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は
じ
め
に

　

鯉
喰
神
社
墳
丘
墓
は
倉
敷
市
矢
部
に
所
在
す
る
弥
生
時
代
後
期
末
葉
の
大
形

墳
丘
墓
で
あ
る
。
墳
形
は
長
方
形
で
全
長
四
〇
m
を
測
る
。
特
殊
器
台
の
ほ
か

特
殊
壺
、
高
杯
、
脚
付
直
口
壺
等
が
伴
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
特

筆
さ
れ
る
資
料
と
し
て
弧
帯
文
石
（
平
野
・
岸
本
二
〇
〇
〇
）
が
あ
る
。
通
常
、

弧
帯
文
は
木
製
品
や
土
器
に
刻
ま
れ
る
が
、
そ
れ
を
刻
ん
だ
石
製
品
は
吉
備
で

は
楯
築
墳
丘
墓
で
知
ら
れ
る
他
は
こ
の
遺
跡
の
み
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
紹
介
す
る
資
料
は
近
年
博
物
館
に
寄
贈
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
遺
跡

見
学
の
際
、
洗
い
出
さ
れ
て
散
乱
し
た
状
態
で
あ
っ
た
た
め
や
む
を
え
ず
採
集

し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一　

資
料

　

資
料
は
特
殊
器
台
破
片
が
中
心
で
、
特
殊
壺
ほ
か
の
破
片
を
含
む
。
1
は
特

殊
壺
等
の
受
け
部
で
あ
る
。器
壁
は
薄
く
大
き
な
器
種
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

口
縁
拡
張
部
の
基
部
に
は
斜
線
が
連
続
し
て
お
り
鋸
歯
文
が
配
さ
れ
た
と
み
ら

れ
る
。
受
け
部
内
面
は
ナ
デ
、
外
面
に
は
凹
凸
の
幅
が
ご
く
広
い
ヨ
コ
ハ
ケ
が

見
ら
れ
る
。
2
は
小
形
特
殊
器
台
の
受
け
部
か
ら
頸
部
に
か
け
て
の
部
分
で
あ

る
。
外
面
下
部
に
は
沈
線
を
め
ぐ
ら
せ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
に
は
下
か
ら
の
切

り
込
み
が
わ
ず
か
に
残
る
。
巴
形
透
か
し
孔
の
尾
部
と
思
わ
れ
る
。
小
片
3
は

2
に
類
す
る
破
片
で
あ
る
。

　

4
は
特
殊
壺
胴
部
片
で
あ
る
が
、
復
元
径
は
三
〇
・
四
㎝
で
こ
の
時
期
の
特

殊
壺
と
し
て
は
小
さ
く
、
小
形
特
殊
器
台
と
セ
ッ
ト
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

肩
部
の
突
帯
は
細
く
断
面
M
字
形
で
あ
る
。
そ
れ
の
下
側
は
残
存
範
囲
が
狭
い

が
、
斜
線
文
を
充
填
す
る
間
に
鋸
歯
文
を
配
す
る
よ
う
で
あ
る
。
5
も
特
殊
壺

で
、
下
側
の
突
帯
か
ら
胴
部
下
半
に
か
け
て
の
破
片
で
あ
る
。
突
帯
は
細
く
低

い
。
外
面
下
半
に
は
タ
テ
ハ
ケ
が
見
ら
れ
る
。

　

6
〜
16
は
特
殊
器
台
筒
部
破
片
で
あ
る
。
6
は
頸
部
か
ら
最
上
段
の
文
様
帯

に
か
け
て
の
破
片
で
、
頸
部
に
は
巴
形
の
透
か
し
孔
を
配
す
る
。
文
様
帯
に
は

平
行
沈
線
で
形
成
さ
れ
る
帯
が
組
み
合
う
連
続
渦
文
が
刻
ま
れ
る
。
わ
ら
び
手

形
の
帯
が
横
に
連
続
し
そ
れ
に
平
行
・
直
交
す
る
帯
が
交
差
し
て
お
り
、
渦
状

部
に
は
巴
形
、
上
下
両
端
に
は
三
角
形
の
透
か
し
孔
を
配
す
る
。
渦
状
部
の
横

に
配
さ
れ
る
長
方
形
状
の
透
か
し
孔
は
渦
状
の
帯
に
接
す
る
側
の
上
隅
に
小
さ

く
切
り
込
み
を
加
え
る
。
こ
れ
の
反
対
側
の
短
辺
は
ほ
ぼ
直
角
に
な
る
が
、
破

片
右
端
に
部
分
的
に
残
る
透
か
し
孔
の
短
辺
は
長
辺
に
対
し
て
斜
め
に
な
る
。

貼
り
付
け
で
形
成
さ
れ
る
突
帯
は
上
面
が
広
く
、浅
い
二
条
の
凹
線
を
配
す
る
。

内
面
は
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
で
あ
る
。
文
様
帯
幅
は
七
・
四
㎝
に
復
元
で
き
る
。
7
も

