
彙　　　　報77

　

し
か
し
、
こ
の
持
統
天
皇
の
皇
位
継
承
と
司
令
神
の
変
更
の
関
係
性
に
つ

い
て
は
系
図
の
齟
齬
な
ど
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
ま

ず
司
令
神
の
変
更
の
時
期
に
つ
い
て
、
持
統
天
皇
で
は
な
く
、
天
武
天
皇
を

そ
の
画
期
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
司
令
神
の
変
更
の
要
因
に
つ
い

て
は
持
統
天
皇
の
皇
位
継
承
と
の
関
係
で
は
な
く
、
天
武
天
皇
が
志
向
し
た

中
央
集
権
国
家
建
設
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
天
皇
だ
け
で
な
く
、
他
氏

族
の
祖
先
神
で
も
あ
っ
た
た
め
、
天
武
天
皇
が
目
指
し
た
天
皇
神
格
化
や
対

外
政
策
上
、
司
令
神
と
し
て
不
都
合
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
司

令
神
と
し
た
目
的
は
在
地
の
太
陽
信
仰
を
天
皇
の
も
と
に
吸
収
し
自
身
を
神

格
化
し
、
神
的
権
威
を
持
た
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

戦
国
大
名
武
田
氏
の
曹
洞
宗
支
配

長
谷
川　

幸
一　

　

戦
国
大
名
武
田
氏
の
研
究
は
、
他
大
名
に
比
べ
、
多
く
の
研
究
成
果
が
出

さ
れ
て
き
て
い
る
分
野
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
に
関
す
る
研
究

に
つ
い
て
は
、
基
礎
的
事
実
さ
え
、
明
ら
か
で
な
い
こ
と
も
多
く
見
受
け
ら

れ
、
他
分
野
の
研
究
に
比
べ
、
ま
だ
ま
だ
研
究
す
る
余
地
が
残
っ
て
い
る
。

こ
の
点
は
武
田
氏
研
究
に
限
ら
ず
、
戦
国
史
研
究
全
体
の
動
向
と
し
て
も
い

え
る
。
本
報
告
で
取
り
上
げ
る
武
田
氏
の
曹
洞
宗
支
配
に
つ
い
て
の
研
究
も

多
く
の
蓄
積
が
あ
る
が
、依
然
、そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
あ
る
。

　

本
報
告
で
は
、
戦
国
期
の
甲
斐
の
曹
洞
宗
に
注
目
す
る
。
中
世
の
甲
斐
に

　

な
お
、
大
会
の
当
日
配
布
さ
れ
た
発
表
資
料
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
二
〇
一
五
年
度　

駒
沢
史
学
会
大
会
発
表
要
旨
】

天
孫
降
臨
神
話
の
司
令
神
に
つ
い
て

舟
久
保　

大
輔　

　

天
孫
降
臨
神
話
と
は
天
上
世
界
の
最
高
神
が
自
身
の
子
孫
で
あ
る
皇
孫
に

対
し
て
地
上
世
界
の
統
治
者
と
し
て
降
臨
を
司
令
す
る
と
い
う
神
話
で
あ

る
。
ま
た
、
天
皇
は
こ
の
天
上
世
界
の
最
高
神
＝
司
令
神
の
子
孫
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
司
令
神
は
天
皇
家
の
祖
先
神
で
あ
り
、
天
皇
家

の
支
配
の
正
当
性
の
思
想
的
根
拠
と
な
る
最
も
重
要
な
神
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
孫
降
臨
神
話
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
内

容
の
異
な
る
神
話
が
六
伝
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
そ
の
司

令
神
に
注
目
す
る
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
で
あ
っ
た
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
で
あ
っ
た

り
、
あ
る
い
は
二
神
並
立
で
あ
っ
た
り
と
そ
の
所
伝
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
各
所
伝
に
お
け
る
天
孫
降
臨
神
話
の
司
令
神
の
違
い
の
意
義

に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
司
令
神
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
へ

変
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
説
一
致
し
て
い
る
。
で
は
そ
の
変
化

の
時
期
や
要
因
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
持
統
天
皇
が
そ
れ

ま
で
前
例
の
な
か
っ
た
孫
の
文
武
天
皇
の
即
位
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
ア

マ
テ
ラ
ス
を
司
令
神
と
し
、
孫
の
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
降
臨
さ
せ
る
と
い
う
神
話

