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彙
　
報

）

五
三　
（
二
二
七

彙
　
報

長
尾
琢
磨
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

論
文
題
目

「
第
二
神
殿
時
代
後
期
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
石
切
墓

　　

―
―
形
態
・
分
布
が
示
す
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
相
克
」

論
文
の
概
要

　

長
尾
琢
磨
君
の
博
士
学
位
請
求
論
文
は
、
第
二
神
殿
時
代
後
期
（
セ
レ

ウ
コ
ス
朝
期
～
紀
元
七
〇
年
の
エ
ル
サ
レ
ム
陥
落
ま
で
）
に
お
い
て
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
と
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
と

向
き
合
い
自
ら
の
文
化
・
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
を
東
地
中
海
岸

南
部
地
域
の
石
切
墓
埋
葬
に
関
す
る
考
古
学
的
研
究
か
ら
あ
き
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
。「
ユ
ダ
ヤ
イ
ズ
ム
（
へ
ブ
ル
イ
ズ
ム
）
と
ヘ
レ
ニ
ズ

ム
」
は
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、

古
代
ユ
ダ
ヤ
教
が
成
立
す
る
過
程
で
ど
の
程
度
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受

け
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
現
在
の
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に

も
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
文
献
史
料

研
究
を
中
心
に
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
考
古
資
料
か
ら
ユ
ダ
ヤ
イ

ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
関
係
を
探
る
研
究
は
多
く
な
い
。
し
か
し
、
墓
は

当
時
の
人
々
の
死
生
観
や
文
化
を
色
濃
く
反
映
す
る
遺
構
で
あ
り
、
こ
れ

ま
で
の
調
査
に
よ
っ
て
す
で
に
多
量
の
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。

本
論
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
活
用
し
、
知
ら
れ
て
い
る
石
切
墓
遺
構
の
全
体

を
一
定
の
基
準
で
分
析
す
る
こ
と
で
、
第
二
神
殿
時
代
後
期
に
お
け
る
ユ

ダ
ヤ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
相
克
を
新
た
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と

を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。

論
文
の
構
成

序
章　

本
研
究
の
目
的
と
視
座

　

第
１
節　



本
研
究
の
目
的

　

第
２
節　



ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
か
ら
考
え
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化

　

第
３
節　



本
研
究
の
構
成

第
１
章　

第
二
神
殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
に
関
す
る
研
究

　

第
１
節　



第
一
神
殿
時
代
～
第
二
神
殿
時
代
前
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ

人
の
埋
葬
に
関
す
る
研
究

　
　
　

１　



当
該
期
の
埋
葬
の
概
要

　
　
　

２　



鉄
器
時
代
の
埋
葬
の
研
究

　

第
２
節　



第
二
神
殿
時
代
後
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
に
関
す

る
研
究

　
　
　

１　



当
該
期
の
埋
葬
の
概
要

　
　
　

２　



埋
葬
方
法
の
研
究

　
　
　

３　



墓
の
形
態
の
研
究

　
　
　

４　



ユ
ダ
ヤ
地
域
の
ロ
ク
リ
墓
の
起
源
の
研
究

　

第
３
節　



第
二
神
殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
に
関
す
る
考
古
学
的

研
究
の
課
題

第
２
章　



第
二
神
殿
時
代
後
期
の
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け
る
埋
葬
の
変
遷

　

第
１
節　


は
じ
め
に

　

第
２
節　


対
象
遺
跡



史
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第
九
一
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第
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号

）

五
四　
（
二
二
八

　
　
　

１　

エ
ル
サ
レ
ム
の
墓
地

　
　
　

２　

マ
レ
シ
ャ
の
墓
地

　
　
　

３　

ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
墓
地

　

第
３
節　



対
象
資
料
の
年
代
決
定
に
つ
い
て

　

第
４
節　


ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
お
け
る
エ
ル
サ
レ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

都
市
の
ロ
ク
リ
墓
の
比
較

　
　
　

１　

墓
の
内
部
形
態
に
よ
る
比
較

　
　
　

２　

墓
に
入
る
ま
で
の
構
造
に
よ
る
比
較

　
　
　

３　

考
察

　

第
５
節　



エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け
る
初
期
ロ
ク
リ
墓
と
ベ
ン
チ
墓
の
比
較

　
　
　

１　

墓
の
内
部
形
態
に
よ
る
比
較

　
　
　

２　

考
察

　

第
６
節　



エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け
る
ロ
ク
リ
墓
の
変
遷

　
　
　

１　

墓
の
内
部
形
態
に
よ
る
比
較

　
　
　

２　

考
察

　

第
７
節　



お
わ
り
に

第
３
章　



パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
に
お
け
る
第
二
神
殿
時
代
後
期
の
墓
の

分
布
―
―
ユ
ダ
ヤ
・
サ
マ
リ
ア
地
域
間
の
事
例
か
ら

　

第
１
節　



は
じ
め
に

　