6
と
同
様
で
幅
八
・
四
㎝
の
間
帯
の
上
下
に
文
様
帯
の
一
部
が
残
る
。
間
帯
は

横
方
向
の
ハ
ケ
メ
施
文
で
あ
る
。
上
側
の
文
様
帯
で
は
渦
状
部
左
側
の
透
か
し

鯉
喰
神
社
墳
丘
墓
特
殊
器
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孔
の
端
は
下
に
切
り
込
む
の

に
対
し
、
下
側
の
文
様
帯
で

は
帯
の
巻
き
込
み
に
沿
っ
て

上
隅
で
横
に
入
れ
て
お
り
、

切
り
込
み
の
入
れ
方
は
一
定

で
は
な
い
。
破
片
の
ほ
ぼ
全

体
に
黒
斑
が
広
が
る
。
8
は

6
・
7
に
よ
く
似
た
色
調
の

破
片
で
あ
る
。
内
面
は
同
じ

く
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
で
あ
る
が
窪

ん
だ
箇
所
に
丹
が
付
着
し
て

お
り
、
塗
布
の
際
に
内
面
に

か
か
っ
た
丹
が
残
存
し
た
と

み
ら
れ
る
。
9
〜
14
は
文
様

帯
の
破
片
で
あ
る
。
10
の
斜

め
の
帯
は
他
よ
り
も
か
な
り

幅
が
広
い
な
ど
の
相
違
は
あ

る
が
、
6
・
7
と
同
じ
文
様

を
構
成
す
る
。
10
で
は
透
か

し
孔
の
切
り
込
み
が
下
に
向

く
。
ま
た
、
9
は
透
か
し
孔

の
短
辺
が
斜
め
に
な
る
。

　

15
・
16
は
類
似
し
た
色
調

図 1　鯉喰神社墳丘墓出土資料　 1：3
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の
破
片
で
あ
る
。
15
は
粘
土
の
貼
り
付
け
に
よ
っ
て
間
帯
を
形
成
し
て
お
り
、

そ
の
上
端
を
高
く
し
て
突
帯
と
す
る
。
文
様
帯
は
部
分
的
に
し
か
残
ら
ず
、
斜

め
に
平
行
沈
線
を
入
れ
る
ま
で
し
か
わ
か
ら
な
い
。
6
〜
14
と
同
じ
文
様
と
す

れ
ば
破
片
左
側
に
三
角
形
透
か
し
孔
の
底
辺
が
あ
っ
て
も
よ
い
が
そ
れ
は
認
め

ら
れ
ず
、
別
種
の
文
様
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
間
帯
に
は
櫛
状
に
近
い
ハ
ケ
メ

を
横
に
入
れ
る
。
貼
り
付
け
た
粘
土
が
部
分
的
に
剥
離
し
た
箇
所
で
は
筒
部
調

整
の
タ
テ
ハ
ケ
が
見
ら
れ
る
。
内
面
調
整
は
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
で
あ
る
。
16
は
貼
り

付
け
で
形
成
さ
れ
た
間
帯
が
筒
部
か
ら
剥
離
し
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
間
帯

の
施
文
は
櫛
状
工
具
に
よ
る
細
か
い
平
行
沈
線
で
あ
る
。

　

1
で
は
内
外
面
、
他
で
は
外
面
に
丹
塗
り
が
見
ら
れ
る
。
1
〜
16
の
色
調
は

薄
い
褐
色
か
ら
黄
褐
色
ま
で
と
や
や
幅
が
あ
る
が
、
焼
成
の
差
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
6
〜
9
は
同
一
個
体
の
近
接
し
た
部
位
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
角
閃
石

の
小
粒
を
多
く
含
む
。

　

17
は
高
杯
あ
る
い
は
脚
付
直
口
壺
の
脚
で
脚
柱
部
の
調
整
は
タ
テ
ハ
ケ
の
の

ち
横
の
ヘ
ラ
ミ
ガ
キ
で
あ
る
。
赤
褐
色
で
、
微
砂
を
少
量
含
む
細
か
い
胎
土
で

あ
る
。

　

