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現
在
使
用
し
て
い
る
考
古
学
用
語
に
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
遺
物
の
用
途
を
適
格

に
表
現
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
が
少
な
い
な
い
。
例
え
ば
、
縄
文
時
代
の
遺

物
で
あ
る
石
匙
・
石
冠
や
、
弥
生
時
代
に
使
用
さ
れ
た
石
包
丁
等
は
そ
の
典
型
例
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
考
古
学
を
学
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
は
十
分
通
用
す
る

名
称
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
本
来
の
用
途
も
併
せ
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
い
ざ
博
物
館
に
展
示
き
れ
た
資
料
と
し
て
名
称
を
付
し
た
場
合
に
は
様
々

な
問
題
が
生
じ
る
。
最
近
で
は
石
包
丁
は
穂
摘
具
と
し
て
表
記
き
れ
て
い
る
場
合
が

多
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
ま
だ
多
く
の
考
古
遺
物
の
名
称
に
つ
い
て
は
問
題
を
含

ん
だ
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。

今
回
取
り
上
げ
る
鍬
形
石
・
車
輪
石
・
石
釧
も
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
本
稿

で
は
腕
輪
形
石
製
品
（
以
下
、
三
種
類
を
総
称
し
て
腕
輪
形
石
製
品
と
呼
ぶ
）
の
名

称
と
そ
の
用
途
が
ど
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
て
き
た
の
か
を
ま
と
め
、
博
物
館
に
お
け

る
腕
輪
形
石
製
品
の
展
示
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
は
じ
め
に

腕
輪
形
石
製
品
の
名
称
と
そ
の
用
途

ｌ
博
物
館
の
展
示
に
あ
た
っ
て
Ｉ

本
章
で
は
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
と
い
う
名
称
が
い
つ
か
ら
使
用
さ
れ
、
ど
の

②

よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
現
在
の
名
称
に
定
着
し
た
の
か
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

時
代
順
に
述
べ
て
い
く
が
、
一
江
戸
期
、
二
明
治
期
、
三
大
正
期
、
四
昭
和
前
期
、

五
昭
和
後
期
と
区
別
し
て
み
た
。
昭
和
を
前
期
と
後
期
に
区
別
し
た
の
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
小
林
行
雄
氏
に
よ
っ
て
腕
輪
形
石
製
品
に
政
治
的
な
性
格
が
付
与
さ
れ
た

こ
と
を
大
き
な
画
期
と
し
て
捉
え
、
こ
の
時
点
で
前
後
に
区
分
し
た
。
こ
れ
は
小
林

氏
の
研
究
以
後
、
名
称
が
形
だ
け
で
な
く
、
性
格
、
用
途
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
点
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
る
。

き
て
、
関
西
大
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
腕
輪
形
石
製
品
は
後
述
す
る
よ
う
に
神
田

孝
平
著
『
日
本
大
古
石
器
考
』
に
掲
載
き
れ
て
い
る
鍬
形
石
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。

①

こ
の
う
ち
鍬
形
石
に
つ
い
て
は
か
つ
て
紹
介
し
た
が
、
学
史
的
に
も
貴
重
な
資
料
で

あ
り
、
今
回
改
め
て
紹
介
し
つ
つ
名
称
の
変
遷
を
考
え
て
い
く
と
き
の
資
料
と
し
た

い
。

二
腕
輪
形
石
製
品
の
名
称
の
変
遷

徳
田
誠
志
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用
途
に
つ
い
て
は
車
輪
石
と
同
じ
く
「
古
代
神
工
の
物
に
て
い
か
な
る
物
と
も
知
る

江
戸
期
は
腕
輪
形
石
製
品
へ
の
関
心
が
高
ま
り
そ
の
名
称
が
初
め
て
書
物
に
登
場

③

す
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
人
物
は
木
内
石
亭
で
あ
ろ
う
。
木
内
石

亭
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
業
績
が
あ
る
の
で
、
彼
の
著
作
に
つ
い
て
も
そ

④

れ
ら
を
参
照
し
た
。
は
じ
め
に
代
表
的
な
著
作
で
あ
る
『
雲
根
志
』
の
な
か
で
腕
輪

石
製
品
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
。
雲
根
志
の
中
で
も
最
も
晩

年
の
著
作
で
あ
る
『
雲
根
志
』
三
編
が
彼
の
研
究
成
果
の
集
大
成
で
あ
る
が
、
そ
の

中
で
腕
輪
形
石
製
品
は
鎬
刻
類
に
分
類
き
れ
、
車
輪
石
の
名
称
が
見
え
る
。
ま
た
、

同
類
に
分
類
さ
れ
た
神
代
石
の
な
か
に
鍬
形
石
と
い
う
表
記
が
認
め
ら
れ
る
。
石
釧

に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
が
、
同
じ
く
彼
の
著
し
た
『
神
代
石
之
図
』
に
石
釧
と
思

わ
れ
る
図
が
あ
り
、
こ
の
説
明
文
に
は
神
製
御
饒
石
と
あ
る
。

個
々
に
つ
い
て
詳
述
す
る
と
、
鍬
形
石
に
つ
い
て
は
神
代
石
と
総
称
さ
れ
る
な
か

の
一
つ
で
あ
り
、
他
に
琴
柱
形
石
製
品
、
独
鈷
石
な
ど
が
同
じ
神
代
石
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。
鍬
形
石
の
説
明
に
は
「
古
今
類
な
き
奇
石
な
り
。
其
形
状
、
鍬
が
た
の
如

く
」
と
あ
り
、
添
え
ら
れ
て
い
る
図
は
板
状
部
を
上
に
し
て
図
化
さ
れ
て
い
る
。
石

亭
が
こ
の
図
の
よ
う
に
板
状
部
を
上
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
鍬
が
た
」
と

は
農
具
の
鍬
で
は
な
く
兜
の
正
面
に
取
り
付
け
ら
れ
る
鍬
形
を
想
定
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
続
く
説
明
文
の
な
か
に
「
大
和
国
唐
院
村
の
山
中
に
て
狐
の
穿
出
せ

り
と
。
」
と
記
述
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
狐
と
の
関
連
が
窺
え
る
。
し
か
し
こ
の
表

現
で
は
石
亭
自
身
も
伝
聞
と
し
て
こ
の
逸
話
を
記
述
し
て
お
り
、
狐
が
掘
り
出
し
た

と
い
う
伝
承
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
形
で
鍬
形
石
と
結
び
つ
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

一
江
戸
期

人
な
し
。
」
と
記
す
る
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
鍬
形
石
は
西
谷
真
治
氏
の
紹
介
し
た
『
好

⑤

古
集
帳
』
に
は
神
代
鍬
、
あ
る
い
は
神
代
鞆
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
、
石
亭
も
『
雲

