
両
墓
制
の

空
間
論

福
　
田
　
ア
　
ジ
　
オ

六五四三ニー
問
題
の
所
在

両
墓
制
研
究
に
お
け

る
空
間
認
識
の
展
開

葬
儀
と
墓
・
墓
地
－
滋
賀
県
甲
賀
郡
水
口
町
宇
川
の
事
例

両
墓
制
の
諸
類
型

両
墓
制

と
村
落
空
間

両
墓
制
成
立
の

条
件
と
そ
の
歴
史
性

両墓制の空間論

論

文
要
旨

　

日
本
の
墓
制
の
民
俗
学
的
研
究
で
従
来
最
も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
の
は
両
墓
制
の
問

題
で
あ
る
。
両
墓
制
研
究
の
焦
点
は
そ
れ
が
古
い
か
新
し
い
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
古
い
と
す
る
考
え
が
民
俗
学
研
究
者
の
な
か
で
は
多
数
派
で
あ
り
、
日
本
人
の
古
来
の

他
界
観
・
霊
魂
観
を
示
す
も
の
と
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
の
研
究
は
二
つ
の
施
設
の
そ

れ
ぞ
れ
の

名
称
や
そ
の
間
の
儀
礼
的
な
関
係
に
注
目
し
、
両
墓
へ
の
墓
参
の
継
続
期
間
や
他

方
へ
の
移
行
時
期
に
注
意
を
払
っ
て
き
た
。
ま
た
こ
の
墓
制
を
古
い
と
す
る
考
え
は
石
塔
以

前
の
姿
を
追
究
す
る
傾
向
を
生
み
、
墓
地
・
墓
石
以
外
の
仏
堂
、
位
牌
堂
、
あ
る
い
は
霊

山
、
死
者
の
赴
く
山
な
ど
の
事
象
を
研
究
の
対
象
と
す
る
よ
う
な
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
従
来
の
両
墓
制
研
究
は
、
村
落
に
お
け
る
空
間
的
配
置
の
問
題
に
は
必
ず

し
も
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
。
空
間
的
配
置
に
注
目
し
て
も
、
両
墓
の
み
を
取
り
出
し
て
、

そ
の

距
離
を
問
題
と
す
る
も
の
が
多
く
、
村
落
空
間
全
体
の
な
か
に
位
置
付
け
る
努
力
は
少

な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
両
墓
制
を
村
落
空
間
の
問
題
と
し
て
理
解
し
、
両
墓
制
が
村
落
そ

の

も
の
の
歴
史
的
形
成
過
程
と
密
接
に
関
連
し
て
登
場
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

両
墓
制
の
両
墓
の
配
置
は
石
塔
建
立
の
民
俗
が
村
落
社
会
で
一
般
化
す
る
段
階
で
の
埋
葬
墓

地
の

あ
り
方
の
相
違
が
作
り
出
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
ょ
う
と
し
た
。

　
近
江
地
方
の
い
く
つ
か
の
村
落
の
墓
制
で
は
、
埋
葬
墓
地
が
例
外
な
く
ヤ
マ
の
領
域
に
あ

る
の
に
対
し
て
石
塔
建
立
墓
地
が
村
落
に
よ
っ
て
一
定
し
な
い
こ
と
が
、
両
墓
遠
隔
型
、
両

墓
近
接
型

と
い
う
両
墓
制
の
諸
類
型
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
関
東
地
方
な

ど
の
墓
制
は
遺
体
埋
葬
が
屋
敷
内
な
い
し
は
屋
敷
続
き
に
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
石
塔
建

立
の

一
般
化
が

あ
っ
て
、
単
墓
制
が
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
塔
建

立
の

一
般
化
の
時
期
に
お
け
る
埋
葬
墓
地
の
あ
る
べ
き
場
所
に
つ
い
て
の
観
念
の
相
違
が
両

墓
制

と
単
墓
制
と
い
う
二
つ
の
墓
制
を
成
立
さ
せ
、
日
本
の
大
き
な
地
方
差
を
作
り
出
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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一　
問
題
の
所
在

　
両
墓
制
は
日
本
の
民
俗
学
研
究
が
最
も
精
力
的
に
調
査
研
究
し
て
き
た
テ
ー
マ
で

あ
る
。
特
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
民
俗
学
研
究
の
な
か
で
は
中
心
的
な
課
題
で
あ
っ

た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
柳
田
國
男
の
『
先
祖
の
話
』
に
示
さ
れ

た

日
本
人
の
他
界
観
、
霊
魂
観
を
現
実
の
民
俗
と
し
て
如
実
に
示
す
の
が
両
墓
制
で

　
　
　
　
　
（
1
）

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
柳
田
國
男
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
は
死
に
よ
っ
て
無
に
な

っ

て

し
ま
う
の
で
は
な
く
、
死
後
も
永
く
霊
魂
は
存
続
し
て
、
子
孫
と
交
流
す
る
の

で
あ
り
、
そ
の
子
孫
と
の
交
流
が
最
大
の
幸
せ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
子
孫
の

い

な
い
霊
魂
は
不
幸
な
、
そ
し
て
不
安
定
で
危
険
な
存
在
と
な
る
。
い
つ
ま
で
も
訪

れ

る
子
孫
が
存
続
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
分
が
先
祖
に
な
っ
た

と
き
の
願
い
で
も
あ
る
し
、
ま
た
自
分
よ
り
も
上
の
先
祖
た
ち
の
願
い
で
も
あ
っ
た
。

そ

こ
に
子
孫
を
絶
や
さ
な
い
と
い
う
「
家
永
続
の
願
い
」
が
強
く
継
承
さ
れ
て
い
る

理
由
が
あ
る
。
柳
田
國
男
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
各
地
の
民
俗
か
ら
抽
出
し
て
示

し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
う
、
日
本
人
の
霊
魂
観
、
他
界
観
に
つ
い
て
い
く
つ
か

の

特
徴
を
指
摘
し
た
。

　
そ

の

第
一
が
、
霊
肉
分
離
の
観
念
で
あ
る
。
死
に
よ
っ
て
、
生
前
統
一
し
た
存
在

で

あ
っ
た
人
間
の
霊
魂
と
肉
体
は
分
離
す
る
。
そ
し
て
、
肉
体
自
体
は
無
価
値
で
無

意
味
な
も
の
と
な
り
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
自
然
に
返
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
。

死
後
に
意
味
を
も
つ
の
は
霊
魂
の
み
で
あ
り
、
霊
魂
の
み
に
価
値
を
認
め
て
、
そ
れ

を

祀
ろ

う
と
し
て
き
た
。
第
二
に
は
個
別
の
死
者
の
霊
魂
が
永
続
す
る
の
で
は
な
く
、

そ

の

上
の

先
祖
た

ち
の
霊
魂
と
融
合
し
て
一
つ
の
存
在
と
な
っ
て
、
永
久
に
存
続
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
38

る
。
死
に
伴
っ
て
発
生
し
た
個
別
の
霊
魂
が
で
き
る
だ
け
早
く
そ
の
個
性
を
消
し
て
、
2

先
祖
た
ち
の
霊
魂
に
融
合
す
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
た
め
に
死
者
の
供
養
を
行
っ
て

き
た
。
盆
に
迎
え
ら
れ
る
の
は
先
祖
の
霊
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
「
ご
先
祖
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
り
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
ら
い

ん
」
と
呼
ぼ
れ
た
り
、
　
「
精
霊
」
と
か
「
お
精
霊
さ
ん
」
と
呼
ぽ
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
、
第
三
に
は
、
そ
の
先
祖
の
霊
は
、
浄
土
教
信
仰
の
よ
う
に
、
は
る
か

な
遠
く
の
西
方
極
楽
浄
土
に
行
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
子
孫
が
暮
す
近
く
の
山

の

上
に

留
ま
る
。
そ
こ
か
ら
子
孫
を
見
守
り
、
時
に
応
じ
て
子
孫
を
訪
れ
、
交
流
す

る
。
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
特
色
を
も
つ
他
界
観
・
霊
魂
観
が
日
本
人
の
古
く
か
ら
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
実
際
の
各
地
の
民
俗
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
両
墓
制
研
究
は

こ
の
日
本
人
の
他
界
観
・
霊
魂
観
の
第
一
の
特
色
を
実
証
す
る
民

俗
で

あ
る
。
柳
田
國
男
自
身
が
早
く
か
ら
こ
の
墓
制
に
注
目
し
、
特
に
『
先
祖
の

話
』
の
な
か
で
重
視
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
柳
田
の

提
起
を

受
け
て
調
査
研
究
の
方
向
を
展
開
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
民
俗
学
と
し
て
は
、

多
く
の
人
々
が
両
墓
制
を
調
査
し
、
ま
た
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
研
究
す
る
こ
と
に
な
る

の

は
必
然
で

あ
っ
た
。
両
墓
制
の
調
査
研
究
は
戦
後
の
民
俗
学
の
な
か
で
大
き
な
課

　
　
　
（
2
）

題

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
柳
田
國
男
が
こ
の
世
を
去
っ
て
か
ら
三
〇
年
を
経
過
し
た

今
日
で
も
な
お
両
墓
制
の
調
査
研
究
が
必
ず
し
も
衰
え
ず
、
相
変
わ
ら
ず
毎
年
多
く

の

報
告
や
論
文
が
出
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
柳
田
國
男
の
関
心
と
興
味
と
か
、
あ
る

い
は
柳

田
の
論
拠
と
な
る
重
要
な
民
俗
で
あ
る
と
い
う
理
由
以
上
の
も
の
が
あ
る
と

思

わ
れ

る
。
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
二
つ
で
あ
る
。

　
一
つ
は
柳
田
國
男
が
両
墓
制
を
重
視
し
、
そ
れ
を
日
本
人
の
他
界
観
・
霊
魂
観
を
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示
す
重
要
な
資
料
と
し
な
が
ら
、
必
ず
し
も
決
定
的
な
解
釈
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
柳
田
自
身
の
両
墓
制
に
関
す
る
見
解
の
な
か
で
も
変
化
が
あ
り
、
一
貫

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
初
期
の
研
究
で
は
、
両
墓
制
を
沖
縄
の
洗
骨
改
葬
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

連
で
位
置
付

け
、
遺
骨
か
ら
石
塔
へ
と
い
う
展
開
を
考
え
、
後
期
の
研
究
で
は
霊
肉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

分
離
に
よ
る
霊
魂
の
み
を
祀
る
詣
り
墓
を
重
視
す
る
考
え
を
提
示
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
柳
田
國
男
が
解
答
を
確
定
し
な
か
っ
た
た
め
、
調
査
研
究
に
よ
っ
て
自
分
な
り

の

解
答
を
出
す
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
多
く
の
研
究
者

が

関
心
を
持
続
し
て
き
た
大
き
な
理
由
と
言
え
よ
う
。

　
そ

し
て
、
第
二
に
は
、
両
墓
制
は
他
の
学
問
が
正
面
か
ら
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
る

こ
と
の
な
い
課
題
で
あ
る
点
で
あ
る
。
民
俗
学
の
独
自
性
を
示
す
研
究
課
題
と
し
て

存
続

し
て
き
た
。
し
か
も
、
両
墓
制
の
一
つ
の
不
可
欠
な
要
素
は
墓
石
に
あ
る
の
で
、

そ
の

建
立
年
代
が
墓
石
に
刻

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
年
代
的
に
把
握
で
き
、

文
書
記
録
に

よ
っ
て
絶
対
年
代
を
組
み
立
て
る
歴
史
研
究
に
接
続
で
き
る
可
能
性
が

大
き
い
こ
と
も
有
力
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
両
墓
制
研
究
の
第
二
段
階
と
も
言
う
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

研
究
の

傾
向
は
竹
田
聴
洲
の
詳
細
な
墓
石
調
査
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
膨
大
な

調
査
研
究
の
蓄
積
を
も
つ
両
墓
制
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
の
内
容
は

両
墓
制
は
古
い
か
新
し
い
か
と
い
う
点
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
き
た
。
古
い
と
す
る

考

え
は
、
当
然
な
が
ら
柳
田
國
男
の
『
先
祖
の
話
』
を
継
承
し
、
日
本
人
の
古
来
の

他
界
観
．
霊
魂
観
を
示
す
も
の
と
す
る
の
が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
古
い

も
の
と
す
る
立
場
に
は
、
初
期
の
柳
田
の
見
解
と
同
様
に
、
沖
縄
の
洗
骨
改
葬
と
の

関
連
を
考
え
、
そ
れ
が
考
古
学
的
な
知
見
に
よ
っ
て
日
本
列
島
に
お
い
て
古
く
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

れ
て

い
た
複
葬
の
略
化
し
た
も
の
と
す
る
主
張
も
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
石
塔
建
立
の

普
及
が

近
世
成
立
期
以

降
で
あ
る
と
し
て
、
両
墓
制
も
そ
れ
以
降
の
新
し
い
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す

る
考
え
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
石
塔
建
立
の
時
期
を
指
標
と
す
る
両

墓
制
の
成
立
期
に
関
す
る
見
解
が
、
各
地
で
の
石
塔
の
悉
皆
調
査
を
促
し
、
い
く
つ

も
の
墓
地
・
墓
石
調
査
の
成
果
を
生
み
出
し
た
。

　

し
か
し
、
多
く
の
研
究
は
両
墓
の
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
、
い
わ
ゆ
る
「
埋
め
墓
」
と

「
詣

り
墓
」
の
間
の
儀
礼
的
な
関
係
に
注
目
し
、
　
「
埋
め
墓
」
か
ら
「
詣
り
墓
」
へ

土

と
か
石
な
ど
何
か
を
移
す
か
移
さ
な
い
か
、
い
つ
ま
で
「
埋
め
墓
」
に
参
り
、
い

つ
か

ら
「
詣
り
墓
」
に
の
み
参
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
き

た
。
ま
た
墓
地
・
墓
石
の
年
代
に
こ
だ
わ
る
見
解
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
は
、
石
塔

以
前
の

詣
り
墓
を
追
究
す
る
傾
向
が
生
じ
、
墓
地
・
墓
石
以
外
の
事
象
を
両
墓
制
研

究
の

対
象
と
す
る
よ
う
な
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
仏
堂
、
位
牌
堂
、
あ
る
い
は
霊
山
、

死
者
の

赴
く
山
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
で
あ
る
。

　

ま
た
、
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を
集
め
た
の
は
、
両
墓
制
の
全
国
的
分
布
の
問
題

で

あ
っ
た
。
少
し
で
も
こ
の
問
題
に
関
心
を
有
す
る
人
で
あ
れ
ば
承
知
し
て
い
る
よ

う
に
、
両
墓
制
は
全
国
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
分
布
を
見
る
の
で
は
な
い
。
近
畿
地

方
に
最
も
濃
密
な
分
布
が
見
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
東
西
に
離
れ
る
ほ
ど
に
分
布
は
疎
に

な
り
、
西
で
は
九
州
、
東
で
は
東
北
に
い
た
れ
ぽ
両
墓
制
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
近
く

な
る
。
こ
の
分
布
は
、
両
墓
制
は
日
本
人
の
古
い
他
界
観
・
霊
魂
観
を
示
す
と
い
う

柳
田

の

解
釈

と
矛
盾
す
る
。
柳
田
の
民
俗
事
象
分
布
の
解
釈
の
方
法
で
あ
る
周
圏
論

か

ら
判
断
す
れ
ぽ
、
両
墓
制
は
新
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

で

も
先
に
指
摘
し
た
、
柳
田
の
見
解
が
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
新
た
な
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
39

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

の

可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
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以

上
の

よ
う
な
、
両
墓
制
研
究
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は

多
く
の
事
実
と
そ
の
解
釈
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
一
つ
の
大
き
な
問
題
が
必
ず

し
も
充
分
に
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
両
墓
制
の
村
落
に
お
け
る
空
間
的

配
置
の

問
題
で

あ
る
。
両
墓
制
と
い
う
用
語
が
示
す
よ
う
に
、
二
つ
の
施
設
が
一
人

の

死
老
に

つ
い
て

設
け

ら
れ
る
と
い
う
基
本
的
な
特
質
か
ら
見
れ
ぽ
、
そ
の
二
つ
の

施

設
の

空

間
的
な
関
係
の
追
究
が
な
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
埋
葬
と
石

塔
建
立
が

同
一
地
点
あ
る
い
は
同
一
区
画
で
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
両
墓
制
で
は
な

い
。
普
通
民
俗
学
で
は
両
墓
制
に
対
し
て
、
単
墓
制
と
い
う
用
語
で
表
現
し
て
い
る

墓
制

で

あ
り
、
そ
れ
は
全
国
的
に
見
れ
ば
圧
倒
的
な
多
数
を
占
め
て
い
る
。
し
た
が

っ

て
、
単
墓
制
と
の
異
同
を
考
え
る
際
に
も
、
両
墓
の
空
間
的
配
置
は
重
要
な
指
標

に

な
る
。
た
し
か
に
、
両
墓
制
の
研
究
に
お
い
て
両
墓
の
空
間
的
配
置
は
取
り
上
げ

ら
れ
、
考
察
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
考
察
は
両
墓
の
み
を
取
り
出
し
て
、

そ
の

距
離
を

問
題

と
す
る
も
の
が
多
く
、
村
落
生
活
の
空
間
全
体
の
な
か
に
位
置
付

け

る
努
力
は
少
な
か
っ
た
。
両
墓
制
の
み
な
ら
ず
、
墓
制
は
そ
れ
の
み
で
存
在
し
て

い

る
の
で
は
な
い
。
人
々
の
空
間
に
対
す
る
観
念
に
よ
っ
て
、
墓
地
は
一
定
の
場
所

に
設

け
ら
れ
て
き
た
。
村
落
に
お
け
る
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
や
装
置
あ
る
い
は
自

然
的
事
物

と
の
関
係
の
な
か
で
両
墓
も
把
握
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で

は
、
両
墓
制
を
村
落
空
間
の
問
題
と
し
て
理
解
し
、
両
墓
制
が
村
落
そ
の

も
の
の
歴
史
的
形
成
過
程
と
密
接
に
関
連
し
て
登
場
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
両
墓
制
の
両
墓
の
配
置
は
石
塔
建
立
の
民
俗
が
村
落
社
会
で
］
般
化
す
る
過
程

で
の

埋
葬
墓
地
の

あ
り
方
が
作
り
出
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
方
の
両
墓
制
研
究
者
が
関
心
事
項
と

写真1　単墓制の墓地（栃木県芳賀郡市貝町田野辺）

に

別
区
画

に

な
っ
て
い
る
も
の
に
限
定
し
て
使
用
す
る
。

の

土
地
が

あ
り
、
ま
た
石
塔
の
み
を
建
立
す
る
区
画
が
別
に
あ
る
墓
制
で
あ
る
。

者
が
連
続

し
て
い
た
り
、
接
続
し
て
い
て
も
、
二
つ
の
用
途
の
土
地
の
間
に
何
ら
か

の

境
界
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
外
見
と
し
て
示
し
て
い
る
墓
制
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

そ

の

墓
制
を

行
っ
て
き
て
い
る
地
域
の
人
々
が
自
ら
認
識
し
、
二
種
類
の
土
地
に
別

々

の

名
称
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
両
墓
制
に
は
二
つ
の
区
画
そ
れ

ぞ
れ
を

区
別
す

る
呼
称
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
単
墓
制
と
い
う
用
語
は
埋
葬
墓
地

と
石
塔
建
立
墓
地
が
同
一
区
画
内
に
あ
り
、
用
途
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
な
い
墓
制

し
て
い
る
両
墓
制
の
歴
史
的

位
置
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と

に

も
大
き
く
貢
献
で
き
る
も

の

と
考
え
て
い
る
。
以
下
で

は
、
事
例
を
近
江
地
方
の
い

く
つ
か
の
村
落
の
墓
制
に
求

め

て
、
両
墓
の
村
落
空
間
に

お

け
る
配
置
を
考
察
し
、
そ

こ
か
ら
両
墓
制
成
立
の
問
題

を

考

え
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
な

お
、
本
稿
で
は
、
両
墓

制
と
い
う
用
語
を
、
埋
葬
墓

地
と
石
塔
建
立
墓
地
が
明
確

　
埋
葬
の
み
に
供
す
る
一
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
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を

表
現
す

る
こ
と
に
す
る
。
従
来
も
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
を
も
っ
て
両
墓
制
と
い
う
報

