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8１ 沖縄における旧来の墓地使用橘（新垣）
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沖
縄
に
お
い
て
は
、
寺
社
に
納
骨
堂
が
あ
っ
て
も
墓
地
が
な
い
し
、
村
落
が
一
つ
の
墳
墓
を
共
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
整
然

と
区
画
指
定
さ
れ
た
共
同
墓
地
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
い
う
「
墓
地
使
用
権
」
の
意
味
は
、
共
同
墓
地
に
つ
い
て
用
い
て
い

る
本
土
の
場
合
と
異
な
り
、
林
野
の
適
当
な
場
所
に
墳
墓
を
築
造
す
る
た
め
に
、
個
々
の
土
地
所
有
者
と
の
間
の
契
約
に
よ
っ
て
、

散
発
的
に
設
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
墳
墓
敷
地
使
用
権
」
の
こ
と
で
あ
る
。

本
土
の
よ
う
な
共
同
墓
地
に
お
い
て
は
、
墓
地
を
公
用
徴
収
す
る
に
も
、
寺
の
住
職
の
み
な
ら
ず
多
数
の
氏
子
や
墳
墓
所
有
者
を

相
手
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
壁
が
あ
る
か
ら
、
民
間
業
者
が
そ
の
土
地
を
買
い
受
け
て
他
の
用
途
に
再
開
発
し
よ
う
と
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
沖
縄
で
は
墳
墓
が
丘
陵
地
に
散
在
し
て
お
り
、
か
よ
う
な
墓
地
を
含
む
丘
陵
地
が
諸
用
地
造
成
事

業
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
標
準
的
規
模
で
約
一
○
坪
の
敷
地
を
占
め
る
墳
墓
に
つ
い
て
、
そ
の
移
転
や
補
償
が
問
題
に
な
る

墓
地
使
用
権
設
定
契
約
の
当
事
者
ま
た
は
そ
の
相
続
人
の
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
権
利
が
無
登
記
で
あ
っ
て
も
、
後
に
述
べ
る
と

お
り
結
ん
だ
契
約
に
拘
束
さ
れ
、
墳
墓
の
築
造
を
許
し
た
土
地
所
有
者
や
そ
の
相
続
人
が
そ
の
林
野
を
諸
用
地
に
造
成
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
墳
墓
所
有
者
か
ら
墳
墓
移
転
に
つ
い
て
の
了
解
を
と
り
つ
け
る
か
、
あ
る
い
は
墳
墓
の
部
分
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
お

く
し
か
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
林
野
相
続
人
の
な
か
に
は
、
墓
地
使
用
権
が
無
登
記
で
あ
る
事
実
だ
け
か

ら
、
墳
墓
が
土
地
所
有
者
に
無
断
で
建
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
早
が
っ
て
ん
し
て
、
墳
墓
を
そ
の
所
有
者
の
意
思
を
問

わ
ず
に
撤
去
さ
せ
う
る
も
の
と
考
え
て
い
る
者
も
あ
る
。

比
較
的
新
し
く
造
成
さ
れ
た
工
場
敷
地
・
ゴ
ル
フ
場
あ
る
い
は
宅
地
分
譲
地
の
な
か
に
も
、
墳
墓
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
例
が

こ
と
も
少
く
な
い
。

、
問
題
の
所
在
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相
当
数
あ
る
・
そ
れ
は
沖
縄
県
民
の
間
に
墳
墓
に
対
す
る
信
仰
心
が
残
っ
て
い
る
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
例
の
な
か

で
も
、
ゴ
ル
フ
場
内
の
亀
甲
形
の
墳
墓
な
ど
は
芝
生
の
緑
と
よ
く
調
和
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
し
、
工
場
構
内
の
墳
墓
も
緑
地
地

帯
と
し
て
、
墳
墓
と
工
場
と
が
相
互
に
支
障
な
く
共
存
し
て
い
ろ
。
と
こ
ろ
が
、
と
く
に
宅
地
造
成
の
場
合
に
墳
墓
を
そ
の
ま
ま
残

し
て
お
く
こ
と
は
、
そ
の
周
辺
の
地
価
が
安
く
な
る
要
因
で
あ
る
か
ら
、
宅
地
造
成
業
者
や
そ
の
造
成
用
地
の
譲
受
人
に
嫌
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
墳
墓
に
隣
接
す
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
感
が
地
価
を
下
げ
る
要
因
と
な
る
問
題
の
ほ
か
に
、
丘
陵
を
削
り
取
っ
て
平
た
ん

な
諸
用
地
を
造
成
す
る
場
合
、
墳
墓
へ
の
通
路
部
分
も
含
め
て
土
砂
崩
れ
予
防
工
事
を
し
て
残
す
こ
と
が
不
経
済
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

諸
用
地
造
成
の
た
め
に
墳
墓
の
散
在
す
る
林
野
を
譲
り
受
け
た
者
の
な
か
に
は
、
そ
の
譲
渡
人
が
「
こ
れ
ら
の
墓
地
は
無
登
記
だ

か
ら
、
無
補
償
で
墳
墓
を
撤
去
さ
せ
ら
れ
ろ
」
と
言
っ
た
こ
と
を
安
易
に
信
じ
て
、
墳
墓
移
転
交
渉
を
す
る
責
任
を
売
主
に
負
わ
せ

る
約
束
も
せ
ず
、
ま
た
、
墳
墓
所
有
者
と
事
前
に
折
衝
す
る
こ
と
も
な
く
、
墳
墓
移
転
補
償
費
を
見
込
ま
ず
に
、
安
い
買
物
を
し
た

と
思
い
込
ん
で
い
る
例
も
あ
る
。

諸
用
地
造
成
事
業
者
に
と
っ
て
、
墳
墓
の
移
転
補
償
を
す
る
こ
と
は
大
し
た
負
担
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
事
業
促
進
の
た
め
に
十

分
な
補
償
を
し
て
い
る
例
も
多
い
が
、
墓
地
使
用
権
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
弱
点
と
し
て
つ
け
込
ん
で
、
比
較
的
少
額
の
補

償
金
し
か
出
し
て
い
な
い
こ
と
が
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
墳
墓
移
転
交
渉
に
お
い
て
踏
ま
え
る
べ
き
法
的
問
題
点
は
、
無
記
登
の
墓

地
使
用
権
に
は
土
地
の
譲
受
人
に
対
す
る
対
抗
力
が
な
い
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
の
結
論
の
如
何
に
よ
っ
て
、
土
地
の
譲
受
人
が
補

償
金
を
出
さ
ず
に
墳
墓
の
撤
去
を
要
求
す
る
権
利
を
持
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
、
墳
墓
所
有
者
が
納
得
し
な
い
か
ぎ
り
ど
れ
だ
け
の
金

額
を
積
ん
で
も
墳
墓
を
撤
去
さ
せ
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
死
命
を
制
す
る
ほ
ど
決
定
的
な
交
渉
条
件
の
差
が
生
ず
ろ
。
そ
こ
で
本

稿
は
、
無
登
記
の
墓
地
使
用
権
の
対
抗
力
の
有
無
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
墓
地
使
用
権
設
定
契
約
の
趣
旨
、
次
に
そ
の
権
利

の
種
類
が
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
か
ら
そ
の
権
利
の
公
示
方
法
と
対
抗
力
、
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
ゆ
く
。
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述
）
な
墳
墓
を
移
転
さ
せ
る
（

成
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

最
近
の
諸
用
地
造
成
事
業
に
お
い
て
、
墳
墓
の
存
続
が
は
か
ら
れ
た
も
の
も
相
当
数
あ
る
し
、
ま
た
、
当
事
者
双
方
が
大
体
納
得

で
き
る
条
件
で
墳
墳
移
転
交
渉
が
成
立
し
た
例
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
新
聞
広
告
の
文
章
を
見
る
か

ぎ
り
で
は
、
処
理
の
仕
方
に
問
題
の
あ
る
事
例
も
少
く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ろ
。
た
と
え
ば
「
ど
こ
そ
こ
所
在
の
お
蕊
の
持
ち
主
は
、

何
月
何
日
ま
で
に
名
乗
り
出
る
よ
う
に
、
も
し
右
の
期
限
ま
で
に
申
し
出
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
当
方
に
お
い
て
撤
去
さ
せ
、
遺
骨

は
無
縁
仏
と
し
て
お
寺
に
預
け
る
こ
と
に
し
ま
す
‐
｜
と
い
っ
た
。
移
転
交
渉
の
た
め
に
墳
墓
所
有
者
を
探
し
て
い
る
姿
勢
の
も
の
は

未
だ
い
い
方
で
、
な
か
に
は
「
ど
こ
そ
こ
所
在
の
墳
墓
の
所
有
者
は
何
月
何
日
ま
で
に
そ
れ
を
撤
去
す
る
よ
う
に
、
も
し
そ
れ
ま
で

に
収
去
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
方
に
お
い
て
勝
手
に
処
理
し
ま
す
」
と
い
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
無
登
記
の
墓
敷
地
使
用

を
不
法
占
拠
と
同
視
し
て
、
土
地
所
有
者
の
要
求
に
応
じ
無
補
償
で
墳
墓
を
収
去
す
べ
き
も
の
と
考
え
、
墳
墓
移
転
に
つ
い
て
交
渉

す
る
余
地
が
な
い
よ
う
な
文
面
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
高
圧
的
な
広
告
主
の
実
際
の
勝
手
な
「
処
邸
」
の
仕
方
も
、

遺
骨
を
寺
社
に
預
け
た
上
で
墳
墓
を
撤
去
す
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
し
、
墳
墓
所
有
者
が
出
現
し
た
場
合
に
も
、
墳
墓
撤
去
に
あ
る