根
志
』
後
編
巻
四
に
石
鞆
と
表
現
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
弓
具
の
鞆
に
擬
し
た
可

能
性
も
あ
る
。

車
輪
石
の
字
句
は
一
七
七
九
年
（
安
永
八
年
）
に
出
版
き
れ
た
『
雲
根
志
』
後
編

の
な
か
で
既
に
使
用
さ
れ
、
像
形
類
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
車
輪
石
と

い
う
名
称
は
木
内
石
亭
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
由
来
に
つ

い
て
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
放
射
状
の
刻
線
（
匙
面
帯
）
を
車
輪
の
軸
に
見
立

て
て
、
形
状
か
ら
命
名
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
用
途
に
つ
い
て
は
「
上
古
の
神
物
神

作
な
り
。
何
た
る
も
の
と
も
し
る
人
な
し
」
と
あ
り
、
．
そ
れ
以
上
の
記
述
は
き
れ
て

い
か
辱
い
◎

石
釧
に
つ
い
て
は
神
製
御
饒
石
と
あ
る
だ
け
で
他
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
車
輪
石
と
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
重
視
で
き
る
。

⑥

そ
の
他
江
戸
時
代
の
文
献
で
あ
る
『
会
津
石
譜
』
に
も
車
輪
石
、
鍬
形
石
と
い
う

表
記
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
木
内
石
亭
が
石
の
収
集
を
始
め
る
以
前
に
も
石
釧
、
車
輪
石
は
出
土
し
て

⑦

お
り
、
長
野
県
川
柳
将
軍
塚
古
墳
出
土
品
を
記
述
し
た
『
信
濃
奇
勝
録
』
に
は
車
輪

石
と
思
わ
れ
る
遺
物
に
対
し
て
青
石
と
い
う
表
記
が
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
他

具
体
的
な
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
同
じ
く
栃
木
県
上
侍
塚
古
墳
出
土
を
記
述
し
た
『
湯

③

津
上
村
車
塚
御
修
理
』
に
は
石
釧
と
思
わ
れ
る
遺
物
の
図
が
あ
る
が
、
焼
物
と
し
て

記
述
し
て
お
り
、
石
製
品
と
し
て
は
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

一
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明
治
期
に
お
い
て
は
、
古
墳
の
発
掘
に
よ
っ
て
腕
輪
形
石
製
品
が
出
土
す
る
よ
う

に
な
り
、
名
称
へ
の
関
心
も
高
ま
る
。

明
治
十
二
年
に
黒
川
真
頼
氏
に
よ
っ
て
『
博
物
叢
書
』
「
上
代
石
器
考
」
が
発
表

⑨

き
れ
、
そ
の
な
か
で
「
石
鐙
ハ
俗
二
車
輪
石
ト
イ
フ
者
ナ
リ
」
と
記
述
し
、
車
輪
石

が
鐙
と
し
て
の
用
途
に
供
き
れ
た
も
の
で
あ
り
、
兵
器
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
る
。

⑩

明
治
十
五
年
に
松
浦
武
四
郎
氏
が
著
し
た
『
擢
雲
余
興
』
は
収
集
し
た
資
料
を
図

録
と
し
て
出
版
す
る
点
で
は
江
戸
期
か
ら
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。
腕
輪
形
石

製
品
に
つ
い
て
も
名
称
は
基
本
的
に
江
戸
期
の
名
称
を
受
け
継
ぎ
「
城
州
深
草
掘
出

車
輪
石
転
継
」
と
あ
り
、
土
銭
と
い
う
名
称
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
用
途
に
つ
い

て
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
「
上
古
の
祭
器
な
る
べ
し
」
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
図
を
見
る
限
り
車
輪
石
と
石
釧
の
区
別
は
な

く
両
者
を
車
輪
石
と
し
て
い
る
。
鍬
形
石
に
つ
い
て
は
鍬
石
と
表
記
し
、
「
雲
根
志

に
ハ
狐
の
鍬
石
と
あ
る
は
其
か
た
ち
鍬
二
似
た
る
故
に
号
き
れ
た
る
か
」
と
記
述
し

て
い
る
。

⑪

明
治
十
八
年
に
英
文
で
出
版
さ
れ
た
神
田
孝
平
氏
の
「
日
本
大
古
石
器
考
」
の
な

か
で
は
腕
輪
形
石
製
品
は
「
古
墳
発
見
品
類
」
に
分
類
き
れ
、
ざ
ら
に
精
良
品
と
し

て
細
分
き
れ
る
。
用
途
に
つ
い
て
は
「
其
人
生
前
二
使
用
シ
若
シ
ク
ハ
愛
玩
セ
シ
ヲ

埋
葬
ノ
際
棺
中
二
納
メ
タ
ル
ナ
ラ
ン
ト
思
慮
ス
ル
者
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。
神
田
氏

は
精
綴
な
実
測
図
を
掲
げ
、
適
格
な
表
現
で
こ
れ
ら
の
腕
輪
形
石
製
品
を
紹
介
し
て

い
る
。
続
く
説
明
文
の
中
で
「
鍬
石
、
車
輪
石
、
石
鎧
等
ハ
大
和
及
ビ
美
濃
ョ
リ
出

ヅ
其
質
ハ
「
ジ
ャ
ス
パ
ル
」
及
緑
泥
石
ヲ
多
シ
ト
ス
何
二
用
ヒ
タ
ル
ヤ
詳
ナ
ラ

二
明
治
期

一
八

ス
種
々
ノ
説
ア
レ
ト
モ
信
ス
ヘ
キ
者
ナ
シ
」
と
あ
り
、
分
布
、
材
質
等
に
触
れ
、

単
な
る
収
集
で
は
な
く
若
干
の
考
察
も
試
み
て
い
る
。
名
称
に
つ
い
て
は
鍬
形
石
を

狐
鍬
石
あ
る
い
は
鍬
石
と
表
現
し
、
木
内
石
亭
が
記
述
し
た
狐
の
伝
承
を
引
用
し
て

い
る
。
車
輪
石
に
つ
い
て
は
「
何
物
ナ
ル
ヤ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま

る
が
、
石
釧
を
鐙
石
と
し
て
記
述
し
、
車
輪
石
と
は
別
の
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。

こ
の
神
田
氏
が
紹
介
し
た
資
料
が
現
在
関
西
大
学
博
物
館
に
収
蔵
き
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
古
墳
時
代
の
製
品
と
は
思
い
難
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
神

田
氏
が
収
集
し
た
時
点
で
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
段
階
で
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
木
内
石
亭
ら
が
盛
ん
に
奇
石
の
収
集
を
行
っ
て
い
た
江
戸
後

