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美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器

西
部
朝
鮮
無
文
土
器
編
年
の
た
め
に

（
二
）
｜西

谷

正

一
、
は
じ
め
に

土
器
の
材
料
た
る
粘
土
は
年
慮
を
経
る
も
消
滅
す
る
乙
と
無

く
、
金
属
大
理
石
等
の
如
く
、
他
に
之
を
利
用
す
る
便
殆
ど
無
き

を
以
て
、
土
器
は
其
の
完
全
な
る
も
の
及
び
、
破
片
の
状
態
に
於

い
て
、
今
日
に
遺
存
す
る
分
量
最
も
多
し
。
ま
た
其
の
形
状
の
多

様
に
し
て
、
変
化
の
急
激
な
る
乙
と
は
、
考
古
学
的
資
料
と
し
て

最
も
価
値
あ
る
所
以
に
し
て
、
人
種
と
時
代
と
に
よ
り
て
、
其
の

形
状
、
紋
様
、
製
作
等
を
異
に
す
る
を
以
て
、
之
に
よ
り
て
土
器

其
者
及
び
伴
出
遺
物
の
年
代
人
種
等
を
推
定
す
る
の
屈
強
な
る
資

料
を
な
す

①
 

右
の
言
葉
は
、
考
古
学
に
お
け
る
土
器
の
重
要
性
を
述
べ
た
浜
田
耕
作
の
弁
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
考
古
学
研
究
は
、

一
九
四

五
年
以
後
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
が
、
原
始
時
代
の
櫛
目
文
土
器
か
ら
中
・
近
世
の
向
磁
器
に
い
た
る
ま
で
の
、
土
器
・
陶

器
・
磁
器
の
編
年
研
究
は
、
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
。
私
は
、
た
ま
た
ま
無
文
土
器
を
手
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
作
業
に
着
手
し
て
い

旬
。
乙
乙
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
も
、
そ
う
し
た
研
究
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
次
節
以
下
で
述

べ
る
よ
う
に
、
美
松
里
出
土
無
文
土
器
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
二
型
式
に
細
分
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
作
業
の
積
み
重
ね
が
、
西

美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一
六
五



美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

部
朝
鮮
無
文
土
器
編
年
研
究
の
基
礎
に
な
る
の
で
あ
る
。

ニ
、
美
松
里
洞
窟
遺
跡
の
位
置
と
調
査
の
経

過

＠
 

平
安
北
道
義
州
郡
美
松
里
に
あ
る
美
松
里
調
窟
遺
跡
は
、
中

国
と
の
国
境
を
な
す
鴨
緑
江
下
流
域
の
左
岸
に
あ
っ
て
、
同
郡

義
州
自
の
所
在
地
か
ら
東
北
方
に
一

0
キ
ロ
余
り
の
と
乙
ろ
に

あ
る
。
そ
の
付
近
で
、
そ
う
高
く
な
い
山
と
丘
の
聞
に
は
美
松
里

の
集
落
が
あ
る
。
美
松
里
集
落
の
東
南
方
に
は
頂
上
部
の
標
高

七
七
・
七
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
が
ゐ
っ
て
、
そ
の
山
腹
の
傾
斜
面

は
ほ
ぼ
東
西
方
向
に
長
く
広
が
っ
て
い
る
。
乙
の
丘
陵
は
石
灰

岩
層
か
ら
な
る
が
、
そ
の
西
南
の
傾
斜
面
に
は
、
大
小
の
岩
の
割

け
目
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
傾
斜
面
の
西
南
中

腹
の
西
壁
に
聞
い
た
洞
窟
は
も
っ
と
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
。

遺
跡
は
、
ま
さ
に
そ
の
石
灰
岩
洞
窟
に
あ
た
る
。
洞
窟
の
南

側
に
は
、
三

0
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
を
お
い
て
漢
川
と
い
う
小
さ

い
小
川
が
あ
り
、
東
か
ら
酉
へ
と
流
れ
る
。
乙
の
漢
川
は
、
西

方
約
七
キ
ロ
の
地
点
で
鴨
緑
江
に
合
流
し
て
い
る
。

ζ

の
よ
う

に
、
美
松
里
遺
跡
は
、
鴨
緑
江
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
と
ζ

ろ

一
六
六

霞位の跡遺窟洞盟松美第1図



に
あ
り
、
周
囲
に
は
小
山
と
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
地
が
連
綴
す
る
（
第
一
図
）
。
こ
の
付
近
の
石
灰
岩
地
帯
は
、
古
く
か
ら
石
灰
石
採
取
地

一
九
四
五
年
ま
で
、
義
州
郡
水
鎮
面
松
村
洞
南
谷
へ
ッ
カ
メ
と
い
う
地
名
で
呼
ば
れ
た
。
そ
の
当
時
、
ち
ょ
う

ど
そ
こ
に
石
灰
を
焼
く
た
め
の
石
灰
窯
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
地
名
が
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。

で
あ
っ
た
。
遺
跡
地
は
、

さ
て
、
美
松
里
遺
跡
は
一
九
四
五
年
以
後
、
人
民
経
済
復
旧
の
た
め
の
建
設
が
め
ざ
ま
し
く
展
開
し
て
い
た
一
九
五
四
年
五
月
に
発
見

さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
石
灰
石
採
掘
工
事
で
岩
壁
が
爆
破
さ
れ
た
と
き
、
洞
窟
の
西
側
入
口
部
分
が
閉
口
し
、
そ
の
内
部
か
ら
、
石
鍛
・

石
錘
・
人
骨
・
小
獣
品
目
な
ど
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
。
洞
窟
入
口
が
土
砂
で
充
満
し
て
い
た
た
め
、
爆
破
前
に
は
、
そ
こ
が
洞
窟
の
入
口

で
あ
る
こ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
遺
物
発
見
の
通
報
は
、
た
だ
ち
に
新
義
州
歴
史
博
物
館
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
、
博
物

館
で
は
現
地
を
踏
査
し
て
、
洞
窟
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
保
存
対
策
を
講
じ
る
べ
く
、
そ
の
方
途
が
模
索
さ
れ
た
。

そ
の
後
、

一
九
五
九
年
三
月
に
な
っ
て
、
義
州
郡
営
石
灰
工
場
で
溶
鉱
炉
を
建
設
す
る
た
め
、
洞
窟
入
口
の
南
側
で
粘
土
を
採
取
し
た
と

乙
ろ
、
種
属
不
明
の
獣
骨
や
土
器
片
な
ど
を
発
見
し
た
。
通
報
を
受
け
た
新
義
州
歴
史
博
物
館
で
は
現
地
を
踏
査
し
た
。
そ
の
結
果
、

九
五
四
年
に
発
見
し
た
地
点
の
反
対
側
に
、
も
う
一
つ
の
洞
窟
入
口
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
通
報
を
得
た
科

学
院
考
古
学
及
民
俗
学
研
究
所
で
は
、
た
だ
ち
に
発
掘
隊
を
組
織
し
て
、
調
査
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
乙
れ
に
は
新
義
州
歴
史
博
物
館

の
館
員
も
参
加
し
た
。一

－
一
、
発
掘
前
の
洞
窟
の
状
況

洞
窟
は
、
そ
の
南
側
入
口
の
底
面
が
漢
川
支
流
の
小
川
の
底
か
ら
約
一
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
あ
り
、
そ
ζ

で
の
天
井
ま
で
の
高
さ
は

約
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
こ
の
付
近
が
背
か
ら
石
灰
石
の
採
取
場
で
あ
っ
た
の
で
、
洞
窟
の
入
口
部
分
は
破
壊
を
ひ
ど
く
受
け
、
洞
窟
内

に
は
粘
土
が
ひ
じ
よ
う
に
厚
く
堆
積
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
洞
窟
の
南
側
に
あ
る
現
在
の
入
口
の
高
き
が
二
メ
ー
ト
ル
と
い
う
の

は
、
そ
の
よ
う
な
堆
積
土
が
あ
る
た
め
低
い
の
で
あ
っ
て
、
埋
ま
る
前
に
は
天
井
が
も
っ
と
高
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
底
面
は
広

美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一
六
七



美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一
六
八

い
が
、
上
に
い
く
ほ
ど
狭
ま
る
。
ま
た
、
発
掘
前
ま
で
の
南
側
入
口
は
、
人
一
人
が
よ
う
や
く
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
大
き

さ
に
閉
口
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
遺
物
包
含
層
は
、
現
在
、
洞
窟
の
入
口
と
な
っ
て
い
る
地
点
か
ら
外
に
、
す
な
わ
ち
、
南
方
に
約
三
J
四
メ
ー
ト
ル
の
地