第
２
節　



パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
に
お
け
る
文
化
財
管
理
―
墓
地
の
事

例
か
ら

　
　
　

１　

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
に
お
け
る
考
古
学
的
調
査
の
状
況

　
　
　

２　

パ
レ
ス
チ
ナ
観
光
・
遺
跡
庁
に
よ
る
墓
の
調
査
・
管
理
状
況

　

第
３
節　

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
墓
に
関
す
る
考
古
学
的
踏
査

　
　
　

１　

調
査
目
的
・
調
査
方
法

　
　
　

２　

ア
ブ
ー
ド
の
墓
地

　
　
　

３　

キ
ル
ベ
ト
・
ク
ル
カ
ッ
シ
ュ
の
墓
地

　
　
　

４　

シ
ン
ジ
ル
の
墓
地

　
　
　

５　

ア
イ
ン
・
シ
ニ
ヤ
の
墓
地

　
　
　

６　

テ
ル
・
エ
ン
・
ナ
ス
ベ
の
墓
地

　
　
　

７　



パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
に
お
け
る
考
古
学
的
踏
査
の
結
果
と

課
題

　

第
４
節　



パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
に
お
け
る
第
二
神
殿
時
代
後
期
の
墓

の
分
布
―
―
ユ
ダ
ヤ
・
サ
マ
リ
ア
地
域
間
の
事
例
か
ら

　

第
５
節　

お
わ
り
に

第
４
章　



第
二
神
殿
時
代
後
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
の
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
化

　

第
１
節　



は
じ
め
に

　

第
２
節　



第
二
神
殿
時
代
後
期
の
東
地
中
海
岸
南
部
地
域
に
お
け
る

領
域
の
変
遷

　

第
３
節　



地
形
、
地
質
、
居
住
地
、
街
道
か
ら
み
る
墓
地
の
立
地

　

第
４
節　



前
二
世
紀
か
ら
前
一
世
紀
の
東
地
中
海
岸
南
部
地
域
に
お

け
る
墓
の
分
布

　
　
　

１　

前
二
世
紀
に
お
け
る
墓
の
分
布

　
　
　

２　

前
一
世
紀
に
お
け
る
墓
の
分
布

　
　
　

３　

一
世
紀
に
お
け
る
墓
の
分
布

　

第
５
節　

お
わ
り
に

終
章　

結
論



彙
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参
考
文
献

各
章
の
要
約

　

序
章
で
は
、
本
論
の
研
究
目
的
と
方
法
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
と
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
第
二
神
殿
時
代
後
期
に
お
い
て
、
ユ

ダ
ヤ
人
が
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
自
ら
の
文
化
・
思
想
を
形
成
し

て
い
っ
た
か
を
当
時
の
石
切
墓
の
考
古
学
的
分
析
か
ら
解
明
す
る
こ
と
が

本
論
の
目
的
で
あ
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
を
考
え
る
際
、
そ
れ
は
単
純
に
受

容
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
反
発
も
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
応
答
が
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
文
献
史
料
の
み
な
ら
ず
埋
葬
と
い

う
当
時
の
人
々
の
死
生
観
や
文
化
と
深
く
関
わ
る
墓
の
考
古
学
的
分
析
を

通
し
て
こ
の
研
究
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
の
有
用
性
を
論
じ
、
本
論
の
構

成
を
俯
瞰
的
に
示
し
て
い
る
。

　

第
１
章
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
に
関
す
る
先
行
研
究
の
整
理
及
び
残
さ

れ
た
課
題
の
抽
出
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
本
論
の
直
接
の
対
象
と
な
る
第

二
神
殿
時
代
後
期
の
墓
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
先
行
す
る
鉄
器
時
代
Ⅱ
期

か
ら
第
二
神
殿
時
代
前
期
（
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
期
）
の
墓
も
含
め
て
検

討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
は
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
か
ら
第
二

神
殿
時
代
後
期
に
至
る
ま
で
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
捕
囚
を
間
に
挟
み
つ
つ
も
、

一
連
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の

影
響
を
受
け
る
前
の
ユ
ダ
ヤ
人
独
自
の
埋
葬
習
慣
を
把
握
し
て
お
く
こ
と

は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
変
化
を
適
切
に
理
解
す
る
上
で

も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
に
は
横
穴
式
の

石
切
墓
で
あ
る
ベ
ン
チ
墓
が
主
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
研
究
も
そ
れ

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
家
を
模
し
た
墓

の
内
部
形
態
と
集
骨
に
よ
る
再
埋
葬
（
二
次
埋
葬
）
に
関
し
て
多
く
の
研

究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ベ
ン
チ
墓
に
は
家
族
が
死
後
も
共
に
在
る
と
い
う

ユ
ダ
王
国
の
人
々
の
死
生
観
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

　

続
く
バ
ビ
ロ
ニ
ア
捕
囚
期
か
ら
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
期
に
は
、
鉄
器
時

代
Ⅱ
期
に
製
作
さ
れ
た
ベ
ン
チ
墓
が
再
利
用
さ
れ
た
が
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝

期
に
な
る
と
新
し
い
タ
イ
プ
の
石
切
墓
で
あ
る
ロ
ク
リ
墓
が
エ
ル
サ
レ
ム

に
出
現
し
た
。
ロ
ク
リ
（
埋
葬
用
の
細
長
い
壁
龕
）
は
そ
れ
以
前
か
ら
フ

ェ
ニ
キ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
な
ど
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
さ
れ
た
周
辺
地
域
の
墓
で
採

用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
ロ
ク
リ
墓
の
起
源
と
ど
う
関
わ

っ
た
か
が
研
究
の
争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ロ
ク
リ
墓
に
関
し
て

は
、
墓
の
フ
ァ
サ
ー
ド
や
副
葬
品
な
ど
多
岐
に
渡
る
研
究
が
行
わ
れ
て
き

た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
埋
葬
方
法

と
大
き
く
関
わ
る
内
部
形
態
の
研
究
や
定
量
的
な
研
究
が
不
足
し
て
い
る

こ
と
、
ロ
ク
リ
墓
の
研
究
が
エ
ル
サ
レ
ム
と
エ
リ
コ
の
も
の
に
集
中
し
て

お
り
、
そ
の
全
体
像
が
十
分
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
課
題
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

第
２
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
ま
ず
前
二
世
紀
に

お
け
る
エ
ル
サ
レ
ム
の
ロ
ク
リ
墓
と
同
時
期
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
都
市
で
あ
る

ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
と
マ
レ
シ
ャ
の
ロ
ク
リ
墓
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。

長
尾
君
は
埋
葬
を
行
う
部
屋
を
母
室
、
そ
こ
か
ら
突
き
出
る
ロ
ク
リ
を
子

室
と
呼
び
つ
つ
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
ロ
ク
リ
墓
は
内
部
形
態
に
お
い
て
他
の

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
都
市
の
墓
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
エ
ル
サ



史
　
　
　
学
　
第
九
一
巻
　
第
三
号

）

五
六　
（
二
三
〇

レ
ム
の
ロ
ク
リ
墓
の
母
室
は
方
形
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
都

市
の
も
の
は
よ
り
大
型
で
長
方
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
エ
ル
サ

レ
ム
の
ロ
ク
リ
は
し
ば
し
ば
遺
体
を
安
置
す
る
棚
の
上
に
位
置
し
て
形
状

も
異
な
っ
て
お
り
、
二
次
埋
葬
で
あ
る
集
骨
が
行
わ
れ
て
い
た
証
拠
が
存

在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
墓
に
入
る
ま
で
の
構
造
も
異
な

っ
て
お
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
地
表
の
外
部
構
造
が
服
喪
の
空
間
と
し
て

利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
形
状
に
類
似

性
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
埋
葬
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
異
な
っ
て
お
り
、
死

生
観
に
も
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
長

尾
君
は
、
当
該
期
の
エ
ル
サ
レ
ム
の
石
切
墓
に
ロ
ク
リ
が
新
し
い
構
造
と

し
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
形
態
の
借
用
も
し
く

は
模
倣
に
過
ぎ
ず
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
主
張
し

て
い
る
。

　

次
に
本
論
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け
る
前
二
世
紀
の
ロ
ク
リ
墓
と
そ
れ

に
先
行
す
る
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
の
ベ
ン
チ
墓
を
比
較
し
、
ピ
ッ
ト
の
あ
る
母

室
、
特
に
コ
の
字
型
の
母
室
と
埋
葬
方
法
が
共
通
し
て
お
り
、
家
族
を
意

識
し
た
死
生
観
と
い
う
点
で
強
い
連
続
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
墓
の
ロ
ク
リ
は
集
骨
に
適
す
る
よ
う
に
独
自
の
変
化

を
遂
げ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
集
骨
の
た
め
の
子
室
は
ベ
ン
チ
墓
に
も
リ

ポ
ジ
ト
リ
と
し
て
一
定
数
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
ロ
ク
リ
に
影
響
を
受
け
て
は
い
る
が
、

鉄
器
時
代
以
来
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
を
母
室
の
三
辺
に
配
し
て
一
次
埋
葬
と
集

骨
を
伴
う
二
次
埋
葬
の
両
方
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
し
て

い
る
。

　

一
方
、
前
一
世
紀
末
か
ら
一
世
紀
に
か
け
て
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け

る
ロ
ク
リ
墓
の
埋
葬
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
前

一
世
紀
末
に
オ
シ
ュ
ア
リ
（
小
型
石
棺
）
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

母
室
の
床
は
平
坦
な
も
の
が
過
半
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
壁
龕
に
も

ア
ル
コ
ソ
リ
ア
な
ど
新
し
い
構
造
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
オ
シ
ュ
ア
リ
採
用
の
要
因
と
し
て
復
活
信
仰
や

富
の
蓄
積
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
家
族
を
中
心
と
し
た
埋
葬