程
度
の
時
間
的
余
裕
を
与
え
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
移
転
補
償
金
額
に
つ
い
て
話
し
合
う
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
程
度

で
あ
っ
て
も
、
諸
用
地
造
成
業
者
の
方
に
墳
墓
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
残
っ
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
問
題
が
そ
れ
ほ
ど
こ

じ
れ
ず
に
解
決
さ
れ
て
い
る
原
因
で
あ
ろ
う
。

訴
松
に
な
る
ほ
ど
こ
じ
れ
た
紛
争
が
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
種
の
問
題
を
法
律
的
に
ほ
じ
く
ろ
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
り

実
際
の
墳
墓
移
転
交
渉
に
お
い
て
は
、
墳
墓
の
収
去
義
務
の
有
無
を
十
分
検
討
し
な
い
ま
ま
に
、
基
地
使
用
権
者
の
万
も
篭
紀
が

な
い
か
ら
墳
墓
を
撤
去
す
る
し
か
な
い
も
の
と
思
い
込
み
、
ま
た
、
そ
の
撤
去
を
求
め
る
事
業
者
の
側
も
、
こ
れ
だ
け
の
堅
固
（
後

述
）
な
墳
墓
を
移
転
さ
せ
る
の
に
補
償
金
を
ま
っ
た
く
出
さ
な
い
わ
け
に
い
く
ま
い
と
い
っ
た
程
度
の
認
識
で
、
何
ん
と
か
示
談
が
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う
ろ
。
し
か
し
、
も
と
も
と
権
利
意
識
の
希
薄
な
わ
が
国
に
お
い
て
、
解
決
の
基
準
を
提
示
す
る
判
決
例
も
な
く
、
一
般
に
玄
人
的

で
あ
る
業
者
と
素
人
で
あ
る
墳
墓
所
有
者
の
間
で
、
法
的
な
問
題
を
十
分
に
検
討
せ
ず
に
い
た
み
わ
け
的
解
決
を
す
る
と
、
妥
当
な

線
に
程
遠
い
素
人
に
不
利
な
示
談
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
今
後
訴
訟
に
持
ち
込
ま
れ
る
事
例
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
判
例
が
出
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
と
い
う
意
味
で
で
も
、
あ
え
て
問
題
点
を
論
及
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
な
広
告
が

し
ば
し
ば
新
聞
に
載
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
ろ
と
、
か
な
り
の
数
の
紛
争
が
起
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ろ
。
こ
の
問
題
は
公
共
用

地
造
成
を
含
む
土
地
利
用
上
重
要
な
側
面
が
あ
り
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
対
立
す
る
双
方
の
利
害
を
熟
考
し
た
研
究
が
必
要
だ

と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
は
迅
速
な
解
決
を
迫
ら
れ
た
問
題
の
緊
急
性
を
優
先
し
て
、
多
少
拙
速
に
な
る
こ
と
を
覚
悟
の
う
え
で
、
墓

地
使
用
権
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
論
理
を
展
開
す
る
。

沖
縄
の
墳
墓
の
形
態
が
本
土
の
も
の
と
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
は
、
沖
縄
県
が
地
理
的
に
本
土
よ
り
中
国
大
陸
に
近
く
、
と

く
に
中
国
南
西
部
の
宗
教
的
風
習
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
沖
縄
の
墳
墓
形
態
を
理
解
す
る
た
め
の
参

考
ま
で
に
一
般
民
衆
の
宗
教
的
状
況
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

墳
墓
に
埋
葬
し
た
死
者
の
霊
を
仏
壇
の
位
は
い
に
ま
つ
る
点
で
は
仏
教
の
し
き
た
り
に
よ
っ
て
い
ろ
と
言
え
る
が
、
沖
縄
の
「
家
」

や
個
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
帰
属
す
る
宗
門
や
旦
那
寺
が
な
く
、
首
里
王
府
も
村
落
の
祈
祷
を
司
ろ
う
ロ
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
に
よ

っ
て
民
衆
の
信
仰
心
を
掌
握
し
て
い
た
。

二
、
墳
墓
の
形
態

民
衆
の
宗
教
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二
墳
墓
の
形
と
帰
属
関
係

沖
縄
の
墳
墓
の
原
初
形
態
は
、
村
落
の
共
同
墓
と
し
て
、
村
里
か
ら
適
度
に
離
れ
た
自
然
の
岩
穴
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
も
の
（

風
葬
な
ど
も
あ
る
）
で
あ
っ
た
。
遺
体
を
野
犬
や
い
の
し
し
な
ど
の
侵
害
か
ら
守
る
た
め
に
、
離
島
の
な
か
に
は
伝
統
的
に
犬
を
飼

わ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
崖
の
中
腹
を
人
工
的
に
掘
り
込
ん
だ
穴
を
用
い
て
い
た
も
の
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
岩
穴
に
石
垣
を

葬
儀
に
お
い
て
読
経
を
し
て
も
ら
う
の
も
、
故
人
に
宗
旨
が
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
た
ま
た
ま
参
列
者
予
想
人
数

な
ど
の
都
合
で
告
別
式
場
に
選
ば
れ
た
寺
社
の
僧
侶
に
ま
か
せ
、
あ
る
い
は
自
宅
で
告
別
す
る
と
き
に
は
最
寄
の
寺
社
の
坊
さ
ん
に

や
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
だ
け
で
、
慣
習
的
儀
式
化
し
て
し
ま
っ
て
い
ろ
。

た
と
え
ば
二
二
カ
所
め
ぐ
り
」
と
呼
ば
れ
る
首
里
城
下
の
寺
々
を
巡
拝
す
る
行
事
に
つ
い
て
見
ろ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
に
は

宗
派
が
あ
っ
て
も
、
年
頭
祈
願
を
す
る
民
衆
の
方
に
宗
門
が
な
い
か
ら
、
寺
社
ご
と
に
首
里
城
か
ら
の
方
位
に
よ
っ
て
二
一
文
が
つ

け
ら
れ
て
い
て
、
祈
願
し
た
い
家
族
の
エ
ト
に
よ
っ
て
祈
祷
す
べ
き
寺
や
拝
所
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
宗
旨
の
代
り
に

エ
ト
に
よ
っ
て
参
拝
す
る
寺
社
を
選
ぶ
し
き
た
り
は
、
宗
派
の
教
義
に
よ
っ
て
民
衆
の
信
仰
心
を
掌
握
し
て
い
な
い
寺
社
の
経
営
基

盤
を
補
強
す
る
た
め
に
エ
ト
を
守
護
神
化
し
た
自
然
宗
教
観
を
仏
教
に
融
合
さ
せ
た
も
の
と
見
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
む
ら
」
の
祭
り
ご
と
や
民
衆
の
宗
教
的
行
事
に
は
、
仏
教
や
神
道
的
な
も
の
よ
り
も
、
自
然
崇
拝
的
な
も
の
や
祖
先
崇
拝
的
な
も

の
が
多
く
、
と
く
に
神
道
関
係
者
の
な
か
に
沖
縄
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
思
想
と
の
融
合
に
努
力
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
ろ
。

村
落
の
共
同
井
戸
に
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
「
水
の
神
」
が
ま
つ
ら
れ
、
水
資
源
保
存
に
大
切
な
樹
木
群
を
神
木
ま
た
は
拝

所
に
し
、
水
道
が
普
及
し
た
今
日
で
も
、
祖
先
が
恵
を
受
け
た
神
々
を
拝
ん
で
子
孫
の
今
日
の
繁
栄
を
感
謝
す
る
意
味
で
、
祖
先
が

使
っ
た
古
井
戸
を
拝
ん
だ
り
、
ガ
ス
レ
ン
ジ
に
改
良
さ
れ
た
カ
マ
ド
に
ま
で
「
火
の
神
」
を
ま
つ
り
続
け
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
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築
い
て
囲
込
墓
に
改
良
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

丘
陵
の
斜
面
に
横
穴
を
掘
っ
た
墓
穴
の
入
口
と
そ
の
前
庭
に
石
垣
を
積
ん
だ
堀
込
墓
は
、
血
族
集
団
で
あ
る
門
中
や
兄
弟
、
ま
た

は
寄
合
仲
間
の
共
同
墓
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
時
代
が
進
ん
で
、
祖
先
崇
拝
思
想
を
ま
っ
と
う
す
る
家
族
墓
形

式
が
首
里
や
那
覇
か
ら
地
方
へ
流
行
し
て
い
く
と
共
に
、
掘
込
墓
の
墓
穴
の
屋
根
を
切
り
妻
や
亀
甲
形
に
と
と
の
え
た
墳
墓
が
と
く

に
沖
縄
本
島
中
南
部
に
多
く
な
っ
て
き
た
く
『
沖
縄
県
史
』
一
一
一
一
巻
所
載
の
名
嘉
真
宜
勝
氏
の
「
墓
制
「
｜
参
照
）
。

亀
甲
墓
と
呼
ば
れ
る
沖
縄
の
代
表
的
な
墳
墓
は
、
沖
縄
戦
の
際
に
防
空
壕
と
し
て
利
用
さ
れ
た
ほ
ど
の
規
模
で
あ
る
。
そ
の
形
も

そ
の
名
の
と
お
り
、
数
坪
の
亀
甲
形
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ま
た
は
石
畳
茸
き
屋
根
を
丘
の
斜
面
に
か
ぶ
せ
、
そ
の
下
部
に
横
か
ら
数
畳

の
広
さ
の
墓
穴
を
掘
り
、
墓
穴
の
入
口
正
面
中
央
に
遺
体
の
白
骨
化
す
る
と
き
（
戦
後
火
葬
が
一
般
化
す
る
ま
で
は
、
遺
体
が
白
骨

