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岩
崎
卓
也

東
京
六
大
学
の
雄
法
政
大
学
は
、
一
九
八
○
年
を
も
っ
て
創
立
百
周
年
を

迎
え
た
。
こ
の
輝
や
か
し
い
節
Ⅱ
の
記
念
事
業
と
し
て
、
数
々
の
調
査
。
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
組
ま
れ
た
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
福
島
県
本
屋
敷
古
墳
群

の
調
査
・
研
究
も
ま
た
、
そ
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
成
果
を
収
録
し
て
、
法
政
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
一
冊
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、
本
文
四
一
一
一
九
ペ
ー
ジ
。
六
二
図
版
と
い
う
大
冊

で
あ
る
。
そ
の
構
成
と
内
容
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章
本
屋
敷
古
墳
群
の
地
理
的
環
境
お
よ
び
歴
史
的
背
景

第
二
章
遺
跡
の
現
状
と
調
査
経
過

第
三
章
調
査
結
果

第
ｎ
章
本
屋
敷
古
墳
群
の
考
察

第
五
章
請
戸
川
・
高
瀬
川
流
域
に
お
け
る
古
墳
文
化
の
展
開

第
六
章
大
化
前
代
の
浪
江
と
染
羽
国
造

第
七
章
本
屋
敷
古
墳
群
の
諮
問
鼬

む
す
び
／
英
文
抄
訳
／
前
方
後
方
墳
集
成

右
記
の
と
お
り
、
調
杏
成
果
に
か
か
わ
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
第
三
章
、
’
六

三
ペ
ー
ジ
で
終
り
、
残
余
は
調
査
成
果
に
も
と
づ
く
考
察
編
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
ら
は
、
助
手
・
大
学
院
生
と
い
う
、
法
政
大
学
の
明
日
を
担
う
若
手

八
書
評
Ｖ

「
本
屋
敷
古
墳
群
の
研
究
』

書
評
「
本
屋
敷
古
墳
群
の
研
究
』
（
岩
崎
）

研
究
者
が
、
力
を
結
集
し
て
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
数
多
く
出

版
さ
れ
る
発
掘
調
査
報
告
書
が
、
や
や
も
す
れ
ば
事
実
記
載
に
終
始
し
が
ち

な
こ
と
を
思
う
と
き
、
そ
の
半
ば
以
上
を
考
察
に
あ
て
た
本
書
は
、
出
色
の

調
査
・
研
究
報
告
書
で
あ
る
と
評
価
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
報
告
書
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

第
一
章
で
は
、
本
屋
敷
古
墳
群
が
、
太
平
洋
に
注
ぐ
請
戸
川
の
川
口
か
ら

四
キ
ロ
ほ
ど
内
陸
の
「
恰
も
南
北
を
限
る
丘
陵
が
最
も
狭
ま
っ
た
個
所
の
北

側
」
に
立
地
す
る
こ
と
、
周
辺
に
は
弥
生
時
代
後
期
の
土
器
が
分
布
す
る

が
、
茨
城
県
の
十
王
台
式
土
器
文
化
の
波
及
を
確
実
に
あ
と
づ
け
う
る
こ

と
、
こ
の
地
に
は
前
方
後
円
墳
を
含
む
多
数
の
古
墳
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

小
規
模
で
副
葬
品
も
乏
し
い
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
調
査
に
あ
た
り
一
号
境
の
軸
線
方
位
に
あ
わ
せ
て
、
二
×

二
メ
ー
ト
ル
方
眼
の
グ
リ
ッ
ド
を
設
け
、
ト
レ
ン
チ
法
も
併
用
し
た
こ
と
、

出
土
遺
物
の
ラ
ン
ク
す
な
わ
ち
遺
構
に
直
結
す
る
と
思
え
る
Ａ
、
そ
の
可
能

性
が
強
い
Ｂ
、
そ
の
他
Ｃ
の
三
ラ
ン
ク
な
ど
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

調
査
主
体
に
よ
り
方
針
が
異
な
る
現
在
、
こ
う
し
た
記
述
も
必
要
で
あ
る
。

私
ど
も
が
報
告
書
に
接
し
て
一
番
難
渋
す
る
の
が
、
果
た
し
て
ど
の
遺
物
と

ど
れ
と
が
遺
構
に
面
結
す
る
と
判
断
さ
れ
た
の
か
、
必
ず
し
小
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
、
こ
の
ラ
ン
ク
付
け
は
重
要
で
あ
る
。