期
に
製
作
さ
れ
た
物
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

稿
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
調
査
き
れ
た
山
口
県
長
光
寺
山
古
墳
の
報
告
書
で
あ
る
『
酔

⑫

古
帳
』
に
は
鍬
石
の
名
称
で
鍬
形
石
の
表
裏
両
面
の
拓
本
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

明
治
三
十
年
代
以
降
は
人
類
学
会
、
考
古
学
会
の
活
動
が
活
発
化
し
て
く
る
と
と

も
に
、
そ
の
機
関
誌
に
古
墳
出
土
の
腕
輪
形
石
製
品
が
報
告
き
れ
る
よ
う
に
な
る
。

明
治
三
十
四
年
の
八
木
美
三
郎
氏
の
報
告
で
は
「
蓋
し
車
輪
石
と
称
す
る
品
の
中

に
は
大
暑
二
種
の
別
有
り
て
一
は
傾
斜
の
度
緩
く
し
て
幅
広
く
、
他
は
狭
く
し
て
急

⑬

激
な
り
」
と
あ
り
、
前
者
が
車
輪
石
、
後
者
が
石
釧
を
示
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
名
称
と
し
て
は
両
者
と
も
車
輪
石
と
き
れ
て
い
る
。

⑭

明
治
三
十
六
年
の
柴
田
常
惠
氏
の
岐
阜
県
可
児
市
白
山
古
墳
出
土
品
報
告
に
は
、

鍬
形
石
に
つ
い
て
「
狐
の
鍬
石
の
石
質
前
者
に
等
し
、
用
途
ま
だ
明
ら
か
な
ら
ず
、

名
称
と
て
も
嘗
て
狐
の
掘
出
し
た
る
こ
と
あ
り
て
之
を
以
て
名
く
る
如
き
は
学
問
的



み
、
名
称
に
つ
い
て
も
一
定
し
て
く
る
。

特
に
腕
輪
形
石
製
品
の
研
究
は
高
橋
健
自
氏
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
大
正
二
年

⑮

に
発
表
き
れ
た
「
釧
の
研
究
」
の
な
か
で
車
輪
石
の
中
か
ら
明
確
に
石
釧
を
区
分
し
た
。

高
橋
氏
は
石
釧
を
釧
と
い
う
語
の
意
義
通
り
民
族
例
と
古
墳
か
ら
の
出
土
状
況
か
ら

釧
（
Ⅱ
腕
輪
）
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
大
正
一
四
年
に
発
表
し
た
「
車

⑯

輪
石
・
鍬
形
石
及
び
石
釧
の
研
究
」
で
は
、
表
題
に
あ
る
よ
う
に
現
在
使
用
き
れ
て

い
る
名
称
を
用
い
て
い
る
。
論
旨
は
多
岐
に
わ
た
る
も
の
の
、
鍬
形
石
、
車
輪
石
の

用
途
に
つ
い
て
は
宝
器
と
し
、
石
釧
に
つ
い
て
は
先
の
論
文
で
指
摘
し
た
と
お
り
腕

輪
で
あ
る
と
論
述
し
た
。
高
橋
氏
は
別
稿
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
腕
輪
形
石
製
品
を

⑰

解
説
し
て
お
り
、
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
の
名
称
は
高
橋
氏
に
よ
っ
て
定
着
き
せ

ら
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
間
に
大
野
雲
外
氏
に
よ
っ
て
鍬
形
石
器
、
後
藤
守
一
氏
が
狐
鍬
石

⑱

等
の
名
称
を
使
用
し
た
が
、
従
来
の
名
称
を
引
き
継
い
だ
だ
け
の
も
の
で
あ
り
定
着

は
し
な
か
っ
た
。

大
正
期
に
は
ざ
ら
に
考
古
学
の
研
究
が
深
化
し
、
明
治
期
の
単
な
る
出
土
品
の
報

告
か
ら
、
個
々
の
腕
輪
形
石
製
品
に
つ
い
て
集
成
、
分
布
、
用
途
等
へ
の
考
察
が
進

な
ら
す
と
難
、
さ
り
と
て
適
当
の
名
称
も
思
い
ひ
当
ら
ざ
れ
ぱ
假
り
に
慣
例
に
従
ひ

ぬ
」
と
あ
る
。
こ
の
時
点
で
狐
の
伝
承
が
学
問
的
で
な
い
と
し
て
排
除
さ
れ
つ
つ
あ

る
こ
と
が
判
る
が
、
い
ま
だ
定
着
し
た
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
ま
た
明

ら
か
で
あ
る
。

三
大
正
期

第
二
次
世
界
大
戦
以
後
は
腕
輪
形
石
製
品
の
研
究
は
小
林
行
雄
氏
に
よ
っ
て
開
始

さ
れ
、
以
後
今
日
ま
で
小
林
氏
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
小
林
氏
は
三
種
を
総
称
し
て
碧
玉
製
腕
飾
類
と
呼
称
し

た
。
小
林
氏
の
腕
輪
形
石
製
品
の
意
義
付
け
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
個
々
の
名

称
に
つ
い
て
は
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
と
し
て
い
る
。
こ
の
碧
玉
製
腕
飾
類
と
い

う
呼
称
は
小
林
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
の
影
響
力
も
あ
っ
て
か
な
り
普
及
し
た
。
も

ち
ろ
ん
小
林
氏
自
身
、
碧
玉
以
外
の
材
質
に
よ
っ
て
製
作
き
れ
た
腕
輪
形
石
製
品
の

存
在
は
重
々
承
知
し
て
お
り
、
碧
玉
か
ら
滑
石
へ
の
材
質
の
変
化
が
、
個
体
の
時
間

差
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
碧
玉
製
腕
飾
類
と
称
す
る
も
の
の

腕
輪
と
し
て
の
用
途
に
供
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
宝
器
で
あ
る
こ
と
も
言
外
に
示

し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
小
林
氏
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
碧
玉
製
腕
飾
類
と
い
う
用
語
は
碧
玉
で

な
い
材
質
（
緑
色
凝
灰
岩
・
滑
石
等
）
で
作
ら
れ
た
も
の
を
含
み
、
か
つ
実
際
に
腕

こ
の
時
期
に
は
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
の
名
称
が
定
着
し
て
お
り
、
名
称
の
論

議
は
特
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
昭
和
五
年
に
は
、
後
藤
守
一
氏
に
よ
っ
て
三
種
類
の

⑬

腕
輪
形
石
製
品
に
関
す
る
総
括
的
な
論
文
が
発
表
き
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
腕
輪
形

石
製
品
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
斎
藤
忠
氏
に
よ
っ
て
石
釧
と
貝
輪
の
関
係
が
論
じ