化
し
た
と
き
に
厨
子
瓶
に
移
す
「
洗
骨
」
の
行
事
が
あ
っ
た
）
ま
で
棺
を
安
置
で
き
る
通
路
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
遺
骨
を
納
め
た

厨
子
瓶
を
な
ら
べ
る
石
段
が
数
列
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
ろ
。
死
者
は
母
な
る
大
地
へ
帰
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
そ
の
墓
穴
や
亀
甲
形
の

屋
根
が
女
体
を
形
ど
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
石
ブ
タ
の
あ
る
墓
穴
入
口
の
前
庭
（
標
準
的
規
模
で
数
坪
）
の
囲
い
と
し
て
、
女

体
の
両
足
に
み
た
て
ら
れ
る
石
垣
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。

沖
縄
に
お
い
て
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
個
人
墓
と
し
て
は
、
共
同
墓
地
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
外
人
墓
を
除
け
ば
、
不
名
誉
な
事
故
死
、

逆
縁
、
あ
る
い
は
妾
や
非
嫡
出
子
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
家
族
墓
に
入
れ
ら
れ
な
い
遺
骨
を
納
め
た
墓
庭
の
片
す
み
の
簡

単
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
箱
、
あ
る
い
は
分
家
な
ど
が
恒
久
的
な
家
族
墓
を
築
造
す
る
ま
で
の
間
に
死
ん
だ
子
供
の
た
め
の
仮
墓
、
な
ど

が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

近
年
に
な
っ
て
個
人
墓
を
建
て
る
か
わ
り
に
寺
社
や
霊
園
内
の
納
骨
堂
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
子
孫
が
断
絶

し
て
し
ま
っ
た
家
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
納
骨
堂
の
遺
骨
棚
を
永
久
的
な
墓
と
し
て
利
用
す
る
つ
も
り
の
家
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
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沖
縄
に
お
い
て
比
較
的
大
規
模
で
堅
固
な
墳
墓
を
築
造
す
る
伝
統
が
続
い
て
い
る
理
由
は
、
昔
な
ら
、
家
族
の
う
ち
で
真
先
に
あ

の
世
へ
行
く
で
あ
ろ
う
家
長
の
意
向
を
押
し
と
お
し
て
い
る
面
が
強
く
、
先
祖
に
対
す
る
孝
行
心
や
現
世
を
仮
庄
と
考
え
た
民
衆
の

来
世
観
な
ど
が
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
理
由
が
薄
れ
て
き
た
現
在
で
も
そ
の
伝
統
は
支
持
さ
れ
て
い
ろ
。
す

な
わ
ち
、
墓
庭
が
と
く
に
清
明
祭
（
春
分
か
ら
半
月
後
の
墓
参
り
の
行
事
）
に
家
族
や
親
類
縁
者
で
重
箱
に
供
え
物
を
詰
め
て
集
う

社
交
の
場
で
あ
り
、
墓
敷
地
が
広
い
こ
と
も
、
子
供
達
へ
の
共
同
体
教
育
の
役
割
を
果
し
て
い
る
遠
足
的
墓
参
り
行
事
と
と
も
に
、
家

族
の
一
般
的
支
持
を
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
後
は
墓
造
り
を
村
落
の
青
年
団
が
無
報
酬
で
徹
夜
し
て
で
も
仕
上
げ
る
習
慣
も
な
く
な
り
、
そ
の
建
造
を
業
者
に
請
負
わ
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
新
し
く
建
て
ら
れ
た
墳
墓
は
、
手
間
暇
か
け
て
築
造
す
る
亀
甲
墓
な
ど
よ
り
も
、
比
較
的
平
た
ん
な
原
野
に
切

り
妻
屋
根
の
小
屋
形
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
も
の
が
多
く
な
っ
た
。
小
屋
形
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
丘
陵
傾
斜
地
に
大
き
な
墓

穴
と
広
い
墓
庭
を
掘
り
込
む
手
間
を
省
い
て
い
る
が
、
一
方
だ
け
に
傾
斜
の
あ
る
屋
根
ま
た
は
切
り
妻
で
も
一
方
の
斜
面
を
広
く
と

り
、
な
る
べ
く
亀
甲
墓
の
形
に
な
ら
っ
て
、
そ
の
屋
根
の
傾
斜
を
墓
穴
の
前
庭
側
に
向
け
、
墓
庭
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
な

ど
を
積
ん
だ
囲
い
も
あ
る
。

な
る
か
ら
、
み
吟

ろ
の
で
あ
ろ
う
。

あ
る
。
住
宅
よ
り
金
の
か
か
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
旧
来
の
墳
墓
に
抵
抗
し
て
、
納
骨
堂
の
利
用
を
積
極
的
に
主
張
す
る
改
革
派
が
い

て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
現
実
に
そ
う
い
う
意
見
を
ほ
と
ん
ど
聞
け
な
い
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、
納
骨
堂
利
用
者
の
墓
参
り
の
実

態
が
、
遺
骨
箱
を
お
堂
の
棚
か
ら
境
内
の
庭
の
芝
生
の
上
に
持
ち
出
し
て
、
他
家
の
人
々
の
目
の
前
に
そ
れ
を
さ
ら
し
合
う
こ
と
に

な
る
か
ら
、
み
じ
め
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
く
、
先
祖
の
遺
骨
を
寺
社
に
預
け
る
相
続
人
は
親
不
幸
だ
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
あ

ま
た
、
工
場
用
地
な
ど
か
ら
の
集
団
移
転
先
と
し
て
あ
て
が
わ
れ
た
墳
墓
や
、
分
譲
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
に
、
切
り
妻
屋
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Ｉ
、
設
定
形
態
と
権
利
帰
属
主
体

旧
来
の
沖
縄
の
墓
地
使
用
権
が
ど
ん
な
種
類
の
権
利
で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の
設
定
の
仕
方
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

墳
墓
の
な
い
家
に
死
人
が
出
た
場
合
に
、
遺
族
は
悲
し
み
に
く
れ
る
な
か
で
弔
問
客
の
対
応
に
忙
し
く
、
親
類
縁
者
も
葬
儀
の
段

ど
り
に
手
い
っ
ぱ
い
で
、
弔
問
の
受
け
つ
け
や
葬
儀
費
の
出
納
を
隣
近
所
の
家
に
頼
む
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
墳
墓
築
造
の
手
配
は
村

落
の
幹
部
が
代
行
す
る
慣
習
で
あ
っ
た
。

葬
儀
の
準
備
を
差
配
す
る
む
ら
の
紳
部
は
、
遺
族
の
経
済
刀
を
考
慮
し
つ
つ
段
ど
り
を
進
め
る
一
万
、
遺
族
に
葬
儀
資
金
が
な
い
と

き
な
ど
は
、
遺
族
が
受
け
取
れ
る
頓
母
子
識
の
期
日
を
繰
り
上
げ
緊
急
に
開
か
せ
ろ
な
ど
の
手
配
も
や
り
、
ユ
タ
と
呼
ば
れ
る
霊
媒

が
風
水
の
い
い
と
言
う
住
宅
か
ら
の
方
位
に
墳
墓
敷
地
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

遺
族
が
た
ま
た
ま
墳
墓
の
立
地
に
適
す
る
林
野
を
所
有
し
て
い
る
と
き
は
そ
れ
で
い
い
が
、
古
く
か
ら
耕
地
を
墓
地
に
転
用
す
る

こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
し
、
現
世
と
峻
別
す
る
意
味
か
ら
屋
敷
内
に
墳
墓
を
建
て
る
例
も
な
く
、
ま
た
、
遺
族
所
有
の
林
野
が
風

水
思
想
上
墓
地
に
適
し
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
か
ら
、
む
ら
の
幹
部
が
遺
族
に
代
っ
て
林
野
所
有
者
と
墳
墓
敷
地
を
確
保
す
る
交
渉

を
担
当
す
る
こ
と
も
少
く
な
か
っ
た
。
，
ど
こ
の
家
で
も
と
ど
こ
う
り
な
く
葬
式
が
出
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
村
落
共
同
体
内
の

重
要
な
事
業
で
あ
っ
た
か
ら
、
林
野
所
有
者
も
好
意
的
に
墓
地
使
用
権
の
設
定
を
認
許
し
て
い
た
。

根
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
長
屋
形
の
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
区
切
ら
れ
た
一
つ
一
つ
の
形
式
は
小
屋
形
と
同
じ
で
あ
る
。

１｜
墓
地
使
用
権
の
設
定
形
態
と
そ
の
内
容

Ｉ

三
墓
地
使
用
権
の
法
的
性
質
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墓
地
使
用
権
の
対
価
的
な
も
の
は
、
葬
儀
終
了
後
に
遺
族
の
方
か
ら
そ
の
設
定
を
許
し
た
林
野
所
有
者
へ
酒
手
程
度
の
も
の
が
届

け
ら
れ
、
定
期
的
な
使
用
料
が
な
か
っ
た
か
ら
、
徳
義
上
の
謝
礼
的
性
格
の
強
い
対
価
が
一
括
払
い
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

旧
来
の
墓
地
使
用
権
の
設
定
の
さ
れ
方
は
、
共
同
体
的
扶
助
関
係
に
お
け
る
慣
習
に
規
律
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ

れ
が
現
代
の
法
的
取
引
に
代
る
機
能
と
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
共
同
体
の
慣
習
規
範
が
序
々
に
変
化
し
て
墓
地
使
用

権
を
規
律
す
る
座
を
国
家
法
に
明
け
渡
す
時
代
に
な
っ
て
も
、
そ
の
慣
習
上
の
権
利
に
は
法
的
に
正
当
な
位
置
が
与
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
葬
儀
の
幹
事
役
に
よ
る
墓
地
確
保
交
渉
の
代
行
も
、
縦
密
な
意
味
で
の
代
理
の
要
件
は
充
た
し
て
い