第
三
章
は
、
調
査
さ
れ
た
諸
遺
構
の
詳
細
な
記
述
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
一
号
墳
は
、
ほ
ぼ
東
西
方
位
の
全
長
三
六
・
五
メ
ー
ト
ル
と

い
う
前
方
後
方
墳
で
、
後
方
部
東
北
に
ブ
リ
ッ
ジ
を
の
こ
す
不
整
形
周
堀
が

め
ぐ
っ
て
い
た
。
後
方
部
頂
に
は
、
長
さ
七
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
割
竹
形
木

棺
が
、
そ
の
東
西
両
端
を
粘
土
で
固
定
し
て
直
葬
し
て
あ
っ
た
。
東
枕
に
遺

七
九
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体
を
安
置
し
た
と
ゑ
て
よ
く
、
竹
櫛
と
玉
類
若
干
を
伴
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か

前
方
部
に
小
箱
式
石
棺
が
あ
り
、
刀
子
二
本
が
出
土
し
た
。
ま
た
墳
頂
お
よ

び
周
堀
内
か
ら
、
多
種
類
の
土
師
器
を
得
た
。

二
・
四
号
墳
は
、
と
も
に
二
○
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
方
墳
で
、
と
も
に

不
整
形
の
周
堀
を
も
つ
。
埋
葬
施
設
は
、
二
号
墳
に
組
合
式
木
棺
の
疑
い
が

あ
る
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
木
棺
が
直
葬
さ
れ
た
ら
し
い
の
に
、
四
号
境

の
そ
れ
は
長
さ
五
・
七
メ
ー
ト
ル
と
四
・
七
メ
ー
ト
ル
未
満
の
並
列
す
る
二

本
の
割
竹
形
木
棺
だ
っ
た
。
す
べ
て
副
葬
品
は
皆
無
に
近
か
っ
た
。
二
古
墳

と
も
塊
葬
施
設
上
に
、
垳
形
な
ど
の
士
師
器
が
供
献
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

一
一
一
号
墳
は
径
一
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
円
墳
で
、
墳
頂
に
は
二
つ
の
箱
式
石

棺
が
あ
り
、
周
辺
に
塊
．
Ⅲ
な
ど
の
土
師
器
、
ま
た
裾
部
に
は
甕
な
ど
の
大

型
士
器
の
ほ
か
、
臼
玉
を
納
め
た
瞳
や
、
滑
石
製
勾
玉
も
ゑ
ら
れ
た
。

そ
の
他
の
遺
構
中
、
古
墳
群
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
～
三
号

竪
穴
住
居
比
で
あ
る
。
｜
号
吐
は
、
二
号
墳
下
か
ら
発
見
さ
れ
、
古
制
を
保

つ
小
型
器
台
な
ど
が
出
士
し
た
。
円
形
プ
ラ
ン
を
も
つ
二
号
趾
は
、
十
王
台

式
の
範
薦
に
含
ま
れ
る
土
器
と
、
北
陸
地
方
的
な
土
器
と
の
共
存
が
注
目
さ

れ
た
。
一
号
墳
に
先
行
す
る
三
号
趾
で
は
、
装
飾
器
台
が
特
記
さ
れ
る
。

第
四
章
は
、
右
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
踏
ま
え
た
考
察
編
で
、
内
容
は
多
岐
に

わ
た
る
。
ま
ず
一
号
墳
の
外
形
が
検
討
さ
れ
る
。
平
面
形
に
多
く
の
チ
ェ
ッ

ク
・
ポ
イ
ン
ト
を
設
け
、
そ
れ
ら
と
後
方
部
長
と
の
相
対
比
を
集
積
し
て
、

関
東
・
東
北
地
方
の
前
方
後
方
境
の
類
型
化
を
試
永
た
り
す
る
が
、
本
屋
敷

一
号
墳
の
系
譜
を
た
ど
り
う
る
よ
う
な
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

