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す
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有

光

教

一

　
〔
要
約
】
朝
鮮
石
器
時
代
遺
物
申
に
、
穀
類
其
の
他
の
植
物
性
食
物
を
す
り
つ
ぶ
し
た
り
、
紛
に
ひ
い
た
り
す
る
事
に
使
わ
れ
た
「
す
り
う
す
」
が
あ
る
。

筆
者
は
先
ず
そ
の
形
式
分
類
を
試
み
る
。
そ
の
中
で
著
る
し
い
の
は
、
ヨ
ー
買
ヅ
バ
の
石
器
時
代
に
暴
行
し
た
鞍
形
「
す
り
う
す
」
㏄
鼠
色
。
ρ
き
ヨ
と
異
様

の
特
殊
な
形
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
亦
、
蒙
古
か
ら
東
満
洲
に
亙
っ
て
も
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
は
西
か
ら
の
伝
播
と
考
え
ら
れ
、
朝
鮮
の
も
の
は
、
こ

れ
等
と
一
つ
ら
な
り
の
関
聯
に
あ
る
。
朝
鮮
夢
見
の
「
す
り
う
す
」
は
既
往
の
概
説
書
や
報
告
書
中
で
は
概
ね
「
砥
石
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
根
艶
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
在
鮮
当
時
作
っ
て
い
た
図
面
の
一
部
を
紹
介
し
、
同
時
に
既
刊
の
文
献
中
か
ら
類
例
を
抜
葦
・
し
、
伴
出
物
特
に
土
器
と
の
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
こ
れ
は
本
来
櫛
目
文
土
器
に
伴
う
遺
物
で
あ
る
。
然
し
ま
た
無
文
土
器
の
遺
蹟
か
ら
爾
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
理
由

に
つ
い
て
考
え
る
。
本
小
篇
の
扱
5
も
の
は
、
全
部
廻
転
式
手
動
礁
確
以
前
の
段
階
に
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
石
器
時
代
的
生
活
の
標
識
と
も
な
る
。
最
後

に
金
属
文
化
一
鉄
器
時
代
の
初
、
廻
転
手
動
す
り
5
す
（
事
忌
）
の
考
案
が
漢
よ
り
も
た
ら
さ
れ
、
雁
て
流
行
し
た
。
か
く
て
主
題
の
「
す
り
う
す
」
は
、

労
力
節
減
の
効
果
の
大
き
い
礁
硅
に
其
の
役
目
を
譲
っ
た
。
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朝
鮮
発
見
の
考
古
学
的
遺
物
中
、
形
の
上
か
ら
確
実
に
農
具
と
言

い
得
る
も
の
は
、
石
製
品
に
、
石
庖
丁
・
石
鎌
・
石
鍬
等
が
あ
り
、

鉄
製
品
に
は
、
庖
丁
・
鎌
・
鍬
・
鋤
・
ま
ぐ
わ
等
が
あ
る
。
即
ち
耕

朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

作
用
具
及
び
収
獲
用
具
に
亘
っ
て
そ
の
種
類
は
少
く
な
い
。
摘
穂
用

の
石
庖
丁
は
全
半
島
に
普
及
し
て
い
た
し
、
石
鎌
・
石
鍬
の
類
も
点

た
と
分
布
を
見
る
。
鉄
製
農
具
で
は
、
平
安
北
道
洞
原
郡
崇
正
面
龍

　
　
　
　
　
　
　
①

淵…

ｴ
の
一
括
遺
物
が
著
名
ぞ
あ
っ
て
、
伴
禺
の
明
刀
銭
、
青
銅
製
一
二

角
錐
鑛
及
び
青
鋼
製
帯
鈎
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
そ
の
年
代
を
識
る
。
叉