な
い
が
、
そ
の
慣
習
の
機
能
を
実
質
的
に
評
価
し
、
墓
地
使
用
権
は
衷
主
ま
た
は
祭
祀
主
宰
者
（
本
稿
で
は
こ
の
承
継
者
を
相
続
人

と
略
す
る
）
に
帰
属
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
。

２
墓
地
使
用
権
の
内
容

墳
墓
が
所
有
者
の
都
合
で
放
棄
さ
れ
「
壇
き
墓
一
（
後
述
）
に
な
っ
た
場
合
、
残
さ
れ
た
墳
蕊
施
設
は
地
盤
の
所
有
者
に
帰
属
し
、

地
盤
所
有
者
が
そ
れ
を
新
し
く
墳
墓
を
築
造
し
よ
う
と
す
る
者
に
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
墳
墓
所
有
者
が
敷
地
に
つ
い
て

取
得
し
て
い
た
権
利
は
、
利
用
権
で
あ
っ
て
所
有
権
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
ろ
。

墓
地
使
用
権
は
墳
墓
使
用
者
が
放
棄
し
な
い
か
ぎ
り
永
続
す
る
強
力
な
権
利
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
設
定
契
約
は
土
地
所
有
者
が
口

頭
で
墳
墓
の
築
造
を
許
す
だ
け
の
簡
易
な
も
の
で
あ
っ
た
。
当
事
者
間
に
権
利
意
識
や
利
用
権
の
種
類
に
つ
い
て
の
法
知
識
が
な
か

っ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
登
記
制
度
が
実
施
さ
れ
た
後
も
、
墓
地
使
用
権
を
登
記
す
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
、

そ
れ
が
ど
ん
な
種
類
の
権
利
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
か
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
墳
墓
所
有
者
が
た
と
え
普
紀

制
度
や
対
抗
刀
に
つ
い
て
の
法
知
識
を
持
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
設
定
契
約
当
事
者
間
の
共
同
体
内
の
規
範
に
対
す
る
相
互
信
頼
や
、
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当
時
の
民
衆
の
死
者
の
霊
に
対
す
る
畏
敬
の
念
か
ら
し
て
、
墳
墓
の
撤
去
を
要
求
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
は
お
こ
り
え
な
か
っ
た
し
、

草
刈
場
に
し
か
使
え
な
か
っ
た
丘
陵
が
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
諸
用
地
に
転
用
で
き
る
時
代
が
や
っ
て
く
る
こ
と
を
想
像
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
墓
地
使
用
権
を
無
登
記
の
ま
ま
放
置
し
て
も
不
安
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

墓
敷
地
を
含
め
た
林
野
の
採
草
権
は
そ
の
土
地
所
有
者
が
保
有
し
、
あ
る
人
が
か
や
ぶ
き
屋
根
を
ふ
く
た
め
に
そ
こ
か
ら
か
や
を

刈
る
に
は
、
墓
地
の
分
を
含
め
た
か
や
の
代
金
は
林
野
の
所
有
者
に
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
牛
や
山
羊
の
飼
料
を
え
る
た
め

の
日
常
的
な
草
刈
り
も
そ
の
墓
地
の
地
盤
所
有
者
が
や
っ
て
い
た
。

沖
縄
に
は
債
権
的
墓
地
使
用
権
も
あ
り
う
ろ
。
た
と
え
ば
、
将
来
他
所
に
恒
久
的
墳
墓
を
築
造
す
る
ま
で
の
暫
定
的
な
仮
墓
を
建

て
る
た
め
に
設
定
し
た
場
合
が
そ
れ
で
、
借
賃
の
有
無
に
よ
っ
て
、
賃
貸
借
と
使
用
貸
借
に
分
け
ら
れ
ろ
。
し
か
し
、
墳
墓
の
構
造

が
仮
墓
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
墓
地
使
用
権
が
債
権
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
妾
や
非
嫡
出
子
の
た
め
の
墳
墓
の

よ
う
に
永
久
的
な
も
の
と
し
て
仮
墓
的
な
も
の
し
か
建
て
な
い
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
、
暫
定
的
な
墓
地
使
用
権
と
す
る
特
約
で
は

な
い
の
に
、
墳
墓
を
簡
素
化
す
べ
き
だ
と
す
る
思
想
ま
た
は
当
面
の
経
済
的
都
合
に
よ
っ
て
簡
易
な
も
の
を
建
て
る
こ
と
も
あ
り
う

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
暫
定
的
な
も
の
と
す
る
旨
の
特
約
が
な
い
か
ぎ
り
、
永
久
的
墓
地
使
用
権
の
方
だ
と
解
し
て
よ
い
。

沖
縄
の
墳
墓
の
な
か
に
は
、
そ
の
所
有
者
の
住
宅
よ
り
金
が
か
か
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
建
物
な
み
に
登
記
す
る
方
法
が
認

め
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
「
建
物
保
護
二
関
ス
ル
法
律
」
〈
明
治
四
二
年
法
律
四
○
号
）
一
条
に
よ
る
対
抗
力
を
つ
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
立
木
登
記
の
制
度
も
あ
る
樹
木
に
比
べ
て
も
、
墓
地
使
用
権
を
伴
う
墳
墓
所
有
権
と
し
て
明
認
方
法
が
認
め

二
墓
地
使
用
権
の
法
的
性
質

Ｉ

地
上
権
と
認
め
ら
れ
る
可
能
性
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２
慣
習
法
上
の
準
物
権
だ
と
す
る
考
え
方

沖
縄
の
墓
地
使
用
権
を
扱
っ
た
文
献
で
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
分
野
に
つ
い
て
の
貴
重
な
労
作
で
あ
る

吉
田
久
博
士
の
「
墓
地
所
有
権
論
と
墓
地
使
用
権
諭
」
二
九
六
四
年
新
生
社
刊
）
は
、
一
般
に
墓
地
使
用
権
は
地
上
権
で
は
な
く

慣
習
法
上
の
準
物
権
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ろ
。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
沖
縄
の
墓
地
使
用
権
は
、
本
土
の
も
の
の
よ
う
な

共
同
墓
地
内
の
区
画
使
用
権
と
異
な
り
、
墓
地
で
な
い
土
地
に
墳
墓
築
造
敷
地
と
し
て
の
利
用
権
を
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
利
用
権
と
し
て
の
種
類
も
同
じ
だ
と
言
う
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
と
く
に
吉
田
博
士
が
本
土
の
も
の
を
地
上
権
で
な
い
と
言

わ
れ
る
理
由
は
、
そ
れ
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
っ
て
、
工
作
物
で
あ
る
墳
墓
施
設
を
所
有
す
る
た
め
の
土
地
利
用
で
あ
る
点

で
は
地
上
権
だ
と
認
め
て
よ
い
と
言
っ
て
お
ら
れ
ろ
。
そ
う
な
る
と
無
登
記
の
墓
敷
地
使
用
権
を
地
上
権
だ
と
言
っ
て
い
る
本
稿
と

ら
れ
ろ
必
要
性
は
大
き
い
。
も
し
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
無
登
記
の
墓
地
使
用
権
を
地
上
権
と
扱
っ
て
も
何
等
不
都
合
は
な
い
。

一
般
的
な
沖
縄
の
墓
地
使
用
権
は
、
築
造
さ
れ
る
墳
墓
が
恒
久
的
工
作
物
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
墳
墓
所
有
者
の
万
が
そ
れ
を

放
棄
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
地
盤
所
有
者
か
ら
墳
墓
撤
去
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
宗
教
的
環
境
を
前
提
に
、

設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
契
約
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
土
地
所
有
権
取
得
以
外
の
方
法
で
、
こ
の
よ
う
な
使
用
目
的
を
達
し
う

る
民
法
上
の
権
利
と
し
て
は
地
上
権
し
か
な
い
と
考
え
ろ
。
す
な
わ
ち
判
例
（
大
審
院
明
治
三
六
年
二
月
一
六
日
判
決
、
民
録
九

輯
二
一
四
四
頁
）
や
多
数
説
が
永
久
的
制
限
物
権
と
し
て
認
め
て
い
る
の
は
地
上
権
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
「
地
上
権
二
関
ス
ル
法
律
」

（
明
治
三
一
一
一
年
法
律
七
一
一
号
）
一
条
の
規
定
か
ら
、
同
法
施
行
前
か
ら
他
人
の
土
地
を
工
作
物
所
有
の
た
め
に
使
用
す
る
者
が
地
上

権
者
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
同
規
定
が
同
法
施
行
後
の
も
の
に
も
類
推
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
沖
縄
の
旧
来
の
墓

地
使
用
権
の
権
利
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
地
上
権
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ろ
。
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し
て
は
、
吉
田
説
（

用
し
て
論
評
す
る
。

「
基
地
便
一
周
ｌ
引
用
寶
道
繍
一
繼
の
本
質
よ
り
し
て
、
鍵
地
使
用
横
は
物
楡
で
あ
る
か
ま
た
は
績
繼
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

先
ず
物
権
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
物
権
と
し
て
は
地
上
権
で
な
い
か
で
あ
る
。
け
だ
し
墳
墓
の
施
設
物
は
工
作
物
の
一
種
に
相
違
な
い
か
ら
、

そ
の
設
定
当
事
者
が
墳
墓
の
所
有
を
目
的
と
し
て
、
地
上
権
設
定
の
意
思
を
も
っ
て
基
地
使
用
契
約
を
す
れ
ば
、
そ
の
契
約
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
基

地
使
用
橘
は
物
橘
た
る
地
上
桶
だ
と
い
い
得
る
。
し
か
し
地
上
梅
で
あ
る
場
合
に
は
対
抗
要
件
た
る
登
紀
を
受
け
な
い
と
使
用
権
者
は
そ
の
権
利
を
第