論
者
は
こ
れ
を
、
中
央
政
権
と
の
直
結
に
も
と
づ
く
と
考
え
て
い
る
。

つ
い
で
東
北
地
方
に
お
け
る
、
前
方
後
方
墳
を
含
む
古
墳
群
構
成
の
検
討

法
政
史
学
第
三
十
八
号

に
入
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
方
で
は
丘
上
に
立
地
す
る
小
型
前
方
後
方
墳
と

方
墳
を
主
体
と
す
る
古
墳
群
と
、
群
を
な
さ
な
い
平
地
の
大
型
前
方
後
方
墳

と
い
う
、
二
つ
の
在
り
方
に
大
別
し
う
る
と
い
う
結
果
を
導
く
。
平
地
立
地

は
時
期
的
に
新
し
い
の
で
あ
ろ
う
と
も
い
う
。

主
体
部
の
割
竹
形
木
棺
も
ま
た
、
東
北
一
円
を
対
象
と
し
て
類
型
化
を
試

ふ
た
末
、
封
士
中
に
長
大
な
棺
を
埋
置
す
る
も
の
は
、
塩
釜
式
期
に
属
す
る

古
式
で
あ
る
の
に
、
地
山
に
埋
置
さ
れ
る
小
型
木
棺
は
南
小
泉
Ⅱ
式
期
に
含

ま
れ
る
と
結
論
づ
け
る
。

こ
の
割
竹
形
木
棺
に
副
葬
さ
れ
る
玉
類
も
、
会
津
大
塚
山
古
墳
の
よ
う
な

多
量
埋
納
型
と
、
少
量
が
散
見
さ
れ
る
遠
見
塚
古
墳
の
タ
イ
プ
と
が
あ
り
、

本
屋
敷
例
は
後
者
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。

東
北
地
方
の
箱
式
石
棺
は
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半
に
か
げ
て
集

中
的
に
使
用
さ
れ
た
ら
し
く
、
「
政
治
的
・
軍
事
的
な
共
通
項
を
も
っ
た
人

々
｜
が
お
さ
め
ら
れ
た
と
も
推
理
し
て
い
る
。

遺
物
の
考
察
で
は
、
ま
ず
二
号
住
居
吐
出
士
土
器
が
姐
上
に
あ
げ
ら
れ

る
。
論
者
は
「
口
縁
つ
ま
糸
出
し
謹
形
土
器
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
分
布
を

追
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
北
陸
地
方
、
と
り
わ
け
富
山
・
新
潟
方
面
に
濃
密
な

分
布
を
ふ
せ
る
こ
と
、
そ
の
使
用
が
月
影
式
期
か
ら
一
部
高
凰
式
期
に
及
ぶ

間
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
上
で
、
関
東
・
中
部
・
東
北
地
方

に
散
見
す
る
こ
の
種
の
土
器
を
、
北
陸
系
土
器
と
断
じ
る
。
だ
が
、
北
陸
以

外
で
は
五
世
紀
ま
で
下
降
す
る
年
代
の
も
の
は
見
当
ら
な
い
と
い
う
。

墳
頂
部
か
ら
出
土
す
る
土
器
の
組
成
も
追
究
さ
れ
、
祭
祀
用
主
要
三
器
種

の
解
体
プ
ロ
セ
ス
を
想
定
し
て
、
｜
号
墳
↓
二
号
境
と
い
う
編
年
的
序
列
づ

け
を
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
祭
祀
土
器
の
あ
り
方
は
、
関
東
地
方
東
部
の

八
○
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屯
の
に
類
似
す
る
と
い
う
。

古
墳
の
築
造
に
関
し
て
は
、
ま
ず
古
墳
の
士
遺
計
算
を
行
な
い
、
｜
号
墳

築
造
に
の
べ
六
一
一
一
七
人
を
要
し
た
の
に
、
こ
れ
に
次
ぐ
四
号
境
の
作
業
量
は

二
九
一
一
一
人
分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
、
差
の
大
き
さ
に
着
目
す
る
。
ま
た
、
例

え
ば
一
号
頃
で
は
、
築
造
当
初
の
蝋
丘
か
ら
す
で
に
三
一
。
〈
－
セ
ン
ト
も
流

失
し
た
ら
し
い
と
想
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
士
量
計
算
等
は
、
各
地
の
古
墳