告
も
あ
る
が
、
埋
葬
地
点
の
上
に
石
塔
を
建
立
せ
ず
、
埋
葬
地
点
と
石
塔
建
立
地
点

が
ず
れ
て

異
な

る
事
例
は
多
い
。
関
東
地
方
の
多
く
の
屋
敷
墓
の
形
態
を
と
る
墓
地

で

は
、
墓
地
の
中
央
部
に
埋
葬
し
、
そ
の
石
塔
は
墓
地
の
周
辺
部
に
列
状
に
配
列
し

て

い

る
。
こ
れ
も
個
別
の
埋
葬
地
点
と
石
塔
建
立
地
点
は
異
な
る
が
、
し
か
し
墓
地

と
し
て
見
れ
ば
同
一
区
画
内
で
あ
り
、
用
途
の
相
違
を
境
界
等
を
設
定
し
て
外
見
に

表
示

し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
墓
制
を
行
っ
て
い
る
地
域
の
人
々
が
呼
称
上
区

別

せ
ず
、
一
つ
の
言
葉
の
み
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
単
墓

制
と
表
現
す
る
。

　

ま
た
、
従
来
、
埋
め
墓
と
か
葬
地
と
呼
ば
れ
て
き
た
所
を
埋
葬
墓
地
、
詣
り
墓
と

か
祭
地

と
呼
ぼ
れ
て
き
た
所
を
石
塔
建
立
墓
地
と
記
す
。
こ
れ
は
、
従
来
の
表
現
が

そ
の

用

語
の
な
か
に
す
で
に
一
定
の
解
釈
を
含
み
、
特
定
の
立
場
に
立
っ
て
し
ま
っ

て

い

る
と
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
両
墓
制
の
二
種
類
の
施
設
に
つ
い
て
前
提
と
な

る
価
値
判
断
を
も
た
ず
に
、
現
象
に
即
し
た
言
葉
で
表
わ
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
、

煩
わ

し
い
が
、
埋
葬
墓
地
、
石
塔
建
立
墓
地
と
し
た
。
そ
し
て
、
墓
穴
が
掘
ら
れ
て

個
人
が
埋
葬
さ
れ
た
場
所
、
個
人
の
石
塔
が
建
立
さ
れ
た
場
所
は
そ
れ
ぞ
れ
埋
葬
地

点
、
石
塔
建
立
地
点
と
表
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
墓
制
は
埋
葬
地
点
の
集
合
と

し
て
の
埋
葬
墓
地
と
石
塔
建
立
地
点
の
集
合
と
し
て
の
石
塔
建
立
墓
地
の
二
つ
の
施

設
を

別
に
す

る
墓
制
で
あ
る
。

二
　
両
墓
制
研
究
に
お
け
る
空
間
認
識
の
展
開

　
両
墓
制
の
問
題
を
村
落
空
間
の
な
か
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
埋
葬
地
が
集
落
か
ら
離
れ
た
地
点
に
設
け
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
墓

石

を
建
て
る
墓
地
は
集
落
の
近
く
や
集
落
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
早
く
気
付
か
れ

て

い

た
。
先
ず
最
初
に
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
り
、
解
釈
し
た
先
行
研
究
を
跡
付

け
て

お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

①
柳
田
國
男
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」

　
両
墓
制
の
事
例
は
個
別
に
は
早
く
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
重
要
な
民

俗
事
象
と
し
て
学
術
的
に
位
置
付
け
た
の
は
柳
田
國
男
で
あ
る
。
柳
田
國
男
は
一
九

二
九
年
に
発
表
し
た
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
未
だ
用
語
と
し
て
は

両
墓
制
が

な
い
こ
の
墓
制
に
つ
い
て
自
分
の
郷
里
兵
庫
県
の
辻
川
の
事
例
を
紹
介
し

て

論

じ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
そ
の
両
墓
の
配
置
を
次
の
よ
う
に
村
落
空
間
に
注

目
し
て
記
述
し
て
い
る
。

　
　
　
先
づ
第
一
に
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
墓
地
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ

　
　
つ
て
、
そ
れ
が
村
に
よ
つ
て
二
つ
と
も
、
又
村
に
よ
つ
て
は
甲
乙
何
れ
か
の
一

　
　
つ
し
か
無
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）

　
　
　
自
分
の
よ
く
知
つ
て
居
る
場
合
を
標
準
に
取
つ
て
、
比
較
を
進
め
て
見
る
の

　
　
が
最
も
便
利
で
あ
る
。
私
の
生
れ
た
中
国
東
部
の
村
な
ど
で
は
、
三
昧
は
遠
く

　
　
離
れ
た

原
の
端
に
大
き
な
も
の
が
一
つ
あ
つ
て
、
埋
葬
の
儀
式
は
勿
論
そ
こ
に

　

行
は

れ
、
七
七
中
陰
の
読
経
ま
で
は
、
其
新
墓
の
前
で
し
た
や
う
に
思
ふ
。
そ
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れ
が
何
れ
の
時
を
限
り
に
し
た
も
の
か
、
確
実
な
る
記
憶
は
無
い
け
れ
ど
も
、

　
　
多
分
一
周
忌
に
石
碑
を
建
て
る
こ
と
ふ
関
連
し
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。
兎
に
角

　
　
三
年
目
の
盆
の
墓
参
に
は
、
最
早
三
昧
の
方
へ
は
行
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
各
部
落
に
は
十
戸
二
十
戸
分
づ
ふ
一
群
を
為
し
て
、
極
め
て
民
家
接
近
し
た
寺

　
　
の
裏
手
な
ど
に
、
我
々
の
墓
所
と
い
ふ
処
が
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
小
さ
な
石
塔

　
　
が
狭
苦
し
く
拉
列
し
て
居
た
。
盆
彼
岸
は
元
よ
り
後
々
の
年
忌
に
も
、
供
養
は

　
　
常
に
こ
の
墓
所
の
方
で
の
み
営
む
こ
と
に
な
つ
て
居
て
、
事
実
上
の
埋
葬
地
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
何
人
も
之
を
省
み
よ
う
と
し
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。

こ
れ
で
分
か
る
よ
う
に
、
柳
田
國
男
は
両
墓
制
に
つ
い
て
空
間
的
配
置
に
注
目
し
て

い

た
。
埋
葬
墓
地
は
集
落
か
ら
離
れ
た
寂
し
い
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
石
塔

は
集
落
内
の
寺
院
境
内
墓
地
に
建
て
ら
れ
る
と
い
う
。

　

こ
の
二
つ
の
墓
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
埋
葬
墓
地
を
「
葬
地
」
、
石
塔
建
立
墓
地

を

「
祭

地
」
と
名
付
け
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
必
ず
し
も
明
確
な
解
答
は
出
さ
れ
な

か
っ

た
。
石
塔
建
立
は
新
し
い
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
お
そ
ら
く
沖
縄
の
洗
骨

改
葬
と
同
様
に
、
骨
を
も
っ
て
霊
魂
の
愚
付
く
所
と
考
え
て
い
た
と
想
定
し
た
た
め

に
、
遺
体
を
葬
る
「
葬
地
」
に
つ
い
て
特
別
な
理
解
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
祭
地
」
は
文
字
ど
お
り
霊
魂
を
祀
る
場
所
な
の
で
あ
り
、

現
在
は
石
塔
で
あ
る
が
、
古
く
は
骨
そ
の
も
の
の
存
在
が
「
祭
地
」
の
要
件
で
あ
っ

た
と
考
え
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
柳
田
は
そ
の
後
、
洗
骨
改
葬
と
石
塔
と
の
関
連
を
想
定
し
な
く
な
っ

た
。
一
九
三
一
年
刊
行
の
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』
に
お
い
て
、
　
「
亡
骸
は
や
が
て

朽
ち

行
く
も
の
と
し
て
、
遠
く
人
無
き
浜
や
谷
の
奥
に
隠
し
て
、
之
を
自
然
の
懐
に

　
　
　
（
1
0
）

返

し
て
居
た
」
と
記
し
た
。
こ
こ
に
、
何
故
埋
葬
墓
地
が
人
家
か
ら
遠
く
離
れ
た
場

所
に
設

け
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
柳
田
の
解
釈
は
完
成
し
、
そ
の
考
え
は

一
九
四

六
年
刊
行
の
『
先
祖
の
話
』
に
も
継
承
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
柳
田
國
男
は
、

両
墓
制
を

空

間
論
的
に
把
握
す
る
最
初
の
研
究
者
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
注
目
し
て

の

個
別
的

な
分
析
は
な
い
。
自
分
の
郷
里
の
例
か
ら
総
論
的
に
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

②
辻
井
浩
太
郎

「
伊
賀
盆
地
に
お
け
る
墓
地
の
地
理
的
考
察
」

　
柳

田
國
男
が
後
に
両
墓
制
と
呼
ぼ
れ
る
こ
と
に
な
る
墓
の
あ
り
方
に
注
目
し
つ
つ

あ
る
頃
に
、
地
理
学
の
辻
井
浩
太
郎
が
伊
賀
地
方
の
具
体
的
な
事
例
調
査
に
基
づ
い

て

空
間

論
的

理
解
を

示

し
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
も
登
場
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な

か

っ

た
両
墓
制
の
二
つ
の
施
設
の
相
互
の
位
置
関
係
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
下
の

よ
う
な
文
章
に
そ
れ
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
本
盆
地
墓
地
の
特
相
は
大
部
分
、
一
聚
落
に
墓
地
が
ニ
ヵ
所
あ
る
こ
と
で
あ

　
　

る
。
一
つ
は
屍
体
を
埋
葬
す
る
墓
地
で
、
他
の
一
つ
は
、
霊
を
祭
る
墓
石
の
あ

　
　

る
処
で
あ
る
。
此
の
二
つ
の
墓
地
が
一
組
の
墓
地
と
な
つ
て
い
る
か
ら
、
何
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
の

家
も
二
種
の
墓
地
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
埋
葬
地
と
墓
地
で
あ
る
。

埋
葬
地
に

つ
い
て

は

以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

　
　
　
屍
体
を

埋
葬
す

る
共
同
墓
地
で
、
サ
ン
マ
イ
（
三
昧
）
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　

（中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
ソ
　
マ
　
イ

　
　
　
宗
派
の
如
何
に
関
せ
ず
火
葬
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
埋
葬
地
で
は
屍
体
を
埋

　
　
葬
し
た
上
に
墓
石
を
建
て
ず
、
簡
単
な
木
標
さ
え
も
立
て
な
い
場
合
が
多
い
。

　
　

普
通
の

墓
地
の

よ
う
に
家
に
よ
っ
て
区
画
を
設
け
な
い
か
ら
、
或
る
年
数
を
経

　
　

過
す
れ

ば
、
甲
家
の
屍
体
の
上
に
、
乙
家
の
を
埋
葬
す
る
。
即
ち
土
地
が
狭
い
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た
め

に
比
較
的
古
く
埋
め
た
処
か
ら
順
次
掘
っ
て
埋
葬
す
る
。

　
　
　

而

し
て
此
の
埋
葬
地
の
位
置
は
多
く
聚
落
を
離
れ
、
中
に
は
一
キ
ロ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　

ル

か

ら
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
遠
い
の
で
あ
る
。

そ

れ
に
対

し
て
墓
地
は
次
の
よ
う
な
特
色
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。

　
　
　
バ
カ
　
バ

　
　
　
墓
地
に

は
遺
骨
を

埋
葬
せ
ず
、
た
だ
墓
石
の
み
を
建
て
る
。
こ
れ
を
バ
カ
バ
、

　
　

又
は

セ

キ

ト
ウ
バ
、
或
い
は
セ
キ
ト
ウ
バ
ラ
と
呼
ぶ
。
此
処
は
家
々
に
よ
っ
て

　
　
区
画

さ
れ
、
多
く
は
寺
院
の
境
内
或
い
は
そ
の
付
近
で
、
聚
落
内
に
あ
る
を
普

　
　
通

と
し
、
聚
落
外
に
設
け
る
場
合
と
難
も
、
甚
し
く
は
遠
ざ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
カ
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ソ
マ

　
　
　
地
方
の

人
の

墓
地
と
し
て
尊
敬
す
る
の
は
此
の
墓
地
で
あ
っ
て
、
前
の
埋
葬

　
　
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　

地
に
対

し
て
は
割
合
に
冷
淡
で
あ
る
。

　
両
墓
制
が
未
だ
民
俗
学
の
研
究
課
題
と
な
っ
て
登
場
し
て
い
な
い
段
階
に
こ
の
よ

う
な
優
れ
た
把
握
を
し
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
埋
葬
墓
地
が
集
落
か
ら
離
れ
た
所

に
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
単
に
印
象
論
的

に
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
的
な
配
置
を
確
認
し
、
地
図
の
上
に
記
入

し
、
集
落
そ
の
他
の
事
物
と
の
関
連
で
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
久
し

く
登
場
し
な
か
っ
た
両
墓
制
の
調
査
研
究
の
手
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の

解
釈

は
、
耕
地
の
不
適
切
な
場
所
を
墓
地
に
選
ぶ
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
お

り
、
や
や
表
面
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

③
最
上
孝
敬

『
詣
り
墓
』

　
戦
後
の
両
墓
制
研
究
の
推
進
者
の
一
人
が
最
上
孝
敬
で
あ
る
。
各
地
の
調
査
報
告

か

ら
両
墓
制
の
事
例
を
拾
い
出
し
、
さ
ら
に
自
ら
も
各
地
を
調
査
し
、
多
く
の
両
墓

制
の
事
例
を
集
積
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
指
標
に
よ
っ
て
両
墓
制
の
内
容
を

吟
味
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
両
墓
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
も
整

理

し
て
記
述
し
て
い
る
が
、
分
析
対
象
と
す
る
程
の
関
心
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
両

墓
の

位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
墓
が
互
い
に
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
場
合
と
、
互
い

に
隣
接

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
前
者
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。

　
　
　

詣
り
墓
と
隔
た
っ
た
埋
め
墓
は
、
人
家
を
遠
く
離
れ
た
所
に
設
け
ら
れ
る
こ

　
　

と
が
多
い
。
（
中
略
）
こ
れ
に
対
し
、
詣
り
墓
は
部
落
内
ま
た
は
部
落
に
接
し

　
　
た
所
に

あ
る
寺
院
や
堂
ま
た
は
寮
と
よ
ぽ
れ
る
仏
を
ま
つ
っ
た
所
の
境
内
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　

る
い
は
そ
れ
に
接
し
た
所
に
あ
る
の
が
も
っ
と
も
多
い
。

　
　
　
両
墓
を

設
け

る
理
由
が
、
一
方
に
遺
骸
の
け
が
ら
わ
し
さ
を
忌
み
お
そ
れ
る

　
　
風
が

あ
り
な
が
ら
、
他
方
に
遺
族
近
親
者
が
早
く
清
ま
っ
て
世
間
一
般
と
の
交

　
　
わ

り
を
回
復
し
つ
つ
、
死
者
の
や
は
り
清
ま
っ
た
霊
を
と
ぶ
ら
い
ま
つ
ろ
う
と

　
　
す

る
念
慮
か
ら
生
じ
た
こ
と
、
前
に
と
い
っ
た
と
お
り
だ
と
す
る
と
、
埋
め
墓

　
　
が

人

家
を
離
れ
た
交
通
の
容
易
な
ら
ぬ
所
に
設
け
ら
れ
、
詣
り
墓
が
便
利
な
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　

い

所
に
設
け
ら
れ
る
の
は
本
来
の
姿
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
文
章
は
明
ら
か
に
柳
田
國
男
の
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」
で
の
故
郷
辻
川

の

様
相
を

思

い

出
し
て
記
述
し
た
文
章
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

遺
体
の
ケ
ガ
レ
か
ら
説
明
し
、
こ
の
埋
葬
地
点
が
人
家
か
ら
離
れ
た
所
に
設
定
さ
れ

る
の
は
両
墓
制
の
「
本
来
の
姿
」
だ
と
し
て
い
る
。
柳
田
以
来
の
民
俗
学
の
世
界
で

の

最
も
常
識
的
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
空
間
配
置
の
問

題

と
し
て
の
具
体
的
な
検
証
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
印
象
論
的
な
記
述
に
終
わ
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
43

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

る
し
、
村
境
と
か
ム
ラ
の
内
外
の
意
味
に
つ
い
て
注
意
は
ま
っ
た
く
払
わ
れ
て
い
な
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い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

④
原
田

敏
明
「
両
墓
制
の
問
題
」

　
通
説
的

な
両
墓
制
研
究
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
原
田
敏
明
で
あ
る
。
原
田
は
両
墓

制
が

日
本
の
古
く
か
ら
の
墓
の
あ
り
方
を
示
す
と
い
う
考
え
に
疑
問
を
も
ち
、
埋
葬

墓
地

と
石
塔
建
立
墓
地
の
地
理
的
関
係
に
つ
い
て
も
、
そ
の
歴
史
性
を
示
す
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

し
て
重
視
し
て
、
原
田
自
ら
が
新
し
い
研
究
を
展
開
し
た
村
境
の
問
題
と
関
連
さ
せ

て

以
下
の
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
た
。

　
　
　

（前
略
）
村
の
境
を
限
っ
て
外
は
内
に
対
し
て
特
別
な
世
界
、
み
だ
り
に
出

　
　

る
こ
と
の
出
来
な
い
、
忌
み
慎
し
む
べ
き
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
悪
微
の
入

　
　

り
込
ん
で
来
る
と
こ
ろ
、
従
っ
て
村
の
う
ち
で
も
稜
れ
た
も
の
、
忌
む
べ
き
も

　
　
の

は
、
こ
の
境
の
外
に
追
い
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
大
体
か

ら
い
っ
て
、
こ
う
し
た
考
え
か
ら
死
老
の
よ
う
な
も
の
も
、
こ
の
村

　
　
の

境
の
外
に
持
ち
出
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
古
く
は
死
人
を
葬
る
に
あ
た

　
　
っ

て
、
必
ず
こ
の
村
境
の
外
に
持
ち
運
ん
だ
。

　
従
来
は
村
落
の
領
域
と
か
境
に
よ
る
内
外
の
区
別
と
い
う
問
題
関
心
を
も
た
ず
に
、

た
だ

両
墓
が

遠

く
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
そ
の
位
置
を
把
握
し
た

り
、
埋
葬
墓
地
が
遠
い
所
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
そ
の
場
所
を
提
示
し
て

い
た
の

に

対

し
、
原
田
の
論
文
の
重
要
な
点
は
、
両
墓
制
を
村
落
空
間
の
問
題
と
し

て

正

当
に
位
置
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
村
境
の
重
要
性
と
の
関
連
で
埋
葬
墓
地
を
理

解

し
た
。
そ
し
て
、
詣
り
墓
の
意
義
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

　
　
詣
り
墓
を
設
け
る
の
は
埋
墓
に
詣
る
代
り
に
手
近
か
に
詣
る
の
で
は
な
く
し
て
、

　
　
埋
墓
に

は
詣

ら
な
か
っ
た
の
が
、
改
め
て
詣
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
の
場

　
　
所

を
設
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
埋
墓
と
同
じ
も
の
を
別
に
設
け
た
の
で
は
な

　
　
く
し
て
、
埋
墓
と
は
全
く
違
っ
た
も
の
を
新
た
に
設
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
前

　
　
者
は

村
境
の
外
に
も
あ
り
、
部
落
に
と
っ
て
は
忌
む
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
対

　
　

し
て
、
後
者
は
そ
の
反
対
に
む
し
ろ
清
浄
の
も
の
で
、
従
っ
て
村
の
う
ち
に
設

　
　
け

ら
れ
、
し
ぽ
し
ば
「
き
よ
墓
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
前
者
が
遺
体
を
埋
め

　
　
て

あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
何
も
そ
れ
に
関
す
る
も
の
を
入
れ
て
な
い
の
で

　
　
（
2
0
）

　
　
あ
る
。

従
来

し
ぽ
し
ば
両
墓
の
関
連
を
重
視
す
る
考
え
が
出
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
村

境
の
内
外
の
区
別
を
指
摘
し
て
、
そ
の
無
関
係
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
味

が

あ
り
、
ま
た
詣
り
墓
の
成
立
を
埋
め
墓
の
変
化
と
は
考
え
な
い
と
い
う
主
張
も
注

目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

⑤
新
谷
尚
紀
「
両
墓
制
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」

　
必
ず

し
も
そ
の
指
標
や
基
準
は
明
確
で
は
な
い
が
、
最
上
孝
敬
等
に
よ
っ
て
両
墓

制
の
類
型
的
把
握
は
今
ま
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
場
合
の
指
標
は
両
墓
の
位
置

関
係
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
両
墓
制
の
空
間
的
理
解
に
よ
る
類
型
化
が
行
わ
れ
て
き

