
朝

鮮

地

質

構
造

論

序

説

中

村

新

太
郎

朝
鮮
の
地
質
は
種
々
の
鮎
で
調
査
し
易
い
こ
}J
は
日
本
内
地
の
比
で
な
い
｡
弟
に
最
近
十
数
年
間
に
朝
鮮
の
地
膚

の
厨
序
及
び
地
貿
構
造
が
著
し
-
判
明
し
て
凍
た
｡
朝
鮮
の
構
造
論
を
大
成
す
る
ま
で
に
は
滑
は
多
-
の
人
々
の
カ

を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
､
局
部
の
精
査
は
塵
々
で
出
凍
上
っ
た
.
私
は
こ
ゝ
で
此
等
の
結
果
を
稀
綜
合
し
て
朝

ス
ぺク
ユ
レ
ーシ
ヨ
ン

鮮
的
貿
構
造
論
の
概
麓
を
飴
-

陪

憩

を

温

へ
ず
に
談

-
た
い
の
で
あ
る
､
乃
ち
其
の
序
数
を
述

べ
る
の
で
あ
る

抑
々
地
異
構
造
の
異
相
を
明
か
に
す
る
に
は
第

一
に
地
層
の
厨
序
が
劉
診
ね
ば
な
ら
な
い
｡
例

へ
ぽ
こ
ゝ
に

一
の

断
層
を
看
出
し
た
･,･J
す
る
'
此
の
場
合
に
こ
の
断
厨
の
何
れ
の
側
が
落
下
し
た
の
で
あ
る
か
'
又
其
の
落
差
が
何
れ

裸
あ
る
か
w
i試
ふ
こ
E
は
地
層
累
梢
の
順
序
即
ち
厨
序
が
明
に
さ
れ
て
ゐ
る
時
に
の
み
確
賓
に
且
つ
激
発
的
に
定
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
誠
に
帰
序
論
な
し
の
構
批=j諭
は
あ
-
得
な
い
の
で
あ
る
｡

朝
鮮
の
地
質
は
北
支
那
AJJ
略
同

一
で
あ
っ
て
北
支
那
で
判
っ
た
軍
資
は
僅
か
の
地
方
的
差
違
は
あ
る
に
し
て
も
大

鰭
朝
鮮
に
適
用
さ
れ
縛
る
｡
又
日
本
円
地
の
地
質
構
造
は
甚
だ
し
-
褐
難
で
あ
っ
て
､
精
査
の
虞
-
布
き
綾
ら
ぬ
現

在
で
は
異
説
が
頂
出
し
､
叉
何
時
何
ん
な
大
筒
諭
が
出
な
い
ど
も
限
ら
ぬ
位
む
づ
か
し
い
構
造
を
有
し
て
屠
る
.
然

る
に
北
支
那

へ
行
-
ビ
有
異
は
大
陸
で
あ
る
か
し
て
.
地
質
構
造
が
簡
単
で
あ
っ
て
尉
序
を
決
定
す
る
に
都
合
が
よ

い
｡
朝
鮮
が
他
州
的
に
月
本
を
大
陸
に
結
び
付
け
て
屠
る
棟
に
朝
鮮
は
地
層
の
種
根
及
び
地
質
構
造
か
ら
観
て
も
日

和
帥
地
質
肺
追
給
揮
散

署

竜

一
l



地

波

節
八
懸

第

五
髄

男八

7
二

本
を
支
那
に
連
ね
る
橋
渡
し
ど
な
っ
て
屠
る
｡

一
例
を
翠
げ
る
な
ら
ば
朝
鮮
の
古
生
暦
及
び
其
以
下
の
岩
層
の
相
頻

は
北
支
那
の
そ
れ
だ
同
校
で
あ
る
の
に
其
の
地
質
構
造
は
北
支
那
よ
-
も
や
つ
だ
被
弾
で
あ
っ
て
'
日
本
内
地
の
も

っ
ビ
複
雑
な
構
造
に
闘
聯
し
て
居
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
北
支
郷
で
容
易
に
判
る
暦
序
論

智
使
っ
て
朝
鮮
の
地
質
構

造
を
調

べ
る
の
が
捷
種
で
あ
る
.