点
か
ら
は
じ
ま
る
。
乙
の
乙
と
は
、
現
在
、
露
天
状
態
に
あ
る
調
窟
入
口
前
面
の
一
定
面
積
が
、
石
灰
石
採
取
以
前
ま
で
は
調
窟
内
部
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
入
口
は
も
っ
と
外
（
南
）
に
あ
っ
た
が
、
か
つ
て
南
側
入
口
天
井
部
の
大
部
分
が
崩
落
し
て
、
乙

ん
に
ち
み
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
調
窟
の
入
口
は
西
側
に
も
あ
っ
た
。
外
観
上
そ
こ
は
、
南
側
の
入
口
と
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
た
二
つ
の
調
窟
で
あ
る

か
の
よ
う
に
み
え
る
。
西
側
に
入
口
の
あ
る
洞
窟
は
、
東
方
に
向
っ
て
奥
ま
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
天
井
部
は
な
く
な
り
、
遺
物
包
含
層

が
露
天
状
態
に
あ
っ
た
。
も
と
も
と
洞
窟
の
底
部
を
な
し
た
岩
盤
の
上
に
土
砂
が
厚
く
堆
積
し
て
い
る
関
係
で
、
発
掘
前
の
地
表
で
は
、

南
側
入
口
と
の
聞
に
介
在
す
る
岩
盤
の
た
め
、
西
側
に
入
口
を
も
っ
洞
窟
の
東
側
部
分
が
ふ
さ
が
っ
た
独
立
的
な
洞
窟
で
あ
る
か
の
よ
う

に
み
う
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
発
掘
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
こ
が
南
側
に
入
口
を
も
っ
洞
窟
と
合
わ
さ
っ
て
、

一
つ
の
洞
窟
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
乙
と
が
わ
か
っ
た
。

現
在
、
南
側
入
口
か
ら
北
側
に
向
っ
て
長
く
伸
び
る
主
要
な
調
窟
と
、
さ
ら
に
、
内
に
東
側
に
聞
け
ら
れ
た
脇
の
洞
窟
と
か
ら
な
る
。

鍾
乳
石
な
ど
が
垂
れ
た
脇
の
洞
窟
は
狭
く
て
人
一
人
が
よ
う
や
く
出
入
り
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
奥
行
も
短
か
く
二
メ
ー
ト
ル
を

越
え
な
い
。
洞
窟
内
は
、
入
口
か
ら
奥
に
進
む
に
つ
れ
て
、
し
だ
い
に
底
面
が
高
く
な
る
よ
う
に
粘
土
が
堆
積
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
現

在
の
入
口
か
ら
一
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
内
部
に
入
る
と
、
そ
の
粘
土
が
洞
窟
の
天
井
に
突
き
あ
た
っ
て
し
ま
う
（
第
二
図
）
。
乙
の
よ
う
な

土
砂
の
堆
積
状
況
は
、
す
で
に
古
く
洞
窟
天
井
部
に
ヒ
ビ
も
し
く
は
穴
が
あ
い
て
、
そ
乙
か
ら
土
砂
が
流
れ
こ
み
洞
窟
内
を
埋
め
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
洞
窟
の
内
か
ら
外
へ
と
傾
斜
が
強
く
、
発
掘
前
の
文
化
層
南
端
と
、
現
在
窟
が
ふ
さ
が
っ
て
い
る
窟
内
北

端
に
お
け
る
現
地
表
の
高
低
差
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
を
測
る
。



回
、
地
層
と
遺
物
の
出
土
状
況

た
と
こ
ろ
、

土
層
の
厚
さ
と
層
位
を
知
る
た
め
に
、
主
要
窟
南
側
入
口
前
面
の
南
端
と
、
西
側
入
口
の
現
存
す
る
先
端
部
分
の
地
層
断
面
を
観
察
し

つ
答
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
。
西
側
入
口
の
地
層
断
面
は
、
上
か
ら

現
在
の
表
土
で
、
粘
土
分
の
多
い
腐
蝕
土
層

付口国

粘魔

蝕

土

層

約
六
十
セ
ン
チ

層

四
五
セ
ン
チ

土

約
五

0
セ
ン
チ

層

四
五
セ
ン
チ

（吋同

粘腐

蝕

土

層

六
五
セ
ン
チ
｛
ζ

の
腐
の
と
こ
ろ
ど
ζ

ろ
に
石
混
じ
り
の
層
（
一
三
｝

F

セ
ン
チ
）
と
灰
層
（
一

0
セ
ン
チ
）
が
挟
ま
る
。
、

南
側
入
口
の
地
層
断
面

粘
土
分
の
多
い
魔
蝕
土
層

凶

w
同
門

乙
の
よ
う
に
、
南
側
入
口
の
断
面
の
地
層
の
状
況
は
、
若
干
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
発
掘
を
通
じ
て
明
ら
か
に

な
っ
た
と
乙
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
南
側
入
口
前
面
の
南
端
の
地
層
断
面
は
、
洞
窟
の
南
側
部
分
の
傾
斜
面
を
切
断
し
た
も
の
で
、
純
粋

土

約
八

0
セ
ン
チ

層

五
0
セ
ン
チ

付口

粘魔

蝕

土

層

四
五
セ
ン
チ

二
0
セ
ン
チ

層

五
0
セ
ン
チ
（
此
一
時
翠
…
深
川
端
可
…
経
一
恕
》
）

一
五
セ
ン
チ

土

国同

粘

土

層

同

閣

蝕

土

層

一
五
セ
ン
チ

美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

粘

土

商

蝕

土

層

一
六
九



美
松
皇
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一七
O

の
断
面
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
調

窟
の
内
側
の
地
層
状
況
は
、

ζ

の
南
端
の

そ
れ
と
同
一
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を

通
し
て
み
る
と
、
南
側
「
断
面
」
に
現
わ

れ
た
最
初
の
文
化
層
国
と
、
粘
土
層
を
介

面

在
し
て
、
二
番
目
の
文
佑
層
同
は
同
じ
も

断

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

と

つ
ぎ
に
、
遺
物
の
出
土
状
況
に
つ
い

面

て
、
便
宜
上
、
南
側
入
口
の
外
部
か
ら
洞

平の

窟
内
部
に
向
っ
て
発
掘
さ
れ
た
順
序
に
し

窟

た
が
っ
て
み
て
み
よ
う
（
第
三
図
）
。

洞

ま
ず
、
厚
い
魔
蝕
土
層
付
と
そ
の
下
に

第2図

あ
る
粘
土
層
付
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
表
土

か
ら
お
よ
そ
一

J
一
－
一
一
一
メ
ー
ト
ル
（
南

側
が
分
厚
い
）
の
深
さ
ま
で
に
は
、
近
現

代
の
磁
器
片
ゃ
、
犬
骨
・
野
中
一
猫
骨
な
ど

小
動
物
骨
が
混
じ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
他

に
は
何
の
遺
物
も
み
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

〔
上
層
〕
そ
の
下
に
堆
積
し
た
黒
色
の
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美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）
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美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

七

脅
蝕
土
層
同
は
、
原
始
時
代
遺
物
を
含
ん
だ
文
化
層
で
あ
る
。
こ
の
層
か
ら
は
遺
物
と
遺
骨
が
少
な
か
ら
ず
出
土
し
た
。
復
元
が
可
能
で

形
態
の
わ
か
る
土
器
を
は
じ
め
と
し
て
、
美
松
里
遺
跡
発
見
遺
物
の
大
多
数
が
こ
の
層
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
数
多
く
の
遺
物
と
遺
骨
が
、

発
掘
範
囲
の
全
面
に
わ
た
っ
て
無
秩
序
に
散
布
し
て
い
た
。
そ
の
出
土
状
況
に
関
し
て
特
記
す
べ
き
こ
と
は
、
発
掘
範
囲
内
の
北
端
つ
ま

り
洞
窟
内
側
に
お
け
る
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
数
多
く
の
土
器
・
石
鍛
・
紡
錘
車
・
骨
針
な
ど
の
遺
物
と
人
骨
が
混
じ
っ
て
出
土

し
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
正
常
な
出
土
状
態
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
人
骨
は
無
秩
序
に
堆
積
し
て
い
て
、
あ
る
も
の
は
土
器
と
混
じ

り
、
ま
た
、
あ
る
も
の
は
上
か
ら
転
が
り
落
ち
た
よ
う
な
直
径
三

O
J四
0
セ
ン
チ
の
石
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
。
洞
窟
の
隅
に
は
頭