⑳

ら
れ
た
も
の
が
注
目
き
れ
る
。
ま
た
、
腕
輪
形
石
製
品
の
名
称
と
直
接
の
関
係
は
な

⑳

い
が
長
谷
部
言
人
氏
に
よ
っ
て
木
内
石
亭
の
業
績
が
再
評
価
き
れ
て
い
る
。

五
昭
和
後
半
期

四
昭
和
前
半
期

一

九



輪
と
し
て
使
用
き
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
言
う
暗
黙
の
了
解
の
も
と
に
使
用
さ
れ
て

き
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
碧
玉
製
腕
飾
類
と
同
様
に
石
製
腕
飾
類
と
い
う
名
称
も

同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
小
林
氏
に
よ
る
命
名
は
あ
く
ま
で
も
祖
形
を
意

識
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
、
腕
輪
形
石
製
品
に
つ
い
て
は
集
成
、
分
布
、
型
式
分
類
、
編
年
作
業
、

原
形
と
な
っ
た
貝
の
同
定
作
業
な
ど
多
方
面
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
名
称
に
関
す
る
も
の
は
渡
辺
貞
幸
氏
が
先
の
暗
黙
の
了
解
へ
の

疑
問
を
提
示
し
、
鍬
形
石
に
つ
い
て
は
「
ゴ
ホ
ウ
ラ
製
腕
輪
形
石
製
宝
器
」
と
で
も

⑳

呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
提
言
を
行
っ
た
。
ま
た
、
三
種
を
総
合
し
て
腕
輪
形

宝
器
と
い
う
名
称
も
提
唱
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
渡
辺
氏
自
身
も
論
文
中
で

は
鍬
形
石
と
い
う
名
称
で
記
述
し
て
お
り
、
先
の
ゴ
ホ
ウ
ラ
製
腕
輪
形
石
製
宝
器
と

い
う
名
称
が
鍬
形
式
の
本
質
を
適
格
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
に
、
却
っ
て
遺

物
の
名
称
と
し
て
は
一
般
に
通
用
し
難
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
提
示

し
た
結
果
と
な
っ
た
。

渡
辺
氏
以
外
に
も
個
々
の
名
称
に
つ
い
て
も
石
釧
、
車
輪
石
と
い
う
用
語
が
正
し

⑳

く
な
い
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
特
に
石
釧
に
つ
い
て
は
釧
と
い
う
漢
字
の
意

味
が
腕
輪
で
あ
る
以
上
、
名
称
か
ら
推
測
さ
れ
る
用
途
と
し
て
は
他
の
用
途
は
考
え

⑳

難
い
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
今
日
の
研
究
成
果
で
は
石
釧

が
そ
の
大
き
さ
か
ら
し
て
成
人
の
腕
に
は
め
る
に
は
小
き
す
ぎ
る
こ
と
、
出
土
状
況

か
ら
腕
に
は
め
た
状
態
で
検
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
腕
輪
と
は
で
き
な
い
と
す

⑳

る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
名
称
と
研
究
成
果
か
ら
導
か
れ
た
用
途
が
大
き
く
乖
離
し

た
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
石
釧
と
い
う
名
称
は
石
で
で
き
た
腕
輪
の

す
べ
て
を
指
す
用
語
で
は
な
く
、
古
墳
時
代
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
出
土
す
る
遣

前
章
に
お
い
て
鍬
形
石
、
車
輪
石
と
い
う
名
称
が
江
戸
時
代
か
ら
使
用
き
れ
て
い

る
名
称
で
あ
り
、
石
釧
は
高
橋
氏
が
釧
と
い
う
用
途
を
考
慮
し
た
上
で
命
名
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
次
に
本
章
で
腕
輪
形
石
製
品
の
存
在
意
義
が
そ
の
用
途

を
含
め
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

江
戸
時
代
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
古
墳
時
代
の
遺
物
と
い
う
認
識
は
な
く
、
縄
文

時
代
の
石
器
と
と
も
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
特
に
鍬
形
石
に
狐
の
伝
承
が
つ
き
ま
と
う

点
な
ど
、
他
の
石
器
が
雷
、
あ
る
い
は
天
狗
云
々
と
呼
称
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
当

時
の
人
が
理
解
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
総
称
し
て
神
代
石

と
称
き
れ
る
よ
う
に
神
代
の
品
物
で
あ
る
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
る
。
用
途
に
つ
い

て
は
「
何
人
も
知
る
人
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
具
体
的
な
用
途
は
不
明
と
さ
れ
、
茶

台
、
鞆
な
ど
の
用
途
が
想
定
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
と
も
決
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、

物
に
限
っ
て
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
の
中
で
近
年
、
三
種
類
を
総
称
し
て
本
稿
で
も
使
用
し
て
い
る

「
腕
輪
形
石
製
品
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
用
語
に
つ
い
て

は
北
條
芳
隆
氏
に
よ
っ
て
「
腕
輪
の
形
に
成
型
さ
れ
た
古
墳
時
代
の
石
製
品
を
指
す
」

⑳
⑳

と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
江
戸
時
代
か
ら
今
日
ま
で
の
腕
輪
形
石
製
品
の
名
称
の
変
遷
を
ま
と
め
て

き
た
が
、
今
日
の
現
状
は
、
個
別
に
は
高
橋
健
自
氏
が
提
唱
し
た
鍬
形
石
、
車
輪
石
、

石
釧
が
使
用
き
れ
、
総
称
し
た
場
合
に
腕
輪
で
は
な
い
と
い
う
意
味
を
示
す
た
め
に

腕
輪
形
石
製
品
と
呼
ぶ
方
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
腕
輪
形
石
製
品
の
存
在
意
義

一
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珍
奇
な
も
の
と
い
う
扱
い
で
あ
り
、
木
内
石
亭
な
ど
の
弄
石
家
が
競
っ
て
収
集
し
た

と
い
え
よ
う
。

明
治
時
代
の
前
半
期
も
基
本
的
に
は
江
戸
時
代
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
も
の

の
、
神
田
孝
平
氏
の
著
書
で
は
、
車
輪
石
か
ら
石
釧
を
環
石
と
し
て
分
類
す
る
な
ど

の
進
歩
が
認
め
ら
れ
、
神
代
の
も
の
と
い
う
考
え
方
は
排
除
さ
れ
、
古
墳
時
代
の
遺

物
で
あ
る
こ
と
が
定
着
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
用
途
に
つ
い
て
は
宝
器
、
土
銭
な
ど

と
す
る
意
見
も
見
ら
れ
る
が
決
着
は
し
て
い
な
い
。
明
治
期
の
後
半
期
に
は
各
地
の

古
墳
か
ら
の
出
土
が
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
古
墳
時
代
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
が