18
は
器
台
の
脚
端
か
と
思
わ
れ
る
。
赤
褐
色
で
粗
砂
粒
を
含
ん
で
お
り
、
古

い
時
期
の
遺
物
の
混
入
の
可
能
性
が
あ
る
。

二　

資
料
の
特
徴
と
評
価

　

以
前
、
筆
者
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
様
の
変
化
を
主
要
な
要
素
と
す
る
特
殊
器

台
の
編
年
に
、
間
帯
の
形
成
手
法
と
そ
の
部
分
の
施
文
の
変
化
な
ど
を
加
え
た

編
年
案
を
示
し
た
（
宇
垣
一
九
八
一
）。
第
二
型
式
中
山
型
で
は
間
帯
は
薄
く

粘
土
を
貼
り
付
け
て
肥
厚
さ
せ
、
そ
れ
の
上
下
に
突
帯
を
配
置
す
る
。
間
帯
の

施
文
は
櫛
状
工
具
に
よ
る
細
い
平
行
沈
線
で
あ
る
。
第
三
型
式
向
木
見
型
で
は

間
帯
は
突
帯
の
み
の
貼
り
付
け
で
形
成
さ
れ
、
そ
の
間
は
ヨ
コ
ハ
ケ
を
施
文
と

し
て
用
い
る
。
文
様
も
第
二
型
式
中
山
型
と
第
三
型
式
向
木
見
型
で
異
な
り
、

後
者
で
は
い
わ
ゆ
る
向
木
見
型
の
渦
状
文
が
刻
ま
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
整
理

し
た
。

　

こ
こ
で
示
し
た
資
料
を
間
帯
の
形
成
手
法
で
見
る
と
16
は
第
二
型
式
中
山
型

の
、
6
・
7
は
第
三
型
式
向
木
見
型
の
特
徴
を
示
し
、
15
は
両
者
の
折
衷
と
言

え
る
。
資
料
は
新
古
そ
れ
ぞ
れ
の
様
相
を
も
つ
個
体
が
共
存
し
て
い
る
と
判
断

で
き
る
。
新
し
い
要
素
の
出
現
を
も
っ
て
画
期
と
す
れ
ば
編
年
に
変
動
は
な
い

が
、
向
木
見
型
特
殊
器
台
の
資
料
で
こ
う
し
た
古
い
要
素
を
含
む
も
の
は
知
ら

れ
て
い
な
い
。
示
し
た
資
料
は
向
木
見
型
の
最
も
古
い
段
階
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
6
・
7
の
装
飾
性
が
強
い
突
帯
や
、
突
帯
が
細

く
肩
の
丸
み
が
強
い
特
殊
壺
4
の
形
状
と
も
整
合
す
る
。

文
様
の
特
徴　

6
・
7
は
文
様
の
残
存
範
囲
が
広
く
、
文
様
の
構
成
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
巴
形
透
か
し
孔
を
つ
な
ぐ
わ
ら
び
手
形
の
帯
、
そ
れ
に
直
交
す

る
帯
と
渦
状
部
分
（
巴
形
透
か
し
孔
外
周
）
を
斜
め
に
突
き
抜
け
る
よ
う
に
配

さ
れ
る
帯
で
構
成
さ
れ
る
文
様
で
あ
り
、
筆
者
が
以
前
示
し
た
分
類
で
は
あ
た

ご
山
型
文
様
（
宇
垣
一
九
九
二
）
に
属
し
、
こ
の
こ
と
は
以
前
採
集
さ
れ
た
資

料
の
観
察
か
ら
岸
本
道
昭
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
平
野
・
岸
本
二
〇
〇
〇
）。

な
お
、
春
成
秀
爾
氏
は
こ
の
文
様
を
西
山
系
特
殊
器
台
の
う
ち
の
西
山
式
（
春

成
二
〇
一
七
）
と
す
る
。

　