蓋
骨
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
下
に
大
腿
骨
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
り
、
頭
蓋
骨
そ
の
も
の
に
も
石
が
入
り
こ
ん
だ
り
し
て
い
た
。
そ
の

周
囲
か
ら
は
歯
が
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
散
乱
し
て
お
り
、
人
骨
と
思
わ
れ
る
骨
と
は
隔
た
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
遺
物
と
人
骨
の

出
土
状
況
は
、
洞
窟
の
天
井
な
ど
の
崩
落
に
よ
っ
て
撹
乱
さ
れ
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
文
化
層
の
な
か
に
は
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
を

こ
え
る
石
も
含
ま
れ
て
い
た
。

い
っ
ぽ
う
、
露
天
状
態
に
あ
る
洞
窟
の
外
部
は
事
情
が
少
し
異
な
っ
て
い
た
。
洞
窟
の
内
側
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
遺
物
が
石
と
混
じ

り
合
っ
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
は
、
遺
物
は
、
深
さ
を
異
に
す
る
乙
と
は
あ
っ
て
も
、
比
較
的
整
然
と
し
て
い
た
。
乙
乙
で

も
、
人
骨
が
出
土
し
、
二
個
体
分
を
確
認
し
た
。
そ
の
う
ち
、
東
壁
の
縁
で
出
土
し
た
人
骨
の
北
側
に
柱
状
石
斧
と
青
銅
斧
が
あ
り
、
さ

ら
に
そ
の
北
側
に
も
復
原
可
能
な
土
器
五
個
体
分
が
散
布
し
て
い
た
。
も
う
一
つ
の
人
骨
は
、
西
壁
縁
に
あ
っ
た
が
、
頭
蓋
骨
だ
け
が
残

存
し
た
。
頭
蓋
骨
の
す
ぐ
横
に
土
器
一
個
体
分
と
石
製
紡
錘
車
が
一
個
出
土
し
た
。
ま
た
、
西
壁
の
下
か
ら
は
石
鍬
九
個
が
一
カ
所
に
埋

ま
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
個
は
有
茎
で
あ
る
が
、
残
り
は
無
茎
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
付
近
に
は
、
土
器
の
破
片
や
獣

の
顎
骨
、
貝
殻
な
ど
が
散
布
し
て
い
た
。
乙
の
よ
う
に
、
こ
の
文
化
周
か
ら
は
比
較
的
狭
い
発
掘
面
積
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
の
遺
物

や
遺
骨
が
出
土
し
た
が
、
そ
の
出
土
状
況
か
ら
は
一
定
の
秩
序
を
み
い
だ
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
施
設
物
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
何
も
発

見
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
と
き
ど
き
炭
屑
と
灰
は
認
め
ら
れ
た
が
、
火
を
お
乙
す
た
め
の
施
設
物
は
な
か
っ
た
。



さ
て
、
そ
の
よ
う
な
文
化
層
の
発
掘
を
通
じ
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
と
と
は
底
面
が
南
側
に
だ
け
傾
斜
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
現
状
の
洞
窟
内
部
で
遺
物
が
多
く
出
た
付
近
で
は
、
西
側
が
高
く
、
東
側
が
深
い
。
ま
た
、
入
口
の
外
部
で
現
在
露
天
状
態
に

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
逆
に
東
側
が
高
く
、
西
側
が
深
い
。
そ
し
て
、
南
側
で
人
骨
が
出
土
し
た
地
点
の
付
近
で
は
、
底
面
が
一
段

と
急
傾
斜
に
な
り
、
あ
た
か
も
崖
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
乙
の
乙
と
は
、

つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
文
化
層
の
下
の
地
層
の
と
こ

ろ
で
、
洞
窟
の
外
部
の
南
端
の
地
層
と
、
洞
窟
内
部
の
地
層
と
の
聞
に
差
異
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に

述
べ
た
最
初
の
文
化
層
の
下
に
あ
る
粘
土
層
同
は
、
無
遺
物
の
間
層
と
し
て
、
洞
窟
内
部
か
ら
外
方
へ
と
続
い
て
く
る
。
と
ζ

ろ
が
、
調

窟
の
外
部
の
南
端
の
地
層
断
面
で
み
る
と
、
そ
の
下
に
厚
い
文
化
層
同
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
位
に
粘
土
層
倒
、
文
佑
層
同
の
順
序
で

い
く
つ
か
の
層
位
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
南
側
で
人
骨
が
出
土
し
た
地
点
の
付
近
の
底
面
が
急
傾
斜
で
あ
っ
た
と
乙

ろ
だ
け
で
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
北
側
で
は
、
そ
の
よ
う
な
地
層
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、
粘
土
層
同
の
下
に
単
一
の
文
化
層
同

が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
洞
窟
外
部
の
南
端
付
近
で
は
、
第
一
番
目
の
文
化
層
伺
と
、

粘
土
層
を
介
在
し
た
第
二
番
目
の
文
化
層
同
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
土
し
た
遺
物
の
綜
態
は
、
同
一
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
う
一
つ

の
粘
土
層
肘
を
聞
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
東
壁
際
の
人
骨
の
す
ぐ
東
南
側
で
は
、
第
一
番
目
の
文
化
層
か
ら
出
た
も
の
と
同
種
の
土
器
破

片
が
出
土
し
た
。
そ
し
て
、
ま
た
西
壁
際
の
頭
蓋
骨
の
南
側
で
も
、
第
一
番
目
の
文
佑
層
か
ら
出
た
も
の
と
類
似
し
た
無
茎
の
石
鍛
が
出

土
し
た
。
と
く
に
、
土
器
破
片
の
う
ち
の
一
つ
は
、
コ
マ
形
土
器
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
調
窟
の
内
側
で
検
出
さ
れ

た
頭
蓋
骨
の
脇
で
出
た
破
片
と
一
個
体
の
も
の
で
ゐ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
も
と
も
と
傾
斜
面
に
堆
積
し
た
一
つ
の
文
化
層
で
あ

っ
た
も
の
が
、
洞
窟
外
部
の
南
端
付
近
で
は
急
傾
斜
の
た
め
、
北
側
か
ら
文
化
層
が
流
れ
乙
ん
だ
り
、
文
化
層
の
一
部
が
切
ら
れ
た
り
し

て
撹
乱
状
態
を
生
じ
た
と
い
う
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

〔
下
層
〕
さ
て
、
厚
さ
五
J
二
0
セ
ン
チ
の
無
遺
物
の
粘
土
層
同
の
下
に
は
、
も
う
一
つ
の
文
化
層
伺
が
あ
る
が
、
厚
さ
一
五

t
ニ
0

セ
ン
チ
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
層
ぞ
下
層
と
す
る
が
、
遺
物
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
洞
窟
の
内
外
か
ら
土
器
破
片
と
骨
片
お

美
松
虫
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一
七
三



美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一
七
四

よ
ぴ
若
干
の
石
器
が
出
た
だ
け
で
あ
る
。
石
器
に
は
、
洞
窟
内
部
と
発
掘
範
囲
の
南
端
で
そ
れ
ぞ
れ
一
個
ず
つ
石
錘
、
や
は
り
南
端
で
石

鍛
片
と
思
わ
れ
る
も
の
が
一
個
、
さ
ら
に
、
そ
の
脇
で
碧
玉
系
統
の
玉
石
製
の
装
飾
品
一
個
と
骨
錐
が
出
土
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

西
側
入
口
付
近
の
地
層
関
係
な
ら
び
に
発
掘
状
況
も
南
側
入
口
の
場
合
と
類
似
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
発
掘
範
囲
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル

と
小
会
か
っ
た
た
め
、
遺
物
は
上
岡
崎
で
も
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
復
・
苅
可
能
な
土
器
一
個
と
、
そ
の
そ
ば
で
担
五
製
管
玉

一
個
の
ほ
か
、
土
器
片
や
骨
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
火
を
お
ζ

し
た
と
と
を
示
す
炭
や
灰
は
検
出
し
た
が
、
一
炉
の
よ
う
な
施
設
物
は
何
も

み
ら
れ
な
か
っ
た
。
下
層
は
、
粘
土
層
同
の
下
の
厚
さ
六
五
セ
ン
チ
の
闘
蝕
土
属
国
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
。
乙
の
屑
に
は
、
石
混
じ
り