m　　t　一



　
　
　
　
　
朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

鉄
鎌
は
楽
浪
古
墳
か
ら
繊
た
こ
と
が
あ
り
、
三
国
時
代
新
羅
或
い
は

任
那
の
古
墳
に
は
鉄
製
の
鎌
・
鋤
・
鍬
・
ま
ぐ
わ
等
が
屡
々
副
葬
し

て
あ
る
。

　
之
に
比
べ
る
と
収
獲
物
処
理
に
関
す
る
道
具
を
考
古
学
の
資
料
の

中
に
見
掛
す
こ
と
は
稀
ぞ
あ
る
。
収
獲
後
の
処
理
と
し
て
は
、
脱
殻

と
．
粉
挽
と
が
著
る
し
い
過
程
で
あ
ろ
う
。

　
脱
殼
器
と
云
え
ば
竪
杵
と
臼
と
を
想
起
す
る
。
日
本
の
称
生
式

　
②

遺
跡
か
ら
木
製
の
竪
杵
が
発
見
さ
れ
た
し
、
銅
鐸
の
表
面
に
鋳
出
さ

れ
た
絵
画
中
に
竪
杵
と
臼
と
を
使
う
人
物
が
描
か
れ
て
あ
る
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
。
朝
鮮
ぞ
は
考
吉
学
の
発
掘
で
竪
杵
叉
は
そ
の

臼
な
見
癒
し
た
例
は
な
く
、
そ
の
使
用
を
描
写
し
た
絵
画
も
伝
は
ら

ぬ
。
然
し
長
い
杵
の
柄
の
末
端
を
、
入
が
足
で
踏
ん
で
、
先
端
に
具

え
た
杵
で
臼
を
春
く
仕
…
掛
の
か
ら
う
す
（
碓
）
の
模
型
は
、
三
国
時

代
新
羅
の
墳
墓
内
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
新
羅
の
都
玩
、
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

尚
北
道
慶
州
の
皇
南
里
に
あ
っ
た
一
古
墳
か
ら
の
出
土
嶋
で
あ
る
。

模
型
と
云
う
の
は
、
遍
羅
焼
容
器
或
は
そ
の
蓋
に
附
飾
さ
れ
た
、
・
、
ニ

エ
チ
ェ
ア
的
の
形
象
で
あ
る
。
此
の
形
式
の
「
か
ら
う
す
し
は
今
で

も
朝
鮮
の
農
村
に
普
及
し
た
脱
殻
雪
避
の
道
具
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

叉
中
国
の
漢
墓
内
に
副
葬
の
明
器
申
に
同
じ
形
の
杵
臼
が
あ
り
、
山
、

東
省
の
画
像
石
に
同
様
の
も
の
を
あ
ら
わ
す
こ
と
、
周
知
の
通
り
で
、

よ
く
其
の
系
統
を
物
語
る
。

　
か
ら
う
す
（
碓
）
は
杵
と
臼
の
組
合
せ
に
挺
子
の
理
を
加
え
た
一

段
進
歩
し
た
工
夫
に
出
た
も
の
。
そ
れ
が
新
羅
の
半
島
統
一
以
前
に

行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
竪
杵
と
臼
が
も
っ
と
早
く
か
ら
行

わ
れ
た
事
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
実
際
、
杵
と
臼
に
相
当
す
る
道

具
が
石
器
時
代
に
湖
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
後
述
の
如
く
で
あ
る
。

　
次
に
紛
ひ
き
道
具
に
就
い
て
述
べ
る
と
、
こ
れ
も
現
在
朝
鮮
の
農

村
生
活
中
に
長
い
伝
統
を
持
つ
も
の
を
見
る
。
そ
れ
は
円
形
の
石
を

二
心
重
ね
た
「
す
り
う
す
」
　
（
駿
碓
）
で
、
　
「
う
わ
い
し
」
が
「
し

た
い
し
」
の
上
で
柄
を
軸
と
し
て
廻
転
し
乍
ら
粉
を
ひ
く
。
こ
の
廻

転
式
手
動
「
す
り
う
す
」
　
（
罎
禮
）
が
、
平
安
南
道
大
同
自
大
同
江

面
土
城
里
か
ら
発
掘
さ
れ
た
。
昭
和
十
二
年
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
は