1
万
で
は
朝
鮮
の
そ
れ
よ
-
も
も
つ
ビ
視
郵
な
花
形
列
島
の
構
造
を
解
-
馬
旬
に

朝
鮮
の
を
解
刑
す
る
必
要
が
あ
る
｡
滑
は

一
っ

だけ
内
鮮
地
質
の
密
接
な
閲
聯
を
革
げ
る
･71,甫
朝
鮮
の
中
生
暦
は
西

部
中
閲
か
ら
九
州
に
亙
っ
た
地
方
の
中
産
暦
ビ
規
を

一
に
し
て
居
る
所
が
少
-
堤
-
､
殊
に
催
雅
紀
闇
に
於
で
飴

-

で
あ
る
｡
朝
鮮
の
保
羅
配
瀞
に
輔
係
の
あ
る
地
質
構
造
の
機
構
は
日
本
酉
IS
の
地
質
構
造
を
明
に
す
る
鍵
で
あ
っ
て

保
雄
配
聖

非
に
朝
鮮
日
本
TSj通
じ
た
同

一
の
大
童
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
最
近
敗
年
間
に
明
に
離
め
ら
れ
た
.

∫

棚

地
異
構
造
を
地
表
叉
は
地
質
園
上
に
表
現
し
て
屠
る
も
の
は
地
瀞
の
走
向
や
断
層
線
や
摺
曲
軸
の
走
向
で
あ
る
｡

構
造
線
だ
揮
す
る
の
は
之
等
が
地
上
に
硯
ほ
れ
て
屠
る
練
で
あ
る
｡
而
し
て
構
造
線
の
方
向
は
強
論
地
質
時
代
に
於

で
地
殻
に
及
ぼ
し
た
魔
力
の
方
向
に
原
由
し
て
屠
る
も
の
で
あ
る
が
.
各
の
地
質
時
代
に
放
て
力
の
方
向
は
同
じ
で

も
あ
っ
た
し
叉
異
な
つ
て
も
層
た
の
で
あ
る
｡
今
朝
鮮
の
地
質
構
造
を
支
配
す
る
線
即
ち
構
造
線
の
方
向
を
見
る
と

大
槽
に
三
つ
に
分
け
る
こ
亡
が
出
凍
る
｡
第

一
は
北
北
西
-
南
南
東
乃
至
南
北
の
も
の
で
小
港
博
士
の
朝
鮮
方
向
､

第
二
は
兼
酉
の
も
の
で
小
藤
博
士
の
遮
光
方
向
､
第
三
は
北
牝
兼
-
南
南
西
の
も
の
で
.rq
ン
ペ
リ

ー
の
支
部
方
向
で

あ
る
｡
是
等
の
違

っ
た
方
向
を
持
っ
た
構
造
孤
は

一
つ

一
っ
或
る
定
ま
っ
た
地
栗
時
代
に
敬
起
し

た
も
の
で
は
な
-

岡

J
方
向

の
地
殻
塵
廟

が
典
っ
柁
時
代
に
線
進
し
て
起

っ
た
｡
即
ち
ハ
.i
)朝
鮮
方
向
を
典

へ
た
慶
動
は
先
塞
武
利
並

l
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代
に
も
Tあ
り
白
菜
お
仙
…以
後
に
も
あ
っ
た
0
(
二
)遮
光
方
向
の
瀞
叫軌
は
日光
塞
武
利
塩
代
､
三
=牌
幻仙
後
ー
備
州雅
紀
中
華

自
重
紀
後
等
に
起
っ
た
｡
(
三

V波
邪
方
向

の
活
躍
は
甚
だ
顕
著
な
も
の
で
ー
北
盛
武
剰
改
代
ビ
傑
雁
配
中
葉
ビ
妨
三

紀
後
}J
に
敬
起
し
た
｡

〓

以
下
発
案
武
利
雅
代
の
地
殻
唾
動
よ
-
始
め
て
順
次
に
其
性
状
を

一
瞥
し
て
見
る
.
朝
鮮
の
先
塞
武
利
正
界
は
始

生
代
･7j
原
錐
代
ど

の岩
類
に
分
別
さ
れ
得
る
が
始
生
代
の
も
の
は
i::廉
岩
孤
及
び
軽
質
水
成
岩
頚
を
主
TJ
す
る
｡
片

麻
岩
に
は
嘩
動
の
表
現
だ
し
て
片
排
を
有
す
る
.
片
班
は
地
殻
の
敢
東
部
で
糾
雅
た
の
で
は
L･.
-
'
従
っ
て
断
暦
や