の
層
が
介
在
す
る
が
、
そ
の
層
の
上
位
で
厚
さ
二

0
セ
ン
チ
ほ
ど
の
腐
蝕
土
層
が
下
層
に
あ
た
る
。
下
層
で
は
い
っ
そ
う
遺
物
は
少
な

く
、
土
器
片
を
一
点
検
出
し
た
に
と
ど
ま
る
。

調
査
報
告
に
よ
る
と
、
美
松
里
調
窟
で
は
以
上
の
よ
う
な
層
位
関
係
と
遺
物
の
出
土
状
況
が
考
え
ら
れ
た
。
総
合
す
る
と
、
美
松
里
洞

窟
で
は
、
下
層
に
櫛
目
文
土
器
文
化
と
上
層
に
無
文
土
器
文
化
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
乙
と
で
は
乙
の
論
文
の
主
題
か
ら
い
っ
て
、

上
層
の
無
文
土
器
文
化
盾
に
限
定
し
て
問
題
と
し
た
い
。
上
層
の
屑
位
お
よ
び
遺
物
の
出
土
状
況
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
洞
窟
内
天

井
部
か
ら
の
岩
石
の
崩
落
と
土
砂
の
流
入
、
か
て
て
加
え
て
洞
窟
外
方
南
端
付
近
に
お
け
る
地
層
の
転
移
な
ど
の
理
由
か
ら
、
撹
乱
状
態

③
 

に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
上
閣
に
お
け
る
一
一
体
分
以
上
の
人
骨
を
め
ぐ
っ
て
、
乙
乙
を
墓
地
と

す
勾
規
定
だ
け
で
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
遺
跡
の
性
格
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
各
種
の
獣
骨
や
土
器
・
石
器
・
青
銅
器
な
ど
豊

富
な
遺
骨
と
遺
物
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
墳
墓
の
副
葬
品
と
し
て
よ
り
も
、
日
常
生
活
と
係
わ
り
の
深
い
も
の
が
多
く
あ

っ
て
、
住
居
地
と
し
て
の
可
能
性
も
ま
っ
た
く
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
骨
や
各
種
の
遺
物
が
小
範
囲
か
ら
比
較
的
多
量
に
出
土
し

た
乙
と
を
考
え
る
と
、
墳
墓
と
住
居
が
時
期
を
異
に
し
て
宰
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
第
二
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
の
こ
と

と
も
関
連
す
る
が
、
上
層
が
二
時
期
に
わ
た
り
、
無
文
土
器
の
細
分
が
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
無
文
土
器
の
型
式
細
分
に



関
し
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
層
位
関
係
か
ら
、
層
位
別
に
よ
る
細
分
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、

い
き
お
い
純
粋
の
型
式
分
類
に
依
拠

せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
墳
墓
か
そ
れ
と
も
住
居
跡
の
い
ず
れ
か
を
論
断
す
る
ζ

と
が
で
き
な
い
状
況

に
あ
る
た
め
、
そ
れ
以
上
の
議
論
は
差
し
ひ
か
え
た
い
。
乙
乙
で
は
、
第
二
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
次
節
で
無
文
土
器
を
検
討
し
て
み
る

乙
と
に
す
る
。

玉
、
美
松
里
洞
窟
検
出
無
文
土
器
の
検
討

ま
ず
も
っ
て
、
美
松
里
洞
窟
の
上
層
つ
ま
り
無
文
土
器
文
化
層
を
美
松
里
E
、
下
層
す
な
わ
ち
櫛
目
文
土
器
文
化
層
を
美
松
里
I
と
仮

称
し
て
話
を
進
め
た
い
。
た
だ
し
、
乙
乙
で
は
美
松
里
E
と
仮
称
し
た
無
文
土
器
の
型
式
細
分
を
論
題
と
す
る
。
美
松
里
E
に
属
す
る
無

文
土
器
は
、
完
全
な
も
の
と
復
元
が
可
能
な
も
の
だ
け
で
も
一
二
個
あ
り
、
復
元
が
で
き
な
く
て
も
土
器
の
形
態
や
特
長
の
わ
か
る
も
の

が
五
個
あ
っ
て
、
良
好
な
資
料
と
い
え
る
。
無
文
土
器
は
二
重
口
縁
の
謹
を
除
く
と
、
す
べ
て
表
面
を
磨
研
し
て
い
る
点
に
共
通
し
た
特

色
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
土
器
の
大
小
を
除
い
て
、
細
部
を
み
る
と
、
器
形
・
把
手
形
態
そ
し
て
文
様
に
お
い
て
は
差
異
が
認
め
ら
れ

＠
 

る
。
い
っ
ぽ
う
、
平
安
北
道
寧
辺
郡
細
竹
里
遺
跡
で
は
、
美
松
里
型
土
器
が
、
上
・
下
の
二
層
の
住
居
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
下
層
の
住
居
跡
か
ら
出
た
美
松
里
型
土
器
の
謹
に
は
、
細
い
線
の
線
条
帯
文
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
。
上
周
の
住
居
跡
か
ら
出
た
美

松
里
型
土
器
の
壷
に
は
ヂ
グ
ザ
グ
文
様
ぞ
描
い
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
下
層
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
灰
色
土
器
を
伴
っ
て
い
る
。
上
層

出
土
美
松
里
型
土
器
の
壷
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
、
や
は
り
灰
色
土
器
と
共
伴
し
て
、
細
竹
里
に
近
い
位
置
に
あ
る
平
安
南
道
愉
川
郡
墨

房
里
遺
崎
町
第
二
四
号
支
石
墓
で
も
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
美
松
里
E
の
無
文
土
器
自
体
に
型
式
的
に
細
分
が
可
能

で
あ
る
と
と
も
に
、
同
様
の
美
松
里
型
土
器
を
共
伴
す
る
清
川
江
流
域
の
無
文
土
器
の
型
式
編
年
に
お
け
る
上
・
下
す
な
わ
ち
細
竹
里
h

＠
 

・
細
竹
里
b
と
い
う
こ
型
式
の
存
在
か
ら
み
て
も
、
美
松
里
E
が
二
分
さ
れ
る
と
と
が
首
肯
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
脚
し
て
、

美
松
里
E
を
新
・
古
の
二
型
式
に
細
分
す
る
が
、
前
者
を
美
松
里
b
、
後
者
を
美
松
里
h
と
仮
称
す
る
。

美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一
七
五



美
松
皇
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一
七
六

義
松
里
h
に
は
、
器
形
と
し
て
壷
・
聾
が
知
ら
れ
る
が
、
他
の
器
種
は
不
明
で
あ
る
。

壷
に
は
、
広
口
の
有
頚
壷
と
無
頚
壷
が
あ
る
。
広
口
の
有
頚
壷
の
器
形
に
は
特
色
が
あ
っ
て
、
と
く
に
美
松
里
型
と
呼
ば
れ
る
。
器
形

は
、
全
体
的
に
み
る
と
ひ
ょ
う
た
ん
の
上
・
下
を
切
り
捨
て
た
よ
う
な
形
を
な
す
が
、
広
い
口
縁
か
ら
頚
が
し
だ
い
に
狭
ま
っ
て
く
ぴ

れ
、
そ
乙
を
境
に
胴
へ
と
う
つ
る
。
胴
は
し
だ
い
に
ふ
く
ら
む
が
、
下
半
部
で
最
大
径
と
な
っ
て
底
部
へ
と
細
ま
っ
て
い
く
。
第
四
図
1

は
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
器
高
ニ
コ
了
五
セ
ン
チ
、
頚
の
．
長
さ
六
セ
ン
チ
内
外
、

て
、
底
径
六
セ
ン
チ
を
測
る
。
表
面
を
膳
研
し
て
い
る
。
色
調
は
灰
色
で
あ
る
が
、
若
干
褐
色
気
味
で
あ
っ
て
、
と
く
に
頚
と
口
縁
は
褐

色
が
強
い
。
胴
部
最
大
径
の
部
分
に
、
一
対
の
帯
状
把
手
が
横
に
つ
く
。
五
本
か
ら
な
る
線
条
帯
文
が
、
頚
部
に
一
条
、
胴
部
上
半
に
一

条
と
、
一
対
の
把
手
聞
を
結
ん
で
一
条
の
合
計
三
条
め
ぐ
る
。
線
条
帯
文
は
、
施
文
具
が
強
く
押
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
線
条
の
は
っ
き

り
し
な
い
部
分
が
あ
る
。
ま
た
、
線
条
が
ま
っ
す
ぐ
で
な
く
、
若
干
曲
り
く
ね
っ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
意
識
的
に
そ
う
し
た
・
も
の
で
は