三
者
に
主
張
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
全
国
的
に
観
察
し
て
基
地
使
用
樋
が
登
妃
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
か
な
い
。
す
る
と
投
定
当
事
者
は
地
上
橘
投

定
の
意
思
を
も
っ
て
基
地
使
用
契
約
を
結
ん
で
い
な
い
の
が
普
通
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
ま
た
基
地
使
用
梅
が
慣
習
法
的
に
生
成
し
た
繊
利
で
も

あ
る
関
係
か
ら
慣
習
法
的
に
は
登
記
と
い
っ
た
公
示
方
法
を
識
ず
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
が
た
め
だ
と
も
い
い
得
よ
う
。
も
っ
と
も
墓
地
使
用

権
の
設
定
に
つ
い
て
は
使
用
料
と
い
っ
た
よ
う
な
対
価
を
支
払
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
支
払
い
に
よ
っ
て
直
ち
に
地
上
権
が
設
定
さ
れ
た
と

は
い
い
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
対
価
の
支
払
い
は
地
上
権
設
定
の
要
件
で
は
な
く
て
、
無
償
の
地
上
権
も
設
定
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
地
上
権
で
な
い
基
地
使
用
権
は
償
橘
で
あ
る
か
。
わ
た
く
し
は
然
ら
ず
と
答
え
る
。
億
桶
は
特
定
人
に
対
し
そ
の
作
為
も
し
く
は
不
作
為

を
要
求
し
得
る
請
求
権
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
物
件
所
有
の
た
め
他
人
の
土
地
を
使
用
し
得
る
償
権
に
お
い
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
土
地
を
使
用
後
は
償

務
者
に
返
還
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
塗
要
す
る
。
し
か
る
に
墓
地
使
用
権
に
お
い
て
は
、
使
用
者
は
墓
地
の
経
営
者
に
対
し
墳
墓
所
有
の
た
め
基
地

を
使
用
す
べ
く
請
求
し
得
る
関
係
に
お
い
て
基
地
を
使
用
し
て
お
る
の
で
は
な
く
、
使
用
者
は
当
該
墓
地
に
墳
墓
を
設
置
し
て
該
墓
地
を
支
配
す
る
関

係
に
お
い
て
そ
の
使
用
を
続
け
て
お
る
者
で
あ
り
、
な
お
そ
の
使
用
に
つ
い
て
も
他
日
そ
の
使
用
を
終
っ
た
な
ら
ば
返
還
す
る
関
係
に
お
い
て
使
用
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
債
権
に
つ
き
要
求
さ
れ
る
特
性
は
墓
地
使
用
権
に
は
具
わ
っ
て
い
な
い
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
わ
た
く
し
が
思
う
に
、
墓
地
使
用
権
は
後
に
そ
の
効
力
に
つ
い
て
論
ず
ろ
よ
う
に
、
そ
の
圃
疋
性
及
び
永
久
性
よ
り
し
て
対
世
的
な
支
配
権

吉
田
説
の
論
理
の
検
討
を
回
避
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
同
書
の
五
六
・
五
七
頁
の
墓
地
使
用
権
の
性
質
論
の
部
分
を
引
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民
法
は
慣
習
法
上
生
成
さ
れ
た
旧
来
の
物
権
的
権
利
を
成
文
法
上
の
も
の
に
整
理
統
合
し
た
は
ず
で
あ
る
（
民
法
施
行
法
三
五
条
）

か
ら
、
水
利
権
や
温
泉
利
用
権
の
よ
う
に
、
民
法
そ
の
他
の
制
定
法
の
認
め
る
物
権
の
類
型
に
あ
て
は
ま
ら
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

債
権
扱
い
を
し
て
は
そ
れ
を
め
ぐ
る
社
会
秩
序
が
正
当
に
維
持
で
き
な
い
も
の
、
ま
た
は
、
譲
渡
担
保
の
よ
う
に
民
法
制
定
後
新
た

な
誕
生
を
認
知
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
権
利
、
以
外
に
は
一
般
に
慣
習
法
上
の
物
権
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

慣
習
法
上
の
墓
地
使
用
権
の
内
容
が
地
上
権
の
類
型
に
あ
て
は
め
ら
れ
な
い
の
な
ら
と
も
か
く
、
沖
縄
の
墓
地
使
用
権
の
場
合
に
は
、

そ
の
認
識
で
き
る
性
質
や
内
容
は
地
上
権
の
範
ち
ゅ
う
の
も
の
で
あ
る
し
、
本
土
の
場
合
の
よ
う
な
寺
社
と
遡
家
あ
る
い
は
村
落
の

な
っ
た
と
思
わ
れ
ろ
。

の
本
質
を
有
す
る
物
権
に
準
ず
る
権
利
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
」

墓
地
使
用
権
が
普
通
は
地
上
権
で
な
い
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
部
分
で
、
登
記
だ
け
が
地
上
権
の
唯
一
の
公
示
方
法
で
あ
る

と
い
う
見
解
を
前
提
に
、
全
国
的
に
登
記
さ
れ
た
例
を
聞
か
な
い
か
ら
対
抗
力
の
な
胆
権
利
に
な
っ
て
は
不
都
合
だ
と
考
え
て
、
登

記
の
な
い
も
の
を
「
地
上
権
と
す
る
意
思
を
も
っ
て
契
約
を
結
ん
で
い
な
い
の
が
普
通
だ
」
と
言
い
切
り
、
設
定
契
約
当
事
者
双
方

の
意
思
を
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
土
の
墓
地
使
用
権
は
共
同
墓
地
内
に
あ
る
だ
け
に
、
無
登
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
不
安

が
な
お
さ
ら
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
登
記
が
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
だ
け
を
地
上
権
で
な
い
と
．
言
う
と
、
そ
れ
が
や
が

て
登
記
さ
れ
た
場
合
（
事
後
的
弩
記
手
続
で
）
に
、
登
記
の
時
点
か
ら
地
上
権
に
変
化
す
る
と
い
う
奇
妙
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
、

墓
地
は
他
日
そ
の
使
用
を
終
え
て
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
な
い
永
久
的
使
用
関
係
に
あ
る
か
ら
、
墓
地
使
用
権
が
債
権
で
な

い
と
す
る
見
解
に
は
賛
成
だ
し
、
そ
の
点
は
原
則
的
に
沖
縄
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
永
久
性
が
地
上
権
と
認

め
る
こ
と
に
結
び
つ
か
な
い
の
は
、
や
は
り
登
記
の
み
を
地
上
権
の
対
抗
要
件
と
す
る
考
え
方
か
ら
き
て
い
て
、
慣
習
法
的
に
生
成

し
た
墓
地
使
用
権
は
慣
習
法
上
登
記
の
不
要
な
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
を
慣
習
法
上
の
準
物
権
と
宣
言
す
る
こ
と
に
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一
墳
墓
敷
地
の
貸
借
関
係

墓
地
使
用
権
の
効
力
内
容
は
、
そ
の
設
定
の
仕
方
が
土
地
所
有
者
か
ら
口
頭
で
墳
墓
築
造
を
認
許
さ
れ
る
だ
け
の
簡
易
な
も
の
で

あ
り
、
権
利
の
具
体
的
内
容
が
明
示
さ
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
、
慣
習
と
異
な
る
特
約
が
な
い
か
ぎ
り
、
旧
来
の
慣
行

ど
お
り
の
内
容
で
契
約
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
民
法
九
一
条
）
。

墓
地
使
用
権
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な
公
知
の
慣
習
が
そ
の
永
久
性
で
あ
っ
た
。
も
し
土
地
所
有
者
の
側
に
永
久
的
権
利
を
設
定

し
て
は
困
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
を
事
前
に
相
手
方
に
告
知
し
て
、
一
定
の
期
間
に
限
っ
た
使
用
権
と
し
て
で
も
契

共
同
墓
地
に
関
す
る
慣
習
法
体
系
に
規
律
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
地
上
権
と
認
め
た
万
が
い
い
で
あ
ろ
う
。

墓
地
使
用
権
が
慣
習
法
上
登
記
を
要
し
な
い
権
利
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
お
い
て
は
、
民
法
施
行
法
三
七
条
の
「
民
法
又
ハ
不
動

産
登
記
法
ノ
規
定
一
一
依
り
登
記
ス
ヘ
キ
権
利
ハ
従
来
登
記
ナ
ク
シ
テ
第
三
者
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
へ
カ
リ
シ
モ
ノ
ト
錐
モ
民
法
施

行
ノ
日
ヨ
リ
一
年
内
二
之
ヲ
登
記
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
以
テ
第
三
者
一
一
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
規
定
の
適
用
を
免
れ
る

た
め
に
、
不
動
産
登
記
法
一
条
二
号
に
登
記
す
べ
き
権
利
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
地
上
権
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
土
地
の
使
用
収
益
の
態
様
か
ら
し
て
地
上
権
に
含
ま
れ
る
は
ず
の
基
地
使
用
権
を
、
慣
習
法
上
の
登
記
を
要
し
な
い
準
物
権
だ

と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
規
定
の
適
用
を
回
避
し
て
い
い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

墓
地
使
用
権
の
性
質
を
、
地
上
権
と
認
め
る
か
、
そ
れ
と
も
慣
習
法
上
の
準
物
権
と
見
ろ
か
の
問
題
は
、
そ
れ
を
民
法
体
系
の
中

で
よ
り
整
合
的
な
も
の
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
論
法
の
差
異
で
あ
っ
て
、
そ
の
慣
習
法
上
形
成
さ
れ
た
効
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
究