鯉
喰
神
社
墳
丘
墓
資
料
の
特
徴
と
な
る
の
は
、
渦
状
部
分
の
両
外
側
に
配
置



14

さ
れ
る
透
か
し
孔
の
形
状
で
あ
る
。
渦
状
部
分
に
接
す
る
側
は
帯
の
曲
線
に
沿

う
よ
う
に
小
さ
く
切
り
込
み
を
入
れ
る
。
透
か
し
孔
は
矢
印
の
形
に
な
り
、
帯

を
巻
き
込
む
渦
状
部
分
を
強
調
す
る
意
匠
で
あ
る
。
渦
状
部
分
で
は
左
側
の
帯

の
先
が
巴
形
透
か
し
孔
を
全
周
し
、
右
の
帯
は
そ
れ
の
下
側
に
潜
り
込
む
。

透
か
し
孔
と
文
様
沈
線　

こ
の
文
様
の
評
価
に
先
立
っ
て
、
特
殊
器
台
の
文
様

を
構
成
す
る
沈
線
と
透
か
し
孔
の
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
述
べ
て
お
く
。
特
殊

器
台
文
様
帯
の
沈
線
は
透
か
し
孔
と
よ
く
整
合
す
る
こ
と
か
ら
、
文
様
を
描
い

て
後
に
透
か
し
孔
を
入
れ
る
と
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、そ
う
で
は
な
く
、

透
か
し
孔
形
成
の
の
ち
に
施
文
と
い
う
順
番
で
製
作
さ
れ
る
。

　

特
殊
器
台
の
文
様
に
お
い
て
帯
が
透
か
し
孔
に
向
か
う
場
合
、
透
か
し
孔
の

縁
に
帯
の
沈
線
が
達
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
こ
れ
は
透
か
し
孔
の
縁

の
寸
前
で
線
を
止
め
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
帯
が
透
か
し
孔
の
端
を
か

す
め
る
よ
う
に
通
過
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
沈
線
の
様
子
が
変
化
す

る
例
が
あ
る
。
図
2
は
い
ず
れ
も
宮
山
遺
跡
特
殊
器
台
で
あ
る
が
、
1
で
は
一

部
の
沈
線
が
三
角
形
透
か
し
孔
に
当
た
っ
て
止
ま
っ
て
お
り
、
2
で
は
巴
形
透

か
し
孔
の
尾
部
を
挟
ん
で
沈
線
の
数
が
変
わ
る
。
透
か
し
孔
が
先
に
あ
る
状
態

で
文
様
が
刻
ま
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
乾
燥
が
進
ま
な
い
う
ち
に
透
か
し

孔
を
切
り
抜
き
、
器
表
が
半
乾
き
に
な
っ
た
段
階
で
施
文
す
る
と
い
う
手
順
は

製
作
の
う
え
で
も
合
理
的
で
あ
る
。

　

透
か
し
孔
が
ま
ず
配
置
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
楯
築
神
社
弧
帯
文

石
で
ま
ず
渦
心
円
（
宇
垣
二
〇
二
一
）
が
配
置
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
文

様
を
展
開
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
透
か
し
孔
の
配
置
は
描
く
べ
き
文
様
を
念

頭
に
お
い
て
な
さ
れ
る
が
、
詳
細
に
位
置
を
決
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま

た
、
配
置
さ
れ
た
透
か
し
孔
を
基
準
に
文
様
が
描
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
厳

密
に
同
じ
文
様
が
繰
り
返
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
様
は
部
分
に
よ
っ
て
変

化
し
帯
の
関
係
が
逆
に
な
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
が
、
個
体
の
文
様
全
体
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
西
山
遺
跡
特
殊
器
台
1
や
宮
山
遺
跡
特
殊
器
台
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
文
様
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
く
、
改
変
、
改
造
が
容
易
で
あ
る
こ

と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

関
連
資
料　

さ
て
、
鯉
喰
神
社
墳
丘
墓
特
殊
器
台
と
同
じ
あ
た
ご
山
型
文
様
を

も
つ
特
殊
器
台
は
岡
山
市
八
幡
神
社
遺
跡
（
岡
山
市
教
委
二
〇
〇
九
）（
図
3

‐
4
）、
赤
磐
市
あ
た
ご
山
遺
跡
（
1
）（
狐
塚
一
九
七
七
）、
総
社
市
伊
与
部

山
遺
跡
（
近
藤
一
九
九
六
）（
2
）、
津
山
市
上
原
遺
跡
（
3
）
の
資
料
が
知
ら

れ
て
お
り
（
春
成
二
〇
一
七
）、
他
に
津
山
市
権
現
山
遺
跡
（
河
本
二
〇
二
〇
）

（
5
）、
ま
た
、
井
原
市
金
敷
寺
裏
山
墳
丘
墓
資
料
（
間
壁
・
間
壁
一
九
六
八
）

も
小
片
な
が
ら
こ
れ
に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
以
外
に
文
様
は
若
干
異
な