胴
の
最
大
径
七
・
五
セ
ン
チ
、

そ
し

な
い
。
乙
の
型
式
の
土
器
は
、
完
全
に
復
元
で
き
た
も
の
三
個
と
頚
巻
欠
失
し
た
も
の
一
個
が
あ
る
。
完
形
の
復
元
土
器
に
は
、
さ
ら
に

大
き
く
器
高
が
二
六
セ
ン
チ
、
胴
部
最
大
径
が
一
八
・
五
セ
ン
チ
の
も
の
も
あ
る
。

い
く
ら
か
小
さ
く
、
ま
た
、
頚
部
の
文
様
が
異
な
る
。
器
高
一
九
・
七

セ
ン
チ
、
胴
部
最
大
径
一
三
・
七
セ
ン
チ
、
底
径
七
・
六
セ
ン
チ
を
測
る
が
、
底
径
が
胴
に
比
し
て
他
の
土
器
よ
り
大
き
く
安
定
感
が
あ

第
四
図
2
は
、
ー
に
比
べ
て
頚
部
が
少
し
内
湾
気
味
で
あ
り
、

る
。
頚
部
ほ
ぽ
中
央
に
は
、
串
の
よ
う
な
施
文
具
を
使
っ
て
コ
ン
マ
形
の
短
縮
榔
を
横
列
に
め
ぐ
ら
す
。
ま
た
、
胴
部
上
半
と
、
胴
部
最
大

径
付
近
に
あ
る
一
対
の
帯
状
把
手
を
結
ん
で
各
一
条
の
線
条
帯
文
を
め
ぐ
ら
す
。
く
ぴ
れ
部
に
上
・
下
に
対
を
な
す
有
孔
列
点
が
み
ら
れ

る
が
、
修
理
痕
と
思
わ
れ
る
。
器
表
面
は
磨
研
し
て
い
る
。

ζ

の
土
器
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
大
き
き
で
あ
る
が
、
頚
部
を
欠
失
し
た
も
の
が

あ
る
（
第
四
図
4
）
。
現
在
器
高
一
四
・
五
セ
ン
チ
、
胴
部
最
大
径
一
三
・
五
セ
ン
チ
、
底
径
六
・
五
セ
ン
チ
の
大
き
き
で
あ
る
。
黒
色

を
帯
ぴ
た
部
分
が
多
い
褐
色
を
呈
し
、
磨
研
す
る
。
頚
部
の
文
様
は
不
明
で
あ
る
が
、
胴
部
の
上
半
と
中
央
に
二
本
で
構
成
さ
れ
る
線
条

帯
文
を
め
ぐ
ら
す
。
胴
部
最
大
径
が
胴
部
の
ほ
ぼ
中
央
に
く
る
。
そ
こ
に
は
一
対
の
情
状
把
手
を
横
に
つ
け
る
。
乙
の
土
器
よ
り
少
し
小
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き
い
も
の
（
第
四
図
3
）
は
、
器
高
二
ハ
セ
ン
チ
、
胴
径
二
二
セ
ン
チ
内
外
、
底
径
五
・
五
セ
ン
チ
内
外
で
あ
る
。
赤
味
を
稽
び
た
褐
色

を
呈
し
、
磨
研
す
る
。
頚
部
に
は
文
様
が
な
い
が
、
胴
部
の
上
半
と
中
央
に
、
三
歯
の
施
文
具
を
使
っ
て
引
い
た
線
条
帯
文
が
そ
れ
ぞ
れ

一
条
ず
つ
め
ぐ
る
。
胴
部
最
大
径
が
胴
部
の
中
央
に
く
る
。
第
四
図
1
・
2
と
の
差
異
点
は
、
頚
部
が
四
セ
ン
チ
と
若
干
短
か
く
、
そ
ζ

に
文
様
を
描
出
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
把
手
の
形
態
が
異
な
る
ζ

と
で
あ
る
。
ー
・

2
で
は
、
横
か
ら
み
る
と
正
方
形
に
近
い
幅
広
の

帯
状
の
把
手
が
横
に
つ
く
が
、

4
の
把
手
は
幅
が
狭
い
う
え
に
、
下
縁
を
長
く
、
上
縁
を
短
か
く
し
て
上
向
き
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
に

特
色
が
あ
る
。
第
四
図
3
・
4
の
二
つ
の
土
器
に
つ
い
て
は
、
頚
部
が
短
か
く
、
帯
状
把
手
を
も
っ
点
で
は
、

1
・
2
と
近
い
が
、
両
者

と
も
に
、
胴
部
最
大
径
が
胴
部
中
央
に
あ
る
点
で
は
、
後
述
の

9
－

mに
近
い
。
帯
状
把
手
に
つ
い
て
も
、
上
向
き
の
も
の
で
、
一
歩
進

め
ば
後
述
の
口
唇
状
把
手
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

3
と
4
は
、
過
渡
的
様
相
を
み
せ
る
の
で
、
厳
密
に
は
細
竹
里
h
に
は
含
ま
れ
な

い
が
、
一
応
、
仮
り
に
こ
乙
で
論
じ
た
。

畳
の
も
う
一
つ
の
形
態
と
し
て
、
広
口
で
あ
る
が
、
無
頚
の
査
が
あ
る
。
第
四
図
5
は
、
底
部
を
欠
失
し
て
い
る
が
、
現
存
す
る
器
高

は
一
四
セ
ン
チ
、
口
縁
径
一
四
セ
ン
チ
内
外
、
胴
径
一
六
セ
ン
チ
を
測
る
。
赤
味
を
帯
び
た
褐
色
を
呈
す
が
、

こ
ろ
も
あ
る
。
口
縁
部
は
い
っ
た
ん
大
き
く
狭
ま
っ
て
か
ら
、
口
縁
端
部
で
ゆ
る
く
外
反
す
る
。
把
手
は
そ
れ
が
一
対
つ
い
て
い
た
痕
跡

一
部
に
黒
色
を
帯
び
た
と

し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
帯
状
か
口
唇
形
か
ど
ち
ら
と
も
わ
か
ら
な
い
。
把
手
は
、

一
方
は
口
縁
下
七
セ
ン
チ
、
他
方
は
口
縁
下
五
・

五
セ
ン
チ
の
と
乙
ろ
に
つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
二
つ
の
把
手
の
聞
を
結
ん
で
線
条
帯
文
が
走
る
。
口
縁
の
す
ぐ
下
に
、
串
の
よ
う
な

施
文
具
で
ノ
の
字
の
よ
う
な
文
様
数
本
ず
つ
を
横
に
列
ね
た
文
様
稽
が
み
ら
れ
る
。
器
表
面
に
文
様
は
な
い
が
、
同
じ
よ
う
な
形
態
の
土

器
（
第
四
図
6
）
が
あ
る
。
乙
れ
に
は
幅
は
一
・
四
セ
ン
チ
と
狭
い
が
帯
状
の
把
手
が
、
口
縁
か
ら
五
・
七
セ
ン
チ
下
で
、
胴
部
中
央
よ

り
少
し
上
が
っ
た
と
乙
ろ
に
横
に
つ
い
て
い
る
。
と
も
に
表
面
を
磨
研
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
破
片
で
、
数
個
検
出
さ
れ
た
が
、

ζ

れ
だ
け
は
磨
研
し
て
い
な
い
。
口
縁
部
に
特
長
が
あ
っ
て
、
折
り
重
ね
て
二
重

鐙
は
、

に
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
刻
み
目
を
入
れ
る
。
口
縁
部
の
破
片
が
三
個
体
分
検
出
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
コ
マ
形
土
器
に
属

美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一
七
七



美
松
里
洞
窟
出
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の
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文
土
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（
西
谷
）

七
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す
る
も
の
で
あ
る
（
第
四
図
7
）。

台
付
鉢
（
第
四
図
8
）
は
、
美
松
里
h
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
便
宜
的
に
乙
乙
で
取
り
扱
っ
て
お
く
。
現
在
、
鉢
部
が
ほ
と
ん
ど
欠

失
し
て
、
台
脚
部
し
か
残
存
し
て
い
な
い
。
台
脚
部
の
高
さ
三
・
二
セ
ン
チ
、
底
径
一
三
セ
ン
チ
、
鉢
部
と
台
胸
部
の
境
の
く
び
れ
郎
の

直
径
が
一

0
セ
ン
チ
の
大
き
さ
で
あ
る
。
赤
味
が
か
っ
た
褐
色
を
呈
す
る
。
鉢
部
と
台
脚
部
の
境
の
く
び
れ
部
に
は
、
癌
状
の
突
起
が
四