た

の

で

あ
る
が
、
感
覚
的
な
分
類
と
言
え
る
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し

て

調
査
事
例
に
依
拠

し
つ
つ
、
一
定
の
指
標
を
設
定
し
て
類
型
化
の
作
業
を
行
っ
た

の

が
新
谷

尚
紀
で
あ
る
。
新
谷
は
死
体
埋
葬
地
点
と
石
塔
建
立
地
点
の
位
置
関
係
に

着
目
し
て
、
次
の
よ
う
な
四
類
型
を
設
定
し
た
。
こ
こ
に
、
単
墓
制
を
も
視
野
に
入

れ
、
そ
れ
を
も
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
諸
類
型
の
設
定
が
試
み
ら
れ
た
。

類
型

－
　
死
体
埋
葬
地
点
の
上
に
石
塔
を
建
て
る
型

類
型

－
　
死
体
埋
葬
地
点
の
傍
に
石
塔
を
建
て
る
型
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類
型
皿
　
墓
域
全
体
が
両
区

画
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
死
体
埋
葬
地
点
か
ら
か
な
り

　
　
　
の

距
離
を
お
い
て
石
塔
を
建
て
る
型

類
型

W
　
両
墓
域
が

隔
絶
し
て
お
り
、
死
体
埋
葬
地
点
か
ら
非
常
な
距
離
を
お
い
て

　
　
　
石
塔
を
建
て
る
型

　

こ
の
よ
う
に
単
墓
制
と
両
墓
制
を
一
連
の
も
の
と
し
て
把
握
し
、
死
体
埋
葬
地
の

あ
り
方
、
あ
る
い
は
埋
葬
さ
れ
た
遺
体
・
遣
骨
の
ど
ち
ら
に
し
て
も
不
明
に
な
っ
て

し
ま
う
点
等
で
は
ど
れ
も
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、
　
「
石
塔
と
い
う
要
素
を
除
外
す
る

視
角
に
さ
え
立
つ
な
ら
ば
、
形
態
上
す
べ
て
同
一
の
、
適
切
な
表
現
で
は
な
い
が
、

い

わ
ぽ

ク

埋
葬
墓
地
〃
と
で
も
言
う
べ
き
共
通
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
類
型
で

あ
る
と
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
両
墓
制
成
立

史
を
以
下
の
よ
う
に
描
い
た
。

　
　
い

わ
ゆ

る
石
塔
普
及
以
前
の
わ
が
国
の
墓
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
四
類
型
か

　
　
ら
石
塔
と
い
う
要
素
を
除
去
し
た
一
連
の
〃
埋
葬
墓
地
”
、
つ
ま
り
、
類
型
1

　
　
に
お
け

る
石
塔
を
建
て
る
ま
で
の
期
間
の
埋
葬
地
点
の
状
態
、
ま
た
類
型
H
・

　
　
皿
・
W
に
お
け
る
死
体
を
埋
葬
す
る
区
画
の
状
態
、
の
中
に
そ
れ
を
窺
う
こ
と

　
　
が

で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
墓
制
史
の
中
の
こ
の
〃
埋
葬
墓
地
”
の
一
貫

　
　

し
た
一
連
の
系
譜
の
中
に
、
石
塔
と
い
う
要
素
が
新
た
に
付
着
し
て
き
、
そ
の

　
　
付

着
の
し
か
た
に
よ
っ
て
、
従
来
の
〃
埋
葬
墓
地
”
は
、
類
型
1
・
H
・
皿
・

　
　
W
、
外
見
上
、
分
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
両
墓
制
を
本
来
の
姿
と
し
、
単
墓
制
は
そ
の
崩
れ
た
姿
と
す
る
常
識
を
壊
し
、
同

じ
埋
葬
墓
地
を
基
礎
に
し
て
分
化
し
て
き
た
類
型
で
あ
る
と
し
た
点
は
大
い
に
注
目

さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
そ
の
四
類
型
を
作
り
出
す
死
体
埋
葬
地
の
立

地
の

相
違

や
、
石
塔
の
付
着
の
あ
り
方
が
異
な
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
明
ら
か

に

し
て
い
な
い
。

　
な
お
、
新
谷
は
そ
の
後
四
類
型
を
改
め
、
い
わ
ゆ
る
無
石
塔
墓
制
を
第
－
類
型
と

す

る
五
類
型
を
設
定
し
て
、
こ
の
無
石
塔
墓
制
が
他
の
類
型
、
す
な
わ
ち
単
墓
制
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

両
墓
制
の

先
行
形
態
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
石
塔
の
付
着
の
あ
り
方
の
相
違
に

よ
る
墓
制
の
分
化
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
論
じ
て
い
な
い
。
た
だ
、
奈
良

盆
地
の

郷
墓
の

分
析
を

通

し
て
、
単
墓
制
、
両
墓
制
の
分
化
成
立
を
、
も
と
も
と
か

ら
存
在
し
た
埋
葬
地
点
の
立
地
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
埋
葬
墓
地
が
ム
ラ
の
内
部
あ
る
い
は
ム
ラ
に
近
接
し
て

設
け

ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
両
墓
制
が
見
ら
れ
ず
、
逆
に
埋
葬
墓
地
が
ム
ラ
の
外
に

離
れ
て
立
地
し
て
い
る
場
合
は
両
墓
制
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
強
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

死
稜
忌
避
の

観
念
が
前
提
と
し
て
存
在
し
た
と
い
う
。
た
だ
、
ム
ラ
の
領
城
や
空
間

構
成
に

つ
い
て

の

分
析
は
な
い
。

⑥
福
田

ア

ジ
オ
「
村
落
領
域
論
」

　
一
九
八
〇
年
発
表
の
「
村
落
領
域
論
」
に
お
い
て
、
原
田
敏
明
等
の
村
境
論
に
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泌
）

ん

で
、
村
落
領
域
を
三
重
の
同
心
円
と
把
握
し
、
図
式
的
に
提
示
し
た
。
村
落
は
集

落
を

中
核
に
し
、
そ
の
外
部
に
耕
地
が
広
が
り
、
ま
た
山
林
や
浜
、
磯
が
あ
る
。
そ

れ
は
決

し
て
単
一
の
領
域
で
は
な
い
。
同
心
円
的
な
三
つ
の
領
域
と
し
て
把
握
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
ム
ラ
、
ノ
ラ
、
ヤ
マ
の
三
つ
で
あ
る
。
ム
ラ
は
定
住
地
と
し
て
の

集
落
、
ノ
ラ
は
耕
作
地
と
し
て
の
田
畑
、
そ
し
て
ヤ
マ
は
採
取
地
と
し
て
の
山
野
、

浜
、
磯
、
河
原
で
あ
る
。
そ
の
各
領
域
の
境
界
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
が
、
特
に

ム

ラ
と
ノ
ラ
の
境
界
お
よ
び
ヤ
マ
と
村
落
外
と
の
境
界
は
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
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こ
の
領
域
の
一
番
外
側
の
線
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
は
る
か
な
山
奥
へ
続
い
て

い

る
。
ヤ
マ
と
い
う
領
域
は
村
落
の
領
域
で
あ
る
が
、
世
間
に
接
し
、
他
界
に
通
じ

て

い

る
所
で
あ
る
。
こ
の
部
分
と
両
墓
制
と
の
関
連
に
注
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。

　
　
近
畿
地
方
に
一
般
的
に
み
ら
れ
る
ム
ラ
と
し
て
の
両
墓
制
に
お
い
て
、
埋
葬
地

　
　
で

あ
る
サ
ン
マ
イ
や
ミ
バ
カ
が
こ
の
部
分
（
ヤ
マ
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
が

　
　
一
般
的
で
あ
る
。
採
取
地
と
し
て
の
領
域
の
一
部
で
あ
る
浜
辺
や
川
原
が
サ
ン

　
　
マ
イ
と
な
っ
て
い
る
所
も
多
い
。
定
住
地
と
し
て
の
領
域
が
、
道
切
り
の
呪
術

　
　
で
守

ら
れ
た
清
浄
な
空
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
採
取
地
と
し
て
の
領
域
は
不
浄

　
　
な
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
他
界
に
つ
な
が
る
空
間
で
あ
り
、
死
体
埋
葬
地
と
し

　
　
て

も
っ
と
も
適
当
な
所
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
両
墓
制
を
と
ら
な
い
土
地

　
　
で

も
い
え
る
し
、
ま
た
し
ぼ
し
ぼ
こ
の
領
域
に
馬
捨
場
と
い
う
牛
馬
の
死
体
埋

　
　
葬
地
が
設
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
単
に
衛
生
上
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
求
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
の
は
埋
葬
墓
地
の
み
で
あ
っ
た
。
埋
葬
墓
地
が
ム

ラ
の
領
域
の
最
も
外
側
の
ヤ
マ
の
部
分
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で

の
多

く
の
人
々
の
見
解
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
特
に
目
新
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
埋
葬
墓
地
に
対
し
て
、
何
故
石
塔
が
ム
ラ
の
領
域
内
の

寺
院
境
内
な
ど
に
立
て
ら
れ
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
不
問
に
し
て
、
両
墓
制
の

空

間
を
論
じ
て
も
説
得
的
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
点
で
原
田
敏
明

の

見
解

よ
り
も
後
退
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

⑦
福
沢
昭
司
「
両
墓
制
と
世
界
観
」

　
福
沢
は
長
野
県
の
両
墓
制
が
行
わ
れ
て
い
る
二
つ
の
村
落
に
つ
い
て
分
析
し
て
、

そ

の

世
界
観
を

提
示

し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
　
「
本
稿
で
は
集
落
の
空
間
的
配

置
に

二
つ
の

墓
を

位
置
づ
け
て
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
探
り
、
そ
れ

を

も
と
に
し
て
ム
ラ
人
の
描
く
世
界
観
の
モ
デ
ル
を
構
築
し
て
み
た
い
」
と
表
明
し

て

い

る
。
こ
れ
は
両
墓
制
研
究
と
い
う
よ
り
も
村
落
空
間
論
研
究
に
属
す
る
論
文
で

あ
る
が
、
両
墓
の
位
置
を
村
落
空
間
の
な
か
で
把
握
す
る
努
力
を
し
て
い
る
。
結
論

と
し
て
以
下
の
六
点
を
示
し
た
。

　
一
　
ム
ラ
人
の
深
層
意
識
の
中
に
は
、
ム
ラ
の
内
側
と
外
側
と
の
区
別
が
は
っ
き

　
　

り
あ
る
。
内
側
は
人
間
の
生
き
る
世
界
で
あ
り
、
外
側
は
良
き
も
の
悪
し
き
も

　
　

の
が
来
た
り
、
内
側
か
ら
そ
れ
を
送
っ
た
り
捨
て
た
り
す
る
世
界
で
あ
る
。

　

二
　
死
者
は
ム

ラ
の
外
側
に
あ
る
他
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
は
み
だ
り

　
　

に
人

間
が
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
場
所
で
あ
る
。
だ
か
ら
死
者
は
、
そ
れ
自
身

　
　
が

汚
れ
畏
怖

さ
れ
る
対
象
で
は
な
く
、
そ
の
属
す
る
世
界
1
ー
カ
テ
ゴ
リ
ー
こ
そ

　
　

が
畏
怖
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

三
　
人
間
界
と
他
界
と
の
境
界
は
、
川
や
溝
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

四

　
他
界
は
山
（
丘
）
あ
る
い
は
原
野
に
つ
な
が
る
。
レ
ビ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
に

　
　

な

ら
っ
て
、
人
間
界
‖
文
化
と
す
る
な
ら
ば
、
他
界
1
1
自
然
と
い
っ
て
よ
い
も

　
　

の

か
も
し
れ
な
い
。

　

五
　
石
塔
は
特
別

な
時
を
除
け
ぽ
他
界
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
生
者
が
、
人
間

　
　

界
に
立
て
た
死
者
の
身
代
わ
り
と
い
え
る
。

　

六
　
ム
ラ
人
の
深
層
意
識
に
は
、
ム
ラ
の
入
口
と
出
口
の
区
別
が
あ
る
。
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福
沢
の

解
釈
は
、
空
間
を
大
き
く
人
間
界
と
他
界
に
分
け
、
埋
葬
墓
地
を
他
界
に
、

そ

し
て
石
塔
建
立
墓
地
を
人
間
界
に
あ
る
と
し
た
点
で
新
し
い
面
を
も
つ
が
、
果
た

し
て
埋
葬
墓
地
が
設
定
さ
れ
て
い
る
ヤ
マ
・
バ
ラ
を
他
界
と
い
う
言
葉
で
一
義
的
に

把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ま
た
石
塔
は
、
残
さ
れ
た
者
の
死
者
へ
の
追

慕
の
念
に
よ
っ
て
人
間
界
に
設
け
ら
れ
た
死
者
の
身
代
わ
り
と
い
う
解
釈
は
ど
の
よ

う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
に
漠
然
と
し
た
解
釈
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

よ
り
厳
密
な
検
討
が
望
ま
れ
る
。
し
か
し
、
両
墓
の
位
置
関
係
に
世
界
観
の
表
出
を

発
見

し
よ
う
と
す
る
福
沢
の
努
力
は
貴
重
で
あ
る
。

　
以

上
で
分
か

る
よ
う
に
、
柳
田
に
始
ま
り
、
近
年
に
い
た
る
ま
で
の
多
く
の
両
墓

制
の
空
間
理
解
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
埋
葬
墓
地
は
村
落
の
外
に

設
け

ら
れ
、
石
塔
は
集
落
の
内
部
に
建
て
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
両
墓

制
の
空
間
的
理
解
も
大
き
く
二
つ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
一
つ
は
両
墓
の
距
離
を

問

題

と
す
る
も
の
で
、
両
墓
隔
絶
型
と
か
両
墓
近
接
型
と
い
う
用
語
が
そ
れ
を
表
現

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
立
場
は
、
村
落
領
域
や
村
境
に
よ
る
内
外

の

秩
序
の

区
別

と
の
関
連
で
両
墓
の
空
間
的
配
置
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
も
概
括
的
、
一
般
的
あ
る
い
は
印
象
論
的
な
把
握
で
あ
り
、
個
別
村

落
に
お

け
る
両
墓
制
の
二
種
類
の
墓
の
位
置
関
係
を
他
の
諸
事
象
と
も
関
連
さ
せ
て

総
体
的

に
把
握

し
た
上
で
の
論
で
は
な
い
。
村
落
の
領
域
内
に
お
け
る
両
墓
の
位
置

関
係
を
地
図
上
に
示
し
、
そ
の
関
係
を
明
確
に
提
示
し
た
の
は
わ
ず
か
に
辻
井
浩
太

郎
の

み

と
言
っ
て
よ
い
。
今
後
、
実
地
に
歩
き
、
大
縮
尺
の
地
図
を
活
用
し
て
、
村

落
領
域
を

把
握

し
、
そ
の
な
か
で
埋
葬
墓
地
、
石
塔
建
立
墓
地
を
位
置
付
け
る
作
業

が

必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
他
の
民
俗
的
事
物
の
配
置
と
の
関
連
を
把
握
し
、
村

落
空
間
の
全
体
構
成
の
な
か
に
両
墓
の
配
置
を
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

葬
儀

と
墓
・
墓
地

　ー
滋
賀
県
甲
賀
郡
水
口
町
宇
川
の
事
例

　
両
墓
制
に
お
け
る
埋
葬
墓
地
と
石
塔
建
立
墓
地
の
位
置
関
係
と
そ
れ
に
対
す
る
葬

送
・
供
養
儀
礼
の
様
相
を
一
つ
の
事
例
に
よ
っ
て
見
て
お
こ
う
。
両
墓
制
が
集
中
的

に
分
布
し
て
い
る
近
江
甲
賀
の
一
村
落
の
事
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
川
は
東
海
道
に
沿
っ

写真2　宇川のサンマイ

て

発
達

し
た
城
下
町
水
口

の

西

南
に
あ
る
農
村
で
あ

る
。
近
世
は
宇
治
川
原
村

と
称
し
て
い
た
が
、
明
治

以

降
は
略
称
と
も
い
う
べ

き
宇
川
を
正
式
の
名
前
と

し
て
い
る
。
近
世
初
期
か

ら
の
文
書
を
区
有
文
書
と

し
て
大
量
に
持
っ
て
お
り
、

そ

の

な
か
に
は
有
名
な
慶

長
の

鉄

火
裁
判
の
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
。
宇
川
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
47

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

北
側
は
野
洲
川
、
南
側
は
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写真3　宇川のオハカ

杣
川

に

挟

ま
れ
た
地
域
で

あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
川

は
宇

川
を
過
ぎ
た
西
側
の

地
点

で
合
流
す
る
の
で
、

宇
川
の

領
域
は
西
が
鋭
角

の

三
角
形
の
形
を
し
て
い

る
。
東
側
は
北
内
貫
、
西

内
貫
と
水
田
の
な
か
で
境

界
を

接

し
て
い
る
。
低
平

な
地
域
で
あ
り
、
水
田
稲

作
農
村
で
あ
る
。
そ
の
集

落
は
領
域
の
な
か
で
は
南

側
の
杣
川
に
近
い
所
に
集

村
の

形
で
家
々
を
密
集
さ

せ
て

い

る
。
戸
数
は
一
五
〇
軒
余
り
で
あ
る
。
近
年
で
は
領
域
内
に
い
く
つ
か
工
場

が

で
き
、
景
観
の
変
化
も
大
き
い
（
図
2
参
照
）
。

　
こ

の

宇
川
を

北
側
か
ら
野
洲
川
を
渡
っ
て
訪
れ
る
こ
と
に
す
る
。
野
洲
川
に
架
か

る
橋
を
渡
り
切
っ
て
堤
防
を
下
り
た
所
の
両
側
に
は
新
し
い
装
置
を
備
え
た
化
学
工

場
が

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
工
場
の
脇
に
は
大
き
な
空
き
地
が
あ
り
、
草
が
生
え
、

そ

の

な
か
に
点
々
と
木
製
の
塔
・
婆
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
入
口
に
は
石
の
六
地
蔵
が

あ
り
、
そ
こ
が
特
別
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
よ
く
見
れ
ば
、
墓
地

で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ぽ
東
京
か
ら
出
向
い
た
人
間
が
見
慣
れ

た
墓
地
の

構
成

物
で
あ
る
石
塔
は
な
い
。
注
意
し
て
見
る
と
奥
の
方
に
少
し
あ
る
だ

け

で

あ
る
。
六
地
蔵
の
前
を
通
っ
て
な
か
へ
入
っ
て
み
る
と
、
多
く
の
木
製
塔
婆
を

草
の
間
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
新
し
い
も
の
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
飾
り
物
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
木
製
塔
婆
の
前
に
は
白
木
の
位
牌
が
置
か
れ
、
膳

が
据
え

ら
れ
、
そ
こ
に
は
茶
碗
や
湯
飲
み
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
青
竹
が
立
て

ら
れ
、
花
が
生
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
俳
徊
し
て
い
る
と
、
も
っ
と
新
し
い
と
思

わ
れ

る
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
木
製
塔
婆
に
書
か
れ
た
年
月
日
を
見
る

と
、
ご
く
最
近
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
塔
婆
の
後
ろ
に
竹
を
巡
ら

し
て
、
上
を
縄
で
縛
っ
た
矢
来
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

上
に

は
麦
藁
帽
子
が
被
せ
て
あ
る
。
こ
れ
は
新
し
い
死
者
の
埋
葬
さ
れ
た
場
所
で
あ

る
こ
と
は
だ
れ
で
も
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
埋
葬
の
た
め
の
墓
地
を
出
て
、
さ
ら
に
道
を
南
に
向
か
っ
て
進
む
。
そ
れ
か

ら
し
ぼ
ら
く
田
圃
が
続
く
。
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
行
く
と
い
よ
い
よ
人
家
が
登
場
し
、

そ
こ

か

ら
は
人
家
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
。
そ
の
集
落
に
入
っ
た
数
軒

目
に
大
き
な
莞
の
建
物
が
あ
り
、
す
ぐ
に
そ
こ
が
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

近
づ
い
て
生
け
垣
の
間
か
ら
な
か
を
覗
く
と
、
境
内
北
側
に
は
石
塔
が
所
狭
し
と
ぎ

っ

し
り
並
ん
で
い
る
。
明
ら
か
に
墓
地
で
あ
る
。
墓
地
の
内
部
に
入
る
と
、
先
祖
代

々

之
墓

と
彫
っ
た
最
近
の
石
塔
も
あ
れ
ば
、
銘
文
が
読
め
な
い
よ
う
な
石
塔
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
宇
川
と
い
う
ム
ラ
を
訪
れ
る
だ
け
で
、
こ
の
ム
ラ
に
は
二
種