同
地
に
遺
存
す
る
土
城
蛙
の
一
部
を
学
術
的
に
発
掘
調
査
し
た
際
に
、

三
個
分
の
礎
硅
を
出
し
た
喝
附
近
に
は
礎
石
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
に

は
漢
代
の
原
位
豊
を
失
わ
ざ
る
に
似
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
建
築
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

基
壇
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
此
の
土
城
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堤
は
漢
が
置
い
た
楽
浪
郡
早
薬
と
信
ず
べ
き
場
所
で
あ
る
。
ま
た
同

様
の
鰻
磯
は
、
原
田
淑
人
博
士
等
に
よ
れ
ば
山
東
省
福
山
県
の
漢
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

城
班
か
ら
・
も
発
見
さ
れ
た
と
云
う
。
其
の
ほ
か
、
相
似
た
も
の
の
瓦

製
明
羅
が
総
代
墳
墓
内
に
副
葬
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
周
知
の
量
り
で

あ
る
。
で
あ
る
か
ら
右
の
罎
鎧
が
漢
代
の
も
の
で
あ
り
、
出
土
地
点

か
、
ら
言
っ
て
漢
人
の
所
有
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
な
い
。
け
れ
ど
も

ま
た
、
か
か
る
便
利
な
実
用
の
道
具
が
朝
鮮
土
着
の
生
活
中
に
間
も

な
く
採
り
入
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
煮
う
事
も
想
像
に
難
く
な
い
。

斯
様
な
中
国
系
の
隈
鐙
、
即
ち
「
し
た
い
し
し
の
上
で
軸
を
中
心
と

し
「
う
わ
い
し
」
を
廻
転
さ
せ
乍
ら
粉
を
ひ
く
「
す
り
う
す
」
は
、

車
－
軸
を
中
心
と
し
て
廻
転
す
る
車
i
の
原
理
を
応
用
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
其
の
考
案
以
前
に
は
単
に
石
の
上
に
他
の
石
を
押
し

て
磨
る
道
具
が
使
わ
れ
て
い
た
。

二

　
右
に
挙
げ
た
脱
殻
用
の
杵
と
臼
に
匹
敵
す
る
石
製
遺
物
と
、
磯
鎧

以
前
の
よ
り
窪
い
叉
は
よ
り
原
始
的
な
「
う
わ
い
し
」
「
し
た
い
し
」

に
当
る
石
製
の
道
具
と
が
、
新
旧
大
陸
に
亘
る
石
器
時
代
的
生
濡
の

　
　
　
　
朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
し
　
（
有
光
）

中
に
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
考
古
学
界
は
、
従
来
一
般
に

是
等
を
一
括
し
て
石
棒
と
石
皿
な
る
名
で
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り

「
杵
」
も
「
う
わ
い
し
」
竜
石
棒
で
あ
り
、
「
臼
」
も
「
し
た
い
し
」

も
共
に
石
皿
と
呼
び
慣
わ
し
て
来
た
。
然
し
私
は
是
等
石
器
時
代
遺

物
に
対
し
て
は
所
謂
石
棒
の
使
い
か
た
に
よ
る
分
類
を
試
み
・
る
べ
き

で
あ
る
と
思
う
。
即
ち
、
（
A
）
石
棒
を
竪
に
使
っ
て
h
L
揚
き
砕
く
「
杵

臼
」
と
、
（
B
）
石
棒
を
水
平
に
動
か
し
て
磨
る
「
す
り
う
す
」
の
二

様
式
に
分
つ
事
を
提
唱
し
た
い
。
分
類
の
め
や
す
は
所
謂
「
石
櫨
」

の
機
能
に
存
す
る
、

（
A
）
杵
鼠

　
木
の
根
と
か
団
栗
と
か
い
う
よ
う
な
植
物
性
食
料
を
、
慮
然
の
又

は
人
工
を
加
え
た
岩
の
く
ぼ
み
の
中
で
掲
く
為
に
石
を
使
う
こ
と
は

旧
石
器
時
代
に
潮
っ
て
見
ら
れ
る
。
そ
の
窪
み
は
固
定
し
た
岩
の
場

合
も
あ
ろ
う
し
、
持
運
び
出
来
る
大
き
さ
の
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
は
閏
題
で
は
な
く
、
豪
体
の
考
案
が
漂
始
的
な
杵
と
臼
の
効
果
を