に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
で
個
人
意
識
が
表
面
化
し
て
き
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
再
埋
葬
が
行
わ
れ
る
小
型
石
棺
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
さ

れ
た
周
辺
地
域
に
例
が
な
い
の
で
、
本
論
は
む
し
ろ
そ
れ
は
再
埋
葬
の
発

展
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
埋
葬
は
自
ら
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

第
３
章
と
第
４
章
で
は
東
地
中
海
岸
南
部
地
域
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の

埋
葬
の
広
が
り
を
と
ら
え
る
た
め
、
墓
の
分
布
状
況
の
検
討
を
行
っ
て
い

る
。
東
地
中
海
岸
南
部
地
域
は
現
在
イ
ス
ラ
エ
ル
国
と
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治

区
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
墓
に
関
す
る
考
古
学
的

情
報
は
イ
ス
ラ
エ
ル
国
と
比
較
し
て
圧
倒
的
に
不
足
し
て
お
り
、
同
自
治

政
府
の
文
化
財
管
理
の
状
況
も
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
た
め
第
３
章
で
は
、

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
観
光
遺
跡
庁
に
お
い
て
独
自
の
聞
き
取
り
調
査
を
行

い
墓
の
調
査
・
管
理
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
地
区
に
お
い
て

独
自
の
考
古
学
的
踏
査
を
行
い
新
た
な
石
切
墓
群
に
関
す
る
情
報
を
公
開

し
て
い
る
。

　

踏
査
に
つ
い
て
は
ア
ブ
ー
ド
、
キ
ル
ベ
ッ
ト
・
ク
ル
カ
ッ
シ
ュ
、
シ
ン

ジ
ル
、
ア
イ
ン
・
シ
ニ
ヤ
、
テ
ル
・
エ
ン
・
ナ
ス
ベ
の
各
墓
地
で
行
わ
れ
、
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墓
の
形
態
や
立
地
、
周
辺
遺
跡
に
つ
い
て
の
報
告
と
年
代
の
概
要
の
推
定

が
な
さ
れ
て
い
る
。
盗
掘
の
た
め
情
報
量
は
限
ら
れ
て
い
た
が
、
ほ
と
ん

ど
の
墓
が
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
な
ど
の
構
造
や
フ
レ
ス
コ
、
表
採
土
器
か
ら

ロ
ー
マ
時
代
～
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
、
特
に
一
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
る
可
能

性
が
高
く
、
前
二
～
前
一
世
紀
の
墓
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が

あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
分
布
の
空
白
は
、
当
該
時
期
の
同
地
区
に
お

け
る
居
住
地
の
少
な
さ
や
山
が
ち
な
地
形
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
と
し
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
考
古
学
的
踏
査
で
得
ら
れ
た
情
報
と
観
光
遺
跡
庁
で
入
手
し

た
過
去
の
調
査
情
報
に
基
づ
き
、
本
論
は
前
二
世
紀
か
ら
一
世
紀
に
か
け

て
ロ
ク
リ
墓
の
分
布
が
ユ
ダ
ヤ
地
域
か
ら
周
辺
地
域
に
広
が
っ
て
い
っ
た

傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
二
神
殿
時
代
と
そ
の
後
（
紀
元
七

〇
年
の
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
崩
壊
後
）
の
時
代
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
は
現

在
の
情
報
か
ら
は
困
難
な
の
で
、
一
世
紀
以
降
の
分
布
の
展
開
に
つ
い
て

は
推
測
の
域
を
出
な
い
。

　

第
４
章
で
は
、
さ
ら
に
現
イ
ス
ラ
エ
ル
領
も
含
む
東
地
中
海
岸
南
部
地

域
全
体
に
お
け
る
墓
の
分
布
状
況
、
種
類
、
埋
葬
方
法
の
違
い
を
時
期
的

変
遷
と
と
も
に
議
論
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
支
配
領
域
の
違
い
、
地
形
、

地
質
、
居
住
地
、
街
道
か
ら
墓
地
の
立
地
を
検
討
し
た
上
で
、
墓
の
分
布

の
傾
向
を
確
認
し
て
い
る
。

　

前
二
世
紀
の
段
階
で
は
、
母
室
の
壁
に
複
数
の
ロ
ク
リ
を
設
け
る
構
造

と
ベ
ン
チ
墓
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
エ
ル
サ
レ
ム
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
の
ユ
ダ
ヤ
人
居
住
域
の
墓
地
で
は
鉄
器
時
代
か
ら
継
続
す
る
ベ
ン
チ

墓
や
横
穴
墓
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
長
方
形
ロ
ク
リ
墓
や
個
人
埋
葬
は
ギ

リ
シ
ア
人
や
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
入
植
地
で
の
み
確
認
さ
れ
、
地
形
・
地
質

的
な
要
因
か
ら
海
岸
平
野
で
は
石
棺
墓
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
前
二
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
に
対
す
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
は