衝
動
の
様
な
鍵
動
AfJ
同

一
に
見
る
こ
と
は
出
水
な
い
O
即
ち
地
殻
S
琳
裂
昔
に
放
け
る
擬
制
で
は
な
-
て
其
の
下
の

7-
t1エ-
ジ

飴

勤

昔

に
起
っ
た
も
の
で
あ
る
O
奴
州し
使
い
空

耳
っ
て
も
此
の
古
い
時
代
に
生
じ
た
片
輔
は
地
球
金
膿
か
ら
見
れ

ば
矢
堰

-
其
の
安
部
もこ
近
い
藤
で
魔
力
の
膚
に
用
凍
死
も
の
で
あ
る
｡
加
之
､
朝
鮮
に
は
正
片
麻
岩
よ
rJl
も

1
故
に

古
き
時
代
の
水
成
岩
か
ら
鼻
成
し
た
唯
片
麻
岩
及
び
塵
貿
水
成
岩
が
頗
-
汎
布
さ
れ
て
屠
る
｡
而
し
て
此
の
唯
片
麻

岩
の
片
班
の

一
部
は
原
の
水
成
岩
の
骨
相
だ
流
行
し
て
居
る
ゆ
ゑ
'-
正

片
麻
岩
及
び
准
片
麻
岩
の
井
糊
は
纏
質
水
成

岩
の
厚
相
だ
共
に
地
質
構
造
上
の
走
向
聖

不
し
て
居
る
も
の
ど
見
る
こ
FJ･J
が
出
凍
る
警
官
ひ
換

へ
れ
ば
片
堺
を
似
て

地
殻
の
東
部
に
淀
い
塵
の
魔
力
の
姉
弟
を
示
し
た
も
の
.fJ
し
て
取
扱
か
稗
や
う
｡

今
こ
の
片
現
の

1
般
走
向
を
嚢

ふ
に
北
部
朝
鮮
殊
に
蓋
馬
山
地
に
於
て
は
大
建
に
放
て
東
西
で
あ
っ
て
山
地
の
長

い
方
向
に

1
致
す
る
様
で
は
あ
る
が
.
局
部
的
に
は
北
北
西
-
南
南
東
や
南
北
の
走
向
を
揮

っ
て
屠
る
部
分
が
少
-

な
い
､
例

へ
ば
卒
北
臼田
城
朔
州
網
郡
の
如
き
'
或
は
戚
商
量
津
郡

の
1
部
の
如
き
然

り
で
あ
る
(3
此
の
如
き
は
莱
簡

約
陣
地
野
付
踏
絵
伴
紀

要
外

三
T
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凹

審
ろ
来
北
東
-
田
有
田
の
遼
東
方
向
が
主
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
.

飴
軌
帯
七
於
で
は
局
部
的
に
渦
を
巻
い
た
横
に

願
力
が
働
い
た
結
果
で
あ
る
｡

猶
は
此
の
蓋
馬
山
地
に
は
片
麻
岩
赦
中
に
北
北
西
-
南
南
東
即
ち
朝
鮮
方
向
の
断
層
が
あ
る
｡
こ
の
断
暦
は
片
麻

岩
井
理
の
急
儒
す
る
こ
}J
や
正
片
麻
岩
中
に
爽
ま
れ
た
推
片
麻
岩
昔
の
分
布
か
ら
決
定
す
る
こ
と
が
出
凍
る
｡
蓋
馬