個
つ
い
て
い
る
こ
と
は
珍
し
い
。
表
面
は
磨
研
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
美
松
里
b
を
み
よ
う
。
美
松
里

h
の
鴇
形
に
は
、
各
積
の
壷
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
第
四
悶
9
は
、
広
口
の
有
頚
査
で
あ

る
。
器
高
二
三
セ
ン
チ
、
胴
部
最
大
径
一
三
・
七
セ
ン
チ
、
底
径
四
・
五
セ
ン
チ
を
測
る
。
把
手
の
位
置
を
境
と
し
て
、
左
右
の
半
分
は

黒
色
、
他
の
半
分
は
灰
色
を
帯
び
て
い
る
。
保
存
状
態
が
ひ
じ
よ
う
に
良
好
で
、
表
面
は
よ
く
謄
研
さ
れ
て
い
る
。

h
型
式
の
広
口
有
頚

壷
（
第
四
図
1
）
に
比
し
て
、
口
縁
径
が
二
一
セ
ン
チ
内
外
と
広
く
、
ま
た
、
頚
部
も
七
セ
ン
チ
と
長
い
が
、
底
は
小
さ
い
。
底
部
は
胴

部
か
ら
し
だ
い
に
移
行
し
、
両
者
の
境
は
明
確
で
な
い
が
、

一
応
は
平
底
で
あ
る
。
胴
部
の
最
大
径
が
ほ
ぼ
中
央
部
に
く
る
と
と
も
特
色

で
、
そ
こ
に
一
対
の
把
手
を
つ
け
る
。
把
手
は
、
乳
首
形
で
も
口
唇
形
で
も
な
く
、
少
し
長
闘
に
盛
り
上
っ
た
よ
う
な
突
起
状
を
な
す
。

乙
の
把
手
の
闘
を
連
結
す
る
よ
う
に
、
八
本
か
ら
な
る
線
条
帯
文
を
め
ぐ
ら
す
。
頚
部
に
も
口
縁
近
く
で
線
条
帯
文
が
み
ら
れ
る
が
、
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
若
干
曲
り
く
ね
っ
て
い
る
。
同
じ
型
式
の
土
器
と
し
て
第
四
図
却
が
あ
る
。
頚
部
は
欠
失
し
て
い
る
が
、
現
存
す
る
胴
の
高

さ
は
一
五
セ
ン
チ
、
胴
部
最
大
径
一
三
セ
ン
チ
、
底
径
五
・
五
セ
ン
チ
を
測
り
、
黒
色
を
帯
び
た
褐
色
を
呈
し
、
磨
研
す
る
。
胴
部
ほ
ぼ

中
央
に
は
、
乳
首
形
把
手
と
口
唇
形
把
手
が
一
対
ず
つ
合
計
四
つ
つ
く
ζ

と
が
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
把
手
聞
を
結
ん
で
五
本
か
ら
な
る

線
条
帯
文
が
め
ぐ
る
。
第
四
図
日
も
胴
部
の
形
態
か
ら
み
て
同
種
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
頚
部
は
欠
失
し
て
い
る
が
、
胴
部
は
完
存

す
る
。
胴
部
ほ
ぽ
中
央
に
一
対
の
把
手
が
つ
い
て
い
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
痕
跡
を
残
す
だ
け
で
あ
る
。
把
手
聞
を
結
ん
で
文
様
帯
が
走

る
。
上
下
に
二
本
の
線
を
引
き
、
そ
の
聞
に
縦
線
を
も
っ
て
長
方
形
の
区
画
を
つ
く
り
、
さ
ら
に
そ
の
長
方
形
区
画
内
に
対
角
線
を
引
い

た
も
の
で
あ
る
。



同
じ
有
頚
壷
で
も
、
器
表
に
文
様
の
ま
っ
た
く
な
い
も
の
が
あ
る
（
第
四
図
ロ
・
日
）
。
ロ
は
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
で
、
器
高
一

九
・
五
セ
ン
チ
、
胴
部
最
大
径
二
ハ
セ
ン
チ
、
底
径
六
・
五
セ
ン
チ
、
そ
し
て
、
頚
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
を
測
る
。
胴
部
中
央
に
一
対

の
切
株
形
把
手
が
つ
く
。
日
は
、
頚
の
幅
が
広
い
の
で
、
ロ
よ
り
は
お
そ
ら
く
い
く
ら
か
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
口
縁
径
一

0
セ
ン
チ
、
頚

の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
の
大
き
き
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
表
面
を
磨
研
し
て
い
る
。

壷
類
に
は
ま
た
無
頚
壷
が
あ
る
。
第
四
図
U
は
、
口
縁
が
少
し
く
の
字
形
に
外
反
す
る
が
、
胸
部
は
ゆ
る
や
か
な
カ
l
ブ
ぞ
描
く
。
小

さ
い
底
部
は
胴
部
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
器
高
一
一
・
五
セ
ン
チ
、
口
縁
径
一
－
セ
ン
チ
、
底
径
五
・
五
セ
ン
チ
を
測
る
。
黒
色
を
帯

び
た
褐
色
を
呈
す
る
。
口
縁
か
ら
四
セ
ン
チ
下
が
っ
た
と
乙
ろ
に
、
乳
首
形
の
把
手
が
一
対
つ
く
。

M
よ
り
は
若
干
小
さ
い
店
は
、
器
高

一
0
セ
ン
チ
、
口
径
九
セ
ン
チ
、
底
径
五
・
三
セ
ン
チ
を
測
る
。
や
は
り
口
縁
下
四
セ
ン
チ
の
と
乙
ろ
に
、
切
株
形
の
把
手
が
つ
く
。
日

は、

u
・
お
よ
り
大
き
く
、
器
高
一
四
セ
ン
チ
、
口
縁
径
一
三
・
五
セ
ン
チ
、
底
径
七
・
五
セ
ン
チ
を
測
る
。
口
縁
下
五
・
五
セ
ン
チ
の

と
乙
ろ
に
厚
い
口
唇
形
の
把
手
が
つ
く
乙
と
と
、
底
部
が
上
げ
底
に
な
っ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
表
面
は
磨
研
さ
れ
る
。

乙
の
種
の
土
器
で
、
器
高
コ
了
三
セ
ン
チ
、
口
縁
径
一
二
セ
ン
チ
、
底
径
七
セ
ン
チ
の
大
き
さ
の
も
の
で
は
、
把
手
は
痕
跡
し
か
残
っ

て
い
な
い
が
、
底
面
に
木
の
葉
の
文
様
を
も
っ
て
い
る
。

六
、
お
わ
り
に

乙
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
を
型
式
的
に
細
分
し
、
義
松
星
h
と
糞
松
里
b
と
し
た
。
両
者
の
差

異
は
、
広
口
の
有
頚
壷
に
も
っ
と
も
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
美
松
里
h
の
壷
は
、
相
対
的
に
い
っ
て
、
頚
部
が
短
か
く
、

胴
部
は
そ
の
最
大
径
を
下
半
部
に
も
つ
の
に
対
し
て
、
美
松
里
b
で
は
、
頚
部
が
大
き
く
、
胴
部
最
大
径
が
ほ
ぼ
中
央
部
に
く
る
ζ

と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
把
手
に
つ
い
て
も
、
前
者
に
は
横
方
向
に
帯
状
把
手
を
つ
け
る
が
、
後
者
で
は
乳
首
形
あ
る
い
は
口
唇
形
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
両
者
と
も
に
基
本
的
に
、
ひ
ょ
う
た
ん
の
上
下
を
切
り
捨
て
た
よ
う
な
特
長
的
な
形
態
に
把
手
を
有
し
、
い
ず
れ
も

美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

一
七
九



美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

0 IQ叩

（ロ

一
八
O

磨
研
し
て
い
て
、
細
分
し
た
二
型
式
は
比
較
的
接
近
し
た
連
続
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
。

盛定L旦/:f＿＼土im文土器（縮尺Yo)

美
松
里
h
様
式
を
構
成
す
る
器
種
と
し
て
、
他
に
鉢
や
高
杯
な
ど
の
存
在
が
予
想
さ
れ

る
。
ま
た
、
同
じ
壷
に
し
て
も
細
頚
畳
ゃ
、
聾
に
お
い
て
も
コ
マ
形
土
器
以
外
の
も
の
の

存
在
も
予
測
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
美
松
里
か
ら
鴨
緑
江
を
遡
る
こ
と
お
よ
そ
一
七
O
キ