で
試
承
ら
れ
始
め
て
い
る
が
、
大
い
に
期
待
し
た
い
部
門
で
あ
る
。

第
五
章
で
は
、
本
屋
敷
古
墳
群
が
立
地
す
る
譜
戸
川
・
高
瀬
川
流
域
の
古

墳
文
化
の
展
開
過
程
が
概
観
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
域
で
は
外

部
の
人
間
の
到
来
に
よ
っ
て
土
師
器
の
使
用
が
始
ま
り
、
そ
の
基
盤
の
上
に

古
墳
の
築
造
が
始
ま
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
展
開
す
る
こ
の
地
域
の
古
墳
文

化
は
一
一
一
期
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
期
に
は
早
く
も
群
集
境
の

形
成
が
始
ま
り
、
第
三
期
の
六
世
紀
前
半
期
に
は
横
穴
式
石
室
境
が
定
着
を

承
る
と
い
う
。
予
想
外
の
早
い
展
開
に
驚
く
の
は
、
私
だ
け
で
あ
る
ま
い
。

第
六
章
は
文
献
学
的
考
察
だ
が
、
現
状
で
は
「
和
名
抄
」
記
載
の
郷
名
比

定
も
ま
ま
な
ら
ぬ
と
い
う
。
だ
が
こ
の
地
域
を
染
羽
国
造
の
地
と
考
え
る
論

者
は
、
国
造
と
丈
部
と
の
関
係
を
根
拠
と
し
て
、
そ
の
成
立
期
を
六
世
紀
後

葉
と
推
測
す
る
。
も
ち
ろ
ん
系
譜
上
染
羽
国
造
に
先
行
す
る
本
屋
敷
一
号
境

の
被
葬
者
が
、
最
初
に
中
央
と
結
び
つ
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
他
の
在
地
首
長

よ
り
も
優
位
に
立
つ
べ
く
、
自
発
的
な
意
志
に
よ
っ
て
、
そ
の
傘
下
に
加
わ

っ
た
と
推
理
し
て
い
る
。

第
七
章
は
諸
考
察
の
ま
と
め
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
木
屋
敷

古
墳
群
が
、
立
地
・
築
造
法
・
墳
形
・
内
部
主
体
・
副
葬
品
・
供
献
土
器
な

ど
、
す
べ
て
の
属
性
が
四
世
紀
未
な
い
し
五
世
紀
初
め
の
前
方
後
方
境
の
範

書
評
『
本
屋
敷
古
墳
群
の
研
究
』
（
岩
崎
）

本
書
の
第
一
の
生
命
が
、
本
屋
敷
古
墳
群
の
調
査
報
告
に
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
部
分
は
、
精
細
な
調
査
の
結
果
が
詳
し
く
記

述
さ
れ
て
お
り
、
読
者
が
誤
っ
た
理
解
を
す
る
恐
れ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
記
述
が
及
ば
な
か
っ
た
と
思
え
る
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
一
号
境
主
体
部
内
埋
積
士
の
横
断
面
図
か
ら
、
私
ど
も
は
木
棺
の
ど
の

よ
う
な
埋
置
そ
し
て
埋
没
過
程
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
判

断
に
苦
し
む
。
ま
た
同
じ
古
墳
の
前
方
部
石
棺
と
、
前
方
部
周
堀
内
出
土
土

器
群
と
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
関
連
づ
け
ら
れ
た
の
か
、
い
ま
少
し
説

明
が
欲
し
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
新
た
な

問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
紙
幅
も
乏
し
い
の
で
、
考
察
編
に
つ
い
て
は
「
こ
の
点
を
抽

出
し
て
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

東
北
地
方
一
円
に
ふ
る
前
方
後
方
墳
を
含
む
群
構
成
の
類
型
化
は
、
い
ろ

鴫
内
に
あ
り
、
と
く
に
茨
城
県
勅
使
塚
・
原
一
号
墳
、
栃
木
県
茂
原
愛
宕

塚
、
千
葉
県
新
皇
塚
の
諸
古
墳
と
類
縁
関
係
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、
本
屋
敷
古
墳
群
は
東
北
関
東
地
方
と
の
関
連
に
お
い
て
理

解
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
北
陸
・
東
海
地
方
と
の
か
か
わ
り
も
重
視
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
東
北
地
力
へ
の
古
墳
文
化
の
流
入
は
、
予
期
以
上