限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

前
一
世
紀
に
な
る
と
、
ハ
ス
モ
ン
朝
の
領
土
拡
大
の
影
響
で
各
地
に
ユ

ダ
ヤ
人
居
住
地
が
作
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
う
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
地
域
全
体
で
ロ

ク
リ
墓
が
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ
ド
マ
ヤ
地
域
や
海
岸
平

野
に
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
方
形
ロ
ク

リ
墓
は
前
一
世
紀
に
ユ
ダ
ヤ
人
居
住
域
で
確
立
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
表
象
す

る
墓
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
前
二
世
紀
の
ク
ム
ラ
ン
で
は

中
央
山
地
と
は
異
な
る
埋
葬
が
行
わ
れ
て
お
り
、
前
一
世
紀
の
ヨ
ル
ダ
ン

の
谷
の
墓
地
群
で
も
中
央
山
地
と
は
異
な
る
埋
葬
が
行
わ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人

の
墓
に
形
態
・
埋
葬
習
慣
の
違
い
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
要

因
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
な
ど
の
異
文
化
の
埋
葬
習
慣
の
影
響
で
は
な
く
、
当
時

明
確
に
な
っ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
教
内
の
宗
派
や
思
想
の
違
い
で
あ
る
と
主
張

さ
れ
て
い
る
。

　

一
世
紀
に
は
、
前
一
世
紀
の
分
布
範
囲
に
加
え
て
、
ヘ
ロ
デ
朝
期
に
発

展
し
た
ガ
リ
ラ
ヤ
地
域
・
サ
マ
リ
ア
地
域
に
も
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
が
作
ら
れ

た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
一
世
紀
以
降
は
、
か
つ
て
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

化
と
よ
く
似
た
プ
ロ
セ
ス
で
東
地
中
海
岸
南
部
地
域
の
「
ユ
ダ
ヤ
化
」
が

進
み
、
そ
れ
に
伴
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
は
ロ
ク
リ
墓
の
拡
散
者
と
な
っ
て
い
っ

た
と
さ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
は
一
世
紀
に
な
っ
て
も
多
様
で
あ
り
、

前
一
世
紀
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
第
二
神
殿
時
代
後
期
の
ユ
ダ
ヤ
人
の

埋
葬
習
慣
は
、
ミ
シ
ュ
ナ
の
埋
葬
規
定
と
は
異
な
り
、
必
ず
し
も
一
律
に
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規
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
様
性
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
関
係
よ
り
も
ユ
ダ
ヤ
教
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
人

自
身
の
あ
り
方
に
多
様
性
が
生
ま
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

と
し
て
い
る
。

　

終
章
は
結
論
で
あ
り
、
以
上
の
議
論
か
ら
第
二
神
殿
時
代
後
期
に
東
地

中
海
岸
南
部
地
域
で
発
達
し
た
ロ
ク
リ
を
伴
う
石
切
墓
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の

影
響
で
成
立
し
た
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
主
張
し
て
い
る
。
前
二
世
紀

の
エ
ル
サ
レ
ム
以
外
で
は
、
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
以
来
の
ベ
ン
チ
墓
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、
伝
統
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
が
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
ベ
ン
チ
墓
か
ら
発
展
し
た
方
形
ロ
ク
リ
墓
は
、
母
室
の
壁
に
複

数
の
ロ
ク
リ
を
設
け
る
点
で
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
埋
葬
習
慣
の
影
響
を
受
け
て

は
い
る
が
、
家
族
を
意
識
し
た
死
生
観
の
も
と
で
再
埋
葬
が
行
わ
れ
る
と

い
う
根
幹
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
後
世
に
文
書
化
さ
れ

た
ミ
シ
ュ
ナ
は
ロ
ク
リ
墓
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
墓
と
し
て
規
定
し
て
お
り
、
そ

れ
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
典
型
的
な
墓
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

一
方
、
長
尾
君
は
第
二
神
殿
時
代
後
期
を
通
じ
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
に

多
様
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
前
一
世
紀
の
ヨ
ル
ダ
ン
の

谷
の
墓
の
形
態
や
埋
葬
習
慣
は
、
中
央
山
地
や
海
岸
平
野
の
ユ
ダ
ヤ
人
の

も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
前
一
世
紀
末
か
ら
オ
シ
ュ
ア
リ
が
採

用
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
主
た
る
埋
葬
方
法
も
変
化
し
た
。
し
か
し
、
方
形

ロ
ク
リ
墓
以
外
の
墓
も
オ
シ
ュ
ア
リ
も
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
な
ど
の
異
文
化
の

埋
葬
習
慣
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ユ
ダ
ヤ
教
あ
る

い
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
自
ら
の
在
り
方
を
問
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
が
生
ま
れ

て
き
た
状
況
の
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
し
て
い
る
。
前
一
世
紀
に