極
的
目
標
に
差
違
い
は
な
い
。

四
墓
地
使
用
権
の
効
力
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約
す
ろ
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
永
久
的
権
利
を
欲
す
る
者
に
は
他
の
林
野
を
探
さ
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
墳
墓
築
造
後
に
そ
の
よ
う
な
事
情
を
持
ち
出
し
て
墳
墓
の
撤
去
を
求
め
る
こ
と
は
、
信
義
則
に
反
し
認
め
ら
れ
な
い
。

墓
地
使
用
権
設
定
契
約
の
効
力
は
、
契
約
当
事
者
の
地
位
を
承
継
す
る
相
続
人
の
間
に
お
い
て
も
、
対
抗
要
件
の
有
無
を
問
わ
ず
、

ま
た
、
墳
墓
が
な
く
と
も
権
利
設
定
の
事
実
が
証
明
さ
れ
そ
れ
が
時
効
消
滅
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
法
的
拘
束
力
を
維
持
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
設
定
契
約
の
事
情
を
知
ら
な
い
地
盤
所
有
権
の
相
続
人
に
と
っ
て
は
、
無
登
記
の
墓
地
使
用
権
が
土
地
所
有
権
を

何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
制
限
す
る
こ
と
を
否
認
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
相
続
人
は
被
相
続
人
の
権
利
義
務
を
そ
の
ま
ま
承
継

す
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
墳
墓
の
存
在
自
体
が
墓
地
使
用
権
の
行
使
に
あ
た
る
か
ら
、
墳
墓
が
築
造
さ
れ
な
い
ま
ま
墳
墓
建
設
用

地
が
放
置
さ
れ
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
何
等
か
の
原
因
で
墳
墓
が
崩
壊
し
、
跡
地
に
そ
の
再
築
の
な
い
状
態
が
続
い
て
い
る
場
合

で
な
け
れ
ば
、
墓
地
使
用
権
の
時
効
消
滅
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
墓
地
使
用
権
に
対
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
墓
地
使
用
権
者
は
地
盤
所
有
権
の
譲
受
人

に
対
し
て
も
、
墓
地
使
用
権
は
設
定
し
た
旧
所
有
者
に
対
す
る
と
同
様
に
墳
墓
敷
地
の
貸
借
関
係
が
承
継
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

り
、
墳
墓
の
撤
去
要
求
に
応
ず
ろ
義
務
も
な
い
。

諸
用
地
造
成
用
地
と
し
て
林
野
に
も
需
要
が
生
じ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
墓
地
使
用
権
設
定
契
約
の
解
約
事
由
と
し
て
事
情
変
更
の

原
則
を
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
都
市
計
画
指
定
地
域
内
の
墳
墓
が
移
転
整
理
さ
れ
る
理
由
は
、
事
情
変

更
的
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
と
も
と
墓
地
使
用
権
が
永
久
性
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
の
余
地
の
な
か
っ
た
そ
の
貸
借

当
事
者
の
関
係
に
お
い
て
、
林
野
を
他
の
用
途
に
転
用
す
る
需
要
が
生
じ
た
と
い
う
だ
け
で
、
一
般
的
に
事
情
変
更
の
原
則
を
適
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
墓
地
使
用
権
の
永
久
性
は
絶
対
的
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
公
用
徴
収
に
対
す
る
関
係
を
引
き
合
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
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民
間
の
土
地
開
発
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
絶
対
不
可
侵
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
道
路
に
接
す
る
部
分
に
墳
墓
が
あ
る
た
め
背
後

の
広
大
な
林
野
の
開
発
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
場
合
は
、
墳
墓
の
所
有
者
が
ど
れ
だ
け
多
額
の
補
償
金
を
積
ま
れ
て
も
、
誠
意
を

も
っ
て
墳
墓
移
転
交
渉
に
対
応
し
な
い
な
ら
、
墓
地
使
用
権
の
濫
用
と
し
て
、
墳
墓
撤
去
を
命
ず
ろ
判
決
も
あ
り
う
ろ
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
、
墳
墓
が
移
転
し
な
い
た
め
に
土
地
の
有
利
な
転
用
が
阻
害
さ
れ
る
損
失
は
莫
大
で
あ
る
に
比
べ
、

墳
墓
に
は
建
物
の
よ
う
に
場
所
的
利
益
を
保
護
す
る
必
要
が
な
く
、
そ
の
移
転
の
た
め
に
墳
墓
所
有
者
が
損
失
を
被
ら
な
け
れ
ば
そ

れ
で
い
い
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
墳
墓
の
移
転
を
求
め
る
方
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
数
十
倍
も
有
利
な
土
地
利
用
が
で
き
る

こ
と
も
あ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
墳
墓
を
ゆ
え
な
く
移
転
さ
せ
ら
れ
る
者
が
満
足
で
き
る
補
償
を
し
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
そ
の
移
転
交
渉
が
こ
じ
れ
訴
訟
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
墓
地
使
用
権
設
定
者
自

身
が
再
開
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
も
含
め
て
、
提
示
し
合
っ
た
補
償
金
額
が
相
当
で
あ
る
か
ど
う
か
、
事
業
企
画
と
交
渉
時
期

の
前
後
関
係
、
相
互
に
信
義
誠
実
の
原
則
に
そ
っ
た
交
渉
態
度
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
考
慮
し
て
、
移
転
を
拒
絶
し
た
り
ご
ね
た
り

す
る
と
い
う
こ
と
で
墳
墓
所
有
者
の
方
が
墓
地
使
用
権
の
濫
用
に
あ
た
る
の
か
、
安
い
補
償
額
で
移
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
が
不
当

な
の
か
を
判
定
し
、
も
し
前
者
で
あ
れ
ば
、
墳
墓
は
撤
去
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
が
墓
地
使
用
権
の
公
示
方
法
と
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
墳
墓
自
体
が
存
在
し
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
所
有
権
以
外
の
権
利
に

明
認
方
法
を
認
め
な
い
理
論
に
よ
っ
て
、
沖
縄
の
墓
地
使
用
権
に
対
抗
力
が
否
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
、
開
発
の
た
め
に

地
盤
を
譲
り
受
け
た
業
者
に
墳
墓
を
撤
去
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
損
失
は
ど
の
よ
う
に
補
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場

合
の
損
害
は
、
本
来
な
ら
永
久
的
で
あ
っ
た
は
ず
の
墓
地
使
用
権
を
地
盤
の
無
条
件
の
譲
渡
に
よ
っ
て
存
続
で
き
な
い
も
の
に
陥
れ

た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
か
ら
、
墓
地
使
用
権
を
設
定
し
た
旧
地
盤
所
有
者
ま
た
は
そ
の
相
続
人
に
対
し
、
設
定
契
約
上
の
義
務
違
反

を
理
由
に
、
賠
悩
責
任
を
追
求
で
き
ろ
。
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検
討
す
る
。

二
明
認
方
法
に
よ
る
対
抗
力
の
成
否

基
地
使
用
権
の
永
久
性
を
現
実
に
脅
や
か
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
地
盤
の
譲
受
人
に
よ
る
墳
墓
撤
去
要
求
で
あ
る
し
、
ま
た
、
理

論
的
に
も
、
無
登
記
の
墓
地
使
用
権
は
そ
の
墳
墓
撤
去
を
要
求
す
る
地
盤
譲
受
人
に
対
抗
で
き
な
い
の
か
ど
う
か
が
、
こ
の
問
題
の

死
命
を
制
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
か
ら
、
墓
地
使
用
権
の
対
抗
要
件
と
し
て
明
認
方
法
が
認
め
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

な
お
、
敷
地
の
所
有
者
に
無
断
で
築
造
さ
れ
た
墳
墓
に
つ
い
て
は
、
そ
の
墳
墓
の
所
有
者
が
墓
地
使
用
権
を
時
効
取
得
し
た
の
で

な
い
か
ぎ
り
、
地
盤
所
有
者
は
、
そ
の
墳
墓
の
撤
去
と
土
地
の
不
法
占
拠
に
よ
る
損
害
賠
償
を
要
求
で
き
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
墳
墓
の
無
断
築
造
者
に
は
地
盤
に
対
す
る
権
原
が
な
い
か
ら
、
墳
墓
も
地
盤
所
有
権
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
い
（
民
法
二
四
二
条
）

地
盤
所
有
者
が
墳
墓
所
有
権
を
主
張
し
て
、
遺
骨
だ
け
の
収
去
を
要
求
し
て
も
い
い
。

も
と
も
と
明
認
方
法
は
土
地
や
果
樹
か
ら
分
離
し
な
い
ま
ま
の
物
を
取
引
の
対
象
に
す
る
た
め
の
便
法
と
し
て
生
ま
れ
た
か
ら
、

そ
の
未
分
離
の
物
の
所
有
権
だ
け
を
念
頭
に
お
き
、
未
分
離
の
ま
ま
在
立
さ
せ
続
け
ろ
た
め
の
権
原
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
分
離
す
る
に
は
早
過
ぎ
る
物
、
た
と
え
ば
、
未
だ
伐
採
期
に
な
い
生
育
中
の
立
木
な
ど
に
つ
い
て
、
旧
判
例
（
大
審
院
大

ば
、
墳
墓
所
有
権
自
些

に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

慣
習
法
上
の
対
抗
要
件
と
し
て
の
明
認
方
法
は
、
土
地
や
果
樹
か
ら
分
離
し
な
い
ま
ま
で
独
立
の
帰
属
関
係
を
認
め
る
べ
き
物
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
抗
力
を
取
得
す
る
の
は
未
分
離
状
態
の
物
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、
立
木
や
未
収
穫
の

果
物
な
ど
の
所
有
権
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
る
が
、
所
有
権
以
外
の
物
件
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ろ
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
墳
墓
所
有
権
自
体
に
つ
い
て
の
明
認
方
法
は
認
め
ら
れ
て
も
、
本
稿
が
主
張
し
て
い
る
墓
地
使
用
権
に
は
適
用
で
き
な
い
こ
と
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い
問
題
点
を
忘
れ
、
利
用
権
一

