地
に
連
続
し
て
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
か
ら
、
や
は
り
二
十
軒
ぐ
ら
い
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
見
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
推

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
土
師
時
代
中
期
の
竪
穴
住
居
祉
群
が
明
確
で
な
い
こ
と
か
ら
、
前
期
か
ら
後
期
へ
の
過
渡
期
と
し
て
、
何

ら
か
の
社
会
的
な
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
こ
の
時
期
は
ま
た
、
丁
度
、
東
日
本
と
く
に
関
東
地
方

に
は
じ
め
て
畿
内
形
古
墳
の
出
現
す
る
時
期
と
も
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

土
師
時
代
晩
期
に
至
る
と
、
須
和
田
遺
跡
の
よ
う
に
、
後
期
の
竪
穴
住
居
群
の
密
集
し
た
地
帯
で
は
、
竪
穴
住
居
祉
の
分
布
が
疎
に
な

る
傾
向
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
傾
向
は
他
の
遺
跡
で
も
類
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
逆
に
、
後
期
の
竪
穴
住
居
批
群
を
同

一
遺
跡
内
に
伴
な
わ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
比
較
的
密
な
分
布
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
真
間
期
J
国
分
期
に
か
け
て
の
竪
穴
住
居
祉

は
、
実
際
の
規
模
が
小
さ
く
な
っ
た
り
、
竪
穴
内
部
に
み
ら
れ
た
柱
穴
す
ら
不
明
な
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。
須
和
問
遺
跡
の
例
を
み
る

と
、
後
期
の
竪
穴
住
居
壮
群
の
中
に
、
き
わ
め
て
粗
い
分
布
を
示
し
、
全
体
に
規
模
が
小
さ
く
粗
雑
な
竪
穴
住
居
に
な
っ
て
い
る
。
圏
分

期
も
同
様
な
状
態
を
示
し
て
い
る
。
竪
穴
の
規
模
も
三
メ
ー
ト
ル
前
後
の
も
の
が
一
般
の
も
の
で
、
柱
穴
も
明
ら
か
で
な
く
、
場
合
に
よ

っ
て
は
カ
マ
ド
の
付
設
も
な
い
よ
う
な
も
の
す
ら
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
住
居
構
造
の
変
化
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
住
居
の
内
容

が
基
本
的
に
か
わ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
不
住
居
内
容
と
は
、
家
族
構
成
人
員
の
減
少
、
あ
る
い
は
生
活
条
件
の
変
化
、
言
葉
を
換

え
て
云
え
ば
、
人
々
の
労
働
に
関
わ
る
条
件
の
変
化
や
、
社
会
的
規
制
の
変
化
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

'刀
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、
古
墳
の
変
容
と
集
落

前
期
古
墳
が
、
独
立
的
な
一
人
一
墳
主
義
の
壮
大
さ
を
誇
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
期
の
古
境
は
小
規
棋
で
、
同
一
墳

正
に
い
く
つ
も
の
埋
葬
主
体
を
持
っ
た
り
、
あ
る
い
は
同
一
主
体
内
に
い
く
つ
も
の
追
葬
が
あ
っ
た
り
と
い
う
も
の
に
変
容
を
と
げ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
期
の
古
墳
は
群
集
し
て
い
と
な
ま
れ
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
古
墳
の
築
造
と
い

う
土
木
工
事
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
人
力
を
要
し
、
ど
れ
ほ
ど
の
日
数
を
要
す
る
か
を
考
え
、
そ
れ
を
強
行
す
る
た
め
の
労
働
力
の
ベ
ー
ス
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
は
、
一
古
墳
の
被
葬
者
の
持
っ
て
い
た
「
力
」
の
領
域
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
云
い
か
え

れ
ば
、
古
墳
の
築
造
に
あ
た
っ
て
、
い
く
つ
の
集
団
(
竪
穴
住
居
群
の
い
く
つ
か
の
単
位
)
が
直
捺
そ
れ
に
た
ず
さ
わ
ー
っ
た
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
応
神
天
皇
陵
や
仁
徳
天
皇
陵
の
築
造
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
国
家
的
事
業
と
い
う
名
目
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
祖
像
に
難
く
な
い
し
、
お
そ
ら
く
畿
内
を
中
心
と
し
て
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
る
地
域
の
労
働
力
を
集
約
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
場
合
、
応
神
天
皇
陵
や
仁
徳
天
皇
陵
の
古
墳
の
領
域
を
全
国
的
な
規
模
と
し
て
把
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
実
際
各
地
に