ユ
ダ
ヤ
人
を
表
象
す
る
墓
と
な
っ
た
方
形
ロ
ク
リ
墓
は
、
埋
葬
方
法
が
オ

シ
ュ
ア
リ
へ
と
変
化
し
て
も
、
家
族
を
意
識
し
た
死
生
観
の
も
と
で
行
わ

れ
る
再
埋
葬
と
い
う
点
で
変
化
し
て
お
ら
ず
、
総
じ
て
、
第
二
神
殿
時
代

後
期
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
に
お
け
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
は
限
定
的
で
あ

っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

審
査
要
旨

　

本
論
は
、
第
二
神
殿
時
代
後
期
の
東
地
中
海
岸
南
部
地
域
に
出
現
し
た

ロ
ク
リ
と
呼
ば
れ
る
埋
葬
用
壁
龕
を
伴
う
石
切
墓
を
考
古
学
的
に
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
直
面
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
れ
と
ど
の

よ
う
に
向
き
合
い
、
独
自
の
文
化
を
生
み
出
し
た
の
か
を
解
明
す
る
意
欲

的
な
研
究
で
あ
る
。「
ユ
ダ
ヤ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
は
現
代
ま
で
西

欧
文
化
の
基
層
を
な
す
二
つ
の
大
き
な
思
潮
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
文
献

史
学
や
宗
教
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

本
論
は
、
ロ
ク
リ
墓
と
い
う
考
古
学
的
遺
構
の
分
析
を
通
し
て
、
ユ
ダ
ヤ

人
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
接
触
し
た
最
初
の
時
点
に
お
け
る
対
応
を
あ
き
ら
か

に
し
て
い
る
点
で
極
め
て
独
創
的
な
研
究
だ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
論
の
意
義
は
、
以
下
の
四
点
に
大
き
く
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
点
目
は
、
ロ
ク
リ
墓
の
構
造
の
分
析
か
ら
、
こ
れ
ら
の
墓
に
認
め
ら

れ
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
要
素
は
表
面
的
な
類
似
に
と
ど
ま
り
、
想
定
さ
れ
る

埋
葬
プ
ロ
セ
ス
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
都
市
の
墓
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
ロ
ク
リ
墓
研
究
で
は
、
ロ
ク
リ
は
他
の

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
都
市
の
墓
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
要
素
で
あ
り
、
フ
ァ

サ
ー
ド
に
も
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
様
式
の
建
築
装
飾
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
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め
、
し
ば
し
ば
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
反
発
は
大
き
く
、

セ
レ
ウ
コ
ス
朝
に
対
し
て
は
ハ
ス
モ
ン
戦
争
、
ロ
ー
マ
に
対
し
て
は
ユ
ダ

ヤ
戦
争
を
起
こ
す
ほ
ど
抵
抗
し
て
お
り
、
ミ
シ
ュ
ナ
が
ロ
ク
リ
墓
を
ユ
ダ

ヤ
人
の
墓
だ
と
す
る
認
識
と
も
整
合
し
な
い
。
本
論
は
、
こ
う
し
た
二
つ

の
思
潮
の
間
で
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
死
生
観
の
も
と
で
独
自
の

墓
を
発
展
さ
せ
た
か
を
解
明
し
て
い
る
点
で
、
当
該
地
域
の
墓
地
研
究
を

一
歩
も
二
歩
も
前
進
さ
せ
た
す
ぐ
れ
た
貢
献
だ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

二
点
目
の
意
義
は
、
こ
う
し
た
構
造
上
の
特
徴
を
定
量
的
に
示
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
本
論
は
、
す
で
に
ロ
ク
リ
墓
に
つ
い
て
七
九
三
基
の
集

成
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
第
二
神
殿
時
代
後
期
の
も
の
は
前
二
世

紀
の
も
の
が
一
七
基
、
前
一
世
紀
の
も
の
が
八
四
基
、
一
世
紀
の
も
の
が

七
五
基
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
異
な
る
内
部
構
造
を
持
つ
墓
が
時
期

ご
と
に
ど
の
よ
う
な
頻
度
で
存
在
す
る
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。
墓
の
内

部
構
造
は
埋
葬
プ
ロ
セ
ス
を
反
映
す
る
重
要
な
部
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
建
築
装
飾
や
共
伴
遺
物
な
ど
の
分
析
に
終
始

し
、
研
究
上
の
取
り
組
み
が
不
足
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
論
は
ま
ず
長
尾
君
が
母
室
と
呼
ぶ
埋
葬
室
が
基
本
的
に
方
形
で
あ
り
、

よ
り
大
型
で
長
方
形
に
な
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
ロ
ク
リ
墓
と
は
異
な
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
母
室
の
中
央
部
分
の
床
が
ピ
ッ
ト
状
に

掘
り
窪
め
ら
れ
、
周
囲
に
遺
体
を
安
置
す
る
棚
を
持
つ
構
造
に
な
っ
て
い

た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
に
コ
の
字
型
、
ロ
の
字
型
、
外
周
型
が
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
型
式
の
出
現
頻
度
を
示
し
た

上
で
、
そ
れ
ら
が
鉄
器
時
代
（
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
時
代
）
以
来
の
家
族
墓