確
定
し
、
考
古
学
的
な
意
味
で
の
研
究
対
象
と
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
鍬
形
石
に
付

さ
れ
て
い
た
狐
の
文
字
が
排
除
さ
れ
る
。

大
正
年
間
に
な
る
と
腕
輪
形
石
製
品
の
研
究
が
大
い
に
進
展
す
る
。
そ
の
中
心
と

な
っ
た
の
が
高
橋
健
自
氏
で
あ
り
、
石
釧
を
文
字
通
り
釧
と
規
定
し
た
。
同
時
に
鍬

形
石
、
車
輪
石
と
の
共
通
性
を
見
出
し
、
三
者
が
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
遺
物

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
鍬
形
石
、
車
輪
石
の
用
途
に
つ
い
て
は
ヤ
ッ
プ
島
の
石

貨
を
例
と
し
て
貨
幣
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
高
橋

氏
の
考
察
に
よ
っ
て
、
腕
輪
形
石
製
品
が
実
用
品
で
は
な
く
宝
器
で
あ
る
と
い
う
性

格
が
付
与
さ
れ
て
以
来
、
基
本
的
に
こ
の
考
え
方
は
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

高
橋
氏
は
青
銅
製
品
の
存
在
に
言
及
す
る
な
ど
腕
輪
形
石
製
品
の
研
究
に
一
定
の
方

向
性
を
与
え
た
。

こ
の
高
橋
氏
の
研
究
と
前
後
し
て
小
川
敬
養
氏
、
大
野
雲
外
氏
ら
に
よ
っ
て
腕
輪

形
石
製
品
の
祖
形
が
南
海
産
の
貝
を
輪
切
り
に
し
た
貝
製
腕
飾
り
で
あ
る
こ
と
が
立

⑳

証
さ
れ
た
。

昭
和
前
半
代
で
も
こ
の
高
橋
氏
の
考
え
方
が
斎
藤
氏
ら
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
、
腕

輪
形
石
製
品
が
宝
器
的
な
性
格
で
あ
る
こ
と
が
定
着
す
る
。
ま
た
、
原
田
淑
人
氏
は

高
橋
氏
が
否
定
し
た
中
国
の
壁
と
の
関
係
を
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ

⑳

て
い
る
。

さ
て
、
腕
輪
形
石
製
品
の
研
究
に
お
い
て
大
き
な
画
期
と
な
る
小
林
氏
の
研
究
成

果
が
昭
和
三
○
年
代
以
降
相
次
い
で
発
表
さ
れ
る
。
小
林
氏
は
腕
輪
形
石
製
品
の
有

⑳

無
を
も
っ
て
前
期
古
墳
が
新
古
に
区
別
で
き
る
こ
と
を
立
証
し
、
ま
た
、
三
種
類
の

⑳

分
布
か
ら
大
和
政
権
の
勢
力
圏
の
問
題
に
言
及
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
提
と
し
て
、

型
式
分
類
と
三
種
類
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
編
年
観
を
示
し
て

‐
、

い
る
。
小
林
氏
の
研
究
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
三
角
緑
神
獣
鏡
と
の
関
係
で

腕
輪
形
石
製
品
を
論
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
三
角
緑
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
同
箔
鏡
の
分

有
関
係
か
ら
大
和
政
権
と
各
地
の
首
長
を
政
治
的
な
関
係
で
結
ぶ
遺
物
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
腕
輪
形
石
製
品
も
倣
製
三
角
緑
神
獣
鏡
と
と
も
に
同
様
の
性
格
が
付

与
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
腕
輪
形
石
製
品
は
大
和
政
権
か
ら
各
地
の
首
長
に
対
し
て
政

治
的
な
関
係
を
示
す
証
と
し
て
配
布
さ
れ
た
器
物
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
こ
の

小
林
氏
の
配
布
と
い
う
言
葉
は
下
賜
と
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
。
こ
の
配
布
論
の
論
点
に
つ
い
て
は
蒲
原
宏
行
氏
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

⑬

る
が
、
最
大
の
争
点
は
製
作
地
を
完
全
に
大
和
政
権
が
掌
握
し
、
す
べ
て
の
製
品
を

大
和
に
集
中
き
せ
て
、
改
め
て
配
布
す
る
と
い
う
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
古
墳
時
代
前

期
の
段
階
で
成
立
し
得
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
三
角
緑
神
獣
鏡
と
異
な
り

腕
輪
形
石
製
品
は
主
要
な
製
作
地
が
北
陸
地
方
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
だ
け
に
、
生
産
、
管
理
、
配
布
を
矛
盾
な
く
説
明
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
も
い
え

⑭

る
。
配
布
論
に
関
し
て
は
同
工
品
の
存
在
か
ら
肯
定
す
る
立
場
と
、
製
品
の
分
布
状

⑮

況
か
ら
否
定
す
る
立
場
が
、
い
ず
れ
と
も
決
せ
ず
拮
抗
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る

一
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と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
小
林
氏
の
配
布
論
が
腕
輪
形
石
製
品
の
性
格
を
単
な

る
宝
器
か
ら
政
治
的
な
背
景
を
有
す
る
遺
物
へ
と
変
化
せ
し
め
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
腕
輪
形
石
製
品
が
古
墳
時
代
前
期
の
政
治
状
況
を
考
察
す
る
上
で
重

要
な
遺
物
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
定
着
し
、
今
日
で
は
三
角
緑
神
獣
鏡
と
と
も
に
威

信
財
と
い
う
概
念
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
威
信
財
と
い
う
語
意
に
つ
い
て
は
、

保
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
威
信
を
示
す
器
物
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

畿
内
政
権
と
同
一
の
宝
器
を
保
有
す
る
こ
と
で
、
ま
た
古
墳
へ
の
副
葬
品
と
す
る
こ

と
で
共
通
の
祭
式
に
基
づ
い
た
政
治
的
な
関
係
が
示
き
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

以
上
、
腕
輪
形
石
製
品
の
性
格
は
江
戸
時
代
ま
で
珍
奇
な
も
の
と
い
う
扱
い
に
終

始
す
る
が
、
大
正
年
間
に
祖
形
が
貝
製
腕
飾
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
以

降
、
貨
幣
と
し
て
の
位
置
付
け
が
生
ま
れ
、
宝
器
と
い
う
扱
い
が
定
着
す
る
。
そ
の

後
、
小
林
氏
に
よ
っ
て
政
治
的
な
性
格
が
付
与
さ
れ
、
ざ
ら
に
威
信
財
と
い
う
考
え

方
が
生
み
出
き
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
の
名
称
の
変
遷
と
、
そ
の
用
途
・
存
在
意
義

が
ど
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
て
き
た
か
を
ま
と
め
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
腕
輪
形
石
製
品