を
創
作
し
た
と
い
う
説
が
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
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参
勤
交
代
と
脇
道
通
行
―
―
美
濃
路
脇
道
を
事
例
に
―
―

宮
川　

充
史　

　

徳
川
幕
府
と
諸
大
名
の
主
従
関
係
の
象
徴
と
も
い
え
る
の
が
参
勤
交
代
で

あ
る
。
従
来
の
研
究
は
制
度
史
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で

は
藩
政
史
料
や
宿
場
史
料
を
用
い
た
考
察
が
各
地
域
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

西
国
諸
大
名
の
参
勤
交
代
に
使
用
さ
れ
る
街
道
は
多
く
は
東
海
道
と
決
め
ら

れ
て
い
た
。
本
街
道
か
ら
外
れ
た
脇
道
の
勝
手
な
通
行
は
規
制
さ
れ
て
い
た

も
の
の
、
実
際
に
は
脇
道
通
行
が
見
ら
れ
た
。
幕
府
が
脇
道
通
行
の
禁
止
を

立
案
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
年
）
の
鳥
取

藩
主
の
美
濃
路
脇
道
通
行
で
あ
っ
た
。
本
報
告
で
は
、
こ
の
美
濃
路
脇
道
を

事
例
に
、
そ
の
数
量
や
通
行
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
す
る
。

　

美
濃
路
脇
道
は
、
東
海
道
と
中
山
道
を
結
ぶ
美
濃
路
の
脇
道
で
あ
る
。
大

垣
藩
の
藩
庁
で
も
あ
る
大
垣
を
避
け
、
中
山
道
赤
坂
宿
と
美
濃
路
墨
俣
宿
を

直
接
結
ぶ
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
美
濃
路
脇
道
が
鳥
取
藩
の
み
ら
な
ず
、
他
藩

も
幕
府
に
無
届
で
通
行
し
て
い
た
事
実
を
知
っ
た
道
中
奉
行
は
、
老
中
水
野

忠
成
に
大
名
等
の
脇
道
通
行
の
禁
止
を
上
申
し
た
。
水
野
は
参
勤
時
期
の
遅

れ
や
、道
中
の
混
乱
を
懸
念
し
て
、理
由
の
な
い
脇
道
通
行
は
規
制
す
る
も
、

洪
水
等
「
無
拠
」
事
情
に
よ
っ
て
は
、
脇
道
の
通
行
を
許
す
と
い
う
姿
勢
で

全
面
的
な
通
行
禁
止
ま
で
は
決
定
し
な
か
っ
た
。

　

中
山
道
赤
坂
宿
、
美
濃
路
起
宿
の
史
料
を
中
心
に
美
濃
路
脇
道
の
通
行
者

を
考
察
し
た
結
果
、
美
濃
路
脇
道
通
行
は
大
名
だ
け
で
な
く
、
公
家
や
御
茶

壺
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
大
き
な
理
由
と
し
て
、
美
濃
路
が

洪
水
の
多
い
輪
中
地
帯
を
抜
け
る
街
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
美

お
い
て
、
最
大
の
勢
力
を
誇
っ
た
仏
教
の
宗
派
は
曹
洞
宗
で
あ
る
。
そ
の
曹

洞
宗
の
門
派
中
、
も
っ
と
も
多
く
甲
斐
に
お
い
て
勢
力
を
伸
長
さ
せ
た
門
派

は
、
峨
山
韶
碩
の
流
れ
を
汲
む
吾
宝
宗
璨
の
門
下
、
雲
岫
宗
龍
の
一
派
に
な

る
。
こ
の
一
派
は
雲
岫
派
と
称
さ
れ
る
。
近
世
に
な
っ
て
、
甲
斐
の
曹
洞
宗

門
行
政
は
、
こ
の
雲
岫
派
で
あ
っ
た
大
泉
寺
と
広
厳
院
の
二
ヶ
寺
に
よ
る
相

僧
録
制
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
二
ヶ
寺
が
僧
録
と
な
っ
た
の

か
に
つ
い
て
、
大
泉
寺
は
武
田
氏
・
浅
野
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
、
広
厳
院
は

雲
岫
派
の
派
頭
で
あ
っ
た
寺
院
で
あ
っ
た
た
め
、
僧
録
と
な
っ
た
も
の
と
さ

れ
る
。

　

し
か
し
、
近
世
以
前
の
甲
斐
の
僧
録
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
不
明
な
点
が