＠
 

ロ
の
と
ζ

ろ
に
位
置
す
る
、
慈
江
道
時
中
郡
豊
竜
里
の
石
棺
墓
出
土
の
無
文
土
器
（
第
五

図
）
に
は
、
無
頚
壷
と
共
伴
し
た
有
頚
壷
に
細
頚
の
も
の
（
第
五
図
1
）
が
あ
る
。
頚
部

が
直
立
し
、
胴
部
が
若
干
下
ぷ
く
ら
み
で
あ
る
点
で
美
松
里
h
に
対
応
で
き
み
。
美
松
里

⑮
 

h
は
、
後
述
の
美
松
里
b
と
の
関
連
か
ら
、
清
川
江
流
域
の
細
竹
里
b
型
式
（
第
六
図
）

第5図

に
相
応
す
る
。

美
松
里
h
型
式
で
は
、
壷
の
形
式
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
が
、
聾
が
不
明
で
あ
る
。
そ

の
他
、
鉢
や
高
杯
な
ど
に
つ
い
て
も
形
式
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
美
松
里
b

型
式
に
お
い
て
、
美
松
皇
で
は
コ
マ
形
土
器
が
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
細
竹
里
h
に
は
、
二
重
口
縁
に
刻
み
目
を
入
れ
た
も
の
が
あ
る

の
で
、
美
松
里
b
に
も
、
そ
の
よ
う
な
コ
マ
形
土
器
の
存
在
は
予
想
さ
れ
る
。
美
松
里
h
型
式
に
み
ら
れ
る
広
口
の
有
頚
壷
は
、
清
川
江

流
域
に
お
い
て
墨
房
里
遺
跡
第
二
四
号
支
石
墓
で
も
出
土
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
型
式
の
有
頚
壷
は
、
細
竹
里
h
型
式
に
も
あ
る
の

＠
 

で
、
結
局
の
と
乙
ろ
、
美
松
里
b
型
式
は
、
細
竹
里
h
型
式
と
対
応
関
係
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

美
松
里
h
型
式
の
コ
マ
形
土
器
の
覇
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
、
細
竹
里
b
型
式
を
介
在
し
て
、
大
同
江
流
域
に
お
い
て
盛
行
を
み

る
コ
マ
形
土
器
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
い
っ
ぽ
う
、
中
国
大
陸
で
は
遼
寧
省
旅
大
市
旅
順
口
区
予
家
村
第
一
号
石
室
叶
静
岡
賢
家
村
第
一

二
号
石
弘
で
コ
マ
形
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

す
で
に
繰
り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、
美
松
里
洞
窟
出
土
の
広
口
の
有
頚
査
は
、
ひ
ょ
う
た
ん
の
上
下
を
切
り
捨
て
た
よ
う
な
独
特
の
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「
美
松
里
型
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
型
式
の
畳
は
、
朝
鮮
半
島
で
は
、
鴨
緑
江
下
流
域
の
平
安
北
道
竜
川
郡
新
岩
勤
、

⑬

⑮

 

清
川
江
流
域
の
細
竹
里
の
ほ
か
に
、
鴨
緑
江
上
流
域
の
慈
江
道
中
江
郡
長
城
里
お
よ
び
土
城
里
や
大
同
江
流
域
の
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
市
勝
湖
区

域
金
灘
匙
な
ど
で
出
土
し
、
広
範
な
地
域
と
の
親
縁
関
係
を
示
す
。
さ
ら
に
、
中
国
大
陸
で
は
、
松
花
江
流
域
の
吉
林
省
西
国
山
静
基

⑮
 

群
（
第
七
図
）
、
遼
河
流
域
の
遼
寧
省
撫
順
市
大
彩
房
石
棺
墓
な
ど
で
出
土
し
て
い
る
。
無
頚
壷
に
つ
い
て
は
、
豊
竜
里
を
は
じ
め
慈
江

＠
 

道
江
界
市
公
貴
里
遺
跡
で
も
出
土
し
、
鴨
緑
江
上
流
域
と
の
関
係
も
深
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

形
態
を
示
し
、

最
後
に
、
美
松
里
洞
窟
出
土
の
銅
斧
と
土
器
型
式
と
の
相
関
関
係
に
ふ
れ
て
結
ぴ
と
し
た
い
。
美
松
里

h
に
属
す
る
と
し
た
豊
竜
里
で

＠
 

は
銅
釦
が
出
土
し
て
い
る
。
乙
の
種
の
銅
釦
は
広
く
分
布
す
る
が
、
豊
竜
里
の
近
く
で
は
吉
林
省
騒
達
溝
山
阻
子
第
一
号
石
棺
墓
で
知
ら

れ
る
。
そ
ζ

で
は
銅
斧
も
共
伴
し
て
い
る
。
豊
竜
里
と
騒
達
溝
・
山
岨
子
と
の
聞
に
み
ら
れ
る
共
通
し
た
墳
墓
構
造
（
石
棺
墓
）
と
副
葬

品
（
銅
釦
）
を
は
じ
め
と
す
る
吉
林
省
と
慈
江
道
と
の
文
化
的
関
係
か
ら
み
る
と
、
豊
竜
里
と
同
型
式
の
美
松
里
h
の
段
階
に
、
騒
達
溝

で
み
ら
れ
る
銅
斧
に
対
応
さ
せ
て
、
美
松
里
出
土
の
銅
斧
を
位
置
づ
け
て
も
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
い
っ
ぽ
う
、
美
松
里
出
土
の
銅
斧

は
、
遼
寧
省
地
方
で
遼
寧
式
銅
剣
と
と
も
に
発
見
さ
れ
る
銅
斧
と
も
共
通
性
が
み
ら
れ
、
同
地
方
と
美
松
里
の
土
器
型
式
の
対
応
関
係
が

明
ら
か
に
な
れ
ば
、

ζ

の
方
面
か
ら
の
美
松
里
出
土
銅
斧
の
帰
属
問
題
も
解
明
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
美
松
里
出
土
の
銅
斧
を
一

応
、
美
松
里

h
の
段
階
に
考
え
た
が
、
美
松
里
b
に
ま
っ
た
く
該
当
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
美
松
里
出
土
の
銅
斧
に
は

＠
 

二
個
が
あ
る
。
一
つ
は
、
遼
寧
式
銅
剣

I
式
に
伴
う
銅
斧

I
式
に
近
い
が
、
も
う
一
つ
は
遼
寧
式
銅
剣
E
式
に
伴
う

E
式
の
銅
斧
と
共
通

点
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
型
式
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
型
式
差
を
時
期
差
と
考
え
て
、
美
松
里

h
と
美
松
里
b
の
両
様
式
に

ま
た
が
る
と
す
る
考
え
方
も
捨
て
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

【

註

】

吋

J

（1
）
浜
図
書
問
陵
、
一
九
二
二
『
通
論
考
古
学
』

（2
）
西
谷
正
、
一
九
七
五
「
会
寧
五
洞
の
土
器
を
め
ぐ
る
問
題
l
北
部
朝
鮮
無
文
土
器
編
年
の
た
め
に
｜
」

「
史
附
肉
」
第
一
一
二
積
、
二
八
一
J
三
O

美
松
塁
澗
四
脱
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

/¥ 



美
松
里
洞
窟
出
土
の
無
文
土
器
（
西
谷
）

/¥ 

八
頁
。
西
谷
正
、
一
九
七
七
「
細
竹
里
の
土
開
怖
を
め
ぐ
る
問
題
｜
西
部
朝
鮮
無
文
土
器
編
年
の
た
め
に

l
」

六
十
三
歳
論
文
集
）
』
四
七
三

t
四
九
四
頁
。

（3
）
美
松
里
洞
窟
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
最
初
、
金
用
耳
、
一
九
六
一
「
美
松
里
洞
窮
遺
跡
発
掘
中
間
報
告
（
1
）
（
2
）
」
『
文
化
遺
産
』
一
九
六
一

年
第
一
号
・
第
二
号
で
中
間
報
告
が
行
わ
れ
た
が
、
後
に
、
若
干
の
修
正
を
加
え
て
、
金
用
拝
、
一
九
六
三
「
美
松
里
洞
窟
遺
跡
発
掘
報
告
」
（

「
各
地
遺
跡
整
理
報
告
」
）
『
考
古
学
資
料
集
』
第
三
集
が
公
刊
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
後
者
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。

な
お
、
美
松
里
洞
窟
遺
跡
の
重
要
性
は
、
金
用
拝
、
一
九
六
三
「
笑
松
虫
巡
践
の
考
古
学
上
の
位
筒
1
年
代
論
を
中
心
と
し
て

l
」
『
朝
鮮
学
報

』
第
二
六
輯
（
李
巡
照
訳
、
一
九
六
四
『
考
古
学
雑
誌
』
第
Z
O巻
第
一
目
立
に
よ
っ
て
、
い
ち
早
く
口
本
に
紹
介
さ
れ
た
。