見
ら
れ
る
中
期
古
墳
ま
で
の
大
形
古
墳
は
、
応
神
・
仁
徳
天
皇
陵
に
及
ば
ぬ
規
模
と
は
云
い
な
が
ら
、
か
な
り
大
規
模
な
古
墳
を
築
造
し

て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
被
葬
者
の
「
力
」
の
領
域
は
相
当
広
範
囲
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
後
期
の
古
墳
は
、
次
第
に
小
規
模
に
な
り
つ
つ
数
を
増
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
定
地
域
内
に
群
集
し
て
存
在
す
る
よ

う
な
傾
向
を
示
し
は
じ
め
る
。
そ
う
し
た
段
階
で
、
一
墳
丘
内
に
い
く
つ
も
の
埋
葬
主
体
を
い
と
な
ん
だ
り
、
一
つ
の
埋
葬
主
体
中
に
何

度
も
迫
罪
し
た
り
す
る
方
法
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
家
族
墓
的
あ
る
い
は
家
父
長
的
な
社
会
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
ら
の
古
墳
が
、
あ
る
い
は
古
墳
の
被
葬
者
が
、
周
辺
の
集
落
と
如
何
な
る
関
係
を
持
っ
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
須
和
四
遺
跡
を
中
心
に
し
て
そ
の
周
辺
の
情
況
を
検
討
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
筋
道
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
下

総
国
の
西
南
部
で
は
こ
つ
の
大
き
た
古
墳
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
一
つ
は
現
在
の
市
川
市
と
松
戸
市
と
に
ま
た
が
る
国
府
台
古
墳
群
で
あ
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山
け
い
い
ま
ひ
と
つ
は
我
孫
子
町
に
あ
る
我
孫
子
古
墳
栴
ず
あ
る
。
こ
の
両
者
は
お
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
(
古
墳
の
形
態
・
埋
葬
主
体

の
種
鯛
な
ど
)
を
持
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
時
間
的
な
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
全
一
く
無
関
係
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
国
府

台
古
墳
群
の
河
原
塚
古
墳
が
最
初
に
、
次
に
我
孫
子
古
墳
群
の
水
神
山
古
墳
・
金
塚
古
墳
な
ど
が
築
造
さ
れ
、
次
に
国
府
台
古
墳
群
の
法

皇
塚
古
町

r築
造
さ
れ
る
と
い
う
順
序
に
な
ろ
う
。
法
皇
塚
市
向
墳
の
築
造
を
契
機
と
し
て
、
両
古
墳
群
に
時
間
的
に
併
行
し
な
が
ら
後
続

の
い
く
つ
か
の
古
墳
を
い
と
な
ん
だ
と
思
わ
れ
る
a

お
そ
ら
く
そ
れ
は
七
世
紀
末
葉
か
ら
八
世
紀
に
ま
で
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

河
原
塚
古
墳
・
水
神
山
古
墳
・
金
塚
古
墳
・
法
皇
塚
古
墳
な
ど
は
一
人
一
墳
の
盟
主
的
内
容
を
も
っ
古
墳
で
あ
る
が
、
他
は
小
規
模
で

あ
っ
た
り
、
一
つ
の
墳
丘
に
い
く
つ
も
の
埋
葬
主
体
を
も
つ
も
の
な
ど
で
あ
っ
た
。
法
皇
塚
古
墳
の
年
代
を
、
壊
葬
主
体
の
型
式
・
副
葬

品
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
西
暦
六
世
紀
中
葉
の
も
の
と
す
る
と
、
こ
の
地
域
で
の
一
人
一
墳
主
義
的
な
埋
葬
方
法
は
六
世
紀
後
半
で
一

応
の
医
切
り
を
つ
け
た
の
だ
と
見
ら
れ
な
い
と
と
も
な
い
。
後
期
の
土
師
式
土
器
が
盛
行
し
て
い
た
段
階
で
あ
ろ
う
。
須
和
田
遺
跡
の
竪

穴
住
居
札
群
は
せ
い
ぜ
い
二
十

l
一
二
十
軒
位
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
法
皇
塚
古
墳
ほ
ど
の
古
墳
を
、
須
和
問
の
人
々
だ
け
で
築
造

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
そ
の
程
度
の
人
々
の
上
に
立
つ
ほ
ど
の
人
物
で
は
と
う
て
い
古
墳
に
葬
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
隣
接
す
る
我
孫
子
古
墳
群
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
江
戸
川
以
東
、
印
旗
、
手
賀
沼
以
南
で
の
明
確
な
古

墳
群
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
東
関
東
地
方
で
は
最
も
古
墳
群
の
稀
薄
な
地
帯
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
我
孫
子
古
墳
群
以
東
で
は