に
早
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
だ
が
こ
の
地
域
に
お
け
る
首
長
権
の
基
盤
は
き

わ
め
て
不
安
定
だ
っ
た
ろ
う
こ
と
に
も
一
一
一
一
口
及
さ
れ
て
い
る
。

む
す
び
で
は
、
責
任
者
の
伊
藤
玄
三
教
授
が
、
む
し
ろ
淡
々
と
、
主
眼
で

あ
っ
た
前
方
後
力
墳
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
し
え
た
こ
と
を
喜
ぶ
、
と
述
べ

て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。
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い
ろ
な
問
題
を
抽
出
す
る
手
が
か
り
と
な
ろ
う
と
考
え
る
。
だ
が
そ
の
前
提

と
し
て
、
各
群
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
群
を

構
成
す
る
個
々
の
古
墳
の
年
代
が
明
ら
か
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
抜
き

で
は
、
折
角
の
着
眼
も
効
果
半
減
の
恐
れ
が
あ
る
と
思
う
。
年
代
が
明
ら
か

で
、
し
か
も
相
似
た
類
型
と
思
え
る
も
の
で
も
、
詳
細
に
比
較
す
れ
ば
思
わ

ぬ
差
異
に
逢
着
す
る
こ
と
も
あ
る
。
本
屋
敷
古
墳
群
で
は
、
一
・
二
・
四
号

境
が
ほ
と
ん
ど
時
間
差
を
設
け
ず
に
相
次
い
で
築
か
れ
た
と
い
う
。
し
か
も

後
続
す
る
二
・
四
号
墳
は
、
一
号
墳
の
存
在
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
周
堀
に

接
す
る
よ
う
に
築
い
た
か
に
承
え
る
。
い
つ
ぽ
う
同
じ
四
基
構
成
を
な
す
、

福
島
県
十
九
壇
古
墳
群
も
ま
た
、
四
号
境
を
除
く
三
基
が
五
領
Ｉ
式
期
の
内

で
、
相
前
後
し
て
築
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
場
合
は
、
前
方
後
方

墳
と
方
墳
と
は
、
百
メ
ー
ト
ル
も
の
距
離
を
お
い
て
築
か
れ
て
い
る
。
こ
の

両
者
に
ふ
る
群
構
成
原
理
の
差
異
は
無
視
で
き
な
い
と
思
う
が
、
両
群
と
も

－
世
代
一
古
墳
と
い
う
、
地
方
の
古
式
古
墳
群
に
一
般
的
な
．
〈
タ
ー
ン
を
と

ら
な
い
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
東
北
地
方
古
墳
出
現
期
の

社
会
的
特
質
を
解
く
鍵
の
一
つ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
ま
た
平
地
に
出
現

す
る
大
型
前
方
後
方
墳
が
、
単
独
境
の
形
式
を
と
る
と
い
う
指
摘
も
、
右
の

あ
り
方
と
対
比
す
る
中
で
質
の
差
を
見
い
だ
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

染
羽
国
造
と
こ
の
地
域
の
古
墳
と
の
か
か
わ
り
を
検
証
す
る
場
合
も
、
地

域
内
首
長
墓
の
系
列
を
追
う
作
業
を
必
要
と
し
よ
う
。
在
地
首
長
層
が
ど
の

よ
う
な
過
程
を
経
て
国
造
制
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
知
る
手
が
か
り
を

提
供
す
る
。
こ
の
地
域
の
古
墳
・
古
墳
群
の
概
観
を
踏
ま
え
る
と
き
、
本
屋

敷
一
号
↓
（
藤
橋
↓
）
堂
ノ
森
↓
官
林
と
い
う
系
列
が
た
ど
れ
る
の
か
、
と

い
う
点
も
気
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
六
世
紀
代
以
降
、
前
方
後
円
・
前