類
の

墓
地
が

あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
種
類
の
墓
地
の
用

途
や

区
別
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
村
人
の
生
活
と
の
関
係
は
余
所
者
が
た
だ
歩
い
て
い

る
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
宇
川
の
住
民
で
、
こ
こ
に
代
々
す
ん
で
い
る
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家
の

老
人
に

会
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
質
問
を
し
、
教
え
て
も
ら

う
こ
と
と
な
る
。
ム
ラ
の
人
た
ち
の
教
え
て
く
れ
た
こ
と
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で

あ
っ
た
。

　
宇

川
の
領
域
内
入
っ
て
最
初
に
見
た
木
製
塔
婆
の
並
ん
で
い
る
墓
地
は
サ
ン
マ
イ

（
三
昧
）
と
言
い
、
そ
こ
に
は
遺
体
を
埋
葬
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

対

し
て
、
集
落
内
に
入
っ
た
地
点
で
見
た
寺
院
境
内
墓
地
は
一
般
に
オ
ハ
カ
（
お
墓
）

と
呼
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
は
石
塔
の
み
が
建
て
ら
れ
、
遣
体
を
埋
葬
す
る
こ
と
は
な

い

と
い
う
。
な
お
、
こ
の
寺
院
は
浄
土
宗
称
名
寺
と
言
い
、
宇
川
の
元
か
ら
の
住
民

の

ほ

と
ん
ど
が
檀
家
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ン
マ
イ
と
オ
ハ
カ
と
い
う
二
種
類
の
墓
地

は
、
使
用
す
る
人
間
に
よ
る
相
違
で
は
な
く
、
　
一
人
の
人
間
に
つ
い
て
両
方
の
墓
地

が

使
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
宇
川
の
人
が
亡
く
な
れ
ぽ
、
先
ず
サ
ン
マ
イ
に

葬

ら
れ
、
そ
し
て
オ
ハ
カ
に
は
石
塔
が
建
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
俗
学
が

注

目
し
て
き
た
両
墓
制
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
現
在
の

オ

ハ

カ
の
様
相
は
個
人
墓
が
並
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
　
「
先
祖
代
々
之
墓
」
と
か

「
○
○
家
之

墓
」
と
刻
さ
れ
た
家
墓
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　
簡
単
に
葬
儀
の
プ
ロ
セ
ス
、
お
よ
び
そ
の
後
の
供
養
や
盆
行
事
の
様
相
を
見
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

二
つ
の

墓
地
の

関
係
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
葬
儀
は
ヨ
ト
ギ
（
通
夜
）
と
葬
儀
の
二
日
間
行
わ
れ
る
の
は
他
の
地
方
と
変
わ
ら

な
い
。
通
夜
の
前
に
、
ユ
カ
ン
（
湯
灌
）
を
す
る
。
近
親
の
女
性
が
粗
末
な
野
良
着

を

い

つ
も
と
は
逆
の
左
前
に
着
て
、
荒
縄
を
腰
紐
に
使
う
。
湯
灌
の
湯
は
、
水
を
入

れ
て

あ
る
と
こ
ろ
に
後
か
ら
湯
を
入
れ
る
。
湯
灌
が
す
む
と
、
死
人
に
晒
の
着
物
を

や
は

り
左
前
に
し
て
着
せ
る
。
こ
の
着
物
は
一
寸
三
針
と
い
う
荒
い
縫
い
方
を
し
、

最
後
の
糸
の
結
び
目
は
作
ら
な
い
。
そ
し
て
棺
に
納
め
る
。
棺
は
座
棺
が
以
前
の
形

で

あ
っ
た
が
、
現
在
は
寝
棺
に
な
っ
て
い
る
。
棺
の
底
に
は
竈
の
灰
と
籾
種
を
敷
き

詰
め
て
、
そ
の
上
に
ご
ざ
と
蓮
の
葉
を
敷
い
て
、
死
人
を
膝
を
抱
え
た
形
で
納
め
る
。

数
珠
や
七
文
銭
、
ザ
ク
（
経
本
や
戒
名
を
書
い
た
紙
片
を
入
れ
た
袋
）
あ
る
い
は
死
人

の

好
物
等
を
入
れ
る
。
ヨ
ト
ギ
は
、
棺
を
ナ
ン
ド
に
安
置
し
て
飾
り
、
手
前
の
オ
ク

ノ
マ
に
人
々
は
い
て
、
檀
那
寺
の
住
職
が
読
経
を
す
る
。
ま
た
ご
詠
歌
が
行
わ
れ
る
。

近
親
者
の

み
が
夜
通

し
そ
こ
で
過
ご
す
。

　
葬
儀
の
当
日
は
、
午
前
中
に
手
伝
い
の
人
々
が
集
ま
っ
て
葬
儀
に
使
用
す
る
道
具

を
作
る
。
手
伝
い
は
シ
ン
セ
キ
、
近
所
、
組
の
人
々
で
あ
る
。
穴
掘
り
も
シ
ン
セ
キ

の

人

四
、
五
人
で
す
る
。
穴
掘
り
に
使
っ
た
道
具
は
一
週
間
外
に
さ
ら
し
て
お
く
。

受
付
や
会
計
も
シ
ン
セ
キ
の
人
々
が
分
担
し
て
行
う
。
十
二
時
に
一
番
太
鼓
（
身
内
、

手
伝
い

へ
の

報

せ
）
、
一
時
に
二
番
太
鼓
（
寺
へ
の
報
せ
）
が
な
り
、
葬
儀
が
開
始

さ
れ
る
。
読
経
の
後
、
棺
を
輿
に
載
せ
、
縁
側
か
ら
直
接
外
に
出
る
。
葬
列
は
庭
先

で
組

ま
れ
る
が
、
そ
の
役
割
は
前
日
の
ヨ
ト
ギ
の
と
き
に
決
め
て
依
頼
し
て
お
き
、

当
日
朝
か
ら
そ
の
役
割
は
張
り
出
さ
れ
て
い
る
。
葬
列
の
順
序
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

　
①
サ
キ
ビ
　
ニ
名
　
　
　
行
列
よ
り
も
先
に
行
き
、
蝋
燭
と
線
香
を
寺
に
立
て

て

お

く
、
ま
た
サ
ン
マ
イ
に
行
き
、
六
地
蔵
に
蝋
燭
を
灯
し
、
ま
た
持
参
し
た
藁
や

古
竹
を

燃
や

し
て
火
種
を
作
っ
て
、
行
列
を
待
つ
。

　
②
レ
イ
ゼ
ン
（
霊
膳
）
　
　
一
名
故
人
の
嫁
が
普
通
。

　
③
生

花
一
対
　
　
　
　
　
　
二
名
　
シ
ン
セ
キ
の
子
供
（
小
中
学
生
）

　
④
盛
り
篭
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⑤
旗

⑥
導
師
・
役
僧
・
客
僧

⑦
位
牌

⑧
遺
影

⑨
シ
カ
（
四
花
）

し
て
、
棺
に
巻
き
、

テ

ー
ヒ
ク
と
い
う
。

⑩
提
灯

⑪
輿

四
名名名名
近
い
シ
ソ
セ
キ

大
傘
が
添
え
ら
れ
る
。

孫

（
跡
取
り
）

孫近
親
老

（
子
供
、
孫
）

そ

の

晒
を

五
重
同
行
の
人
々
が
白
衣
を
着
て
、 シ

カ
か
ら
晒
を
の
ぽ

　
　
引
く
。
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

名
甥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
名
　
コ
シ
カ
キ
（
輿
か
き
）
は
故
人
の
子
供
白

木
綿
の
着
物
を
左
前
に
着
て
、
袴
を
つ
け
、
草
鮭
を
履
く
。
輿
は
死
者
が
後
ろ
向
き

に
な

る
よ
う
に
担
ぐ
。

　
⑫
ワ
キ
ゴ
シ
（
脇
輿
）
　
　
四
名
近
所

　
⑬
テ
ン
ガ
イ
（
天
蓋
）
　
　
一
名
　
シ
ン
セ
キ

　
⑭
墓
標
　
　
　
　
　
　
　
　
一
名
　
シ
ン
セ
キ

　
⑮
ハ
イ
ソ
ウ
（
灰
葬
）
　
　
一
名
遠
い
シ
ン
セ
キ
死
者
の
笠
や
帽
子
の
よ
う

な
被
り
物
を
鍬
の
先
に
か
け
て
持
つ
。
鍬
は
埋
葬
に
際
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

被

り
物
は
死
者
の
日
除
け
だ
と
い
う
。

　
⑯
カ
ネ
ウ
チ
（
鉦
打
ち
）
　
一
名
他
人
の
年
寄
り

　
⑰
一
般
会
葬
者

　

こ
の
葬
列
は
ホ
ン
、
ミ
チ
と
呼
ぽ
れ
る
葬
列
が
通
る
決
ま
っ
た
道
を
進
ん
で
、
寺
に

行

く
。
出
棺
に
際
し
て
は
ヨ
セ
ガ
ネ
が
打
た
れ
る
の
で
、
村
人
は
皆
こ
の
ホ
ン
ミ
チ

の

辻
に
出
て
葬
列
を
待
つ
。
葬
列
は
辻
に
さ
し
か
か
る
と
役
僧
が
ジ
ャ
ラ
ソ
ボ
ン
を

す

る
。
葬
列
が
通
る
と
、
村
人
は
そ
の
後
に
つ
い
て
寺
ま
で
行
く
。
こ
れ
を
ノ
オ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0

リ
（
野
送
り
）
と
い
う
。
寺
に
到
着
す
る
と
、
本
堂
に
棺
が
安
置
さ
れ
て
、
導
師
に
　
2

よ
る
引
導
が
渡
さ
れ
る
。
こ
れ
を
寺
引
導
と
い
う
。
こ
れ
が
す
む
と
再
び
葬
列
が
組

ま
れ
て
、
サ
ン
マ
イ
に
向
か
う
。
こ
こ
か
ら
は
近
親
者
の
役
割
の
あ
る
人
々
だ
け
で

行
き
、
一
般
の
会
葬
老
や
ノ
オ
ク
リ
の
人
は
行
か
な
い
。
サ
ソ
マ
イ
ま
で
の
道
は
サ

ソ

マ

イ
ミ
チ
（
三
昧
道
）
と
呼
ぼ
れ
て
、
田
の
な
か
に
サ
ン
マ
イ
へ
向
か
っ
て
一
本

の

道
が
通
じ
て
い
る
。

　

サ
ン

マ

イ
の
な
か
は
ど
こ
で
も
自
由
に
使
用
で
き
る
の
で
は
な
い
。
各
家
に
区
画

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
埋
葬
を
す
る
。
こ
の
区
画
を
ヤ
シ
キ
（
屋
敷
）
と
い
う
。
死

者
を

北
枕
に

し
て
埋
葬
し
、
枕
石
と
土
を
入
れ
て
、
埋
め
、
盛
り
上
げ
る
。
そ
の
塚

に
は

竹
を
巡
ら
し
て
立
て
、
そ
の
上
部
を
縄
を
巻
い
て
縛
る
。
そ
し
て
、
墓
標
を
立

て
、
そ
の
前
に
位
牌
、
霊
膳
、
生
花
、
シ
カ
等
を
配
置
す
る
。
竹
の
上
に
は
持
参
し

た
笠

と
か
帽
子
が
被
せ
ら
れ
る
。
サ
ン
マ
イ
か
ら
出
て
帰
途
に
つ
く
と
き
、
コ
シ
カ

キ

の

履
い
て
い
た
草
鮭
と
レ
イ
ゼ
ン
モ
チ
の
草
履
は
出
口
で
焼
か
れ
る
。

　
葬
儀
後
七
日
間
は
、
近
親
者
が
毎
日
サ
ン
マ
イ
マ
イ
リ
を
す
る
。
初
七
日
を
タ
イ

ヤ

（
逮
夜
）
と
い
い
、
檀
那
寺
の
住
職
と
一
緒
に
サ
ン
マ
イ
に
行
っ
て
、
読
経
の
後
、

寺
で
お
勤
め
を
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
七
日
目
毎
、
四
十
九
日
ま
で
サ
ン
マ
イ

に
参

る
。
百
か
日
に
も
サ
ン
マ
イ
に
参
る
。
さ
ら
に
一
周
忌
、
三
回
忌
に
も
サ
ソ
マ

イ
に
行
く
。
ほ
ぼ
こ
れ
が
最
後
で
サ
ン
マ
イ
に
参
る
こ
と
は
し
な
く
な
り
、
以
降
は

オ

ハ

カ
に
参
る
よ
う
に
な
る
。

　
次

に
、
宇
川
の
盆
行
事
を
見
て
お
こ
う
。
宇
川
で
は
月
遅
れ
の
八
月
十
三
日
か
ら

十
五

日
が
盆
で
あ
る
。
そ
の
準
備
は
七
日
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
日
に
各
家
の
軒
先
と
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称
名
寺
境
内
に
灯
篭
を
吊
る
し
、
火
を
灯
す
。
こ
の
灯
篭
は
二
十
五
日
の
地
蔵
盆
ま

で
灯

さ
れ
る
。
十
二
日
に
は
オ
ハ
カ
（
石
塔
墓
）
に
行
っ
て
掃
除
を
し
て
、
花
や
樒

を

飾
る
。
そ
し
て
、
十
三
日
に
オ
シ
ョ
ラ
イ
サ
ン
ム
カ
エ
が
行
わ
れ
る
。
十
三
日
早

朝
に
灯
篭
に
火
を
灯
し
、
そ
れ
と
小
餅
、
線
香
、
蝋
燭
を
持
っ
て
行
き
、
墓
に
供
え

て
、
お
参
り
を
す
る
。
こ
の
と
き
に
住
職
が
バ
カ
ツ
ト
メ
（
墓
勤
め
）
を
し
て
く
れ

る
の
で
、
墓
参
の
時
間
は
調
整
し
て
、
各
家
が
順
番
に
行
く
よ
う
に
時
間
帯
を
決
め

て

い

る
。
墓
参
り
は
先
ず
自
分
の
家
の
墓
石
に
参
っ
て
、
続
い
て
過
去
一
年
に
亡
く

な
っ
た
新
仏
の
墓
に
も
参
る
。
そ
し
て
、
寺
の
本
堂
で
行
わ
れ
る
オ
オ
ヅ
ト
メ
（
大

勤

め
）
に
参
列
す
る
。
お
勤
め
が
終
わ
る
と
、
家
に
戻
る
が
、
そ
れ
か
ら
盆
棚
の
準

備
を
始
め
る
。
仏
壇
の
前
に
台
を
置
い
て
、
そ
こ
に
畳
表
を
敷
い
て
、
西
瓜
、
マ
ク

ワ
ウ
リ
、
茄
子
、
胡
瓜
、
柿
、
無
花
果
等
の
野
菜
や
果
物
を
供
え
る
。
な
お
、
こ
こ

で
は
迎

え
火
を
燃
す
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。

　
十
四

日
に
は
住
職
が
各
家
を
回
っ
て
お
勤
め
を
す
る
。
こ
の
日
に
は
オ
シ
ョ
ラ
イ

サ
ン

に
膳
を

据
え

て

も
て
な
し
を
す
る
。
膳
の
数
は
一
組
で
あ
る
。
御
飯
、
干
瓢
の

煮
物
等
が

膳
に
は

載
せ
ら
れ
、
麻
殻
の
箸
が
添
え
ら
れ
る
。

　
十
五

日
の
夕
方
に
オ
シ
ョ
ラ
イ
サ
ン
オ
ク
リ
が
行
わ
れ
る
。
先
ず
こ
の
日
の
朝
に

盆
棚
に
供

え
て
あ
っ
た
供
物
を
杣
川
に
持
っ
て
行
っ
て
流
す
。
今
日
で
は
流
れ
に
捨

て

ず
、
川
岸
に
供
物
を
置
い
て
線
香
を
立
て
て
拝
む
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
送

り
は
「
（
仏
さ
ん
の
）
荷
物
だ
け
を
先
に
送
っ
て
し
ま
う
」
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、

昼
に
は
称

名
寺
の
本
堂
で
セ
ガ
キ
（
施
餓
鬼
）
が
行
わ
れ
、
各
家
で
は
先
祖
や
新
仏

の

た
め

に
施
餓
鬼
の
塔
婆
を
上
げ
る
。
夕
方
に
な
っ
て
オ
シ
ョ
ラ
イ
サ
ン
オ
ク
リ
を

す

る
。
送
る
場
所
は
宇
川
で
四
ヵ
所
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
洗
米
、
花
、
線
香
、

麻
殻
、
藁
等
を
持
参
す
る
。
送
る
地
点
で
、
小
石
を
叩
い
て
「
ナ
ン
マ
イ
ダ
ブ
」
を

し
て
、
そ
れ
か
ら
送
る
。
藁
に
火
を
点
け
て
燃
す
。
オ
シ
ョ
ラ
イ
サ
ン
は
そ
の
炎
に

乗
っ
て
帰
ら
れ
る
と
い
う
。

四

　
両
墓
制
の
諸
類
型

O
　
両
墓
制
の
伝
承
母
体

　
最
初

に
見
た

よ
う
に
、
両
墓
制
を
空
間
論
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ

れ
て

き
た
が
、
そ
の
実
証
的
研
究
は
少
な
く
、
多
く
が
印
象
論
の
域
に
と
ど
ま
っ
て

い

る
。
特
に
、
両
墓
の
位
置
関
係
に
注
目
す
る
研
究
が
、
両
墓
の
み
を
取
り
出
し
て
、

そ

の

距
離
の
遠
近
に
指
標
を
お
い
て
分
類
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
村

落
領
域
論
や
村
境
論

と
の
関
係
で
両
墓
制
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
少
な
く
な

い

が
、
村
落
空
間
の
理
解
は
安
易
に
世
界
観
に
結
び
つ
け
る
傾
向
も
あ
り
、
必
ず
し

も
説
得
的
と
は
言
え
な
い
も
の
が
多
い
。

　
両
墓
制
の
類
型
的
理
解
に
お
い
て
、
や
は
り
注
目
し
て
よ
い
も
の
に
両
墓
制
が
ど

の

よ
う
な
単
位
で
行
わ
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
の

両
墓
制
研
究
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
地
点
の
地
名
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
地
点
で

表
示
す

る
ど
の
よ
う
な
社
会
組
織
が
両
墓
制
を
行
っ
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か

に

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
両
墓
制
を
調
査
し
た
経
験
の
あ
る
者
は
経
験
的
に
は
知
っ

て

お

り
、
ま
た
個
別
的
に
は
記
述
も
さ
れ
て
い
る
が
、
ム
ラ
と
し
て
埋
葬
墓
地
を
設

定

し
、
ム
ラ
の
全
成
員
が
そ
こ
を
利
用
し
、
ま
た
別
に
石
塔
建
立
墓
地
に
石
塔
を
建

て

て

い

る
所
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
か
と
思
え
ば
、
ム
ラ
の
な
か
の
一
部
の
家
々
の

251
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み
が
両
墓
制
を
採
用
し
て
い
る
所
も
あ
る
。
大
部
分
の
家
は
い
わ
ゆ
る
単
墓
制
で
あ

り
、
埋
葬
用
の
墓
地
の
区
画
内
に
石
塔
も
建
て
て
い
る
の
に
、
特
定
の
家
や
同
族
の

み
が
両
墓
制
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
墓
制
と
い
わ
ず
、
単

墓
制
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
全
部
の
家
が
単
墓
制
の
ム
ラ
も
あ
れ
ば
、
　
一
部
の
家

の

み
が
単
墓
制
の
ム
ラ
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
墓
制
と
い
う
も
の
を
単

に
地
名
で
表
記
し
て
、
こ
こ
で
は
両
墓
制
が
あ
る
と
か
、
こ
こ
は
単
墓
制
で
あ
る
と

い

う
よ
う
に
は
必
ず
し
も
簡
単
に
は
言
え
な
い
。

　

こ
の
墓
制
の
伝
承
母
体
に
注
目
し
て
、
墓
制
を
類
型
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

①
ム
ラ
と
し
て
の
両
墓
制

　
ム

ラ
と
し
て
そ
の
成
員
す
べ
て
を
規
制
し
て
、
ム
ラ
の
制
度
と
し
て
両
墓
制
が
行

わ
れ
て

い

る
形
態
で
あ
る
。
そ
の
ム
ラ
に
正
式
の
成
員
と
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
秩