で
あ
る
ベ
ン
チ
墓
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
ピ
ッ

ト
は
前
二
世
紀
か
ら
前
一
世
紀
の
間
は
維
持
さ
れ
た
が
、
一
世
紀
に
な
る

と
平
坦
化
す
る
こ
と
も
定
量
的
に
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
オ
シ
ュ
ア
リ
に

よ
る
埋
葬
が
導
入
さ
れ
た
た
め
だ
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
母
室
の
側
壁
に
掘
り
込
ま
れ
る
ロ
ク
リ
と
い
う
壁
龕
の
構
造
に

つ
い
て
も
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
墓
と
よ
く
似
た
標
準
型
の
他
に
幅
広
型
や

小
型
の
も
の
等
の
多
様
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
、
ロ
ク
リ
の
導
入
自

体
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
用
法
は
む
し
ろ
鉄

器
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
集
骨
の
た
め
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
（
集
骨
室
）
と

関
連
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
集
骨
は
、
一
次
埋
葬
で
腐
敗
し
た
骨

を
そ
れ
以
前
か
ら
埋
葬
さ
れ
て
い
た
家
族
の
骨
と
合
わ
せ
て
埋
葬
す
る
二

次
埋
葬
の
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
墓
で
は
、
基
本
的
に
ロ
ク

リ
一
本
に
一
個
人
の
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
、
名
前
も
刻
ま
れ
る
こ
と
が
多
い

の
に
対
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
ロ
ク
リ
墓
で
は
ロ
ク
リ
や
棚
に
複
数
の
遺
体
や

オ
シ
ュ
ア
リ
が
置
か
れ
る
な
ど
、
被
葬
者
の
個
別
性
に
対
す
る
意
識
は
は

る
か
に
低
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

三
点
目
の
意
義
は
、
本
論
が
こ
れ
ま
で
集
中
的
に
研
究
さ
れ
て
き
た
エ

ル
サ
レ
ム
や
エ
リ
コ
の
ロ
ク
リ
墓
だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
辺
地
域
の
事
例
、

特
に
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
石
切
墓
を
独
自
調
査
に
基
づ
い
て
含
め
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
南
レ
ヴ
ァ
ン
ト
地
域
に
お
け
る
考
古
学
的
調
査
は
、
常

に
イ
ス
ラ
エ
ル
国
と
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
政
治
的
対
立
の
た
め
に
パ
レ

ス
チ
ナ
側
の
情
報
が
欠
け
、
全
体
像
を
つ
か
む
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
問

題
点
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
本
論
で
は
ア
ブ
ー
ド
、
キ
ル
ベ
ッ
ト
・
ク
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ル
カ
ッ
シ
ュ
、
シ
ン
ジ
ル
、
ア
イ
ン
・
シ
ニ
ヤ
、
テ
ル
・
エ
ン
・
ナ
ス
ベ

と
い
う
エ
ル
サ
レ
ム
の
北
に
存
在
す
る
墓
地
群
の
踏
査
を
行
い
、
新
資
料

を
公
表
し
て
い
る
。
結
果
的
に
こ
れ
ら
の
墓
地
は
年
代
的
に
一
世
紀
以
降

の
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
前
二
世

紀
の
エ
ル
サ
レ
ム
で
始
ま
っ
た
ロ
ク
リ
墓
が
遅
れ
て
周
辺
地
域
に
広
が
っ

て
い
っ
た
様
子
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

四
点
目
の
意
義
と
し
て
、
本
論
は
ユ
ダ
ヤ
人
居
住
地
が
広
が
っ
た
一
世

紀
以
後
も
、
地
中
海
岸
や
ガ
リ
ラ
ヤ
、
サ
マ
リ
ア
、
イ
ド
マ
ヤ
地
域
、
ヨ

ル
ダ
ン
の
谷
沿
い
で
異
な
る
埋
葬
法
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
違
い
が
生
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
違
い
を
総
合
的
に
示
し
た
こ
と
に
は
一
定
の
意
味

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
本
論
の
持
つ
独
自
の
学
術
的
意
義
は
疑
い
得
な
い
が
、
さ

ら
に
検
討
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
前
二
世
紀

か
ら
前
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
地
域
の
ロ
ク
リ
墓
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
墓

と
比
べ
て
被
葬
者
の
個
別
性
に
対
す
る
意
識
が
低
く
、
む
し
ろ
家
族
墓
と

し
て
の
意
識
を
維
持
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
評
価
で
き
る
が
、
ピ
ッ
ト

が
な
く
な
り
オ
シ
ュ
ア
リ
が
登
場
し
た
一
世
紀
に
も
ま
だ
そ
の
死
生
観
が

継
続
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
、
長
尾
君
の
検
討
を
経
た
う
え
で
も
、
な

お
異
論
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
オ
シ
ュ
ア
リ
は
基
本
的
に
個