印
耀
沼
を
は
さ
ん
で
竜
角
寺
古
墳
群
が
あ
り
、
そ
れ
以
東
は
多
く
の
古
墳
群
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
判
断
す
る

と
、
我
孫
子
古
墳
群
と
国
府
台
古
墳
群
は
、
そ
の
築
造
開
始
当
初
は
両
者
凌
ふ
く
め
て
一
つ
の
領
域
で
あ
っ
た
も
の
が
、
法
皇
一
塚
古
墳
の

築
造
を
境
に
し
て
分
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
領
域
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
六
世
相
後
半
以
後
は
独
自
に
古
墳
群
を
形
成
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
竪
穴
住
居
壮
群
の
規
模
が
と
り
わ
け
て
大
き
く
な
る
わ
け
で
も
な
く
、
同
じ
よ
う
な

状
態
を
持
続
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
、
何
故
に
我
孫
子
古
墳
群
と
国
府
台
古
墳
群
と
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
小

規
模
古
墳
群
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
原
因
で
あ
る
。
勿
論
、
両
古
墳
群
聞
の
中
間
地
帯
や
周
辺
の
竪
穴
住
居
群
が
す

べ
て
把
握
さ
れ
な
い
限
り
こ
れ
以
上
論
を
進
め
る
の
は
危
険
だ
と
思
う
。
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四
、
大
嶋
郷
と
土
師
時
代
の
住
居
群

い
ま
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
土
師
時
代
の
竪
穴
住
居
祉
群
は
、
せ
い
ぜ
い
二
十
J
四
十
軒
ぐ
ら
い
で
一
単
位
を
な
し
て
い
た
も
の
と
・

考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
養
老
五
年
(
西
暦
七
三
年
)
の
大
嶋
郷
の
戸
籍
は
一
泊
は
三
塁
、
郷
戸
数
五
十
戸
、
房
戸
百
三
十
戸
、
人
口

一
一
九
一
人
と
な
っ
て
い
て
、
房
戸
に
は
平
均
九
・
一
人
が
属
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
ま
ま
の
数
字
を
、
い
ま
ま
で
の
考
古
学
的
調
査

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
ー
を
も
っ
て
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
一
遺
跡
の
数
で
は
規
模
が
小
さ
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
一
遺
跡
の
竪
穴
住

居
祉
数
を
平
均
三
十
軒
と
し
て
も
、
大
嶋
郷
の
規
模
は
四
遺
跡
分
は
あ
る
計
算
に
な
る
。
大
嶋
郷
の
実
年
代
か
ら
す
る
と
、
土
師
時
代
晩

期
・
真
間
式
土
器
か
ら
圏
分
式
土
器
に
か
け
て
の
時
期
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
思
穴
住
居
祉
の
一
グ
ル
ー
プ
の
数
は
、
須
和
田
遺
跡
で
も

み
た
よ
う
に
、
二
十
軒
ぐ
ら
い
の
小
規
模
な
単
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
軒
分
の
遺
跡
が
六
個
所
以
上
集
合
し
な
け
れ
ば
大
嶋

郷
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

大
嶋
郷
の
推
定
地
、
葛
飾
柴
又
付
近
の
地
形
か
ら
観
察
す
る
と
、
湿
地
帯
の
中
の
各
所
に
徴
高
地
が
あ
っ
て
、
竪
穴
住
居
の
い
と
な
め

る
状
況
は
充
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
真
間
式
土
器
を
出
土
す
る
よ
う
な
遺
跡
の
発
見
例
に
乏
し
く
、
に
わ
か
に

根
拠
を
明
ら
か
に
し
難
い
の
で
あ
る
。
中
川
を
中
央
に
は
さ
ん
で
、
江
戸
川
正
荒
川
の
二
河
川
の
中
間
地
帯
に
ま
で
範
闘
を
拡
大
し
て
み

〔

ロ

〉

る
と
、
伊
興
遺
跡
な
ど
が
あ
っ
て
関
連
づ
け
る
に
格
好
な
資
料
と
な
る
。
伊
興
遺
跡
は
、
土
師
時
代
後
期
鬼
高
期
の
遺
物
を
伴
な
い
、
同

時
期
の
祭
配
遺
構
を
中
心
と
す
る
遺
跡
で
あ
る
。
調
査
者
等
の
報
告
に
よ
れ
ば
「
四
・
五
世
紀
か
ら
七
・
八
世
紀
の
約
三

0
0年
聞
に
豆

り
、
大
衆
落
が
あ
っ
た
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
」
と
い
う
か
ら
、
土
師
時
代
中
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
い
と
な
ま
れ
た
遺
跡
で
あ
る
と
推