序
に
従
っ
て
、
両
墓
制
の
方
式
で
遺
体
を
埋
葬
し
、
ま
た
石
塔
を
建
立
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ム
ラ
と
し
て
埋
葬
墓
地
を
設
定
し
て
い
る
の
が
原
則
で

あ
る
。
ム
ラ
の
共
同
利
用
の
埋
葬
墓
地
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
死
亡
し
た
場
合
は

埋
葬
さ
れ
る
。
こ
の
ム
ラ
と
し
て
の
両
墓
制
は
近
畿
地
方
で
は
ご
く
一
般
的
な
姿
で

あ
る
。
多
く
の
場
合
、
村
落
の
領
域
の
最
も
外
側
の
ヤ
マ
の
部
分
に
大
き
な
面
積
を

割
い
て
埋
葬
墓
地
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
先
に
事
例
紹
介
し
た
近
江
宇
川
の
サ
ン
マ

イ
は
そ
の
典
型
的
な
姿
で
あ
る
。

　

埋
葬
墓
地
内
部
は
、
ム
ラ
の
成
員
で
あ
る
家
数
に
割
ら
れ
、
個
別
の
家
が
そ
れ
ぞ

れ
の

区

画
を
利
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も
そ
の
区
画
内
に
石
塔
を

建
立

し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
約
や
申
し
合
せ
の
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま

た

し
ば
し
ぼ
見
ら
れ
る
の
は
、
埋
葬
墓
地
の
内
部
に
は
家
に
よ
る
区
分
は
な
く
、
死
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し
た
順
番
に
埋
葬
さ
れ
て
い
く
方
式
で
あ
る
。
同
じ
家
族
員
で
も
別
々
の
地
点
に
　
2

埋
葬

さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
時
に
は
村
人
と
し
て
の
条
件
や
資
格
に
よ
っ
て
埋
葬

さ
れ
る
地
点
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
奈
良
盆
地
で
特
に
顕
著
で
あ
る
が
、
死
亡
年

齢
に

よ
っ
て
、
あ
る
い
は
死
亡
時
の
村
落
内
で
の
位
置
に
よ
っ
て
埋
葬
墓
地
内
の
埋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

葬
さ
れ
る
地
点
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
石
塔
を
建
立
す
る
場
所
は
や
は
り
ム
ラ
と
し
て
設
定
し
て
い
る
所
が
多
く
、

惣
墓
な

ど
と
呼
ん
で
、
集
落
内
の
一
画
に
石
塔
が
並
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
埋
葬
墓

地
ほ

ど
ム
ラ
の
秩
序
が
貫
徹
し
て
い
な
い
。
石
塔
建
立
墓
地
を
必
ず
し
も
ム
ラ
と
し

て

設
定

し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
石
塔
は
多
く
が
、
宇
川
の
称
名
寺
の
場
合
の
よ

う
に
檀
那
寺
の
寺
院
境
内
墓
地
に
建
て
ら
れ
る
が
、
そ
の
寺
院
は
ム
ラ
に
一
つ
で
、

す
べ
て
の
村
人
が
そ
こ
の
檀
那
と
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
檀
那
寺
の
境
内

墓
地
に
石
塔
を

建
て
る
こ
と
に
し
て
い
る
ム
ラ
で
は
、
同
じ
ム
ラ
内
の
家
で
も
、
石

塔
建
立
墓
地
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
は
普
通
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
石
塔
建
立
墓
地

は

共
同
で
、
埋
葬
墓
地
が
異
な
る
と
い
う
よ
う
に
逆
の
場
合
も
し
ぽ
し
ぼ
見
ら
れ
る
。

②
ム
ラ
と
し
て
の
両
墓
制
・
イ
エ
と
し
て
の
単
墓
制

　

村
落
内
の
圧
倒
的
多
数
が
両
墓
制
を
行
っ
て
い
る
な
か
で
特
定
の
家
の
み
が
単
墓

制
で
あ
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
家
が
ム
ラ
で
設
け
た
共
同
の
埋
葬
墓

地
に
埋
葬
し
、
そ
こ
と
は
別
の
所
に
石
塔
を
建
て
る
の
で
あ
る
が
、
一
部
の
家
の
み

が
そ

の

方
式

と
は
異
な
る
墓
制
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
両
墓
制
の
家
に
対
す

る
単
墓
制
の
家
の
比
率
も
も
ち
ろ
ん
一
定
し
な
い
が
、
両
者
が
相
半
ば
す
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
単
墓
制
の
家
が
少
数
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
場
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合
、
埋
葬
墓
地
に
つ
い
て
は
ム
ラ
の
規
制
下
に
お
か
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
た

が

っ

て
、
大
部
分
の
家
が
埋
葬
墓
地
に
は
石
塔
を
建
立
し
な
い
の
に
対
し
て
、
特
定

の

家
の
み
が
埋
葬
墓
地
に
石
塔
を
建
て
る
と
い
う
単
墓
制
形
式
が
多
く
採
用
さ
れ
て

い

る
。
多
く
の
家
の
石
塔
建
立
墓
地
に
特
定
の
家
の
み
が
埋
葬
も
す
る
と
い
う
、
逆

の

形
式
は
原
則
的

に
存
在

し
な
い
。
こ
の
特
定
の
家
が
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
さ

れ
、
ど
の
よ
う
な
系
譜
を
持
つ
か
は
一
定
し
な
い
が
、
か
つ
て
何
ら
か
差
別
さ
れ
て

い
た
家
の
場
合
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

③
ム
ラ
と
し
て
の
単
墓
制
・
イ
エ
と
し
て
の
両
墓
制

　
い

わ
ゆ
る
単
墓
制
が
ム
ラ
の
圧
倒
的
な
家
の
採
用
す
る
墓
制
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

特
定
の

家
の

み
が
両
墓
制
の
形
態
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
両
墓
制
の

分
布
図
に
は
、
こ
れ
も
一
ヵ
所
と
し
て
点
を
落
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

両
墓
制
の

分
布
が
少
な
い
地
方
の
両
墓
制
に
は
こ
の
型
が
多
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

関
東
地
方
や
中
部
地
方
で
両
墓
制
が
行
わ
れ
て
い
る
所
に
は
、
ム
ラ
と
し
て
の
両
墓

制

も
あ
る
が
、
多
く
は
特
定
の
家
の
み
の
両
墓
制
で
あ
る
。
関
東
・
中
部
地
方
の
墓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

地
の

基
本
形
態
は
、
早
く
柳
田
國
男
や
今
和
次
郎
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
屋
敷
墓
で

あ
る
。
個
々
の
家
が
個
別
に
自
己
の
屋
敷
続
き
か
裏
山
に
墓
地
を
設
定
し
て
い
る
姿

が
近
年

ま
で
見
ら
れ
た
。
単
墓
制
は
、
個
別
の
屋
敷
墓
の
形
で
行
わ
れ
て
き
た
。
そ

の

な
か
で
特
定
の
家
が
セ
ト
ヤ
マ
に
埋
葬
墓
地
を
設
定
し
、
屋
敷
続
き
に
石
塔
建
立

墓
地
を

設
け
て

両
墓
制
を

維
持

し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
単
墓
制
の
家
々
は

共

同
墓
地
で
埋
葬
し
、
そ
こ
に
石
塔
を
建
立
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
両
墓
制
の
家

の

み
が
特
別
に
個
別
の

埋
葬
墓
地

と
石
塔
建
立
墓
地
を
設
け
て
い
る
場
合
も
少
な
く

な
い
。

④
ム
ラ
と
し
て
の
単
墓
制

　
ム

ラ
と
し
て
単
墓
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
埋
葬
墓
地
の
た
め
の
区

画
内
に
石
塔
も
建
立
す
る
墓
制
で
あ
り
、
ム
ラ
と
し
て
共
同
墓
地
を
設
定
し
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
個
別
の
家
が
屋
敷
墓
の
形
で
持
っ
て
い
る
か
の
相
違
は
も
ち
ろ
ん
あ

る
。
近
畿
地
方
以
外
の
地
域
で
は
最
も
一
般
的
な
墓
制
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
四
つ
の
型
は
非
常
に
便
宜
的
な
分
類
で
あ
り
、
類
型
と
は
言
え
な
い
が
、

こ
の
よ
う
に
ム
ラ
の
基
本
が
単
墓
制
に
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
両
墓
制
に
あ
る
か
を
先

ず
確
認

し
、
そ
の
上
で
そ
の
ム
ラ
に
お
け
る
両
墓
制
、
単
墓
制
の
量
的
な
比
率
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
定
の
少
数
の
家
が
両
墓
制
を
伝
え
て
い
る

所

と
ム
ラ
の
全
部
の
家
が
両
墓
制
を
行
っ
て
い
る
の
と
で
は
自
ず
と
そ
の
意
味
は
異

な
る
も
の
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
今
ま
で
の
経
験
的
な
印
象
か
ら
言
っ
て
も
、
近
畿
地

方
で
は
両
墓
制
が
存
在
す

る
場
合
は
圧
倒
的
に
「
ム
ラ
と
し
て
の
両
墓
制
」
で
あ
る
。

そ

れ
に
対

し
て
関
東
地
方
や
中
部
地
方
で
の
両
墓
制
は
、
単
墓
制
が
多
数
を
占
め
る

な
か
に
特
定
の
家
が
「
家
と
し
て
の
両
墓
制
」
を
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
単
墓
制
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
両
墓
制
の
あ
り
方
と
逆
の
姿
を

示
す
。

　

日
本
列
島
の
な
か
で
最
も
両
墓
制
が
濃
密
な
分
布
を
見
る
近
畿
地
方
が
、
ほ
と
ん

ど
例
外
な
く
「
ム
ラ
と
し
て
の
両
墓
制
」
で
あ
る
こ
と
は
、
両
墓
制
の
成
立
あ
る
い

は
一
般
化
が
ム
ラ
の
あ
り
方
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
近

畿
地
方
村
落
の
特
質
、
特
に
特
定
の
時
代
の
社
会
組
織
が
両
墓
制
を
成
立
さ
せ
た
も

の

と
予
想
で
き
る
の
で
あ
る
。
ム
ラ
の
意
思
が
両
墓
制
の
二
つ
の
施
設
を
村
落
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

の

特
定
の

場
所
に
設
定

さ
せ
た
の
で
あ
り
、
個
別
の
家
は
そ
れ
に
従
っ
て
両
墓
制
を
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維
持

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
、
近
畿
地
方
を
離
れ
る
に
つ
れ
て
両
墓
制
の
分
布
は
ま
ぼ
ら
に
な
る
が
、
そ

の

多
く
は
「
家
と
し
て
の
両
墓
制
」
と
な
る
。
そ
れ
は
、
両
墓
制
が
そ
の
家
の
特
質

に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
村
落
内
に
お
い
て
少
数
例
に
属
し
て
も

敢

え
て
両
墓
制
を
維
持
存
続
さ
せ
て
き
た
強
い
意
思
や
判
断
が
働
い
て
き
た
と
言
え

よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
に
は
墓
制
は
家
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
と
い
う

観
念
が
村
落
全
体
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
少
数
例
で
あ
っ
て
も
許
容
す
る
条

件
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

⇔
　
空
間
配
置
の
諸
類
型

　
近
江
宇

川
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
近
畿
地
方
の
両
墓
制
は
、
埋
葬
墓
地
が
集

落
か

ら
遠
く
離
れ
た
山
、
浜
、
河
原
に
設
け
ら
れ
、
石
塔
建
立
墓
地
は
集
落
内
の
寺

院
境
内
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
幼
い
頃
の
思
い
出
と
し
て
語
ら
れ
た
柳
田
國

男
の
故
郷
辻
川
の
両
墓
制
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
各

地
の
両
墓
制
の

墓
地
を

見
て

い

る
と
、
両
墓
の
位
置
関
係
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ

り
、
個
別
村
落
の
立
地
や
周
辺
の
地
形
に
も
左
右
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
両
墓
制
の
解
体
過
程
に
位
置
付
け
る
形
で
、
両
墓
の
近
接
し
た
姿
が

把
握

さ
れ
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
多
様
な
あ
り
方
を
示
す
両
墓
の
配

置
に

つ
い

て
、
村
落
領
域
の
空
間
構
成
の
な
か
に
位
置
付
け
て
い
く
つ
か
の
形
に
分

類
し
て
お
こ
う
。
こ
の
場
合
の
村
落
空
間
の
理
解
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

ム

ラ
・
ノ
ラ
・
ヤ
マ
と
い
う
同
心
円
的
三
重
構
成
の
空
間
把
握
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
場
合
の
ム
ラ
は
あ
く
ま
で
も
家
々
の
集
合
し
て
い
る
集
落
内
の
こ
と
で
あ
り
、

ノ
ラ
は
耕
地
の
展
開
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヤ
マ
は
山
林
の
部
分
は
当
然
で
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あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
浜
、
磯
等
の
海
岸
、
あ
る
い
は
河
原
（
河
川
敷
）
な
　
2

ど
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
山
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の

総
称

と
し
て
は
あ
る
い
は
バ
ラ
の
方
が
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

①
無
墓
石
制

　
最
初
に
考

え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
埋
葬
墓
地
は
あ
る
が
、
石
塔
建
立

墓
地
が

な
い
、
い
わ
ゆ
る
無
墓
石
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
に
無
墓
制
と
呼
ば
れ

て

き
た
が
、
完
全
に
遺
体
や
遺
骨
を
処
分
し
て
し
ま
っ
て
、
墓
を
持
た
な
い
の
で
は

な
い
。
埋
葬
施
設
と
し
て
の
墓
地
は
あ
る
が
、
石
塔
を
建
立
す
る
と
い
う
民
俗
が
な

い
の

で
あ
る
。

　
無
墓
石
制
は
基
本
的
に
は
埋
葬
墓
地
が
ヤ
マ
の
部
分
に
あ
り
、
そ
こ
に
埋
葬
し
た

後
に
は

ど
こ
に
も
石
塔
は
建
立
し
な
い
の
が
ご
く
普
通
の
形
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

次
の

よ
う
な
概
念
図
と
し
て
表
現
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一

無
墓
石
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

……
簿
渇
汀
…
…
㌧
汀
…
…
：
已
こ

②
両
墓
隔
離
型
両
墓
制

　
両
墓
制
の
姿
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
一
括
し
て
整
理
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
先
ず
近
畿
地
方
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
両
墓
制
を
考
え
よ
う
。

近

畿
地
方
の
両
墓
制
は
、
事
例
で
紹
介
し
た
宇
川
の
姿
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
。

そ
れ
は

埋
葬
墓
地
が
集
落
か
ら
遠
く
離
れ
た
村
落
領
域
の
末
端
部
に
あ
り
、
そ
れ
に

対

し
て
石
塔
建
立
墓
地
は
集
落
内
の
寺
院
境
内
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
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は
両
墓
制
の
二
つ
の
施
設
が
互
い
に
遠
く
離
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
柳
田
國
男
の

故
郷
辻

川
の
両
墓
制
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
両
墓
隔
離
型
両
墓
制
と
呼
ん
で
お

こ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
隔
離
の
程
度
は
一
様
で
は
な
い
。
ど
の
程
度
二
つ
の
施
設
が

離
れ
て

い

た

ら
隔
離
型
と
認
定
す
る
か
は
非
常
に
暖
昧
で
あ
り
、
相
対
的
な
把
握
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
近
畿
地
方
に
多
数
を
占
め
る
の
は
埋
葬
墓
地
は
ヤ
マ
、
石
塔

建
立
墓
地
は
ム
ラ
と
い
う
領
域
に
存
在
す
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
準
と
し

て

両
墓
隔
離
型
両
墓
制
の
1
型
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
他
方
、
同
じ
く
両
墓
の
隔
離
は
あ
る
が
、
埋
葬
墓
地
は
ヤ
マ
の
領
域
、
そ
れ
に
対

し
て
石
塔
建
立
墓
地
が
ム
ラ
内
部
に
な
く
、
や
は
り
ム
ラ
の
外
に
あ
る
場
合
が
あ
る
。

多
く
は
石
塔
建
立
墓
地
が
ノ
ラ
の
部
分
に
あ
る
。
こ
れ
は
観
念
的
に
は
両
墓
が
や
や

近
い

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
直
線
距
離
で
は
遠
く
離
れ
て
い

て

も
、
両
者
が
ム
ラ
と
い
う
領
域
の
外
に
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
判
断
が
働
い
て
設
定

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
両
墓
隔
離
型
両
墓
制
の
H
型
と
す
る
。
1
型
は

経
験
的

に
近
畿
地
方
の
1
型
の
な
か
に
混
じ
っ
て
各
地
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、

関
東
地
方
の
「
家
と
し
て
の
両
墓
制
」
の
な
か
に
も
多
く
の
事
例
を
発
見
す
る
こ
と

が

で
き
る
。

両
墓
隔
離
型
両
墓
制

（
1
）

　
　
ヤ
マ

両
墓
隔
離
型
両
墓
制

（‖
）

ノ
ラ

一
石

塔

建

立

墓
地
一

一
石

塔

建

立

墓
地
一

ム

ラ

一
埋

葬
墓
地
一

ヤ

マ

ノ
ラ

ム

ラ

③
両
墓
近
接
型
両
墓
制

　
両
墓
の

分
離
の
程
度
が
弱
く
、
埋
葬
墓
地
と
石
塔
建
立
墓
地
が
近
接
し
て
い
る
場

合
で
あ
る
。
次
の
単
墓
制
と
異
な
る
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
両
者
の
施
設

が

明
確
に
区
画
さ
れ
、
区
別
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
基
本
的
に
は
地

域
の

人
々
の
二
つ
の
施
設
に
対
す
る
呼
称
の
相
違
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両

墓
近
接
型
に

も
多
様
な
姿
が
あ
り
う
る
が
、
大
部
分
は
二
つ
の
施
設
が
ヤ
マ
の
領
域

に
存
在
す
る
。
山
、
浜
、
河
原
と
い
う
ヤ
マ
の
領
域
に
埋
葬
墓
地
が
あ
り
、
そ
れ
に

隣
接

し
て
石
塔
建
立
墓
地
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
二
つ
の
墓
地
が
ノ
ラ
の
部
分
に
あ
る
場
合
も
あ
る
。
前
者
を
1
型
、
後
者
を
H

型
と
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

び
麓
璽
麗
幾
パ
）
…
…
…
ー
…
…
…
…
…
…
…
…
「

…
一
埋

葬
墓
地
一
・
一
石
塔
建
立
墓
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

…
　

　

　

　

ヤ

マ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ラ
　
｝

…

両
墓
近
接
型
両
墓
制
（
‖
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

…
　
　
　
　
壷
蓼
地
三
石
蓮
妾
巴
　
）

…
　

　

　

　

ヤ

マ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ラ
　
…

④
単
墓
制

　
単
墓
制
は
埋
葬
墓
地

と
石
塔
建
立
墓
地
が
同
一
の
区
画
内
に
あ
る
。
同
じ
区
画
内

に
埋
葬
さ
れ
、
そ
こ
に
石
塔
が
建
立
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
最
も
単
純
に
考
え

れ

ぽ
、
埋
葬
地
点
の
上
に
石
塔
を
建
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
各

地
の

単
墓
制
、
し
た
が
っ
て
ご
く
普
通
の
墓
地
の
利
用
形
態
を
観
察
す
る
と
、
埋
葬

地
点
の
上
に
石
塔
を
建
立
す
る
と
い
う
姿
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
と
い
え
る
。
埋
葬

255



国立歴史民俗博物館研究報告　第49集　（1993）

地
点
は
歳
月
の
経
過
の
な
か
で
、
埋
葬
し
た
内
部
が
腐
る
こ
と
で
覆
っ
て
い
た
土
饅

頭
が

陥
没
す
る
。
そ
の
真
上
に
石
塔
を
建
立
す
れ
ぽ
、
そ
の
た
め
に
倒
れ
て
し
ま
う

の

で
、
少
し
位
置
を
ず
ら
す
と
い
う
実
際
的
な
判
断
に
よ
る
も
の
も
あ
る
が
、
関
東

地
方
の
多
く
の
墓
地
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
墓
地
の
中
央
部
に
埋
葬
し
、
そ
の
周
辺

部
に
石
塔
を
並
べ
る
と
い
う
方
式
で
、
個
別
に
は
埋
葬
地
点
と
石
塔
建
立
地
点
が
ず

れ
て

い

る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
個
別
に
は
埋
葬
地
点
と
石
塔
建
立

地
点
と
に
ず
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
両
墓
制
と
は
判
断
し
な
い
。
し
か
し
、