多
い
。
大
泉
寺
は
、
天
文
年
中
よ
り
甲
斐
・
信
濃
に
お
け
る
僧
録
と
し
て
武

田
氏
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
近
世
に
作

成
さ
れ
た
地
誌
『
甲
斐
国
志
』
に
よ
る
記
載
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
具
体
的
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
甲

斐
国
志
』
の
記
載
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
も
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

　

本
報
告
で
は
、
戦
国
期
、
甲
斐
に
お
け
る
曹
洞
宗
寺
院
が
武
田
氏
と
ど
の

よ
う
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
か
。
曹
洞
宗
寺
院
は
武
田
領
国
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
存
立
し
て
い
た
の
か
。
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
関
係
史
料
の

検
討
を
通
し
て
、
武
田
氏
に
よ
る
曹
洞
宗
支
配
を
考
察
し
た
い
。
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る
江
戸
市
中
や
近
郊
地
域
に
つ
い
て
は
、
渡
船
を
主
要
な
河
川
通
行
手
段
と

し
て
位
置
付
け
、
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
が
江
戸
・
東
京
の
地
域
史
研

究
の
立
場
か
ら
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
都
市
交
通
に
お
け
る
渡
河
機
能
の
「
近
代
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
も

検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
画
期
と
し
て
は
、「
渡
船
か
ら
橋
へ
」「
鉄

橋
の
出
現
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
明
治
以
降
に
直
線
的
に
鉄
橋

化
す
る
の
で
は
な
く
、
大
正
期
ま
で
は
か
な
り
多
く
の
渡
船
が
並
列
的
に
運

航
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
鉄
橋
化
の
過
渡
期
と
し
て
、
明
治
初
期
の
木
造

橋
の
架
設
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
主
体
は
民
間
事
業
者
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事

例
か
ら
明
治
初
期
の
東
京
の
都
市
交
通
の
一
端
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
本
報
告
で
は
、
江
戸
市
中
と
い
う
立
地
条
件
に
あ
る
渡
船

と
し
て
大
川
御
厩
河
岸
渡
船
を
対
象
に
、
江
戸
市
中
へ
の
交
通
上
の
役
割
と

そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
あ
わ
せ
て
『
厩
橋
架
橋
書
類
・
甲
』（
東
京

都
公
文
書
館
蔵
）
を
も
と
に
、
同
渡
船
の
橋
梁
化
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
民

間
架
橋
事
業
者
の
出
願
案
を
東
京
府
・
大
蔵
省
が
適
正
な
入
費
消
却
計
画
へ

と
修
正
さ
せ
る
と
い
う
指
導
を
行
い
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
民
間
に
よ
る

経
営
と
い
う
方
針
を
維
持
し
て
架
橋
に
至
る
が
、
一
方
で
民
間
経
営
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
開
橋
早
々
に
経
営
的
困
難
に
直
面
す
る
と
い
う
明
治
初
期
の
渡

河
交
通
の
事
態
と
問
題
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

濃
路
に
と
っ
て
、美
濃
路
脇
道
は
必
要
な
回
避
路
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、

紀
州
藩
の
参
勤
交
代
で
は
脇
道
通
行
が
常
例
と
な
り
、幕
末
ま
で
使
用
さ
れ
、

美
濃
路
脇
道
が
「
紀
州
街
道
」
と
称
さ
れ
た
程
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
雨
季
で

な
は
な
い
時
期
に
も
脇
道
通
行
が
あ
っ
た
。
本
道
よ
り
も
脇
道
使
用
の
方
が

距
離
が
短
く
、
人
馬
賃
銭
も
安
か
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
美
濃
路
脇
道
は
洪
水
時
の
回
避
路
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
紀
州
藩
主
の

参
勤
交
代
の
常
道
と
な
り
、
美
濃
路
の
バ
イ
パ
ス
幹
線
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

御
厩
河
岸
渡
船
に
み
る
江
戸
・
東
京
の
河
川
交
通斉

藤　

照
徳　

　

近
世
渡
船
研
究
で
は
、
東
海
道
・
中
山
道
な
ど
の
街
道
に
位
置
す
る
渡
船

を
主
な
対
象
と
し
て
、
渡
船
に
関
所
的
機
能
を
み
て
そ
の
軍
事
的
・
政
治
的

性
格
が
検
討
さ
れ
た
。
対
し
て
、
軍
事
面
の
み
の
把
握
を
批
判
し
、
交
通
史

的
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
す
べ
き
と
し
て
、
渡
船
場
自
体
の
経
営
実
態
や
地