山
地
に
は
こ
の
始
生
代
に
於
け
る
担
動
を
見
る
許
-
で
な
-
､
後
代
の
も
の
も
表
現
掛
れ
て
屠
る
∪

片
麻
岩
塊
の
間

に
露
ほ
れ
て
屠
る
有
期
古
鏡
野

佃
鮮
薫
)
地
の
魔
界
の

一
部
を
劃
し
て
屠
る
走
向
南
北
に
近

い
断
暦
の
如
き
は
其
の

l
つ
で
あ
っ
て
.
こ
の
断
裂
の
生

題

は
自
重
配
後
で
あ
っ
た
で
あ
ら
-
｡

蓋
馬
山
地
を
除
-
ビ
始
塾
代
片
麻
岩
の
片
排
叉
は
始
生
代
水
成
岩

の層
群
の

1
枚
方
向
は
北
北
東

-
南
南
西
即
ち

支
那
方
向
で
あ
る
｡
こ
の
方
向
は
後
に
述

べ
る
様
に
甘
い
時
代
の
構
造
を
支
配
す
る
ビ
同
時
に
新
し
い
時
代
の
擾
乱

を
表
現
す
る
方
向
で
あ
る
｡
始
生
代
及
び
始
佳
代
後

には
大
山
脈
が
あ
っ
て
朝
鮮
は
其
の
北
淡
及
び
南
西
の
地
鰭
だ

共
に
偉
大
な
山
塊
で
あ
っ
た
が
原
生
代
の
直
前
に
は
大
L･i
る
例
剰
里
卑
け
､
且
つ
規
模
の
大
き
い
綬
か
な
地
向
斜
を

生
じ
た
｡

三

始
生
代
を
過
ぎ

原生
代
に
這
入
つ
て
か
ら
三
換
紀
の
末
葉
に
至
る
長

い
長

い
間
-
朝
鮮
で
は
こ
の
間
の
地
層
を
群

原
索
ビ
朝
鮮
系
だ
平
安
系
亡
に
分
っ
こ
だ
が
田
凍
る

-
朝
鮮
寧
ろ
北
部
兼
誼

には
著
し
い
造
山
動
乱
が
LJ
か
っ
た
｡

そ
こ
に
起

っ
た
事
件
は
沈
精
･,}造
陸
運
動
.,Il
例
刺
だ
で
あ
っ
た
｡
即
ち
原
生
邪
で
あ
る
群
捕
系
の
沈
積
だ
そ
れ
に
引

離

い
た
塞
武
-
奥
阿
系
で
あ
る
朝
鮮
系
の
沫
帝
･rJ
の
沈
積
の
二
愉
艦
が
甫
支
那
か
ら
北
壮
束
に
盗
る
地
向
斜
に
行
は



れ
た
し

番
い
で
造
障
泥
勤
.fJ
例
胸
亡
が
あ
っ
て
戯
い
助
い
准
平
原
が
遅
々
1°
し
て
は
凍
上
っ
た
0
共
催
新
期
石
衣
系

-
三
盤
系
の
沈
積
が
洩
い
据
蓮
に
成
珪
し
､
恰
か
も
沈
積
物
の
厚
さ
.IJ
比
較
す
る
程
度
の
土
地
の
低
下
が
地
向
斜
上

に
頂
い
て
働

い
た
｡
三
換
配
に
は
局
部
的
に
極
め
て
掩
い
魔
も
あ
っ
て
大
束
に
近
い
盛
で
赤
色
の
沈
精
岩
を
作
っ
た

か
-
新
制
石
塊
配
か
ら
二
換
配
を
過
ぎ
三
療
紀
に
亙
る
沈
積
は
極
め
て
不
安
な
期
間
に
生
じ
た
の
で
､
申
安
道
の
地

名
か
ら
朝
鮮
の
地
質
家
が
名
付
け
た
平
安
系
な
る
圏
名
は
偶
飴
に
も
克
-
其
の
沈
積
皆
時
の
地
文
状
態
を
別
示
し
て

居
る
｡
世
界
の
多
-
の
場
所
で
は
石
炭
紀
の
造
山
制
動
を
恕
め
る
こ
だ
が
臥
凍
る
が
北
支
那
か
ら
朝
鮮
に
五
つ
で
は