現
実
問
題
と
し
て
は
、
埋
葬
墓
地
と
石
塔
建
立
墓
地
の
区
画
が
別
に
な
っ
て
い
る
と

い

う
両
墓
制
と
、
埋
葬
地
点
と
石
塔
建
立
地
点
の
二
つ
の
施
設
の
位
置
が
ず
れ
て
い

る
単
墓
制
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
判
断
の
指
標
は
、
最
初
に
予
備
的
に

説

明
し
た
よ
う
に
、
そ
の
墓
地
を
利
用
し
て
き
た
人
々
が
、
そ
の
二
つ
を
区
画
し
た

空

間
と
し
て
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
呼
称
を
与
え
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
主
観
的
な
も
の
と
言
え
る
。

　
単
墓
制
は
、
埋
葬
墓
地
と
石
塔
建
立
墓
地
が
同
一
区
画
で
あ
る
墓
制
で
あ
る
。
そ

の

場
所
は

さ
ま
ざ
ま
な
立
地
で
示
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、
ヤ
マ
の
領
域
に
あ
た
る
山

中
や
原
、
河
原
、
浜
な
ど
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
単
墓
制
（
1
）

と
す
る
。
明
治
以
降
に
設
定
さ
れ
た
新
し
い
共
同
墓
地
は
多
く
が
、
集
う
。
そ
れ
に

落
か
ら
離
れ
た
山
や
浜
に
設
け
て
き
た
の
で
、
今
で
は
最
も
一
般
的
な
姿
と
言
え
よ

対

し
て
、
墓
地
が
ノ
ラ
の
領
域
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
1
型
と

特
に

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
れ
を
単
墓
制
（
H
）
と
す
る
。
そ
し
て
、
単
墓

制
の
墓
地
の
姿
と
し
て
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
の
が
ム
ラ
の
内
部
に
墓
地
が
あ
る
場

合
で

あ
る
。
集
落
の
一
画
に
共
同
墓
地
が
あ
る
場
合
、
集
落
内
の
寺
院
境
内
に
墓
地

が

あ
る
場
合
、
各
家
の
屋
敷
続
き
に
墓
地
が
あ
る
場
合
等
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、

ム

ラ
の
領
域
に
墓
地
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
を
単
墓
制
（
皿
）
と
し
て

お
こ
う
。

　

単
墓

制
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

…　
一
墓
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

…
　

　

ヤ

マ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ラ
　
…

｝

単
墓
制
（
皿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
墓
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

…
　

　

ヤ

マ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ラ
　
…

…
単
墓
制

（
皿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
墓
地
一
…

…
　

　

ヤ

マ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ム

ラ
　
…

五
　
両
墓
制

と
村
落
空
間

　
以
上
の
両
墓
制
、
単
墓
制
の
類
型
的
な
把
握
を
前
提
に
し
て
、
具
体
的
な
両
墓
制

の

空

間
配
置
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
最
初
に
先
ず
最
も
両
墓
制
が
集
中
し
て
分
布
し

て

お

り
、
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
ム
ラ
と
し
て
の
両
墓
制
」
で
あ
る
滋
賀
県
内

の

事
例
を

見
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
北
桜
・
南
桜
・
三
上
・
妙
光
寺

　
南
側
を
野
洲
川
が
東
か
ら
西
へ
流
れ
、
北
側
は
三
上
山
に
遮
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
。

最
も
東
に
位
置
す
る
の
は
南
桜
で
あ
り
、
次
い
で
北
桜
が
あ
る
。
北
桜
は
三
上
山
麓

に

あ
り
、
そ
こ
か
ら
山
麓
に
そ
っ
て
西
へ
回
る
と
三
上
と
な
る
。
三
上
は
単
一
の
集
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落
で
は
な
く
、
い
く
つ
も
の
集
落
を
含
み
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
活
・
生
産
の
組
織
と
し

て

存
在

し
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
三
上
の
さ
ら
に
西
側
に
妙
光
寺
が
あ
る
。
こ
こ
は

近
世
初
頭
の

検
地
で
は

三
上
村
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
寛
文
年
間
に
独
立
し
て
一
村

と
な
っ
た
。
こ
の
地
域
に
は
多
く
の
埋
葬
墓
地
が
あ
る
が
、
こ
の
地
域
全
体
は
両
墓

制
を

基
本

と
し
て
い
る
。
三
上
に
は
浄
土
真
宗
の
寺
院
が
一
力
寺
あ
り
、
こ
こ
の
檀

家
は
火
葬
に
よ
る
単
墓
制
で
あ
る
。
他
の
寺
の
檀
家
と
な
っ
て
い
る
家
々
は
、
原
則

と
し
て
近
年
ま
で
土
葬
に
よ
る
両
墓
制
で
あ
っ
た
。
以
下
順
次
各
村
落
の
墓
地
の
様

　
　
　
　
　
（
3
0
）

相
を
見
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
桜

と
南
桜
は
埋
葬
墓
地
を

　　　　　
議

灘懸

鑛

写真4　北桜・南桜のサンマイ

共
同
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
二

つ
の

村
落
の
中
間
地
点
と
な
る

古

く
は
大
山
川
の
河
原
だ
っ
た

と
判
断
で
き
る
場
所
で
あ
る
。

北
桜
、
南
桜
ど
ち
ら
か
ら
行
く

に

し
て
も
、
集
落
を
出
て
、
田

ん

ぼ

の

な

か
を

通

り
、
北
桜
は

大

山
川
を
渡
り
、
南
桜
は
大
山

川

の

堤
に
出
て
そ
こ
で
両
方
か

ら
の
道
が
合
流
し
て
堤
上
を
北

に
進

み
、
サ
ン
マ
イ
（
三
昧
）

に

よ
う
や
く
達
す
る
。
サ
ン
マ

イ
の
内
部
は
大
き
く
二
つ
に
区

分

さ
れ
て
い
る
。
南
側
半
分
が
南
桜
、
北
側
半
分
が
北
桜
の
サ
ソ
マ
イ
で
あ
る
。
そ

の

間
に
は
細
い
溝
が
掘
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
の
埋
葬
地
点
は
家
に
よ

っ

て

決

ま
っ
て
い
な
い
。
最
近
埋
葬
し
た
こ
と
の
な
い
地
点
を
葬
儀
に
際
し
て
オ
モ

シ

ン

ル

イ
（
重
親
類
）
の
者
が
決
め
て
墓
穴
を
掘
る
。
そ
の
景
観
は
南
北
桜
で
や
や

趣
を

異
に
し

て

お

り
、
南
桜
の
部
分
に
は
ほ
と
ん
ど
石
塔
、
石
造
物
は
見
ら
れ
な
い

が
、
北
桜
の
部
分
に
は
少
な
か
ら
ず
の
石
塔
が
あ
る
。
そ
れ
は
近
年
建
立
の
も
の
で

全
部
で

二
〇
基
ほ

ど
で
あ
り
、
墓
域
全
体
か
ら
見
れ
ぽ
数
は
少
な
い
。
南
桜
で
は
サ

ン

マ

イ
に
石
塔
を
建
立
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
お
り
、
今
も
守
ら
れ
て
い
る
。
北
桜

で

は
一
部
サ
ン
マ
イ
に
石
塔
を
建
立
す
る
家
が
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

考
え

と
し
て
は
石
塔
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ラ
の
領
域
内
に
あ
る
寺
院
境
内
墓
地
に
建
立

す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
北
桜
は
多
聞
寺
、
南
桜
は
報
恩
寺
と
い
う
浄
土
宗
の
寺

院
が

そ
れ
ぞ
れ
の

大
部
分
の
家
の
檀
那
寺
で
あ
り
、
境
内
に
石
塔
が
林
立
し
た
墓
地

が

あ
る
。
こ
こ
を
バ
カ
（
墓
）
と
呼
ん
で
い
る
。
南
桜
の
バ
カ
の
石
塔
は
全
部
で
二

一
四
基
を

数

え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
刻
ら
れ
た
最
古
の
年
号
は
明
和
七
年
（
一
七

七
〇
）
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
近
世
の
石
塔
は
個
人
も
し
く
は
夫
婦
と
思
わ
れ
る
男

女
の

戒

名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
　
い
く
つ
か
に
は
戒
名
を
両
側
に
書
い
て
、
中
央
に

「
先
祖
代
々
」
「
為
先
祖
代
々
」
　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
等
と
刻
さ
れ
て
い
る
。
明
治
末

以
降
に
「
先
祖
代
々
之
墓
」
と
い
う
よ
う
に
墓
の
字
が
刻
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

そ
れ

と
戒
名
が
併
記
さ
れ
て
い
る
点
が
特
色
で
あ
る
。
石
塔
か
ら
戒
名
が
消
え
て
、

「
先
祖
代
々
之
墓
」
と
の
み
刻
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
第
二
次
大
戦
後
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
石
塔
建
立
墓
地
の
成
立
も
さ
ほ
ど
古
く
な
い
も
の
と
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
断

断
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
村
落
は
両
墓
隔
離
型
両
墓
制
（
1
）
と
把
握
で
き
よ
う
。
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写真5　北桜のバカ（多聞寺境内）写真6　南桜のバカ（報恩寺境内）

　　　　　　　　　　　（上野和男氏撮影）

写真7　赤土原のサンマイ写真8　梅の木墓地

　
三
上
は

大

中
小
路
、
小
中
小
路
、
前
田
、
山
出
、
東
林
寺
の
五
つ
の
在
所
に

分
か
れ
て

お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
村
落
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
大
中

小
路
、
小
中
小
路
の
家
々
は
赤
土
原
の
サ
ン
マ
イ
（
三
昧
）
を
埋
葬
墓
地
と
し

て

使
用
し
、
山
出
の
家
々
は
口
の
河
原
の
サ
ン
マ
イ
を
使
用
し
て
い
る
。
い
ず

れ

も
、
野
洲
川
の
河
原
だ
っ
た
所
で
あ
る
。
前
田
、
東
林
寺
を
中
心
に
、
各
在

所
に

散
在

し
て
い
る
門
徒
は
浄
土
真
宗
照
覚
寺
の
檀
那
で
あ
る
が
、
そ
の
家
々

は

梅
の
木
墓
地
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
れ
も
同
様
に
野
洲
川
に
近
い
所
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
三
上
の
人
々
の
遺
体
・
遺
骨
は
野
洲
川
の
河
原
で
あ
っ
た
部
分

に
埋
葬
さ
れ
る
。
や
は
り
ヤ
マ
の
領
域
と
判
断
で
き
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
埋

葬
墓
地
に
対

し
て
、
石
塔
建
立
は
何
処
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
原
則
的

に

は

や
は

り
そ
れ
ぞ
れ
の
檀
那
寺
の
寺
院
境
内
に
あ
る
バ
カ
（
墓
）
に
石
塔
が

建
て

ら
れ
る
。
檀
那
寺
は
在
所
単
位
に
存
在
す
る
と
い
え
る
。
大
中
小
路
は
浄

土
宗
西
林
寺
、
小
中
小
路
は
天
台
宗
西
養
寺
、
前
田
は
浄
土
真
宗
照
覚
寺
、
山

出
は
天
台
宗
宝
泉
寺
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
寺
檀
関
係
は
在
所
内
で
完
結
し
て
お

ら
ず
、
他
の
在
所
に
も
散
在
し
て
い
る
。
特
に
門
徒
の
寺
で
あ
る
照
覚
寺
は
前

田
、
東
林
寺
を
中
心
に
、
三
上
の
各
在
所
に
門
徒
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
の

う
ち
、
照
覚
寺
以
外
は
い
ず
れ
も
寺
院
境
内
に
石
塔
建
立
墓
地
が
あ
り
、
在
所

内
の
大
部
分
の
家
の
石
塔
建
立
地
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
塔
建
立

墓
地
は
ム

ラ
の
領
域
内
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
三
上
の
各
サ
ン
マ
イ
を
訪
れ
て
み
る
と
、
ど
の
サ
ン
マ

イ
も
整
然
と
家
毎
に
区
画
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
区
画
内
に
は
石
塔
が
一
基
だ
け
　
5
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

あ
る
い
は
数
基
建
立
さ
れ
て
い
る
。
赤
土
原
の
サ
ン
マ
イ
は
大
部
分
が
「
先
祖
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写真9　大中小路のバカ（西林寺境内）

　　　　　　　　　　　　　（上野和男氏撮影）

代
々
之
墓
．
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
石
塔
の
最
も
古
い
も
の
で
も
大
正
四
年
建
立
の
も

の

で

あ
る
。
し
か
も
、
注
日
さ
れ
る
の
は
大
正
年
間
建
立
の
石
塔
や
年
次
の
彫
ら
れ

て

い

な
い
石
塔
に
は
「
○
○
家
墓
地
」
と
い
う
の
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
区
画
さ
れ
た
埋
葬
墓
地
を
表
示
す
る
た
め
に
石
塔
が
建
立
さ
れ
出
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
先
祖
代
々
墓
が
一
般
化
し
て
、
今
日
の
景
観

を

形
成

し
た
の
で
あ
る
。
口
の
河
原
の
サ
ン
マ
イ
は
近
世
中
期
と
い
う
比
較
的
古
い

年
代
の

石
塔
が

あ
る
。
し
か
し
、
多
く
は
や
は
り
近
年
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
急
速
に
単
墓
制
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

門
徒
の
墓
地
で
あ
る
梅
の
木
墓
地
で
あ
る
。
門
徒
の
人
々
は
別
に
石
塔
建
立
墓
地
を

持
た

な
い
。
い
わ
ゆ
る
単
墓
制
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
梅
の
木
墓
地
に
建
立
さ
れ

て

い

る
石
塔
は
、
一
部
の
三
上
藩
士
の
石
塔
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
古
く
な
い
。
大
正

年
間
以
降
の

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
門
徒
の
人
々
は
そ
れ
ま
で
は
石

塔
を

建
立

し
な
い
無
墓
石
制
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
60

て
、
三
上
の
基
本
的
な
墓
制
は
両
墓
隔
離
型
両
墓
制
（
1
）
と
把
握
で
き
よ
う
。
そ
　
2

れ
に
対

し
て
、
前
田
の
照
覚
寺
の
門
徒
の
墓
は
現
状
で
は
単
墓
制
、
大
正
年
間
以
前

は
無
墓
石
制

で
あ
っ
た
。

　
妙
光
寺
は
妙
光
寺
山
の
麓
に
あ
る
小
さ
い
集
落
で
あ
る
が
、
そ
の
全
部
の
家
の
埋

葬
墓

地
で

あ
る
サ
ソ
マ
イ
は
集
落
か
ら
外
に
出
て
、
国
道
近
く
ま
で
行
っ
た
所
の
北

側
の
山
の
傾
斜
地
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヤ
マ
の
領
域
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し

て

い

る
。
そ
こ
は
家
毎
に
は
区
画
さ
れ
て
い
な
い
。
傾
斜
面
の
高
い
所
に
は
高
齢
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死

亡

し
た
人
を
埋
葬
し
、
低

写真10　妙光寺のサンマイ

い
所
に

は
若
く
し
て
亡
く
な

っ

た
人
が

埋
葬

さ
れ
る
。
そ

れ

に
対

し
て
、
石
塔
建
立
墓

地
は
集
落
の

背
後
の
山
麓
に

あ
る
宗
泉
寺
境
内
に
あ
る
。

や
や

山
に
か
か
っ
て
い
る
が
、

集
落
の

一
画

で
も
あ
り
、
ム

ラ
と
し
て
の
領
域
と
判
断
す

べ
き
所
で
あ
る
。
や
は
り
、

こ
こ
も
両
墓
、
隔
離
型
両
墓
制

（
1
）
と
把
握
で
き
よ
う
。

　
三
上
の

各
村
落
は
両
墓
制

で
あ
り
、
し
か
も
埋
葬
墓
地
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写真11妙光寺のバカ（宗泉rテ境内）

多
く
な
っ
て
、
景
観
的
に
は
単
墓
制
に
近
づ
い
て
き
て

桜
お

よ
び
妙
光
寺
は
、
現
在
な
お
サ
ン
マ
イ
に
は
石
塔
を
建
立
せ
ず
、

両
墓
隔
離
型
両
墓
制
（
1
1
）
を
守
っ
て
い
る
。

②
滋
賀
県
甲
賀
郡
水
ロ
町
北
内
貴
・
宇
川
・
宇
田
・
植
・
酒
人

　
野

洲
川
の
南
北
両
岸
の
平
野
に
立
地
す
る
村
落
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
す
で

に

宇
川
の
例
で
見
た
よ
う
に
、
宇
川
、
北
内
貴
、
酒
人
、
植
は
い
ず
れ
も
両
墓
隔
離
型

両
墓

制
で
あ
る
。
埋
葬
墓
地
は
サ
ン
マ
イ
と
呼
び
、
か
つ
て
は
野
洲
川
の
河
原
で
あ

っ

た

と
判
断
さ
れ
る
、
集
落
か
ら
離
れ
た
堤
防
に
近
い
所
に
そ
れ
ぞ
れ
ム
ラ
と
し
て

を
ヤ
マ
の
領
域
、
石
塔
建
立

墓
地
を
ム

ラ
の
領
域
に
も
つ

の

が
原
則
で
あ
る
。
ヤ
づ
、
の

領
域
に

あ
る
門
徒
の
墓
地
ぱ

明
治
年
間
ま
で
は
無
墓
石
制

で

あ
っ
た
が
、
大
正
以
降
に

先
祖
代
々
墓
が
建
立
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
単
墓
制
と
な

っ

た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
両

蓑
制
に
お
い
て
も
、
近
年
は

埋
葬
墓
地
の
各
家
専
用
に
区

画

さ
れ
た
な
か
に
「
先
祖
代

々

之
墓
」
と
い
う
よ
う
な
石

塔

を
一
基
建
立
す
る
こ
と
が

い

る
。
し
か
し
、
北
桜
・
南

　
　
　
　
　
　
ま
っ
き
り
と

設

け
た
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
酒
人
は
野
洲
川
の
左
岸
に
あ
る
村
落
で
あ

る
が
、
サ
ン
マ
イ
が
ニ
ヵ
所
に
分
か
れ
て
、
ム
ラ
の
領
域
か
ら
外
に
出
た
水
田
の
な
か

に

あ
る
。
野
洲
川
に
近
く
、
か
つ
て
は
河
原
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
植
は
酒

人

よ
り
も
も
っ
と
野
洲
川
寄
り
に
あ
り
、
集
落
か
ら
は
遠
い
。
同
様
に
、
野
洲
川
右

岸
に
あ
る
北
内
貴
、
宇
川
の
サ
ン
マ
イ
も
ム
ラ
の
領
域
か
ら
遠
い
野
洲
川
に
近
い
所

に

設
け

ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
野
洲
川
は
両
岸
低
地
部
に
立
地
す
る
各
村
落

の

埋
葬

墓
地
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
の
村
落
で
も
サ
ン
マ
イ
の
内
部
は
各
家

毎

に
区

画
さ
れ
て
い
る
。
北
内
貴
の
サ
ン
マ
イ
の
一
戸
当
た
り
の
面
積
は
ご
く
わ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
で
、
棺
桶
が
一
つ
埋
葬
で

写真12　北内貴のサンマイ

き
る
程
度
の
広
さ
で
あ
る
。

そ
の
狭
い
埋
葬
地
に
繰
り
返

し
埋
葬
し
て
き
た
。
た
だ
し
、

現
在
の

家
別
区
画

は
必
ず
し

も
古
く
か
ら
の
も
の
で
は
な

い
。
北
内
貴
の
サ
ン
マ
イ
は
、

大

正
七
年
三
月
に
区
画
さ
れ
、

抽
選
に

よ
っ
て
家
々
に
配
分

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
石
塔
建

立
墓

地
は
集
落

内
の
寺
院
境

内
の
墓
地
に
あ
る
。
た
と
え

ば
、
北
内
貴
は
ム
ラ
の
ほ
ぼ
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両墓制の空間論

全
戸
が
村
内
の
浄
土
宗
養
福
寺
で
あ
り
、
そ
の
本
堂
脇
の
ご
く
狭
い
所
が
石
塔
建
立

墓
地

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
石
塔
建
立
墓
地
の
こ
と
を
ウ
チ
バ
カ
（
家
墓
）
と
呼
ん

で
い

る
。
現
在
で
ぱ
多
く
が
こ
の
半
世
紀
程
の
問
に
建
立
さ
れ
た
先
祖
代
々
墓
で
あ

る
が
、
そ
の
他
に
も
小
さ
い
墓
石
が
多
数
あ
り
、
古
く
か
ら
墓
石
を
こ
の
場
所
に
建

立

し
て
き
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
宇
田
の
み
は
単
墓
制
で
あ
る
。
宇
田
の
墓
地
は
集
落
の
北
方
に
あ
り
、