域
産
業
と
渡
船
経
営
と
の
関
連
性
な
ど
経
済
的
観
点
か
ら
の
研
究
も
行
わ
れ

た
。
一
方
、
渡
船
場
の
機
能
の
本
質
は
「
渡
河
機
能
」
で
あ
る
と
し
、
水
運

機
能
と
の
両
面
で
把
握
が
必
要
と
の
指
摘
な
ど
も
あ
り
、
渡
船
研
究
は
機
能

面
の
分
析
と
実
態
解
明
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、こ
う
し
た
渡
船
の
性
格
を
め
ぐ
る
議
論
は
、対
象
の
渡
船
が
「
街

道
に
位
置
す
る
」
と
い
う
立
地
条
件
か
ら
発
生
す
る
側
面
を
も
ち
、
あ
ら
ゆ

る
渡
船
に
共
通
の
問
題
と
は
い
え
な
い
。
な
か
で
も
多
く
の
渡
船
が
運
航
す
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い
る
神
々
と
、
容
器
が
壷
の
形
態
に
な
る
と
そ
の
容
器
を
守
護
す
る
役
目
を

持
つ
女
神
た
ち
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
容
器
の
変
遷
形
態
は
五
段
階
に
分
け

ら
れ
る
（
布
：
第
４
王
朝
→
箱
：
第
４
王
朝
→
壷
：
第
１
中
間
期
→
壷
と
箱
：

第
18
王
朝
→
空
箱
：
第
３
中
間
期
）。

　

多
く
の
文
化
で
見
ら
れ
る
葬
送
習
慣
の
副
葬
品
に
壷
が
付
き
物
で
あ
る
よ

う
に
、
カ
ノ
ポ
ス
容
器
（
壷
）
が
時
代
の
流
れ
の
中
で
古
代
エ
ジ
プ
ト
文
化

を
代
表
す
る
副
葬
品
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
っ
た
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
完

璧
に
準
備
を
し
て
い
れ
ば
、
死
は
恐
れ
る
も
の
で
は
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
時
代
ご
と
に
お
け
る
埋
葬
に
関
し
て
の
完
璧
さ
や
、
当
時

の
人
々
が
求
め
た
完
全
な
準
備
の
中
の
細
部
へ
の
現
れ
が
見
え
る
副
葬
品
こ

そ
が
カ
ノ
ポ
ス
容
器
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
浦
半
島
に
お
け
る
横
穴
墓
の
特
異
性
に
つ
い
て

―
―
半
島
南
端
部
を
中
心
に
―
―
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本
発
表
は
、
神
奈
川
県
三
浦
半
島
の
横
穴
墓
を
総
体
的
に
研
究
し
、
半
島

と
い
う
独
特
な
地
理
的
環
境
の
下
で
活
動
し
た
で
あ
ろ
う
横
穴
墓
被
葬
者
の

性
格
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
研
究
の
第
一
段
階
と
し

て
、
三
浦
半
島
に
お
け
る
横
穴
墓
分
布
地
帯
の
一
つ
で
も
あ
る
、
半
島
南
端

部
（
三
浦
市
域
）
を
対
象
と
す
る
。

　

前
半
は
、
三
浦
半
島
全
域
を
対
象
と
し
た
研
究
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
横
穴
墓
の
形
態
・
副
葬
品
の
様
相
を
概
観
し
て
い
く
。
横
穴
墓
の
形

カ
ノ
ポ
ス
容
器
か
ら
見
る
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
死
生
観

小
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古
代
エ
ジ
プ
ト
の
人
々
は
来
世
の
存
在
を
信
じ
、
死
後
に
は
来
世
で
現
世

と
変
わ
ら
な
い
生
活
を
送
る
と
い
う
思
想
を
も
っ
て
い
た
。「
死
」
と
い
う

も
の
を
生
命
活
動
の
終
焉
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
不
可
視
で
あ
る
人
物

の
「
魂
」
は
残
る
と
い
う
思
想
は
、
古
代
か
ら
多
く
の
人
間
に
も
た
れ
て
き

た
考
え
方
で
あ
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
た
ち
も
現
世
で
の
「
死
」
は
肉
体
活