少
-
ど
も
新
規
石
浜
紀
に
於
け
る
か
ゝ
る
造
山
カ
を
静
め
る
こ
と
が
用
務
ぬ
｡

三
藤
配
役
に
は
新
原
系
よ
-
神
安
系
に
至
る
岩
暦
.i
兼
西
の
走
向
を
典

へ
た
摺
曲
が
亜
起
し
た
｡
こ
の
舜
勘
は
従

来
北
北
東
-

南
南
西
の
方
向
に
延
び
た
地
向
斜
の
幅
を
斜
め
に
短
縮
さ
し
た
も
の
f̂J
考

へ
得
る
｡
此
の
如
-
に
し
て

原
産
系
以
上
の
岩
層
に
遼
東
方
向
を
現
は
さ
し
た
の
で
あ
る
｡

p

m

摺
曲
の
結
果
は
地
表
に
起
伏
を
作

-
､
希
い
で
海
岸
の

1
郵
及
び
池
沼
に
有
期
及
中
期
倣
羅
配
暦
を
沈
積
し
た
｡

侠
雅
紀
の
中
華
を

過
ぎ
て
寓
に
大
陸
鋤
糊
に
入
っ
た
｡
こ
の
塵
動
は
地
方
に
依
っ
て
種

々
の
方
向
に
現
は
れ
､
戚
満

及
び
南
部
朝
鮮
で
は
北
西
か
ら
横
座
が
雑
観
し
て
北
北
東
の
衝
動
面
を
作
り
､
西
部
朝
鮮
で
は
兼
桝
ーニ
走
る
衛
動
線

を
出
現
し
た
｡
後
者
に
於
て
は
横
魔
は
北
か
ら
商
に
向
ひ
､
地
層
は
北
か
ら
南
に
推
さ
れ
た
.
甲
南
中
和
郡
地
方
に
於

!.

で

一
見
之
.fJ
反
封
に
商
か
ら
北
に
向
っ
て
衛
上
し
た
様
に
見
え
る
衝
動
竪

不
し
て
居
る
の
は
､
前
述
の
三
塵
紀
後
の

ア
ンダ
ー
スラ
ス
ト

稽
曲
で
出
水
た
山
塊
が
商
に
あ
る
薦
め
､
之
に
妨
げ
ら
れ
て
北
の
地
塊
が
南
の
地
軸
へ

荷

下

し

て
生
じ
た
も
の
で

軌
排
地
鮮
林
地拙
論
序
駄

曇

T

3
五



地

球

鋳

八

懇

第
五
親

書
三

二
ハ

あ
る
｡
即
ち
こ
の
衝
動
も
亦
北
か
ら
の
同
時
の
構
魔
に
依
る
も
の
ビ
肴

へ
ら
れ
る
｡
此
等
北
北
東
-
南
南
西
及
び
東

西
の
走
向
を
有
す
る
衝
動
両
の
構
造
は
甚
だ

し
-
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
て
'
私
の
特
に
研
究
を
頂
け
て
屠
る
の
は
此

の
荷
動

S
機
構
で
あ
る
｡
穐
雅
な
地
質
構
造
を
解
明
す
る
に
正
樹
序
を

細
か
-
分
ち
稗
る
地
層
､
之
を
明
代
の
暦
序

ゾ
ー
]lング

準
か
ら
云

へ
ば

帯

化

が

出
凍
る
地
厚
中
で
な
け
れ
ば
殆
ん
ざ
不
可
瀧
で
あ
る
rJ
然

る
に
卒
南
中
和
邦
で
は
丁
度
よ
-

骨
化
し
得
る
古
期
及
び
中
期
の
塞
武
利
藷
暦
が
主
要
衝
動
面
の
上
位
に
あ
っ
て
主
婁
衝
動
に
附
隠
し
た
無
数
の
剛
衝

動
の
作
る
覆
尭
構
造
が
ま
AtJ
L
で
袈
武
利
亜
圏
の
中
で
生
起
さ
れ
て
居
,11
0

由
凍
偉
大
な
衝
動
に
於
て
は
主
婁
衝
動

両
よ
り
下
位
の
構
造
は
蘇
格
蘭
北
西
高
地
で
明
確
に
見
得
る
如
-
確
的
に
判
明
し
て
居
る
が
p
iii要
荷
動
而
よ
-
上

の
部
分
即
ち
推
し
上
が
っ
た
方
の
地
塊
の
構
造
が
如
何
に
複
雑
で
あ
る
か
は
研
究
さ
れ
て
屠
ら
ぬ
｡
私
は
比
の
複
雑

極
ま
れ
る
副
衝
動
の
構
造
を
充
分
に
明
に
せ
ん
だ
す
る
途
上
に
あ
る
の
で
あ
る
.