法
政
史
学
第
三
十
八
号

方
後
方
と
い
う
特
殊
墳
が
存
在
し
な
い
ら
し
い
こ
と
に
も
、
染
羽
国
造
出
現

の
特
質
を
見
る
思
い
が
す
る
。

古
墳
・
古
墳
群
の
類
型
化
は
、
系
譜
を
探
る
目
的
も
あ
ろ
う
し
、
年
代
把

握
の
た
め
の
場
合
も
あ
ろ
う
。
私
は
そ
の
ほ
か
に
首
長
層
の
成
熟
度
と
い
う

か
、
性
格
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

こ
の
立
場
か
ら
存
在
形
態
を
類
型
化
す
る
な
ら
、
本
屋
敷
古
墳
群
は
栃
木
県

山
崎
古
墳
群
・
茨
城
県
安
土
星
古
墳
群
・
埼
玉
県
塩
古
墳
群
・
千
葉
県
飯
合

作
遺
跡
な
ど
に
近
似
す
る
と
考
え
て
い
る
。

個
別
的
な
問
題
だ
が
、
東
枕
と
い
う
埋
葬
様
式
も
興
味
深
い
。
茨
城
県
の

そ
れ
は
北
頭
位
が
一
般
で
、
千
葉
県
で
は
東
頭
位
が
優
越
す
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
な
ど
も
広
く
比
較
検
討
し
て
ふ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
｜
号

墳
の
石
棺
が
引
田
式
期
に
属
す
る
の
な
ら
、
墳
丘
上
陪
葬
と
考
え
ら
れ
て
い

る
も
の
に
は
、
実
に
一
世
紀
も
経
過
し
た
後
の
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
解
釈
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
土
器
論
の
一
部
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
報
告
者
ら
は
、
二
号
住
居
吐

出
士
土
器
を
中
心
に
、
「
口
縁
つ
ま
糸
出
し
甕
形
土
器
」
に
着
目
し
て
、
こ
れ

を
北
陸
系
と
断
じ
、
富
山
・
新
潟
方
面
に
そ
の
故
地
を
求
め
た
。
妥
当
な
見

解
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
従
来
北
陸
系
と
い
え
ば
、
５
字
口
縁
が
特
徴

的
な
石
川
県
の
月
影
式
土
器
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
研
究

者
の
意
識
の
外
に
あ
っ
た
こ
の
種
の
土
器
を
土
俵
に
上
げ
た
意
義
は
大
き

い
。
た
だ
、
私
ど
も
が
東
日
本
の
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
へ
の
移
行
期
の

土
器
を
扱
う
場
合
、
い
ま
一
つ
の
口
縁
つ
ま
承
出
し
技
法
が
存
在
す
る
こ
と

を
注
意
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
庄
内
甕
に
代
表
さ
れ
る
土
器
群
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
口
縁
つ
ま
承
出
し
甕
形
土
器
」
と
い
う
呼
称
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は
、
い
ま
少
し
限
定
し
て
使
用
す
る
方
が
誤
解
が
な
く
て
よ
い
と
思
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
当
該
土
器
の
口
唇
部
外
面
に
、
傾
斜
す
る
面
が
作
出

さ
れ
る
点
も
重
視
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
本
書
の
記
述
に
あ
る
通

り
、
こ
の
種
の
土
器
の
内
面
は
、
ヘ
ラ
ナ
デ
や
ハ
ヶ
メ
仕
上
げ
で
あ
っ
て
、

削
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
（
尤
も
石
川
県
下
に
客
体
的
に
存
在
す
る
も
の
に
は
、

内
面
削
り
を
加
え
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
）
。
そ
の
よ
う
な
点
を
重
視
す
る

と
、
長
野
県
柳
町
の
資
料
は
内
面
に
顕
著
な
削
り
が
ふ
ら
れ
る
と
い
う
（
笹

沢
浩
氏
教
示
）
か
ら
、
系
譜
上
問
題
が
残
る
。
い
つ
ぽ
う
、
長
野
県
城
の
内

遺
跡
の
土
器
の
う
ち
、
私
ど
も
が
第
一
様
式
と
呼
ん
だ
グ
ル
ー
プ
の
甕
形
土

器
は
、
口
縁
部
を
へ
一
う
で
斜
め
に
削
っ
て
面
を
作
り
だ
し
て
お
り
、
小
さ
な

平
底
に
至
る
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
等
を
も
考
慮
し
て
、
私
は
新
潟
県
方
面
の
系