人
の
棺
で
あ
り
、
墓
室
内
に
複
数
集
積
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
的
な
個
人
意
識
の
萌
芽
を
読
み
取
る
見
解
を
完
全
に
排
除
す
る
こ

と
は
難
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
ロ
ク
リ
に
つ
い
て
も
、
た
し
か
に
用
法

な
ど
に
違
い
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
導
入
自
体
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響

で
あ
る
点
は
否
定
で
き
ず
、
本
論
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
狭
く
と
ら
え

す
ぎ
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
世
紀
に
お
け
る
地

域
に
よ
る
埋
葬
習
慣
の
違
い
を
宗
派
の
違
い
と
結
び
つ
け
て
い
る
点
も
、

現
状
で
は
可
能
性
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
今
後
の
よ
り
詳
細
な
分

析
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
論
は
基
本
的
に
考
古
学
的
な
分
析
結
果
を
基
盤
と
し
て
議
論

を
展
開
し
て
い
る
が
、
歴
史
時
代
の
考
古
学
研
究
と
し
て
は
、
文
献
研
究

の
成
果
と
の
関
係
を
も
う
少
し
丁
寧
に
検
討
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
前
二
世
紀
か
ら
一
世
紀
は
旧
約

聖
書
ダ
ニ
エ
ル
書
や
偽
典
に
代
表
さ
れ
る
黙
示
文
学
が
発
達
し
、
個
人
の

終
末
論
に
関
す
る
概
念
が
明
確
化
さ
れ
た
時
期
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と

実
際
の
埋
葬
と
の
関
連
性
を
論
じ
る
こ
と
は
本
研
究
の
価
値
を
さ
ら
に
高

め
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
二
次
埋
葬
は
移
動
牧
畜
民
の

間
で
広
く
知
ら
れ
た
習
慣
で
あ
る
が
、
な
ぜ
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
の
習
慣
を
維

持
し
続
け
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
家
族
意
識
の
継
続
と
と
も
に
検
討
す
べ

き
課
題
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
な
お
改
善
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
論

の
持
つ
本
質
的
な
意
義
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
、
長
尾
君
の
今
後
の
研

究
指
針
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
論
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

と
直
接
接
触
し
た
際
の
文
化
変
容
の
具
体
的
な
様
相
を
、
こ
れ
ま
で
十
分

な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
石
切
墓
の
内
部
構
造
の
分
析
を
通
し
て
あ
き
ら
か

に
し
た
も
の
で
、
独
自
資
料
の
提
示
と
も
合
わ
せ
、
そ
の
独
創
性
と
学
術

的
貢
献
は
極
め
て
高
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
審
査
員
一
同
は
、
長
尾
琢

磨
君
の
本
博
士
号
請
求
論
文
を
学
位
授
与
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
判
断
す
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論
文
審
査
担
当
者

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授
・
文
学
研
究
科
委
員
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副
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應
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大
学
文
学
部
教
授
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学
研
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安
藤　

広
道

副
査　

金
沢
大
学
人
文
学
類
教
授
・
資
料
館
館
長

足
立　

拓
朗

藤
澤
綾
乃
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

論
文
題
目

「
教
会
堂
及
び
修
道
院
建
築
の
変
遷
か
ら
見
た

　　

初
期
ビ
ザ
ン
ツ
期
ユ
ダ
ヤ
・
サ
マ
リ
ア
地
方
の
キ
リ
ス
ト
教
化
」

論
文
の
概
要

　

藤
澤
綾
乃
君
の
博
士
学
位
請
求
論
文
は
、
初
期
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
パ
レ
ス

チ
ナ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
化
の
経
緯
と
そ
の
在
り
方
を
教
会
堂
及
び
修

道
院
の
建
設
状
況
の
変
遷
か
ら
探
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
と

り
わ
け
エ
ル
サ
レ
ム
を
含
む
ユ
ダ
ヤ
・
サ
マ
リ
ア
地
方
に
焦
点
を
あ
て
て

い
る
。
従
来
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
化
に
つ
い
て
は
、
四
世

紀
前
半
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
公
認
と
と
も
に

教
会
堂
建
設
が
盛
ん
に
な
り
、
巡
礼
者
の
往
来
も
活
発
に
な
っ
た
と
す
る

説
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
キ
リ
ス
ト
教
が
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
た
の
は
早
く
と
も
五
世
紀
後
半
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
都
市

部
に
限
定
さ
れ
た
宗
教
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
が
一
部
の
研
究
者
た
ち
か

ら
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
近
年
の
考
古
学
的
調

査
の
成
果
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
・
サ
マ
リ
ア
地
方
は
ネ
ゲ
ブ

地
方
や
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
と
比
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
化
が
遅
か
っ
た
と
主
張
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
見
解
の
違
い
が
生
じ
る
大
き
な
理
由
は
、
考
古
学
的
調
査
に

よ
る
各
遺
構
の
年
代
決
定
が
曖
昧
な
こ
と
で
あ
る
。
古
い
報
告
書
の
多
く