定
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
ド
J

当
然
、
大
帰
郷
と
年
代
的
に
も
接
触
を
持
つ
警
で
あ
り
、
そ
の
関
連
性
が
考
慮
さ
れ
よ
う
。
一
方
、
柴
又
地
区

の
南
方
に
は
上
小
岩
遺
映
が
あ
り
、
弥
生
時
代
後
期
中
葉
か
ら
、
奈
良
・
平
安
時
代
ま
で
継
続
し
て
い
と
な
ま
れ
た
遺
跡
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
。
上
小
岩
遺
跡
は
低
地
遺
跡
の
た
め
に
、
竪
穴
住
居
批
群
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
土
器
破
片
の
相
当
量
の
発
見
に
よ
っ
て
、
遺

跡
の
規
模
は
伊
興
遺
跡
に
匹
敵
す
る
程
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
大
嶋
郷
推
定
地
付
近
に
、
い
く
つ
も
の
住

居
群
が
密
集
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
づ
っ
離
れ
て
単
位
住
居
群
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
強
く
な
る
。
そ
し
て
、
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そ
の
存
在
範
囲
も
か
な
り
広
い
地
帯
に
お
よ
ぶ
こ
と
も
充
分
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
規
模
な
古
墳
群
の
存
在
も
伊
輿
遺
跡
付
近
に

み
ら
れ
る
し
、
一
方
、
柴
又
に
は
そ
れ
よ
り
若
干
年
代
の
遡
る
と
思
わ
れ
る
古
墳
(
円
墳
・
横
穴
式
石
室
を
も
っ
古
墳
)
の
あ
る
こ
と
か

ら
み
る
と
、
国
府
台
古
墳
群
の
小
規
模
古
墳
群
の
存
在
地
帯
(
国
府
台
付
近
)
と
松
戸
市
河
原
塚
古
墳
と
の
関
係
に
近
い
性
質
を
み
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

終
末
期
の
国
府
台
古
墳
群
の
領
域
は
明
確
に
し
難
い
が
、
我
孫
子
古
墳
群
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
て
み
る
と
、
現
在
の
市
川
・
松
戸

・
船
橋
を
ふ
く
む
直
径
二

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
範
囲
を
推
定
し
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
一
方
、
葛
飾
地
区
で
も
伊
輿
の
小
規
模

古
墳
群
と
柴
又
の
小
円
墳
・
上
小
岩
遺
跡
な
ど
の
関
連
性
に
立
脚
す
る
と
、
江
戸
川
と
荒
川
に
は
さ
ま
れ
た
南
北
二

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
範
囲
の
中
に
、
数
個
所
以
上
の
遺
跡
を
擁
し
て
大
嶋
郷
が
存
在
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
後
期
小
規
模
古

墳
群
の
領
域
を
基
礎
と
し
て
規
模
が
律
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

大
嶋
郷
で
は
、
二
戸
平
均
九
・
一
人
に
な
る
と
い
う
。
し
か
し
、
同
時
期
の
住
居
祉
の
規
模
か
ら
推
定
す
る
と
、
多
く
て
も
四
人
程
度

が
一
軒
あ
た
り
の
可
住
範
囲
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
円
九
・
一
人
と
い
う
数
字
は
住
居
の
数
で
は
な
く
て
集
一
落
内
の
最
少
単
位
の
人
数

を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
実
際
の
住
居
は
従
っ
て
い
く
つ
に
計
算
す
べ
き
か
平
均
値
す
ら
割
り
出
せ
な
い
状
況
で
あ

る
。
土
師
時
代
集
落
の
分
析
が
ま
す
ま
す
必
要
で
あ
り
、
か
つ
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
行
政
上
の
村
落
構
成

と
、
実
際
に
あ
る
集
落
構
成
と
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
く
か
が
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
ろ
う
。
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※
本
稿
で
は
、
一
遺
跡
に
お
け
る
竪
穴
住
居
壮
群
を
集
落
と
い
う
言
漢
で
表
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
遺
跡
内
の
住
居
祉
に
、
同
時
性
と
関
述
性

が
あ
り
、
一
つ
の
群
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
単
に
住
賠
祉
の
集
令
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
集
落
と
し
て
把
揖
す
べ

き
も
の
だ
と
考
え
る
。
こ
こ
で
集
落
と
表
現
し
な
か
っ
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
住
居
祉
群
の
分
析
に
ま
だ
若
干
の
媛
昧
さ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
同
時
に
共
同
体
と
い
う
言
葉
も
用
い
な
か
っ
た
。
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