の
研
究
は
日
進
月
歩
で
あ
り
、
現
在
も
多
方
面
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
出
土
例
も
古
墳
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
祭
祀
遺
跡
か
ら
の
出
土
が
報
告
き
れ
、

ま
た
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
出
土
し
た
。

こ
の
よ
う
に
常
に
変
化
す
る
状
況
で
は
あ
る
が
、
腕
輪
形
石
製
品
に
つ
い
て
今
日

四
腕
輪
形
石
製
品
研
究
と
博
物
館
に
お
け
る
展
示
に
つ
い
て

ま
で
概
ね
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
列
挙
す
る
と
、
第
一
に
腕
輪
形
石
製
品

は
実
際
に
貝
輪
を
横
に
置
い
て
製
作
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
三
種
類
と
も
貝

⑳

輪
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
、
第
二
に
そ
の
主
な
製
作
地
は
北
陸
地

方
で
あ
る
が
、
実
際
の
製
品
の
出
土
箇
所
、
個
数
と
も
畿
内
を
中
心
に
分
布
し
て
い

る
点
、
第
三
に
所
謂
最
古
の
古
墳
か
ら
は
出
土
せ
ず
、
製
作
か
ら
古
墳
へ
埋
納
さ
れ

る
期
間
、
換
言
す
れ
ば
腕
輪
形
石
製
品
が
そ
の
社
会
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
期

間
は
一
○
○
年
足
ら
ず
で
あ
ろ
う
点
で
あ
る
。

逆
に
十
分
説
明
き
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
南
海
産
貝
輪
が
弥
生
時
代
の
社
会
で
有

し
て
い
た
社
会
的
な
規
範
と
い
う
も
の
が
、
時
間
と
空
間
を
超
え
て
腕
輪
形
石
製
品

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
弥
生
時
代
中
期
の

北
部
九
州
地
方
で
は
高
倉
洋
彰
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
南
海
産
貝
輪
が
性
別
、
身
分
を

⑳

表
徴
す
る
器
物
で
あ
り
え
た
。
そ
の
後
、
貝
輪
が
銅
へ
の
材
質
転
換
を
計
る
と
と
も

に
、
実
際
に
着
装
す
る
こ
と
か
ら
保
有
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
微
妙
な
変

化
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
引
き
続
い
て
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
と
い
う
大
き
な
社
会

変
化
の
中
で
、
石
へ
と
材
質
が
変
化
し
、
威
信
財
と
い
う
地
位
を
確
立
す
る
が
、
そ

の
経
過
は
十
分
に
論
証
き
れ
て
い
な
い
。
同
時
に
こ
の
威
信
財
が
す
べ
て
畿
内
中
枢

の
勢
力
か
ら
の
配
布
品
で
あ
る
と
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
腕
輪
形
石
製
品
の
性
格
、
あ
る
い
は
存
在
意
義
と
い
う
も
の
は
、

大
和
盆
地
に
あ
る
大
形
前
方
後
円
墳
か
ら
出
土
す
る
量
と
種
類
が
多
い
点
や
、
政
権

の
中
枢
が
関
与
し
た
で
あ
ろ
う
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
で
三
角
緑
神
獣
鏡
と
と
も
に
奉
納

き
れ
て
い
る
こ
と
等
を
考
え
る
と
、
腕
輪
形
石
製
品
の
性
格
が
単
に
宝
器
で
な
く
政

治
的
な
性
格
を
強
く
持
っ
た
器
物
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
よ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
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各
地
の
有
力
古
墳
か
ら
出
土
す
る
こ
と
は
、
各
地
の
首
長
が
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た

か
は
と
も
か
く
、
腕
輪
形
石
製
品
が
威
信
財
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
広
く
古
墳
時
代

前
期
の
社
会
で
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
へ
の
過
渡
期
の
出
土
品
と
し
て
は
京
都
府
芝
ケ
原
一
二

号
墳
出
土
の
釧
形
銅
製
品
や
兵
庫
県
権
現
山
五
一
号
墳
出
土
の
紡
錘
車
形
貝
製
品
が

あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
腕
輪
形
石
製
品
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
大
き
な
鍵
を
持
つ

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
今
少
し
資
料
の
増
加
が
待
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
本
原
稿
の
目
的
は
腕
輪
形
石
製
品
が
博
物
館
に
展
示
さ
れ
た
と
き
、
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
腕
輪
形
石
製
品
と
い
う
遺
物
が
古
墳
時
代
に
占
め
た
役
割

を
ど
の
よ
う
に
観
覧
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
筆
者
が
し
ば
し

ば
博
物
館
で
経
験
し
た
こ
と
に
、
観
覧
者
の
多
く
が
鍬
形
石
、
車
輪
石
を
そ
れ
ぞ
れ

石
で
で
き
た
鍬
、
車
輪
と
い
う
理
解
の
も
と
に
通
り
過
ぎ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
さ

ら
に
は
古
墳
時
代
に
車
が
使
用
き
れ
て
い
た
と
誤
解
を
積
み
重
ね
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
る
原
因
は
、
端
的
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
名
称
の
印

象
か
ら
く
る
も
の
が
大
き
い
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
渡
辺
氏
が
試
み
た
よ
う
に

鍬
形
石
を
「
ゴ
ホ
ウ
ラ
製
貝
輪
形
石
製
宝
器
」
と
呼
称
す
る
こ
と
は
一
つ
の
方
法
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
す
で
に
考
古
学
の
用
語
と
し
て
長
い
歴
史
を
持
ち
、
い
わ

ば
市
民
権
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
鍬
形
石
と
い
う
用
語
を
否
定
し
、
新

た
な
名
称
を
造
語
す
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
最
良
の
解
決
策
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
な
る
混
乱
を
招
致
し
か
ね
な
い
結
果
を
生
み
出
す
可

能
性
が
高
い
。

実
際
の
と
こ
ろ
古
墳
時
代
に
お
い
て
腕
輪
形
石
製
品
が
腕
輪
と
し
て
の
意
識
が
あ

っ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
し
て
や
そ
の
名
称
を
復
元
す
る
こ
と

は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
腕
輪
形
石
製
品
に
限
ら
ず
、
博
物
館
の
展
示
品
に

対
し
て
い
か
な
る
名
称
を
付
け
る
か
は
、
特
に
考
古
学
分
野
の
展
示
に
つ
い
て
は
担

当
学
芸
員
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
考
古
学
資
料
の
場
合
、
正
倉
院
御
物
や
『
延

喜
式
』
な
ど
の
文
献
史
料
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
名
称
を
類
推
で
き
る
も
の
を
除
き
、