北
北
兼

-
南
南
西
に
走
る
餌
勘
所
の
著
し
い
も
の
は
中
部
朝
鮮
よ
-
南
部
朝
鮮
に
亙
っ
て
斜
に
朝
鮮
を
切
断
し
､

シャッ
タ
Iド
ゾ
I
,I

珊
幡
頗
き

砕

製

帯

を

作
っ
て
居
る
｡

之
を
要
す
る
に
中
期
棟
羅
紀
後
に
生
じ
た
大
慶
動
は
北
又
は
間
北
西
､
綻
脊
し
て
云

へ
ば
大
約
北
西
か
ち
来
た
地

殻
の
か
な
り
東
部
に
於
け
る
横
魔
に
援
る
も
の
で
あ
る
｡
獅
こ
の
塵
動
に
件
ほ
れ
て
局
部
的
に
は
地
層
に
基
因
の
走

向
を
持
つ
に
安
ら
し
め
た
傾
鹿
又
は
摺
曲
が
あ
っ
た
｡
小出
に

1
言
し
て
置
き
死
い
の
は
こ
の
傑
羅
配
中
の
大
慶
動
は

其
の
結
其
ビ
し
て
山
脈
を
造
ら
な
か
っ
た
こ
L;･J
で
あ
る
｡
地
貌
に
大
慶
化
を
適
さ
な
か
っ
た

,̂J
考

へ
ら
れ
る
?

五

中
期
保
雅
紀
後
の
火
種

動
後
'
新
制
保
雄
配
に
入
-
て
池
沼
や
沿
海
の
撒
き
陸
棚
上
に
沸
鵜
を
初
め
ー
此
の
沈
積
は



引
噂
い
て
白
華
紀
に
及
ん

だ-
の
で
特
に
欄
部
朝
鮮
か
ら
申
開
両
部
に
放
て
薯
し
か
っ
た
,･
白
繋
船
の
兼
兼
に
南
北

即
ち
朝
鮮
方
向
の
断
裂
が
起
っ
た
の
に
伸
ほ
れ
て
石
基
斑
岩
や
玲
岩
S
暁
闇
が
あ
-
､
其
の
凝
悉

石
も
堆
積
し
た
.:.

加
之
地
下
に
は
花
掃
岩
の
着
工
い
暁
超
が
行
ほ
れ
た
｡
そ
れ
故
白
菜
紀
未
発
は
火
成
岩
鐘
戊
の
活
動
閲
で
あ
っ
た
絹

云

へ
る
｡

チ
ル
ナ
イ
ン
グ

白
畢
紀
以
後
に
は
其
れ
以
前
の
岩
類
に
北
北
東

-
南
南
西
の
走
向
を
輿

へ
た

傾

題

が
あ
っ
て
T
保
雄
-
自
重
紀

暦
に
今
=
見
る
が
如
き
批
北
兼
-
南
周
囲

S
走
向
を
附
典
し
た
｡
正

の
塾
動
取
結
泉
は
朝
鮮
現
時
の
地
貌
原
型
を
出

1.I･ij
い
差
遣
で
､
朝
鮮
は
地
貌
的
に
甚

だ老
い
た
問
な
の
で
あ
る
0

∵

次
の
登

三
船
時
代
の
沈
積
は
日
本
内
地
の
加
-
著
し
-
堤
-
叉
鼻
動
ビ
し
て
は
火
山
岩
噴
出
以
外
に
は
大
な
る

む

頑
は
耳
か
Iケ
た
｡
火
-;
の
噴
撃
fJ
し
て
は
北
僻
の
白
斑
山
四
近
よ
-
閣
取
日
本
海
岸
に
亙
る
も
の
が
最
も
著
し
-
､

塊

の
活
動
は
革
四
配
収
も
実

売

｡
断
裂
廿
し
て
は
恐
-
鮮
新
世
後
に
北
北
兼

I
嵩
南
西
の
発
向
を
有
す
る
紅
の
が

各
盛
に
生
動
⊥
セ
｡.