る
が
同
じ
矢
印
形
の
透
か
し
孔
を
も
つ
資
料
と
し
て
倉
敷
市
西
山
遺
跡
特
殊
器

1 　沈線の停止

2　沈線の減少

図 2　透かし孔と沈線
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図 3　関連資料　 1：8 ､ 1：4
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台
1
（
真
備
町
教
委
一
九
七
九
）（
6
）
と
倉
敷
市
矢
部
南
向
遺
跡
竪
穴
住
居

三
七
上
層
出
土
特
殊
器
台
（
岡
山
県
古
代
吉
備
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
九
五
）

（
7
）
が
あ
る
。
資
料
は
岡
山
県
下
全
域
に
分
布
す
る
。

　

八
幡
神
社
遺
跡
以
下
の
あ
た
ご
山
型
文
様
で
矢
印
形
の
透
か
し
孔
が
ど
の
よ

う
に
な
る
の
か
は
、
多
く
の
資
料
で
該
当
箇
所
が
欠
落
す
る
た
め
不
明
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
が
、
伊
与
部
山
遺
跡
資
料
で
は
報
告
書
図
版
で
見
る
か
ぎ
り
切

り
込
み
が
あ
る
よ
う
で
、
こ
の
文
様
に
は
基
本
的
に
こ
の
形
状
の
透
か
し
孔
が

配
さ
れ
る
可
能
性
が
強
い（
1
）。

　

一
方
、
西
山
遺
跡
資
料
と
矢
部
南
向
遺
跡
資
料
の
文
様
は
そ
れ
ら
と
異
な
る

特
徴
を
も
つ
が
、
透
か
し
孔
の
配
置
は
同
じ
で
あ
る
。
西
山
遺
跡
資
料
は
渦
状

部
を
つ
な
ぐ
S
字
状
の
帯
と
交
差
す
る
帯
の
幅
が
広
く
、
配
さ
れ
る
帯
の
数
も

多
い
。
矢
印
形
の
透
か
し
孔
の
切
り
込
み
は
角
度
が
六
〇
〜
八
〇
度
と
大
き
く

な
る
こ
と
に
加
え
て
、透
か
し
孔
が
帯
と
整
合
せ
ず
帯
の
端
を
切
る
形
に
な
る
。

こ
れ
と
、
切
り
込
み
が
鋭
角
で
小
さ
く
、
帯
の
間
に
透
か
し
孔
を
配
置
す
る
鯉

喰
神
社
墳
丘
墓
資
料
を
同
じ
型
式（
2
）と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
ず
、
上
記
の

鯉
喰
神
社
墳
丘
墓
資
料
の
年
代
観
と
あ
わ
せ
、
西
山
遺
跡
資
料
は
鯉
喰
神
社
墳

丘
墓
資
料
よ
り
も
新
し
く
、
そ
れ
を
改
変
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

文
様
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
ま
た
、
矢
部
南
向
遺
跡
資
料
で
は
S
字
状

の
帯
が
平
行
沈
線
で
は
な
く
斜
線
の
充
填
に
変
わ
る
が
、
こ
れ
に
交
差
す
る
帯

は
あ
た
ご
山
型
文
様
の
配
置
を
維
持
す
る
。
透
か
し
孔
は
矢
印
形
を
維
持
す
る

と
は
い
え
本
来
の
形
状
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
年
代
的
に
下

る
と
判
断
で
き
る
。

　

透
か
し
孔
の
形
状
、
そ
れ
と
帯
と
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
鯉
喰
神
社

←

西
山

←

矢
部
南
向
の
順
に
な
る
。
連
続
型
の
特
殊
器
台
文
様
で
は
渦
状
部
分
で
二
つ

の
帯
が
接
す
る
状
態
は
多
様
で
あ
る
が
、
こ
の
順
で
帯
の
巻
き
込
み
が
弱
い
も

の
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
鯉
喰
神
社
墳
丘
墓
例
で
は
左
か
ら
き
た

帯
は
渦
状
部
を
一
周
以
上
回
る
。
西
山
遺
跡
例
は
左
の
帯
が
巴
形
透
か
し
孔
を

全
周
す
る
点
で
鯉
喰
神
社
墳
丘
墓
例
と
同
じ
で
あ
る
が
、
全
周
す
る
沈
線
の
数

が
少
な
く
な
り
、
右
の
帯
が
外
側
を
平
行
し
て
周
回
す
る（
3
）。
そ
し
て
、
矢

部
南
向
例
で
は
左
右
二
つ
の
帯
は
渦
状
部
分
で
絡
み
合
わ
ず
S
字
形
の
連
接
と

な
る
。
高
橋
護
氏
に
よ
る
渦
状
部
分
の
分
類
（
高
橋
一
九
八
四
）
に
も
と
づ
け

ば
、
わ
ら
び
手
形
、
Y
字
形
、
S
字
形
の
順
に
変
遷
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ

し
、わ
ら
び
手
形
に
は
巻
き
込
み
が
浅
い
広
島
県
矢
谷
墳
丘
墓
例
も
認
め
ら
れ
、

文
様
が
こ
の
順
に
変
遷
す
る
の
で
は
な
い
。
楯
築
神
社
弧
帯
文
石
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
何
重
に
も
巻
き
込
む
帯
の
表
現
か
ら
簡
単
な
帯
の
旋
回
へ
移
行
し
た
と

考
え
れ
ば
、
こ
の
三
種
の
出
現
が
上
記
の
順
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

先
に
示
し
た
あ
た
ご
型
の
諸
例
を
上
記
の
帯
の
巻
き
込
み
で
あ
え
て
判
断
す
れ

ば
、
あ
た
ご
山
例
と
上
原
例
は
西
山
例
に
近
い
段
階
で
、
八
幡
山
例
は
西
山
例

と
矢
部
南
向
例
の
間
に
入
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
資
料
の
残
存
状
況
か
ら
す
れ

図 4　透かし孔の形状
1：2
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ば
、
あ
ま
り
無
理
な
追
求
は
し
な
い
方
が
良
い
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
の
資
料
群
の
最
後
と
な
る
矢
部
南
向
例
に
見
ら
れ
る
斜
線
充
填
の
帯

は
、
向
木
見
型
文
様
（
図
3
‐
8
）
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
向

木
見
型
文
様
を
も
つ
資
料
の
う
ち
、
た
と
え
ば
中
山
遺
跡
特
殊
器
台
4
（
9
）

は
文
様
全
体
の
構
成
は
不
明
な
が
ら
帯
の
巻
き
込
み
は
か
な
り
深
い
よ
う
で
あ

り
、
あ
た
ご
山
型
文
様
を
も
つ
資
料
お
よ
び
西
山
例
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
と
年

代
が
平
行
す
る
と
み
て
よ
い
。
複
数
系
統
の
文
様
が
併
存（
4
）し
、
影
響
を
与

え
合
い
な
が
ら
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

  

鯉
喰
神
社
墳
丘
墓
資
料
は
向
木
見
型
の
特
殊
器
台
の
な
か
で
最
も
古
く
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
向
木
見
型
特
殊
器
台
を
検
討
す
る
う
え
で
一
つ
の
基
準

と
な
る
。
鯉
喰
神
社
墳
丘
墓
は
墳
丘
全
長
四
〇
m
と
楯
築
墳
丘
墓
の
築
造
以
後

で
最
大
の
墳
丘
規
模
を
も
ち
、
き
わ
め
て
特
殊
な
祭
祀
具
で
あ
る
弧
帯
文
石
を

伴
い
、
通
常
の
弥
生
墳
丘
墓
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
王
墓
、
楯
築
墳
丘
墓

の
築
造
に
際
し
て
特
殊
器
台
が
大
形
化
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
新
た
な
王
墓

の
築
造
に
際
し
て
特
殊
器
台
の
刷
新
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
れ
が
こ
の
資
料
の
も
う
一
つ
の
意
義
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
文
様
を
中
心
に
論
じ
た
が
、
特
殊
器
台
の
編
年
を
改
め
て
考
え
て

み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
、
い
ず
れ
折
を
み
て
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

《
註
》

（
1
） 　

た
だ
し
、
上
原
遺
跡
例
で
は
切
り
込
み
が
設
け
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
お
り
（
春
成

二
〇
一
七
）、
切
り
込
み
を
失
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
2
） 　

帯
を
構
成
す
る
沈
線
の
数
が
多
い
権
現
山
遺
跡
資
料
は
西
山
遺
跡
と
同
型
式
の
可
能
性
が

あ
る
。

（
3
） 　

文
様
全
体
の
特
徴
と
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
わ
ら
び
手
形
に
近
い

箇
所
も
一
部
に
見
ら
れ
る
。

（
4
）　

た
だ
し
、
透
か
し
孔
の
数
が
多
い
あ
た
ご
山
型
文
様
の
成
立
が
先
行
す
る
と
考
え
て
い
る
。
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