大
半
が
ど
の
よ
う
な
名
称
で
も
っ
て
使
用
時
に
呼
ば
れ
て
い
た
か
を
復
元
す
る
こ
と

は
不
可
能
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
民
俗
例
を
参
考
に
す
る
場
合
も
あ
る
で
あ

ろ
う
し
、
形
状
か
ら
そ
の
用
途
が
現
在
と
同
様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

道
具
に
つ
い
て
は
、
今
日
使
用
し
て
い
る
道
具
、
あ
る
い
は
か
つ
て
使
用
し
て
お
り

用
途
を
理
解
で
き
る
道
具
の
名
称
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

筆
者
自
身
正
直
な
と
こ
ろ
三
種
類
の
個
々
の
腕
輪
形
石
製
品
に
ど
の
よ
う
な
名
称

を
与
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
と
い
う
決
定
的
な
案
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
た

だ
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
名
称
か
ら
来
る
誤
解
を
防
ぐ
こ
と
と
、
新
た
な
造

語
を
作
り
だ
し
、
考
古
学
を
勉
強
し
た
も
の
に
し
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
名
称
を
付

け
た
場
合
の
問
題
点
を
考
え
た
と
き
、
前
者
の
方
が
対
応
の
方
法
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
現
実
に
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
パ
ネ
ル
を
用
い
た
説
明
や
、
展
示
の
位
置
、

方
法
が
様
々
に
試
み
ら
れ
て
お
り
、
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
博
物
館
も
少
な
く

な
い
。
す
な
わ
ち
、
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
と
い
う
名
称
は
現
在
の
ま
ま
使
用
し
、

そ
れ
ぞ
れ
鍬
、
車
輪
に
形
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
命
名
き
れ
た
も
の
で
あ
り
、
形
状

か
ら
付
け
ら
れ
た
名
称
と
、
そ
の
用
途
が
大
き
く
違
う
こ
と
を
解
説
す
べ
き
と
考
え

て
い
る
。
む
し
ろ
問
題
と
な
る
の
は
、
前
章
で
も
記
述
し
た
よ
う
に
石
釧
と
い
う
名

称
で
あ
り
、
釧
が
腕
輪
の
古
語
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
人
に
と
っ
て
、
石
釧
は
石

で
で
き
た
腕
輪
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
そ
の
用
途
も
腕
に
は
め
る
も
の
以
外
に
は

考
え
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
。
逆
に
釧
と
い
う
字
が
今
日
必
ず
し
も
一
般
的
で
な
い
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こ
と
を
考
え
る
と
、
誤
解
す
る
以
前
に
理
解
で
き
な
い
用
語
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
の
点
で
鍬
形
石
、
車
輪
石
以
上
に
言
葉
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、

石
釧
の
意
味
を
解
説
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
、
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
の
名
称
の
成
立
過
程
、
存
在
意
義
の
考
察
の
変

遷
を
ま
と
め
て
き
た
。
腕
輪
形
石
製
品
の
研
究
史
を
ま
と
め
て
い
く
だ
け
で
紙
幅
を

超
過
し
、
博
物
館
へ
の
展
示
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

現
在
の
考
古
学
の
状
況
は
遺
物
の
名
称
に
限
ら
ず
、
様
々
な
用
語
が
造
ら
れ
て
い

る
。
研
究
の
進
展
と
と
も
に
新
た
な
用
語
が
新
し
い
概
念
の
も
と
に
規
定
さ
れ
、
歴

史
の
評
価
を
正
し
く
反
映
し
て
い
く
も
の
で
あ
れ
ば
歓
迎
す
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
そ
の
用
語
が
博
物
館
の
展
示
に
際
し
ど
こ
ま
で
有
効
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

博
物
館
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
が
学
問
の
成
果
を
広
く
一
般
に
伝
え
る
啓
蒙
活
動
で

あ
る
以
上
、
い
か
に
正
し
く
、
ま
た
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
、

博
物
館
の
使
命
で
あ
ろ
う
し
、
学
芸
員
の
最
も
重
要
な
業
務
の
一
つ
で
あ
る
に
ち
が

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
非
常
に
多
く
の
出
土
品
と
、
ま
た
情
報
を
消
化

仕
切
れ
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
日
々
学
芸
員
と
し
て
業
務
に
従
事
し
て
い

な
い
筆
者
に
と
っ
て
、
現
場
の
学
芸
員
が
直
面
す
る
多
く
の
問
題
を
理
解
で
き
て
い

な
い
と
い
う
反
省
も
あ
る
。
今
後
腕
輪
形
石
製
品
の
研
究
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ

て
、
今
回
提
起
し
た
問
題
を
念
頭
に
置
く
べ
き
こ
と
を
約
束
し
て
欄
筆
し
た
い
。

註
①
徳
田
誠
志
「
資
料
紹
介
鍬
形
石
」
『
関
西
大
学
考
古
学
等
資
料
室
紀
塞
第
二
号

一
九
八
五
年

②
鍬
形
石
の
名
称
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
浅
田
芳
朗
氏
が
ま
と
め
た
も
の
が
あ
る
。
浅

田
芳
朗
「
鍬
形
石
へ
の
二
、
三
の
関
心
」
『
古
代
』
第
六
九
・
七
○
合
併
号
一
九
八

一
年

③
江
戸
時
代
、
明
治
時
代
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
清
野
謙
次
氏
、
斎
藤
忠
氏
の
文
献
を

参
考
に
し
た
。

清
野
謙
次
『
日
本
考
古
學
・
人
類
學
史
』
一
九
五
四
年

斎
藤
忠
『
日
本
考
古
学
史
資
料
集
成
』
江
戸
時
代
明
治
時
代
一
、
二

④
斎
藤
忠
『
木
内
石
亭
』
人
物
叢
書
九
七
一
九
六
二
年

⑤
西
谷
真
治
「
天
理
図
書
館
蔵
『
好
古
集
帳
』
所
載
の
銅
鐸
と
鍬
形
石
」
『
ビ
ブ
リ
ァ
』

七
二
一
九
七
九
年

⑥
田
村
三
省
『
会
津
石
譜
』
註
３
斎
藤
「
前
掲
書
」

⑦
井
出
通
道
『
信
濃
奇
勝
録
』
註
３
斎
藤
「
前
掲
書
」

⑧
『
湯
津
上
村
車
塚
御
修
理
』
註
３
斎
藤
「
前
掲
書
」

⑨
黒
川
真
頼
「
上
代
石
器
考
」
『
博
物
叢
書
』
一
八
七
八
年

⑩
松
浦
武
四
郎
『
擢
雲
余
興
』
第
二
集
一
八
八
二
年

⑪
神
田
孝
平
『
日
本
大
古
石
器
考
』
（
言
房
の
○
国
鈩
邑
ｇ
の
具
陣
目
の
言
巨
の
昌
目
厨
障
。

。
ご
ｇ
ｇ
）
一
八
八
四
年

⑫
近
藤
清
石
『
酔
古
帳
』
一
八
八
五
年
註
３
斎
藤
「
前
掲
書
」

⑬
八
木
葵
三
郎
「
共
同
忘
備
録
」
『
東
京
人
類
学
雑
誌
』
第
一
六
巻
第
一
八
七
号
一

九
○
一
年

⑭
柴
田
常
惠
「
美
濃
國
可
兒
郡
廣
見
村
伊
香
陵
山
白
山
社
古
墳
」
『
東
京
人
類
学
雑
誌
』

一

一

四



第
一
八
巻
第
二
○
二
号
一
九
○
三
年

⑮
高
橋
健
自
「
釧
の
研
究
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
巻
第
七
号
一
九
一
三
年