河
原

と
反
対
側
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
全
部
の
家
が
檀
家
と
な
っ
て
い
る
唯
称
寺
の
境

内
墓
地
で
あ
る
が
、
そ
の
立
地
は
集
落
よ
り
も
や
や
高
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
続
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
藪
が
広
が

っ

て

い

る
。
ヤ

写真13北内貴のウチパカ（養福寺境内）

マ

の

領
域
に

入

る
所
と
判
断

で

き
る
。
墓
地
は
家
毎
に
区

画

さ
れ
、
列
状
に
配
列
さ
れ

て

い

る
。
ま
た
、
少
数
の
浄

土
真
宗
の

門
徒
の
墓
地
は
そ

れ

と
は
別
で
、
や
は
り
野
洲

川
に
近
い
所
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
部
分
の

村
落
が

「
ム

ラ
と
し
て
の
両

墓
制
」
で
あ
る
が
、
そ
の
な

か
に
混

じ
っ
て
「
ム
ラ
と
し

て

の

単
墓
制
」
が
行
わ
れ
て

い

る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
が
、

こ
の
場
合
の
墓
地
は
両
墓
制
の
ム
ラ
と
同
様
に
村
落
領
域
の
な
か
の
ヤ
マ
の
部
分
に

あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
宇
川
、
北
内
貴
、
酒
人
、
植
は
両
墓

隔
離
型
両
墓
制
（
1
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
宇
田
は
単
墓
制
（
1
）
と
判
断
で
き

よ
う
。

③
滋
賀
県
八

日
市
市
寺
町
・
岡
田
・
林
田
・
五
智
・
中
小
路
・
妙
法
寺

　
愛
知

川
左
岸
の
沖
積
地
に
東
西
に
集
落
が
間
隔
を
お
い
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
最

も
上
流
に
立
地
す
る
の
が
寺
町
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
下
流
へ
岡
田
、
林
田
、
五
智
、

中
小
路
、
妙
法
寺
の
順
に
並
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
周
囲
に
水
田
が
広
が
る
低
平
な

場
所
に

あ
る
。
集
落
の
北
側
の
水
田
を
越
え
る
と
愛
知
川
と
な
る
。
反
対
に
各
集
落

と
も
南
側
は
水
田
地
帯
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
段
丘
と
な
る
。
段
丘
上
は
畑
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
を
東
西
に
通
る
八
風
街
道
よ
り
南
側
は
林
が
広
が

っ

て

い

る
。
現
在
で
は
開
発
が
進
み
、
住
宅
や
工
場
が
で
き
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

そ

の

部
分
が
ヤ
マ
の
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
住
宅
や
工
場

の

間
に
は
林
が
広
が
っ
て
い
る
。
各
村
落
は
愛
知
川
か
ら
八
風
街
道
の
南
側
ま
で
を

自
己
の
領
域
と
し
て
お
り
、
南
北
に
細
長
い
。
そ
し
て
、
集
落
を
中
心
に
同
心
円
的

に

領
域
が

構
成

さ
れ
て
お
ら
ず
、
ム
ラ
の
周
囲
に
は
水
田
、
そ
し
て
段
丘
上
に
畑
と

い

う
ノ
ラ
の
領
域
が
あ
り
、
そ
の
南
側
に
ヤ
マ
の
領
域
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
帯

状
に

三
つ
の

領
域
が
編
成

さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
景
観
構
成
に
対
し
て
、
妙

法
寺
の

み
は
や
や
様
相
を

異
に

し
て
い
る
、
こ
こ
の
集
落
は
段
丘
上
に
立
地
す
る
。

上
流
の

他
の

集
落
ほ
ど
段
丘
の
落
差
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
水
田
面
に
連
続
し
て
い
る
。

他
の

各
集
落
は
ほ
ぼ
一
列
に
並
ん
で
い
る
が
、
妙
法
寺
の
み
は
そ
の
線
か
ら
外
れ
、

南

側
に
あ
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は
水
田
の
な
か
に
集
落
が
あ
っ
た
が
、
洪

263



81

“

“

プソ／ρ
　
　
c
°

．
　
イ
　
　
　
如
ド

＼
／
、
㌔
．
パ

“

　
　
…
‥
、

　
　
“
，
“

㌻
ぺ
　
違

　
　
　
∨
　
’

（“う

ΦO
】
）

蝶
印
鯨
申
瞬
駅
宙
培
蕊
避
竈
田
虫
圏
偶
圃

　　　　　　　・｝ミ‘　、，　，’　，，
　　　　　　　　　　　　　　け　　

縄鰻舞；！；／：ll：：》

　　　　　　　　　　　　　　　7ぶ・菜…，

　　　　　　　　　　　　　　諏：∵巳、ン

　　　　　　　　　　　　　　　　瀬＼’

・

．“

，‘ 　　　　“　ll　さ・二／’＼、，・

i響濤撚1叢｛；馨§濾；

“

　　　　　　　　　1”〔

き貯

－
“
細
　
」
．
ぶ
〔
∠
　
－
　
”

譲
㌻
、
み
裟
澱

・

藩
凝
M
蕊
s
．
黒

　　　　　　　・．バ㌧・へil‘’層’

蕊鷲ぎcぶ一議・：：；．．

　　　　　　　　ヘペコ　　コヘミ
　　　　　　　．，．託くls－÷灘町ミ這癒蓼ぺ

　　　　　　　　　　　　り

　　　　　　　／購惹〉／

　　　　　　・㌧’人珍・・　＼が，‘’∵

　　　　　　≒繰・ミ襟．11’

　　　　　“崇sl”ぶ蕊き，・三㌧亘

　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　ロび

　　　　　i難｛1ミ馨難

　　　　　・！・1．σ．＼；；・撲i・

　　　　　　　、㌧写1．’　＼’・1　｜1
　　　　　　パ　　　　さ　　　　　　ロ　　　ロエ　　リ　　ヘハニヘ

　　　　　　　　　　　　　　　ド　ロヤ

話
N

図3　寺町・岡田・妙法寺等の墓地の位置（2万5千分の1地形図「八日市」「百済寺」を縮少）



水
で
流

さ
れ
た
た
め
、
現
在
の
場
所
に
移
転
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
妙
法
寺
の
宮

さ
ん
が
水
田
の
な
か
に
孤
立
し
て
あ
る
の
は
、
か
つ
て
の
集
落
の
所
在
地
を
示
し
て

い

る
の
だ
と
い
う
。

　
こ

の

寺
町
以

下
の

各
村
落
は
い
ず
れ

も
「
ム
ラ
と
し
て
の
両
墓
制
」
で
あ
る
。
埋

葬
墓
地
を

そ
れ
ぞ
れ
村
落
毎
に

設
定

し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
サ
ン
マ
イ
（
三
昧
）
と

呼

ぶ
。
上
流
部
の
寺
町
、
岡
田
、
林
田
、
五
智
の
四
村
落
は
サ
ン
マ
イ
を
互
い
に
接

し
て
設
定
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
一
つ
の
埋
葬
墓
地
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
大

き
い
も
の
で
あ
る
。
場
所
は
林
田
の
南
端
の
ヤ
マ
の
領
域
に
な
る
。
周
囲
は
今
も
薔

蒼
と
し
た
林
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
サ
ン
マ
イ
が
あ
る
。
こ
こ
は
各
村
落
か
ら
は
る

か
に
離
れ
た
場
所
で
あ
り
、
寺
町
か
ら
は
直
線
距
離
で
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
離

れ
て

お

り
、
葬
列
を
組
ん
で
来
る
に
は
三
〇
分
は
要
す
る
。
な
お
、
寺
町
の
家
は
多

数
が
禅
宗
の

檀
家
で

あ
る
が
、
十
軒
程
の
家
は
浄
土
宗
で
、
対
岸
の
愛
東
町
平
尾
の

東
光
寺
の
檀
家
で
あ
り
、
サ
ン
マ
イ
も
他
の
東
光
寺
の
檀
家
と
］
緒
に
し
て
、
対
岸

に

あ
る
。
下
流
の
中
小
路
、
妙
法
寺
は
別
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
サ
ン
マ
イ
を
自
己
の

村
落
領

域
内
に
も
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
自
分
の
ム
ラ
の
範
域
内
の
ヤ
マ
の
領
域
で

あ
る
。
中
小
路
の
集
落
か
ら
は
や
や
遠
く
、
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
で
あ
る
が
、
妙
法
寺

両墓制の空間論

写真14　林田のサンマイ

写真15妙法寺のサンマイ（1）

写真16　妙法寺のサンマイ（2）
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写真17　寺町のソウハカ

の

場
合
は
集
落
が
す
で
に

段
丘
面
に
乗
っ
て
い
る
の
で
、
集
落
と
サ
ン
マ
イ
と
の
距

離
は
短
く
、
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
余
り
で
あ
る
。
各
サ
ン
マ
イ
は
、
家
毎
に
区
画
さ
れ

て

お

り
、
妙
法
寺
で
は
そ
の
自
分
の
区
画
に
は
小
さ
い
石
に
○
○
家
墓
地
等
と
刻
っ

て

立
て

て

あ
る
。
こ
れ
は
墓
石
で
は
な
く
、
墓
地
で
あ
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
も

の

で

あ
る
。
埋
葬
地
点
は
、
寺
町
、
岡
田
等
で
は
土
饅
頭
で
あ
り
、
木
の
墓
標
や
板

塔
婆
を

立
て

て

い

る
が
、
中
小
路
、
妙
法
寺
は
河
原
の
大
き
な
石
を
積
み
上
げ
て
埋

葬
の
し
つ
ら
え
と
し
て
い
て
、
塔
婆
な
ど
も
立
て
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。

　
石
塔
建
立
墓
地

は
、
林
田
と
中
小
路
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
自
己
の
ム
ラ
の
領
域

写真18妙法寺のバカチ

麟

』

」

霧

写真19　中小路のサンマイとバカ

内
の
寺
院
あ
る
い
は
お
堂
境
内
に
あ
る
。
寺
町
に
は
寺
院
は
な
い
。
無
住
の
お
堂

（
元
は
天
台
宗
の
大
蔵
寺
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
村
堂
と
呼
ん
で
お
り
、
集
会
所
と
し

て

機
能

し
て
い
る
。
ム
ラ
の
祈
薦
行
事
を
行
う
堂
で
あ
る
。
こ
の
堂
の
境
内
に
石
塔

が

林
立

し
て
お
り
、
こ
こ
を
ソ
ウ
ハ
カ
（
惣
墓
）
と
い
う
。
こ
の
石
塔
群
の
な
か
の

正
面

に
大

き
な
宝
俵
印
塔
が
一
基
あ
り
、
こ
れ
を
特
に
「
惣
墓
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い

る
。
各
家
の
石
塔
は
区
画
さ
れ
て
並
ん
で
い
る
。
古
い
の
は
皆
個
人
も
し
く
は
夫
婦

墓

で
、
近
年
建
立
さ
れ
た
も
の
は
先
祖
代
々
墓
で
あ
る
。
妙
法
寺
の
石
塔
建
立
墓
地

も
集
落
内
の
寺
院
境
内
に
あ
る
。
天
台
宗
光
林
寺
で
、
妙
法
寺
の
古
く
か
ら
の
家
全
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戸
が
檀
家

と
な
っ
て
い
る
。
石
塔
建
立
墓
地
は
本
堂
の
南
側
に
あ
る
。
こ
こ
を
バ
カ

チ

（
墓

地
）
と
い
う
。
墓
地
は
整
理
さ
れ
て
、
整
然
と
家
毎
に
区
画
さ
れ
て
配
列
さ

れ
て

い

る
。
寺
町
、
岡
田
、
五
智
、
妙
法
寺
は
、
こ
の
よ
う
に
両
墓
隔
離
型
両
墓
制

（
1
）
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
林
田
と
中
小
路
は
異
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。
林
田
の
埋
葬
墓
地

は

サ
ン

マ

イ
に
隣
接
し
て
い
る
。
中
小
路
の
サ
ン
マ
イ
は
、
他
の
ム
ラ
と
同
様
に
、

八
風
街
道
を

越

え
た
南
側
の
ヤ
マ
の
領
域
に
あ
る
。
そ
こ
を
訪
れ
て
み
る
と
、
サ
ン

マ

イ
の
手
前
に
墓
石
が
並
ん
で
い
る
。
全
体
と
し
て
は
一
続
き
の
墓
地
と
し
て
把
握

で
き
そ
う
で
あ
る
。
埋
葬
用
の
空
間
が
広
く
、
圧
倒
的
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ

れ
に
対

し
て
、
手
前
に
細
長
く
石
塔
が
並
ん
で
い
る
区
画
が
あ
る
。
道
路
か
ら
は
別

々

に
入

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
別
の
施
設
と
し
て
把
握
で
き
る
。
こ
こ
が
バ
カ

（
墓
）
で
あ
る
。
埋
葬
墓
地
も
石
塔
建
立
墓
地
も
と
も
に
ヤ
マ
の
領
域
に
あ
る
の
で
、

こ
れ
は
両
墓
近
接
型
両
墓
制
（
1
）
と
把
握
で
き
よ
う
。
近
畿
地
方
の
両
墓
近
接
型

両
墓
制
の
多
く
は
こ
の
よ
う
に
ヤ
マ
の
領
域
に
両
墓
が
存
在
す
る
（
1
）
型
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
な
立
地
で
並
ん
で
い
る
村
落
で
あ
り
な
が
ら
、
両
墓
の
配
置
が
異
な
る

こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
中
小
路
の
両
墓
近
接
型
の

両
墓
制

が
、
サ
ン
マ
イ
に
お
い
て
近
接
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

六
　
両
墓
制
成
立
の
条
件
と
そ
の
歴
史
性

　
以

上
、
見
て
き
た
事
例
に
よ
れ
ぽ
、
近
江
各
地
の
両
墓
制
は
原
則
と
し
て
「
ム
ラ

と
し
て
の
両
墓
制
」
で
あ
り
、
埋
葬
墓
地
を
村
落
空
間
の
な
か
の
ヤ
マ
の
領
域
に
設

定

し
て
い
る
が
、
石
塔
建
立
墓
地
は
必
ず
し
も
一
定
せ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
位
置
に
設

定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
最
も
一
般
的
な
形
態
は
両
墓
隔
離
型

（
1
）
と
い
う
、
埋
葬
墓
地
は
ヤ
マ
、
石
塔
建
立
墓
地
は
ム
ラ
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
も
多
く
の
人
々
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
埋
葬
を

村
落
領
域
の

最

も
外
側
の
ヤ
マ
の
部
分
に
す
る
こ
と
で
、
死
微
を
自
分
た
ち
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

か

ら
速
や
か
に
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
田
敏
明
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

村
境
の
外
の
埋
葬
墓
地
、
内
の
石
塔
建
立
墓
地
と
い
う
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
こ
の

両
墓
の

設
定
は

個
別
の
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
結
果
で
は
な
く
、
村
落
の
意
思
に
よ

っ

て

埋
葬
墓
地
が
設
け

ら
れ
、
ま
た
石
塔
建
立
墓
地
が
造
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い

る
。
村
落
空
間
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
村
落
と
し
て
二
つ
の
施
設
を
配
置
し

た
の

が
両
墓
制
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
そ
の
な
か
に
埋
葬
墓
地
に
石
塔
を
建

立
す

る
単
墓
制
の
村
落
も
混
在
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。

　
埋
葬
墓
地
が
例
外

な
く
ヤ
マ
の
領
域
に
あ
る
の
に
対
し
て
石
塔
建
立
墓
地
が
村
落

に

よ
っ
て
一
定
し
な
い
こ
と
が
、
両
墓
隔
離
型
、
両
墓
近
接
型
と
い
う
両
墓
制
の
諸

形
態
は
も
ち
ろ
ん
、
単
墓
制
を
も
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
場
合
も

埋
葬
墓
地
の

立
地
に

つ
い
て

は
大

き
な
相
違
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
両
墓
制
の
両
墓

隔
離
型
も
両
墓
近
接
型
も
い
ず
れ
も
石
塔
建
立
墓
地
の
位
置
に
よ
っ
て
出
現
し
た
類

型
で
あ
る
。
単
墓
制
も
埋
葬
墓
地
内
に
石
塔
を
建
立
す
る
形
態
で
あ
る
。
ま
た
、
反
対

に
、
そ
の
石
塔
あ
る
い
は
石
塔
建
立
墓
地
の
存
在
を
消
し
て
し
ま
え
ば
、
無
墓
石
制

と
な
る
。
三
上
前
田
の
梅
の
木
墓
地
は
現
在
は
単
墓
制
と
し
て
の
様
相
を
示
し
て
い

る
が
、
大
正
年
間
以
前
は
無
墓
石
制
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。

様
式
的
に
は
、
無
墓
石
制
、
両
墓
制
、
単
墓
制
と
も
、
必
ず
埋
葬
墓
地
が
ヤ
マ
の
領
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（
3
2
）

域
に
あ
る
墓
制
で
あ
り
、
そ
の
共
通
性
の
上
に
展
開
し
た
相
違
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
近
江
村
落
に
お
け
る
単
墓
制
は
多
く
が
門
徒
の
人
々
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
埋

葬
墓
地
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
両
墓
制
の
埋
葬
墓
地
の
立
地
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

埋
葬
墓
地
に
石
塔
を

建
立

し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
両
墓
制
と

単
墓
制

は
連
続

し
て
お
り
、
制
度
と
し
て
別
の
も
の
と
把
握
す
る
こ
と
も
無
意
味
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
江
は
じ
め
近
畿
地
方
の
あ
り
方
で
単
墓

制
の
特
質
や
そ
の
成
立
の
歴
史
的
条
件
を
検
討
す
る
の
で
は
片
手
落
ち
と
言
わ
ね
ぽ

な

ら
な
い
。
む
し
ろ
、
単
墓
制
は
中
部
地
方
、
関
東
地
方
は
じ
め
全
国
各
地
に
行
わ

れ
て

い

る
多
数
派
で
あ
る
。
単
墓
制
の
問
題
は
、
近
畿
地
方
以
外
で
の
墓
制
を
把
握

す
る
こ
と
で
究
明
で
き
る
。

　
こ

こ
で
具
体
的
な
事
例
を
示
す
余
裕
が
な
い
が
、
中
部
地
方
や
関
東
地
方
に
つ
い

て

注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
点
は
、
単
墓
制
の
墓
地
が
ヤ
マ
と
限
定
さ
れ

な

い

こ
と
で
あ
る
。
墓
地
は
ヤ
マ
、
ノ
ラ
、
ム
ラ
等
の
い
ず
れ
の
領
域
に
も
あ
る
。

埋
葬
す

る
墓
地
を
ノ
ラ
や
ム
ラ
に
設
定
す
る
こ
と
を
忌
避
し
な
い
観
念
の
所
産
が
単

墓
制
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
し
か
も
、
注
意
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
点
は
、
墓
地

を

村
落

と
し
て
共
同
す
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
関
東
地
方
や
中
部

地
方
で

は
、
墓
地
は
個
々
の
家
毎
に
、
あ
る
い
は
先
祖
を
共
通
に
す
る
家
々
毎
に
設

定

し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
墓
地
は
大
き
く
な
い
。
そ
の
小
さ
い
墓

地
が

屋
敷
続
き
の
裏
の
畑
や
山
に
あ
る
の
は
ご
く
普
通
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
東

海
地
方
で
は
現
在
の
景
観
と
し
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
屋
敷
内
に
墓
地
を
持

っ

て

い

る
例
も
多
い
。
こ
れ
ら
屋
敷
内
や
屋
敷
に
接
続
す
る
畑
や
山
に
墓
地
が
あ
る

も
の
を
屋
敷
墓
と
総
称
す
る
が
、
こ
れ
は
関
東
、
中
部
地
方
あ
る
い
は
東
北
地
方
の

　
　
　
　
　
（
3
3
）

特
色
と
言
え
よ
う
。
こ
の
屋
敷
墓
は
両
墓
制
で
は
な
い
。
屋
敷
墓
の
内
部
に
埋
葬
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
8

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
遺
体
に
親
し
み
を
感
じ
、
自
分
た
ち
の
居
住
空
間
に
近
い
場
　
2

所
に
永

く
置
い
て
お
き
た
い
と
い
う
観
念
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し

か

し
、
石
塔
と
の
関
係
で
は
、
最
初
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
埋
葬
地
点
と
石
塔
建
立

地
点
は
一
致
せ
ず
、
何
メ
ー
ト
ル
も
ず
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
墓
地
の
中
央