大

p
以
上
僻
逃
し
た
朗
を
紙
宿
し
て
見
る
ビ
朝
鮮
に
於
け
る
地
質
構
造
線
妾
の
元
素
は
遼
東
'
朝
鮮
'
支
那
の
三
方
向

で
あ
る
が
.
逮
-
飴
塾
代
三
試
ひ
､
恥
期
保
雄
配
役
AjJ
l試
ひ
'
白
蔓
紀
後
三
方
か
.
第
三
紀
後
室
玄
ひ
益
-
こ
の
第

三
の
北
北
米
-
南
南
西
な
る
支
那
方
向
が
朝
鮮
の
地
階
構
造
を
支
配
し
た
こ
だ
が
最
も
藩
し
か
っ
た
笠
石
ひ
得
る
｡

そ
れ
が
薦
め
に
現
時
見
る
が
如
き
地
質
分
布
を
硯
は
L
.
殊
に
中
部
以
南
に
於
て
は
地
質
園
を

1
瞥
す
れ
ば
支
那
方

朝
鮮
地
質
柵
也拙
冷
序
訳

喜
d

l
七
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向
が
各
地
層
及
び
岩
瓶
の
布
術
方
向
を
決
定
し
て
屠
る
状
態
を
匿
に
.悟
る
こ
と
が
出
錬
る
の
で
あ
る
｡

畢
写

)
の
事
た
る
亘
朝
鮮
は
最
も
接
且
っ
最
も
弧
-
大
陸
方
面
か
ら
東
南
兼
に
向
ふ
横
魔
を
受
け
て
地
層
は
北
北

莱
-
南
南
西
の
走
向
を
有
す
る
線
に
な

-
ノ
叉
同
じ
方
向
の
衝
動
面
を
現
は
し
､
且
つ
火
成
岩
布
街
の
方
向
も
之
に

従
っ
た
の
で
あ
る
｡
即
ち
大
陸
か
ら
朝
鮮
を
経
て
日
本
列
島
よ
-
太
平
洋
の
浬
淵
に
向
つ
tJ
襲
ひ
凍
る
地
歴
の
荷
に

皆

っ
て
其
の
カ

の
支
配
を
受
け
た
の
で
あ
る
｡
現
に
朝
鮮
牛
島
の
外
廓
が
南
北
に
長
い
の
は
地
質
構
造
上
で
は
第
二

次
の
も
の
で
あ
っ
て
'
地
質
構
造
論
か
ら
見
れ
ば
蚤
妥
な
意
義
を
持
っ
て
居
る
も
の
で
は
な
い
｡
朝
鮮
地
質
構
造
論

に
於
で
は
大
陸
か
ら
日
本
列
島
方
面
に
魔
し
た
カ
が
最
大
主
要
な
も
の
で
あ
る
.

こ
=
に
朝
鮮
地
質
系
統
の

1
般
告
が
ず
娼
め

.i
岬
咋
桐
其

し
て
見
た
系
統
宏
か
押
入
す
る
O
･･,の

丁

の
地
階
の
訣
別
は
他
日
に
親
る
0

鍾

東

地

方

の

重

力

偏

差

(

≡)

(
閣
版
第
五
版
甘
)

熊

谷

直

1

回

輿
通
座
標
軸

へ
の
換
寛

政
動
座
捜
軸
の
内
で
水
平
座
穂
を
輿

へ
る
〃
軸
及

プ
軸
の
方
向
は
'
昏
々
の
陥

兼
に
於
け
る
観
測
で
は
穐
測
鮎
毎
に
査
-
任
意
に
ご
ら
れ
た
た
め
に
p
各
地
の
観
測
値
を
瓦
に
此
較
し
叉
次
に
述
ぶ

る
ゼ
オ
イ
ド
の
影
響
に
封
す
る
補
正
及
賂
水
地
形
に
封
す
る
修
正
を
な
す
目
的
の
璃
め
に
は
'
観
測
さ
れ
た
曲
発
頃

及
比
差
頃
の
値
を

一
定
の
英
独
座
標
榊
に
向
つ
て
換
算
す
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
の
共
通
座
標
軸
ビ
し
て
は
､
地
排
撃

的
の
北
､
地
理
撃
的
の
弟
及
鉛
直
の
方
向
を
採
用
す
る
が
最
も
便
利
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
方
向
を
夫
々
吉
朝

S>刺
及

関
知
地
力
の
茨
力
偏
轟

繋
温

7
九