ま
う
ほ
ど
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

未
分
離
の
物
の
所
有
権
に
つ
い
て
の
明
認
方
法
と
し
て
、
地
上
権
や
賃
借
権
の
設
定
登
記
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
分
離
に

適
す
る
時
期
ま
で
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
生
育
さ
せ
る
権
原
を
伴
う
も
の
が
あ
る
と
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
生
育
を
は
か

る
梅
原
が
な
い
場
合
で
も
、
明
認
方
法
は
分
離
適
状
に
あ
る
物
の
所
有
権
に
つ
い
て
の
み
対
抗
力
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
直

ち
に
伐
採
や
収
穫
を
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
よ
り
、
市
価
の
下
落
時
を
避
け
る
余
裕
を
含
め
た
相
当
の
期
間
を
猶
予
す
る
の

正
五
年
三
月
一
一
日
判
決
民
録
二
二
輯
七
三
九
頁
）
は
、
消
失
す
る
よ
う
な
明
認
方
法
で
は
そ
の
生
育
が
保
護
で
き
な
い
こ
と
を
心

配
し
て
、
生
育
目
的
で
所
有
す
る
立
木
の
明
認
方
法
は
地
上
権
ま
た
は
賃
借
権
の
設
定
登
記
に
よ
る
べ
き
も
の
と
判
示
し
て
い
た
ほ

ど
で
あ
り
、
大
審
院
の
大
正
一
○
年
四
月
一
四
日
判
決
（
民
録
一
一
七
輯
二
七
二
頁
）
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
そ
の
旧
判
例
を
支
持
す

る
学
説
も
あ
る
。
明
認
方
法
は
そ
の
名
の
と
お
り
明
認
で
き
る
状
態
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
対
抗
力
を
認
め
れ
ば
よ

い
は
ず
な
の
に
立
木
の
伐
採
期
ま
で
の
生
育
を
保
障
す
る
こ
と
に
執
心
の
あ
ま
り
、
地
盤
所
有
者
が
す
ん
な
り
登
記
に
協
力
し
な

い
問
題
点
を
忘
れ
、
利
用
権
の
設
定
登
記
が
実
現
す
る
ま
で
他
の
明
認
方
法
を
消
失
さ
せ
な
い
よ
う
反
復
す
る
手
段
を
否
定
し
て
し

分
離
さ
せ
ず
に
存
立
さ
せ
続
け
る
必
要
の
あ
る
物
に
つ
い
て
の
明
認
方
法
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
直
ち
に
存
立
さ
せ
続
け
る
権

原
を
伴
っ
た
明
認
方
法
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
明
認
方
法
あ
る
未
分
離
物
が
そ
こ
に
存
立
し
た
ま
ま
取
引
さ

れ
て
い
る
根
源
に
つ
い
て
争
い
が
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
未
分
離
物
が
存
立
し
て
い
る
地
盤
や
果
樹
の
譲
受
人
は
未
分
離
物

に
存
立
権
原
が
な
か
っ
た
と
主
張
で
き
な
い
か
ら
、
も
と
も
と
そ
の
存
在
に
争
い
の
な
か
っ
た
地
盤
の
利
用
権
に
つ
い
て
も
間
接
的

に
明
認
方
法
の
対
抗
力
が
生
ず
ろ
と
言
え
よ
う
。

明
認
方
法
の
制
度
趣
旨
か
ら
考
え
て
、
樹
木
や
果
物
の
場
合
の
よ
う
に
、
未
分
離
の
ま
ま
で
は
通
常
な
ら
土
地
や
果
樹
の
構
成
部

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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分
と
さ
れ
る
物
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば
、
分
離
し
て
な
く
と
も
独
立
の
権
利
の
客
体
で
あ
る
こ
と
を
公
示
す
る
意
味
で
、
そ
の
物
の
所

有
者
名
を
表
記
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
沖
繩
の
墳
墓
の
よ
う
に
、
そ
の
規
模
や
現
実
の
取
り
扱
い
か
ら

し
て
、
当
然
に
地
盤
所
有
権
か
ら
独
立
し
た
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
性
質
を
有
す
る
と
き
は
、
土
地
所
有
者
に
帰
属
し
な
い
墳
墓

が
作
征
す
る
だ
け
で
、
そ
の
墳
墓
所
有
者
名
の
表
示
が
な
く
と
も
、
墳
墓
所
有
権
に
つ
い
て
の
明
認
方
法
に
な
る
と
一
》
一
一
呵
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
初
か
ら
地
盤
所
有
者
の
方
が
墓
地
使
用
権
の
存
在
を
争
っ
た
こ
と
が
な
い
な
ら
、
墳
墓
に
つ
い
て
の
明
認
方
法

に
墓
地
使
用
権
の
対
抗
力
が
付
随
し
て
い
ろ
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
な
い
と
、
分
離
せ
ず
に
存
続
さ
せ
て
は

じ
め
て
そ
の
所
有
権
の
存
在
意
錨
が
あ
る
物
自
体
に
明
認
方
法
を
認
め
た
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

炭
焼
き
小
屋
を
も
う
け
て
製
炭
事
業
を
営
む
こ
と
は
、
薪
炭
用
の
立
木
に
つ
い
て
の
明
認
方
法
と
な
り
、
後
に
同
一
山
林
の
製
材

用
の
立
木
を
取
得
し
た
者
に
対
抗
で
き
る
と
す
る
判
例
（
大
審
院
大
正
四
年
一
一
一
月
八
日
判
決
民
録
一
一
一
輯
一
一
○
一
一
八
頁
）
が
あ
る
。

こ
の
事
例
の
明
認
方
法
は
、
本
稿
が
問
題
に
し
て
い
る
蕊
地
使
用
権
と
同
様
に
、
取
引
を
目
的
と
す
る
本
来
の
明
認
方
法
と
言
う
よ

り
、
地
盤
な
ど
の
取
引
に
よ
っ
て
権
利
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
続
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
受
身
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
の
判
例
は
立
木
が
地
盤
に
生
立
す
る
権
原
に
つ
い
て
の
対
抗
力
に
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
、
製
炭
事
業
を
同
所
で
続
け
る

か
ぎ
り
、
薪
炭
用
江
木
を
必
襲
な
分
だ
け
づ
つ
伐
採
し
、
残
余
を
生
立
さ
せ
続
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

前
述
し
た
民
法
施
行
法
三
七
条
の
解
釈
と
し
て
、
本
稿
が
墓
地
使
用
権
が
地
上
権
だ
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
登
記
す
べ
き
権
利
に

あ
た
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
な
ら
、
そ
の
点
は
明
認
方
法
が
公
認
さ
れ
て
い
る
所
有
権
も
同
じ
だ
と
言
い
た
い
。

林
野
を
譲
り
受
け
る
場
合
に
は
、
登
記
な
し
で
対
抗
力
の
あ
る
入
会
権
も
あ
り
う
る
か
ら
、
登
記
の
ほ
か
に
現
地
も
調
査
す
る
。

現
地
調
査
の
際
に
入
会
権
に
つ
い
て
は
地
元
住
民
か
ら
聴
取
を
し
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
が
、
墳
墓
が
散
在
す
る
こ
と
は
一
見
し
て
認

識
で
き
ろ
。
こ
れ
だ
け
堅
固
な
墳
墓
が
買
収
予
定
地
に
あ
る
こ
と
を
見
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
売
主
に
問
い
た
だ
さ
な
い
貢
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曰
墳
墓
が
存
在
し
な
い
場
合
等
の
問
題

墓
地
使
用
権
が
設
定
さ
れ
た
土
地
に
墳
墓
が
な
い
と
き
は
、
そ
れ
が
未
だ
築
造
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
も
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

か
つ
て
建
造
さ
れ
た
墳
墓
が
何
等
か
の
原
因
で
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
も
、
明
認
方
法
も
な
い
墓
地
使
用
権
だ
か
ら
、

土
地
の
譲
受
人
に
は
対
抗
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
論
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
に
く
い
特
殊
な
事
例
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
沖
縄
戦
や
戦
後
の
米
軍
基
地
建
設
の
た
め
に
墳
墓
が
跡
形
も
残
ら
な
い
ほ
ど
破
壊
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
、

沖
縄
本
島
に
お
い
て
は
登
記
簿
や
公
図
類
が
戦
火
で
焼
失
し
、
地
形
も
戦
争
に
よ
っ
て
変
容
し
て
し
ま
い
、
地
籍
を
未
だ
確
定
で
き

主
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
買
主
が
売
主
の
「
そ
れ
ら
の
墓
地
に
は
登
記
が
な
い
か
ら
、
無
補
償
で
容
易
に
撤
去
さ
せ
ら
れ
ろ
」

と
い
う
言
葉
を
安
易
に
信
じ
、
墳
墓
所
有
者
と
事
前
に
折
衝
す
る
こ
と
な
く
林
野
を
買
い
受
け
た
場
合
、
そ
の
譲
受
人
の
万
に
法
的

調
査
義
務
違
反
に
あ
た
る
よ
う
な
落
度
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
売
買
の
対
象
地
内
に
売
主
所
有
の
墳
墓
が
あ
る
と
き
で

さ
え
、
そ
の
移
転
に
関
す
る
事
項
は
重
要
な
契
約
条
件
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
第
三
者
所
有
の
墳
墓
が
あ
る
な
ら
、
そ

れ
に
つ
い
て
一
層
注
意
深
く
配
慮
し
て
契
約
す
る
程
度
の
こ
と
を
期
待
し
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