⑯
高
橋
健
自
「
車
輪
石
、
鍬
形
石
及
び
石
釧
の
研
究
附
貝
器
の
青
銅
器
化
」
『
考
古

学
雑
誌
』
第
一
五
巻
第
六
号
一
九
二
五
年

⑰
高
橋
健
自
「
鍬
形
石
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
一
三
巻
第
九
号
一
九
一
三
年

⑬
大
野
雲
外
「
鍬
形
石
器
の
原
始
物
に
就
て
」
『
人
類
学
雑
誌
』
第
三
五
巻
第
五
号

一
九
二
○
年

後
藤
守
一
「
伯
嘗
國
東
伯
郡
灘
手
村
大
字
上
神
芝
栗
大
将
塚
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第

一
○
巻
第
四
号
一
九
二
○
年

⑲
後
藤
守
一
驫
螺
石
製
品
』
國
史
講
習
會
一
九
三
○
年

⑳
斎
藤
忠
「
貝
釧
と
石
釧
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
三
巻
第
七
号
一
九
三
七
年

⑳
長
谷
部
言
人
「
神
代
石
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
○
巻
第
一
○
号
一
九
四
○
年

⑳
渡
辺
貞
幸
「
鍬
形
石
の
基
礎
的
研
究
」
『
島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要
・
文
学
科
編
』

第
二
号
一
九
七
九
年

⑳
例
え
ば
町
田
章
氏
は
、
「
着
装
さ
れ
な
い
腕
飾
り
」
と
い
う
名
称
で
記
述
し
て
い
る
。

町
田
章
『
装
身
具
』
日
本
の
原
始
美
術
９
一
九
七
九
年

⑳
斎
藤
忠
「
石
釧
」
『
日
本
考
古
学
史
辞
典
』
一
九
八
四
年

⑳
蒲
原
宏
行
「
石
釧
研
究
序
説
」
『
比
較
考
古
学
試
論
』
一
九
八
七
年

⑳
北
條
芳
隆
「
腕
輪
形
石
製
品
の
成
立
」
『
待
兼
山
論
叢
』
史
学
編
第
二
四
号
一
九

九
○
年

⑳
こ
の
腕
輪
形
石
製
品
に
類
似
し
た
用
語
と
し
て
、
三
木
文
雄
氏
が
「
腕
輪
形
滑
石
製

品
」
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
滑
石
と
い
う
材
質
と
表
裏
に
綾
杉

文
様
等
の
文
様
を
持
つ
遺
物
に
つ
い
て
、
車
輪
石
、
石
釧
と
区
分
す
る
た
め
使
用
し
た

も
の
で
あ
る
。

三
木
文
雄
「
腕
輪
形
滑
石
製
品
Ｉ
附
腕
輪
形
青
銅
器
ｌ
」
『
江
上
波
夫
教
授
古
稀

記
念
論
集
』
考
古
・
美
術
編
一
九
七
六
年

⑳
小
川
敬
養
「
豊
前
国
仲
津
郡
発
見
の
貝
輪
」
『
東
京
人
類
学
雑
誌
』
第
五
巻
四
九
号

一
八
九
○
年

大
野
雲
外
「
車
輪
石
の
研
究
」
『
人
類
学
雑
誌
』
第
三
二
巻
第
六
号
一
九
一
七
年

⑳
原
田
淑
人
「
車
輪
石
と
鍬
形
石
」
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
七
集
一
九
五
五
年

⑳
小
林
行
雄
「
前
期
古
墳
の
副
葬
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
相
」
『
京
都
大
学
文
学

部
五
○
周
年
記
念
論
集
』
一
九
五
六
年
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
に
所
収
一
九
六
一
年

⑳
小
林
行
雄
「
初
期
大
和
政
権
の
勢
力
圏
」
『
史
林
』
第
四
○
巻
四
号
一
九
五
七
年
『
古

墳
時
代
の
研
究
』
に
所
収
一
九
六
一
年

⑫
小
林
行
雄
「
伝
統
工
芸
と
新
興
工
業
」
『
世
界
考
古
学
体
系
』
日
本
Ⅲ
一
九
五
九
年

⑬
蒲
原
宏
行
「
腕
輪
形
石
製
品
」
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
８
副
葬
品
一
九
九
一
年

⑭
中
司
照
世
・
川
西
宏
幸
「
北
谷
二
号
墳
の
研
究
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
六
巻
二

号
一
九
八
○
年

⑮
中
上
京
子
「
石
製
腕
飾
類
出
土
地
と
そ
の
集
成
Ｉ
特
に
分
布
か
ら
の
提
案
ｌ
」

『
河
内
長
野
大
師
山
』
関
西
大
学
考
古
学
研
究
第
五
冊
一
九
七
七
年

鐘
方
正
樹
「
碧
玉
製
腕
飾
類
の
研
究
視
点
」
『
網
干
善
教
先
生
華
甲
記
念
考
古
学
論
集
』

一
九
八
八
年

⑳
祖
形
の
研
究
は
小
川
氏
、
大
野
氏
以
降
も
続
け
ら
れ
、
特
に
永
井
昌
文
氏
、
河
口
貞

徳
氏
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。

永
井
昌
文
「
貝
輪
」
『
立
岩
遺
跡
』
一
九
七
九
年

河
口
貞
徳
「
鍬
形
石
の
祖
形
ｌ
松
ノ
尾
遺
跡
出
土
の
貝
製
腕
輪
ｌ
」
『
古
代
学
研
究
』

七
○
一
九
七
三
年

⑰
高
倉
洋
彰
「
右
手
の
不
使
用
ｌ
南
海
産
貝
製
腕
輪
装
着
の
意
義
ｌ
」
『
九
州
歴
史

資
料
館
研
究
論
集
』
第
一
集
一
九
七
三
年

一

一

五

I