動
の
終
焉
で
あ
り
、
死
後
、
来
世
で
復
活
し
生
命
活
動
が
維
持
さ
れ
る
と
考

え
て
い
た
。
し
か
し
、
来
世
で
復
活
す
る
た
め
に
は
墓
の
建
築
や
数
々
の
副

葬
品
な
ど
様
々
な
準
備
を
整
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
回
取

り
扱
う
副
葬
品
の
カ
ノ
ポ
ス
容
器
は
、
他
の
文
化
で
は
見
ら
れ
な
い
古
代
エ

ジ
プ
ト
独
自
の
副
葬
品
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
出
土
例
が
確
認
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、体
系
的
な
研
究
は
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
発
表
で
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
死
生
観
に
つ
い
て
紹
介
し
、
副
葬

品
の
一
つ
で
あ
る
カ
ノ
ポ
ス
容
器
が
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
人
た
ち
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
死
生
観
は
自
然
環
境
か
ら
の
影
響
が
大
き
く
、
そ
れ

ら
に
は
再
生
復
活
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
死
」
と
は
人
の
一
生
に
お

け
る
一
つ
の
変
化
の
点
で
あ
り
、
命
を
失
っ
て
も
魂
は
別
の
場
所
（
来
世
）

で
生
き
続
け
る
と
考
え
て
い
た
。
自
然
の
循
環
と
同
じ
よ
う
に
、
来
世
で
の

再
生
に
よ
っ
て
人
の
生
命
も
繰
り
返
す
と
い
う
死
生
観
に
つ
な
が
っ
た
の
で

あ
る
。
本
発
表
で
扱
う
カ
ノ
ポ
ス
容
器
は
、
ミ
イ
ラ
作
製
時
に
摘
出
さ
れ
る

四
つ
の
臓
器
を
収
め
る
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
臓
器
を
守
護
し
て
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態
は
、
棺
座
や
排
水
溝
等
の
付
帯
施
設
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
天

井
・
墓
室
平
面
形
態
に
特
筆
す
べ
き
点
は
み
ら
れ
な
い
。
副
葬
品
に
つ
い
て

は
、
異
質
な
も
の
と
し
て
「
釣
針
」
が
挙
げ
ら
れ
、
神
奈
川
県
内
で
も
三
浦

半
島
だ
け
に
み
ら
れ
る
特
異
な
副
葬
品
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

後
半
で
は
、
横
穴
墓
の
副
葬
品
の
中
で
も
特
殊
な
部
類
に
分
け
ら
れ
る
、

「
漁
撈
具
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
く
。
漁
撈
具
の
副
葬
は
出
土
事
例
が
少
な

い
も
の
の
、
古
墳
時
代
全
般
に
み
ら
れ
、
横
穴
墓
よ
り
も
古
墳
に
副
葬
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
。
ま
た
、
必
ず
し
も
沿
岸
部
の
古
墳
や
横
穴
墓
全
て
に

副
葬
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
半
島
や
島
な
ど
海
上
交
通
の
要
衝
と
な
る
場

所
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
漁
撈
具
が
副
葬
さ
れ
る
横
穴
墓
は
非
常

に
数
が
少
な
く
、
太
平
洋
沿
岸
で
は
三
浦
半
島
と
房
総
半
島
で
し
か
確
認
さ

れ
て
い
な
い
。

　

漁
撈
具
は
、
多
量
の
副
葬
品
の
中
に
釣
針
や
ヤ
ス
が
２
～
３
本
だ
け
副
葬

さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
多
く
、
特
に
豊
富
な
武
器
類
と
の
共
伴
事
例
が
特
徴
的

で
あ
る
。
さ
ら
に
、三
浦
半
島
に
お
け
る
漁
撈
具
副
葬
横
穴
墓
に
関
し
て
は
、

馬
具
を
除
い
て
装
飾
付
大
刀
を
含
む
武
器
・
土
器
・
装
飾
品
全
て
が
副
葬
さ

れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
漁
撈
具
副
葬
墓
の
様
相
か
ら
、
被
葬
者
は
単
な
る
漁
民
で

は
な
く
、
海
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
多
様
な
活
動
の
な
か
で
力
を
付
け
た
も

の
と
推
察
さ
れ
る
。
三
浦
半
島
の
横
穴
墓
被
葬
者
が
、
海
を
舞
台
に
ど
の
よ

う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
い
く
に
は
、
多
角
的
な
視
点
で
の

検
討
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。