譜
に
つ
ら
な
る
と
思
い
続
け
て
き
た
。
も
し
私
の
考
え
が
当
を
得
て
い
る
と

す
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
和
泉
式
併
行
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
に
は
数
多
く
の
集
成
表
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ

け
巻
末
の
前
方
後
方
墳
集
成
は
、
付
図
・
文
献
目
録
を
備
え
る
優
れ
た
も
の

で
、
収
録
古
墳
数
は
二
六
○
基
に
達
す
る
。
’
九
七
四
年
現
在
の
茂
木
雅
博

氏
の
集
成
が
、
疑
義
あ
る
も
の
を
含
め
て
一
二
四
基
だ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、

こ
の
十
年
間
の
発
見
の
す
さ
ま
じ
さ
が
わ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
集
成
表

は
、
こ
こ
当
分
の
間
、
前
方
後
方
境
の
イ
ン
デ
ク
ス
と
し
て
多
く
の
人
び
と

に
利
用
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
危
倶
の
念
も
生
じ
て
く

る
。
そ
の
第
一
は
、
旦
迦
に
こ
と
わ
り
は
あ
る
に
せ
よ
、
集
成
の
中
に
、
千

葉
隈
日
立
精
機
一
号
境
の
よ
う
に
調
査
者
が
前
方
後
方
墳
と
断
じ
る
の
を
避

け
た
も
の
や
、
本
村
豪
章
氏
の
考
証
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
そ
れ
と

断
じ
る
こ
と
を
た
め
ら
う
人
が
多
い
、
神
奈
川
県
真
土
大
塚
山
古
墳
な
ど
も

書
評
『
本
屋
敷
古
墳
群
の
研
究
」
（
岩
崎
）

本
書
は
若
手
研
究
者
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
す
ぐ
れ
た
調
査
報
告
書
で
あ
る
。
検
討
さ
れ
た
個
別
の
問
題
を
深

め
つ
つ
、
組
糸
あ
わ
せ
る
作
業
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
必
ず
や
請
戸
・

高
瀬
川
流
域
の
古
墳
時
代
地
域
史
の
叙
述
が
完
成
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ

は
近
世
地
方
史
研
究
の
泰
斗
村
上
直
氏
を
会
長
に
い
た
だ
く
法
政
史
学
の
学

風
を
さ
ら
に
ふ
く
ら
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、
考
古
学
界
の
現
況
を
考
え
る
と

き
、
き
わ
め
て
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
期
待
が
大

き
い
が
ゆ
え
に
、
的
外
れ
と
も
思
え
る
コ
メ
ン
ト
を
た
が
な
が
と
記
し
て
し

ま
っ
た
。
誤
解
も
あ
ろ
う
が
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
汲
糸
、
寛
恕
さ
れ
た
い
。

江
湖
の
一
読
を
お
す
す
め
す
る
次
第
で
あ
る
。

〔
’
九
八
五
年
一
一
一
月
刊
、
非
売
品
、
四
三
九
頁
、
Ｂ
５
判
、
法
政
大
学
刊
〕

加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
備
考
欄
に
注
記
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
前
方
後
方
形
周
溝
墓
も
集
成
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は

備
考
欄
の
注
記
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
種
の
も
の
は
、
調
査
者
に
よ
り
評
価
が

分
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
等
質
の
遺
構
で
あ
っ
て
も
、
調
査
者
に
よ
っ
て
、
前

方
後
方
境
と
報
じ
ら
れ
た
り
、
周
溝
墓
に
加
え
ら
れ
た
り
す
る
の
が
現
況
で

あ
る
。
集
成
者
の
立
場
を
前
面
に
出
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
集
成
が
発
表
さ
れ
て
僅
か
一
年
で
、
前
方
後
方
墳
は
さ
ら
に
数
を
ま

し
た
。
収
録
洩
れ
し
な
く
は
な
い
。
ま
た
こ
の
種
の
作
業
に
つ
き
ま
と
う
、

誤
植
も
絶
無
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
集
成
を
よ
り
完
壁
な
形
に
仕
上
げ
る
べ

く
、
補
遺
・
追
補
な
ど
を
「
法
政
考
古
学
」
あ
る
い
は
「
法
政
史
学
」
な
ど

に
掲
載
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま
な
い
。
ま
ち
が
い
な
く
学

界
の
共
有
財
産
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
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