（4
）
金
用
耳
、
一
九
六
三
「
前
掲
論
文
」
ニ

O
七
頁
。

（5
）
金
用
汗
、
一
九
六
一
「
前
掲
論
文
（
2
）
」
一
一
六
J
二
九
頁
で
は
、
墳
墓
と
し
た
が
、
金
用
耳
、
一
九
六
三
「
前
掲
論
文
」
一
二

O
頁
で
は
、
住

居
跡
の
可
能
性
も
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（6
）
『
考
古
民
俗
』
一
九
六
七
年
第
二
号
四
一
一
貝
で
、
「
美
松
里
型
壷
」
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
美
松
里
洞
窟
遺
跡
上
層
（
青

銅
器
時
代
末
期
の
古
朝
鮮
層
）
の
土
器
を
指
標
と
す
る
。
底
部
が
平
底
で
、
胴
部
が
丸
く
、
そ
し
て
、
長
い
頚
部
が
上
に
上
が
る
に
つ
れ
て
広
く

な
る
。
そ
の
た
め
、
器
形
は
、
上
・
下
を
切
り
捨
て
た
ひ
ょ
う
た
ん
、
あ
る
い
は
、
チ
ョ
ロ
ン
パ
ク
（
ひ
ょ
う
た
ん
で
つ
く
っ
た
水
汲
み
器
）
の

よ
う
な
独
特
の
形
態
を
も
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
二

0
セ
ン
チ
内
外
の
や
や
短
い
壷
で
あ
る
が
、
胎
土
に
は
雲
母
を
混
じ
え
、
表
面
を
つ
や
や
か

に
磨
研
す
る
。
色
調
は
、
抑
制
色
も
し
く
は
灰
栂
色
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
土
鴇
の
外
形
、
色
調
お
よ
び
大
き
さ
は
共
通
す
る
が
、
土
器
の
な
か
に

は
、
文
様
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
ま
た
、
環
状
（
情
状
）
把
手
、
切
株
形
把
手
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
把
手
が
あ
る
も
の
と
な

い
も
の
と
が
あ
る
。
文
様
と
し
て
頚
部
と
胴
部
に
数
本
の
細
線
か
ら
な
る
線
条
市
文
を
横
方
向
に
若
干
曲
り
く
ね
っ
て
め
ぐ
ら
す
乙
と
と
、
上
口

唇
形
の
把
手
を
も
っ
た
土
器
も
や
は
り
特
長
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
口
唇
形
把
手
と
線
条
帯
文
を
め
ぐ
ら
し
た
、
ひ
ょ

う
た
ん
形
の
や
や
小
形
の
土
器
を
典
型
的
な
「
美
松
里
型
」
の
賓
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
「
美
松
盟
型
」
の
箆
の
な
か
に
は
、
数
本
の

細
線
か
ら
な
る
こ
条
の
線
条
帯
の
聞
に
、
同
様
の
線
条
帯
を
W
字
形
に
配
す
る
も
の
と
、
文
様
が
ま
っ
た
く
な
く
環
状
（
帯
状
）
把
手
の
み
四
伺

ず
っ
と
り
つ
け
た
も
の
な
ど
変
型
の
も
の
が
あ
る
。

（7
）
李
嫡
善
、
一
九
六
七
「
鴨
緑
江
流
域
に
お
け
る
鉄
器
時
代
の
開
始
」
『
考
古
民
俗
』
一
九
六
七
年
第
一
号
、
一
四
頁
。

（8
）
西
谷
正
、
一
九
七
七
「
前
掲
論
文
」
四
八
八
J
四
九
一
頁
。

（9
）
有
光
教
て
一
九
四
一
「
平
安
南
道
江
界
都
漁
雷
商
発
見
の
一
箱
式
石
相
と
其
別
葬
品
」

『
考
古
論
集
（
慶
祝
松
崎
寿
和
先
生

「
考
古
学
雑
誌
』
第
一
三
巻
第
三
号
。



（
叩
）
西
谷
正
、
一
九
七
七
「
前
掲
論
文
」
四
九
O
頁。

（U
）
西
谷
正
、
一
九
七
七
「
前
掲
論
文
」
四
九
0
1四
九
一
頁
。

（
ロ
）
原
田
淑
人
、
一
九
三
一
『
牧
羊
城
l
南
満
州
老
鉄
山
麓
漢
及
漢
以
前
遺
蹟
｜
』
『
東
方
考
古
学
叢
刊
』
第
二
冊
、
四
四
J
四
五
頁
。

（
臼
）
金
用
耳
・
賞
基
徳
（
永
島
陣
臣
慎
・
西
谷
正
訳
）
、
一
九
六
八
「
紀
元
前
一

0
0
0年
紀
前
半
期
の
古
朝
鮮
文
化
」
『
古
代
学
』
第
一
四
巻
第
三

－
四
号
、
一
一
四
七
J
二
四
八
頁
。

（H
H

）
李
順
鎮
、
一
九
六
五
「
新
岩
里
遺
跡
発
掘
中
間
報
告
」
『
考
古
民
俗
』
一
九
六
五
年
第
三
号
、
四
六
J
四
七
頁
。

（
臼
）
金
鍾
赫
、
一
九
六
一
「
中
江
郡
長
城
里
遺
跡
調
査
報
告
」
『
文
化
遺
産
』
一
九
六
一
年
第
六
号
。

（
施
）
李
煩
善
、
一
九
六
一
「
中
江
郡
土
城
皇
原
始
及
古
代
遺
跡
発
掘
中
間
報
告
」
「
文
化
遺
産
』
－
九
六
一
年
第
五
号
。

（
臼
）
金
用
耳
、
一
九
六
四
『
金
灘
里
原
始
遺
跡
発
掘
報
告
』
『
遺
跡
発
掘
報
告
』
第
一

O
集。

（
四
）
吉
林
大
学
歴
史
系
、
一
九
六
O
「
吉
林
西
団
山
石
棺
墓
発
掘
記
」
『
考
古
』
一
九
六
O
年
第
四
期
、
三
五
J
三
七
頁
。
東
北
考
古
発
掘
団
、
一
九

六
四
「
吉
林
西
団
山
石
棺
墓
発
掘
報
告
」
『
考
古
学
報
』
一
九
六
四
年
第
一
期
。

（mm
）
孫
守
道
・
徐
・
索
現
、
一
九
六
四
「
遼
寧
寺
幾
盤
等
地
青
銅
短
剣
与
大
彩
房
石
棺
墓
」
『
考
古
』
一
九
六
四
年
第
一
期
。

（
初
）
考
古
学
及
民
俗
学
研
究
所
、
一
九
五
九
『
江
界
市
公
費
皇
原
始
遺
跡
発
掘
報
告
』
『
遺
跡
発
掘
報
告
』
第
六
集
。

（
幻
）
侭
柱
臣
、
一
九
五
五
「
吉
林
的
新
石
器
時
代
文
化
」
『
考
古
適
訊
』
一
九
五
五
年
第
二
期
、
八
頁
。

（
怨
）
秋
・
山
進
午
、
一
九
六
八
「
中
国
東
北
地
方
の
初
期
金
属
器
文
化
の
様
相
（
中
）
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
四
頁
。

【
追
記
】
本
稿
脱
稿
後
、
新
着
の
『
考
古
』
一
九
七
七
年
第
五
期
の
、
遼
陽
市
文
物
管
理
所
「
遼
鶴
二
道
河
子
石
棺
墓
」
に
触
目
の
機
会
を
得
た
。
遼

陽
市
二
道
河
子
村
で
発
見
さ
れ
た
ニ

O
余
基
か
ら
な
る
石
室
墓
群
の
う
ち
、
第
一
号
・
第
二
号
纂
が
調
査
報
告
さ
れ
て
い
る
。
第
二
号
石
室
墓
か
ら
、

美
松
里
血
型
式
の
壷
が
出
土
し
て
い
る
。
な
お
、
第
一
号
石
室
墓
か
ら
は
、
遼
寧
式
銅
剣
・
銅
斧
・
銅
の
み
・
斧
l
鍛
鋳
箔
・
土
器
（
遊
・
台
付
鉢
）

が
伴
出
し
て
い
る
。

美
松
皇
洞
窟
出
土
の
無
文
土
保
（
西
谷
）

/¥ 