下
級
裁
判
所
の
判
決
で
は
あ
る
が
、
墳
墓
施
設
の
存
在
自
体
が
墓
地
使
用
権
の
公
示
に
な
る
と
す
る
判
例
（
山
形
地
裁
昭
和
三
九

年
一
一
月
一
一
六
日
判
決
下
民
集
一
五
巻
二
号
三
八
四
頁
、
岡
山
地
裁
津
山
支
部
昭
和
四
四
年
二
月
一
三
日
判
決
判
例
時
報
五
六
七
号
七

二
頁
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
事
件
は
墓
地
使
用
権
設
定
契
約
当
事
者
の
相
続
人
の
間
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
寺
社
境
内

な
ど
の
共
同
墓
地
の
使
用
関
係
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
か
ら
、
沖
縄
の
場
合
の
よ
う
な
墳
墓
の
散
在
す
る
林
野
の
譲
受
人
に
対
す
る

公
示
方
法
と
し
て
も
先
例
に
な
る
も
の
だ
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
公
示
制
度
は
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
し
て
意
味
が
あ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
判
例
の
論
理
は
本
稿
の
論
旨
に
通
ず
ろ
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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な
い
土
地
が
と
く
に
軍
事
基
地
内
に
多
数
残
っ
て
い
ろ
。
こ
の
よ
う
な
原
因
に
よ
っ
て
墳
墓
が
な
く
な
っ
た
墓
地
使
用
権
は
、
今
後

の
地
籍
確
定
事
業
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
、
た
と
え
そ
の
対
抗
力
が
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
他
の
土
地
利
用

権
と
同
様
に
何
等
の
補
償
も
な
さ
れ
て
い
な
い
墓
地
使
用
権
（
墳
墓
は
講
和
前
補
償
の
対
象
に
な
っ
た
）
に
対
す
る
補
償
も
戦
後
処

理
の
一
つ
と
し
て
、
公
権
力
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

沖
縄
に
は
「
空
き
墓
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
最
近
で
は
本
人
が
生
存
中
に
自
分
の
墳
墓
を
用
意
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、

戦
後
新
し
く
築
造
さ
れ
た
墳
墓
に
お
い
て
は
、
共
同
体
的
相
互
扶
助
関
係
の
崩
壊
と
権
利
意
識
の
伸
長
に
伴
っ
て
、
墳
蕊
を
建
造
し

よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
敷
地
の
所
有
権
を
買
い
受
け
、
そ
の
移
転
登
記
を
し
て
お
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
未
使
用
の

墳
墓
を
空
き
墓
に
含
め
て
問
題
に
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

遺
骨
や
霊
を
ま
つ
っ
て
あ
る
施
設
が
墳
墓
で
あ
る
と
定
義
す
れ
ば
、
空
き
墓
は
墳
墓
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
民
法
上
は

墳
墓
施
設
の
財
産
的
価
値
も
重
要
で
あ
る
し
、
と
く
に
沖
縄
の
空
き
墓
は
所
有
者
が
放
棄
し
た
も
の
ば
か
り
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
た

と
え
ば
、
戦
時
中
に
防
空
壕
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
厨
子
瓶
が
持
ち
出
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
も
の
、
厨
子
瓶
泥
棒
に
荒
さ

れ
た
た
め
に
空
き
墓
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
空
き
墓
を
原
状
に
も
ど
す
所
有
者
も
い
な
い
の
な
ら
、
放
棄
さ
れ
た
も

の
と
み
な
し
て
よ
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
墳
墓
を
承
継
す
べ
き
家
族
が
戦
火
で
全
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
墳
墓
承
継
者
が
海
外
移
民
か
ら
帰
還
し
て
い
な
い
た
め
に
管
理
さ
れ
て
な
い
の
か
、
判
別
が
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
点
に
、
外
形
上
空
き
墓
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
安
易
に
所
有
者
が
放
棄
し
た
も
の
と
扱
え
な
い
理
由
が
あ
る
。
ま
し

て
使
用
中
の
墳
墓
の
所
有
者
を
探
す
こ
と
が
面
倒
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
墳
墓
の
中
の
遺
骨
を
無
縁
仏
と
み
な
す
権
限
を
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
う
し
て
も
墳
墓
所
有
者
を
探
せ
な
い
場
合
に
後
述
す
る
例
の
よ
う
に
「
法
務
局
に
依
頼
し
て
、
墳
墓
の
管

財
人
を
選
任
し
て
も
ら
い
、
そ
の
管
財
人
（
墳
墓
の
管
理
権
し
か
な
い
は
ず
で
あ
る
が
）
と
の
間
で
墳
墓
の
処
置
（
処
分
行
為
）
を
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国
家
事
業
の
た
め
に
墳
墓
を
撤
去
さ
せ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
琉
球
大
学
の
移
転
予
定
地
内
に
あ
る
も
の
と
、
沖
縄
開
発
庁
の
開

発
建
設
部
が
国
道
建
設
を
予
定
し
て
い
る
土
地
に
あ
る
墳
墓
が
あ
る
。
そ
の
両
方
の
例
と
も
、
官
公
庁
の
公
簿
に
よ
る
調
査
や
新
聞

公
告
を
も
っ
て
墳
墓
の
所
有
者
探
し
を
終
り
と
せ
ず
、
地
元
市
村
の
役
所
・
村
落
の
区
長
や
長
老
あ
る
い
は
林
野
所
有
者
な
ど
か
ら

ス
ノ
。 五
、
士
地
の
公
用
徴
収
等
に
お
け
る
墳
墓
の
取
り
扱
い

本
稿
の
主
題
で
あ
る
民
間
の
諸
用
地
造
成
事
業
に
お
け
る
墓
地
使
用
権
の
取
扱
の
問
題
と
比
較
す
る
意
味
で
公
用
徴
収
な
ど
に

お
け
る
墓
地
の
取
扱
の
実
態
に
つ
い
て
二
・
三
ふ
れ
て
お
く
。

墓
地
が
公
用
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
、
い
か
に
沖
縄
県
民
の
祖
先
崇
拝
の
信
仰
心
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ

の
信
仰
を
公
用
徴
収
の
必
要
に
優
先
さ
せ
る
わ
け
に
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
信
仰
心
を
墳
墓
の
移
転
補
償
に
お

い
〒
尊
重
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
公
用
の
た
め
の
墳
墓
の
撤
去
を
承
諾
し
な
い
所
有
者
に
対
し
て
は
、
強
制
収
用

を
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

都
市
計
画
指
定
地
域
内
の
墳
墓
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
必
要
上
、
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
三
年
法
律
四
八
号
）

に
よ
っ
て
、
獲
駆
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
市
街
地
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
が
、
墳
墓
が
散
在
す
る
こ
と
は
土
地
の
再
開
発

の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
比
較
的
改
革
的
思
考
を
す
る
都
市
の
住
民
達
な
ら
、
将
来
建
築
さ
れ
る
墳
墓
の
用
地
に
つ
い
て
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
旧
来
の
墳
墓
も
含
め
て
、
｜
定
の
指
定
さ
れ
た
区
域
内
に
墓
地
を
整
理
統
合
し
て
い
く
こ
と
に
賛
成
す
る
で
あ
る

決
め
ろ
」
こ
と
は
不
当
で
あ
る
か
ら
、
沖
縄
の
所
有
者
不
明
土
地
と
同
様
に
、
市
町
村
に
管
理
さ
せ
る
特
別
立
法
で
解
決
（
処
分
権

の
法
定
も
必
要
で
あ
ろ
う
）
す
る
し
か
な
い
。



(1977） 104琉大法学第22号

の
聴
き
取
り
調
査
を
し
て
、
探
し
出
し
た
墳
墓
所
有
者
と
墳
墓
の
移
転
と
そ
の
補
償
に
つ
い
て
交
渉
し
て
い
ろ
。
ま
た
、
琉
球
大
学

に
お
い
て
は
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
な
い
空
き
墓
や
無
縁
仏
と
思
わ
れ
る
も
の
に
対
し
て
も
、
さ
ら
に
所
有
者
探
し
を
続
け
る
ほ
ど

の
慎
重
さ
で
あ
る
。
開
発
庁
の
方
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
尽
し
て
も
墳
墓
所
有
者
が
見
つ
か
ら
ず
、
所
有
者
不
明
の
墳
墓
の
た

め
に
事
業
の
遂
行
が
中
断
さ
れ
て
困
る
事
態
に
な
ら
た
ら
、
法
務
局
に
選
任
し
て
も
ら
う
墳
墓
の
管
財
人
を
相
手
に
そ
の
処
理
を
決

め
る
こ
と
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

地
方
自
治
体
の
事
業
に
お
け
る
例
と
し
て
は
、
那
麗
市
の
市
街
地
内
の
墳
墓
の
多
い
丘
陵
地
を
公
園
化
す
る
事
業
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
に
あ
る
墳
墓
を
移
転
さ
せ
る
た
め
の
補
償
と
し
て
、
墳
墓
移
転
費
用
の
ほ
か
に
市
有
地
を
墓
地
用
に
提
供
し
、
そ
の
墓

地
使
用
権
と
し
て
「
永
久
賃
借
権
」
を
設
定
し
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
賃
借
権
の
存
続
期
間
は
新
規
・
更
新
と
も
一
一
○
年
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
ろ
（
民
法
六
○
四
条
）
が
、
そ
れ
が
墳
墓
築
造
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
永
久
使

用
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
契
約
の
趣
旨
を
生
か
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
「
賃
借
権
」
と
い
う
用
語
を
使
用
権
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意

味
に
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
市
当
局
が
そ
の
賃
借
権
を
一
一
○
年
ご
と
に
更
新
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
行
政
的
な
永
久
保
障
を
し

て
い
る
も
の
と
解
釈
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。