部
が
空
け
て
あ
り
、
そ
こ
が
埋
葬
用
の
場
所
で
あ
る
。
石
塔
は
墓
地
の
周
囲
に
横
一

列
に
並
べ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
石
塔
の
背
後
に
埋
葬

地
点
は

な
い
。
石
塔
を
拝
む
こ
と
は
埋
葬
地
点
、
あ
る
い
は
そ
の
下
に
埋
葬
さ
れ
て

い

る
遺
体
を
拝
む
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
は
両
墓
制
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は

な
い
。

　

日
本
全
体
を
見
て
考
え
れ
ぽ
、
石
塔
建
立
の
一
般
化
の
時
期
に
お
け
る
埋
葬
墓
地

の

あ
る
べ
き
場
所
に
つ
い
て
の
観
念
の
相
違
が
墓
制
の
諸
類
型
、
特
に
両
墓
制
と
単

墓
制
を
分
化
成
立
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
近
畿
地
方
は
埋
葬
は
領
域
と
し
て

の

ヤ

マ

に

す
べ
き
も
の
と
考
え
た
地
域
で
あ
り
、
関
東
地
方
や
中
部
地
方
は
埋
葬
は

ム

ラ
の
領
域
、
特
に
個
別
の
屋
敷
内
も
し
く
は
屋
敷
続
き
に
す
べ
き
と
考
え
て
い
た

地
域
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
石
塔
を
建
立
す
る
と
い
う
行
為
は
近
世
の
小
農
の

家
が
確
立
し
た
こ
と
の
外
に
向
か
っ
て
の
表
示
で
あ
り
、
そ
れ
を
寺
檀
制
度
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

組
込
ん
だ

寺
院

側
の
石
塔
建
立
を
促
し
た
結
果
で
も
あ
っ
た
。
石
塔
建
立
そ
の
も
の

に

つ
い
て

は
近
畿
地
方

も
そ
の
他
の
地
方
も
共
通
し
た
観
念
に
基
づ
い
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
仏
教
的
な
死
者
供
養
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
建
立
地

も
供
養
と
い
う
目
的
に
対
応
し
て
容
易
に
参
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
求
め
ら
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ム
ラ
内
に
設
定
さ
れ
、
多
く
寺
院
境
内
に
求
め
ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
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（
3
5
）

そ
れ
は
五
来
重
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
位
牌
を
祀
る
仏
堂
が
そ
の
前
提
と
し
て
存
在

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
八
日
市
市
寺
町
の
石
塔
建
立
墓
地
に
見
ら
れ
る
惣

墓

と
い
う
一
基
の
宝
俵
印
塔
に
石
塔
の
最
初
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の

よ
う
な
特
別
に
大
き
な
宝
俵
印
塔
や
五
輪
塔
を
ム
ラ
の
死
者
全
員
の
供
養
塔
と
し
て

い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
京
都
府
相
楽
郡
木
津
町
の
元
の
木
津
惣
墓
の
場
所
に
移
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

不
可
能
だ

っ

た
た
め

と
思
わ
れ
る
巨
大
な
中
世
建
立
の
五
輪
塔
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
石
塔
が
墓
参
す

る
の
に
容
易
な
場
所
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
埋
葬
墓
地

と
の
位
置
関
係
に
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
が
生
じ
た
。
近
畿
地
方
で
は
基
本
的
に
埋
葬
墓

地
が
ヤ

マ
、

石
塔
建
立
墓
地
が
ム

ラ
と
い
う
領
域
に
分
離
さ
れ
た
両
墓
制
と
な
っ
た
。

石
塔
建
立
は
特
別

な
場
所
条
件
を
要
求
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
葬
儀
執
行

の

場
で

あ
り
、
日
常
的
に
僧
侶
に
よ
っ
て
供
養
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
寺
院
境
内
が
最

も
相
応
し
い
所
と
し
て
選
択
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
中
部
地
方
や
関
東

地
方
の
よ
う
に
、
前
提
と
し
て
埋
葬
が
ム
ラ
の
領
域
内
、
特
に
屋
敷
続
き
な
り
屋
敷

内
に
行
わ
れ
て
い
た
地
域
で
は
、
そ
こ
が
石
塔
建
立
の
た
め
の
場
所
と
も
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

す
な

わ
ち

単
綱
制
で
あ
る
。

　
石
塔
建
立
の

一
般
的
成
立
は
す
で

に
近
年
の
多
く
の
悉
皆
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か

に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
近
畿
地
方
で
も
近
世
初
頭
で
あ
り
、
そ
の
他
の
地
方
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

一
七
世
紀
の
後
半
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
世
的
な
小
農
が
確
定
し
家
意
識
を
も
つ

に

致
っ
た
時
点
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
の
埋
葬
墓
地
の
位
置
が
両
墓
制
・
単
墓
制
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

離
の
決
定
的
な
分
岐
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
に
は
遺
体
を
忌

避

し
て
ヤ
マ
の
領
域
に
埋
葬
し
よ
う
と
す
る
観
念
と
遺
体
を
懐
か
し
み
ム
ラ
の
領
域
、

さ
ら
に
は
自
己
の
屋
敷
空
間
に
埋
葬
し
よ
う
と
す
る
観
念
の
相
違
が
あ
っ
た
。

　
全

国
的
に
見
た
場
合
の
両
墓
制
・
単
墓
制
の
相
違
の
意
義
は
死
体
埋
葬
地
と
し
て

ど
こ
が
相
応
し
い
か
と
い
う
こ
と
の
地
域
差
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
ヤ
マ
の

領
域
が
埋
葬
す
べ
き
所
と
観
念
さ
れ
た
近
畿
地
方
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
対
し
て
ど

こ
に
石
塔
を
建
立
す
る
の
が
相
応
し
い
の
か
と
い
う
判
断
に
よ
っ
て
両
墓
隔
離
型
、

両
墓
近
接
型
の

両
墓
制
、
さ
ら
に
は
単
墓
制
を
も
分
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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（
1
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収
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両
墓
制
の
調
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究
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日
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原
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墓
制
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題
再
論
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（
『
社
会
と
伝
承
』
第
一
〇
巻
二
号
、
一
九
六
七
年
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。

　
（
8
）
　
柳
田
國
男
前
掲
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」
一
九
二
九
年
。

　
（
9
）
　
柳
田
同
論
文
五
〇
二
頁
。

（
1
0
）
　
柳
田
國
男
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』
一
九
三
一
年
（
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
二
四

　
　

巻
所
収
）
三
〇
九
頁
。

（
H
）
　
辻
井
浩
太
郎
「
伊
賀
盆
地
に
お
け
る
墓
地
の
地
理
的
考
察
」
『
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』
第
一
四
巻
六
号
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一
九
三
〇
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（
最
上
孝
敬
編
『
葬
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墓
制
研
究
集
成
』
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四
巻
〔
墓
の
習
俗
〕
、
一
九
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九
年
、
所
収
）
。
こ
の
優
れ
た
論
文
を
集
成
に
再
録
し
て
広
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読
め
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よ
う
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し
て

　
　

く
れ
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最
上
孝
敬
の
見
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に
感
謝
し
な
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な
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。

（
1
2
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葬
送
墓
制
研
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集
成
』
第
四
巻
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九
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頁
。

　
（
1
3
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同
書
一
九
〇
頁
。

（
1
4
）
　
辻
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同
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文
一
九
〇
～
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九
一
頁
。

（
1
5
）
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上
孝
敬
『
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』
一
九
五
五
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補
版
一
九
八
〇
年
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（
1
6
）
　
最
上
同
書
四
八
～
五
〇
頁
。

（
1
7
）
　
最
上
同
書
五
二
頁
。

（
1
8
）
原
田
敏
明
「
両
墓
制
の
問
題
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
第
三
巻
三
号
、
一
九
五
九
年
）
。

　
　
な
お
、
そ
の
後
の
見
解
は
「
両
墓
制
の
問
題
再
論
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
第
一
〇
巻
二

　
　
号
、
「
九
六
七
年
）
。

（
1
9
）
原
田
敏
明
「
村
の
境
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
第
一
巻
四
号
、
一
九
五
七
年
、
後
に
「
村

　
　
境
と
宗
教
」
と
改
題
し
て
『
宗
教
と
社
会
』
一
九
七
二
年
、
に
再
録
）
。

（
2
0
）
　
原
田
敏
明
前
掲
「
両
墓
制
の
問
題
」
。

（
2
1
）
　
新
谷
尚
紀
「
両
墓
制
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
－
両
墓
の
形
態
よ
り
ー
」
（
『
日
本
民

　
　
俗
学
』
一
〇
五
号
、
一
九
七
六
年
）
。

（
2
2
）
　
新
谷
前
掲
書
第
一
章
第
二
節
「
両
墓
制
・
単
墓
制
・
無
墓
制
」
参
照
。

（
2
3
）
新
谷
前
掲
書
第
二
章
第
一
節
「
石
塔
立
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の
多
様
性
と
両
墓
制
成
立
の
前
提
ー
奈
良

　
　
盆
地
の

郷
墓
と
盆
地
周
辺
部
の
諸
事
例
よ
り
ー
」
参
照
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（
2
4
）
福
田
ア
ジ
オ
「
村
落
領
域
論
」
（
『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
第
一
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巻
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号
、
一

　
　
九
八
〇
年
、
後
に
『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』
一
九
八
二
年
、
に
再
録
）
。

（
2
5
）
　
福
田
同
書
五
六
頁
。
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2
6
）
福
沢
昭
司
「
両
墓
制
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世
界
観
ー
長
野
県
南
安
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郡
奈
川
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宿
と
松
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川
野

　
　
溝
を

事
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と
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ー
」
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九
八
五
年
）
。

（
2
7
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生
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の
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会
と
民

　
　
俗
』
一
九
八
七
年
所
収
）
参
照
。

（
2
8
）
中
田
太
造
「
奈
良
県
下
の
墓
制
－
特
に
墓
制
（
埋
葬
墓
）
に
表
れ
た
年
齢
階
層
・
社

　
　
会
階
層
に
つ
い
て
」
（
『
近
畿
民
俗
』
四
一
号
。
一
九
六
六
年
、
後
に
最
上
孝
敬
編
『
葬

　
　
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
四
巻
、
　
一
九
七
九
年
に
収
録
）
。

（
2
9
）
　
柳
田
國
男
『
水
曜
手
帖
』
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
三
巻
）
一
〇
九
頁

　
　
お

よ
び
今
和
次
郎
『
日
本
の
民
家
』
（
岩
波
文
庫
版
）
二
八
六
～
二
八
七
頁
。

（
3
0
）
　
遠
藤
孝
子
「
三
上
の
檀
家
制
度
と
墓
制
」
（
『
近
江
村
落
社
会
の
研
究
』
第
一
号
、
一

　
　
九
七
六
年
）
、
同
「
三
上
の
寺
・
檀
家
・
墓
ー
南
桜
・
北
桜
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
『
近

　
　
江
村
落
社
会
の
研
究
』
第
二
号
、
一
九
七
七
年
）
、
同
「
三
上
の
寺
・
檀
家
・
墓
（
二
）
」

　
　
（
『
近
江
村
落
社
会
の
研
究
』
第
三
号
、
一
九
七
八
年
）
、
同
「
三
上
の
墓
制
」
（
『
近
江

　
　
村
落
社
会
の
研
究
』
第
五
号
、
一
九
八
〇
年
）
等
参
照
。

（
3
1
）
原
田
敏
明
前
掲
論
文
に
お
い
て
「
詣
墓
は
こ
の
村
境
の
外
に
あ
る
埋
墓
と
は
別
に
、

　
　
む

し
ろ
そ
れ
と
は
関
係
な
し
に
死
老
尊
重
の
考
え
か
ら
、
仏
教
信
仰
に
基
づ
い
て
礼
拝

　
　
供
養
す

る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
を
い
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
2
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
文
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
新
谷
尚
紀
が
、
石
塔
以

　
　
前
の
埋
葬
墓
地
を
共
通
の
基
盤
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
の
石
塔
の
付
着
の
仕
方
に
ょ
っ

　
　
て

分
化

し
た
「
変
化
形
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（
前
掲
『
両
墓
制
と
他
界

　
　
観
』
四
三
頁
参
照
）
。

（
3
3
）
　
勝
田
至
に
よ
っ
て
、
中
世
に
あ
っ
て
は
近
畿
地
方
に
お
い
て
も
屋
敷
墓
と
把
握
で
き

　
　
そ

う
な
墓
の
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
屋
敷
墓
は
先
祖
代
々

　
　
の
墓
と
い
う
よ
り
も
、
家
の
創
設
者
あ
る
い
は
開
発
者
の
墓
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い

　
　
う
（
勝
田
至
「
中
世
の
屋
敷
墓
」
『
史
林
』
第
七
一
巻
三
号
、
一
九
八
八
年
）
。
し
た
が

　
　
っ
て
、
墓
地
と
い
う
形
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
3
4
）
　
原
田
敏
明
は
両
墓
制
の
石
塔
建
立
墓
地
が
寺
院
境
内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注

　
　
目
し
、
位
牌
と
の
関
係
も
考
え
て
、
仏
教
寺
院
と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
る
。
原
田
前

　
　
掲
「
両
墓
制
の
問
題
再
論
」
参
照
。

（
3
5
）
　
五
来
重
「
両
墓
制
と
霊
場
崇
拝
」
（
『
民
間
伝
承
』
第
一
六
巻
一
二
号
、
一
九
五
二

　
　
年
）
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
さ
ら
に
山
中
の
霊
場
を
も
結
び
つ
け
て
解
釈

　
　
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
墓
制
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
に
は
同
意
し
な
い
。
両
墓
制
は

　
　
あ
く
ま
で
も
埋
葬
墓
地
と
石
塔
建
立
墓
地
の
配
置
の
あ
り
方
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。

（
3
6
）
　
移
転
前
の
木
津
惣
墓
の
石
塔
の
様
相
に
つ
い
て
は
坪
井
良
平
に
よ
る
詳
細
な
調
査
報

　
　
告
が
あ
る
。
坪
井
良
平
「
木
津
惣
墓
墓
標
の
研
究
」
一
九
三
二
年
（
『
歴
史
考
古
学
の

　
　
研
究
』
一
九
八
四
年
）
。

（
3
7
）
　
中
部
地
方
や
関
東
地
方
に
お
い
て
も
両
墓
制
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
無
視
し
て
は

　
　
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
近
畿
地
方
の
よ
う
に
面
と
し
て
の
分
布
で
は
な
く
、
点

　
　
と
し
て
の
分
布
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
両
墓
制
を
行
っ
て
い
る
所
の
個
別
的
な
条
件
、

　
　
特
に
村
落
の
形
成
と
来
住
の
歴
史
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
関
東
地
方
の
墓
制
一

　
　
般

と
同
じ
く
、
両
墓
制
も
多
く
が
「
家
と
し
て
の
両
墓
制
」
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
こ
と

　
　
を

示

し
て
い
る
。
多
数
の
家
が
単
墓
制
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
特
定
の
家
あ
る
い
は
家

　
　
筋
の
み
が
両
墓
制
を
維
持
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
家
固
有
の
歴
史
的
条
件
に
よ
る
も
の

　
　
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
個
別
の
調
査
分
析
を
期
し
た
い
。

（
3
8
）
　
も
ち
ろ
ん
近
畿
地
方
の
石
塔
建
立
墓
地
に
は
戦
国
期
の
も
の
か
ら
あ
る
所
も
知
ら
れ

　
　
て

い

る
。
し
か
し
、
そ
の
村
落
に
お
い
て
も
中
世
に
属
す
る
石
塔
の
量
は
ご
く
わ
ず
か

　
　
で
あ
る
。
竹
田
前
掲
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
』
後
編
「
村
に
お
け
る
墓
と
寺
と
の
史

　
　
的
成
立
関
係
」
参
照
。
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（
3
9
）
石
塔
建
立
が
近
畿
地
方
で
は
中
世
に
す
で
に
普
及
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
そ
の
時
点
で
両
墓
制
的
な
景
観
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
に
推
定
で
き
る
。

　
　
そ
れ
は
明
ら
か
に
惣
村
の
展
開
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
水
藤
真
は
両
墓
制
概
念
に

　
　
は
疑
問
を
も
ち
つ
つ
、
村
落
に
お
け
る
両
墓
制
の
制
度
と
し
て
の
成
立
を
惣
村
の
発
達

　
　
と
そ
の
選
択
の
結
果
で
あ
る
と
展
望
を
述
べ
て
い
る
（
水
藤
真
『
中
世
の
葬
送
・
墓

　
　
制
』
一
九
九
一
年
、
一
五
七
～
一
五
八
頁
）
。
ま
た
戦
国
期
の
京
都
の
貴
族
層
が
一
人

　
　
の
死
者
に
つ
い
て
「
オ
サ
メ
所
」
と
「
ハ
ヵ
所
」
と
い
う
ニ
ヵ
所
の
施
設
を
設
定
し
て

　
　
い
た
こ
と
が
瀬
田
勝
哉
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
瀬
田
勝
哉
「
一
青
年
貴
族

　
　
の
死
ー
父
・
山
科
言
国
の
日
記
か
ら
」
　
『
週
刊
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
』
別
冊
「
歴
史

　
　
の
読
み
方
」
九
、
一
九
八
九
年
）
。
近
畿
地
方
に
お
け
る
両
墓
制
の
成
立
と
一
般
化
に

　
　
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
詳
細
な
分
析
を
必
要
と
す
る
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）

両墓制の空間論
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Double　Grave　System　and　Village　Space

FUKUTA　Azio

　　The　problem　of　the　double　grave　system　has　attracted　the　greatest　attentioll　in　folklore

studies　on　the　Japanese　grave　system．　The　focus　of　studies　on　the　double　grave　system

has　been　placed　on　the　question　of　whether　it　is　old　or　new：of　course，　the　majority　of

folklore　researchers　have　supported　the　opinion　that　the　grave　system　is　old，　and　that

this　shows　the　traditional　Japanese　view　of　the　Other　World　and　the　spirits．　Many　of

these　studies　have　paid　attention　to　the　names　of　the　two　burial　facilities，　the　relationship

between　the　rituals　held　tLere，　the　period　during　which　both　graves　were　visited，　and　the

time　when　only　one　grave　came　to　be　visited．　The　opinion　that　the　double　grave　system

is　old　has　generated　a　tendency　to　pursue　the　form　before　the　erection　of　tombstones，

and　researchers　came　to　study　matters　other　than　cemeteries　or　tombstones，　such　as

Buddhist　buildings，　mortuary　chapels，　sacred　mountains，　or　the　moulltain　to　which　the

dead　go．

　　Conventional　studies　on　the　double　grave　system，　as　described　above，　have　not　always

paid　attention　to　the　problem　of　spatial　arxangement　in　villages．　Even　though　some

studies　did　give　attention　to　the　spatial　arrangement，　most　of　them　picked　out　only　the

two　graves　and　discussed　the　distallce　between　them；few　studies　tried　to　locate　them

within　the　village　space　as　a　whole．　In　this　paper，　the　author　examines　the　double　grave

system　from　the　point　of　view　of　village　space，　and　attempts　to　demonstrate　that　the

double　grave　system　appeared　closely　related　with　the　historical　process　of　the　formation

of　the　village　itself；and　at　the　sanle　time，　that　the　arrangement　of　the　two　graves　in

the　double　grave　system　came　about　because　of　the　difference　in　the　styles　of　burial

graveyards，　at　the　stage　where　the　folk　custom　of　erecting　tombstones　became　general

in　the　vi11age　community．

　　In　the　grave　systems　of　several　villages　in　Omi　province（present　Shiga　Prefecture），　in

which　burial　graveyards　were　without　exception　located　in　a　mountainous　area，　grave．

yards　with　tombstones　differed　by　village．　This　gave　rise　to　the　di∬erent　patterns　of　the

double　grave　system；which　are，　the　remote－grave　type　and　the　close－grave　type．　In

contrast，　in　the　grave　system　of　the　Kant6　District，　bodies　were　buried　in　or　next　to　the

living　premises；when　the　erection　of　tombstones　became　general，　this　resulted　in　the

establishment　of　the　single－grave　system．　Therefore，　the　author　considers　that　different

concepts　of　where　burial　graves　showed　be　located　in　the　period　when　the　erection　of

tombstones　was　becoming　genera1，　Ied　to　the　establishment　of　two　grave　system，　namely，

the　double　grave　system　and　the　single　grave　system，　and　that　this　difference　produced

alarge　regional　disparity輌n　Japan．
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