持
っ
て
い
た
、
斯
様
な
窪
み
の
中
で
は
大
き
な
木
の
根
も
小
さ
な
野

生
草
の
実
も
問
様
に
揚
が
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
．
所
謂
石
皿
は
普

通
話
手
で
持
ち
動
か
す
こ
と
が
患
来
る
大
き
さ
で
あ
る
、
石
棒
を
垂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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麟
…
鮮
石
器
疇
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

．
直
に
た
て
て
、
其
の
下
端
を
以
て
石
皿
の
上
表
面
を
撞
篤
し
乍
ら
食

物
を
導
き
砕
い
た
為
に
、
石
皿
は
中
央
の
窪
み
が
深
く
な
っ
て
皿
状

か
ら
臼
状
を
呈
す
る
。
ま
た
石
捧
の
方
は
、
長
い
挙
状
を
呈
し
、
そ

の
断
面
は
、
真
正
の
石
棒
の
様
に
円
い
も
の
の
ほ
か
、
石
斧
の
基
部

の
如
き
楕
円
形
の
も
の
が
あ
る
が
、
通
じ
て
そ
の
下
端
が
つ
ぶ
れ
て

磨
滅
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
夫
女
の
機
能
に
基
き
石
棒
は
石

杵
、
之
に
対
す
る
石
皿
は
石
臼
と
呼
ぶ
の
が
相
応
し
い
。

（
8
）
、
す
り
う
す

　
（
A
）
は
や
が
て
穀
物
を
除
い
て
穀
を
除
く
用
に
供
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
が
、
小
麦
の
様
な
堅
い
粒
を
ひ
い
て
粉
に
す
る
の
に
は
不
便

ぞ
あ
る
。
其
の
役
目
を
果
す
為
に
、
平
た
い
石
の
上
に
他
の
石
を
押
．

し
て
す
り
つ
ぶ
す
「
す
り
う
す
」
が
発
達
し
た
。
　
「
し
た
い
し
」
の

面
を
「
う
わ
い
し
」
が
水
平
に
動
き
乍
ら
物
を
磨
る
働
は
、
漸
く

（
A
）
の
機
能
と
は
全
く
別
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
が
遺
物
の
上
に
現

わ
れ
て
い
る
。
　
「
す
り
う
す
」
は
メ
ソ
ポ
テ
ィ
ミ
ア
で
も
一
番
古
い

聚
落
堤
の
ひ
と
つ
ジ
ャ
ル
モ
遺
跡
か
ら
先
年
発
掘
さ
れ
た
。
小
麦
、

大
麦
の
穀
粒
が
一
緒
に
出
て
、
此
の
遺
跡
は
食
料
生
産
段
階
に
入
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
ば
か
り
の
事
相
を
示
し
た
。
　
「
す
り
う
す
」
は
か
く
新
石
器
的
生

活
様
式
と
共
に
発
達
し
た
が
、
私
は
、
そ
の
「
し
た
い
し
し
の
形
に

よ
っ
て
夫
等
が
更
に
次
の
二
形
式
に
分
た
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　
ω
鰍
形
す
り
う
す

　
小
さ
な
粒
の
穀
物
は
、
そ
れ
を
如
く
以
外
に
、
磨
っ
て
粉
に
埋
る

必
要
が
あ
り
、
暦
る
の
に
都
合
の
よ
い
「
し
た
い
し
」
の
発
達
を
促

し
た
。
即
ち
「
し
た
い
し
」
の
く
ぼ
み
が
皿
の
様
．
に
広
く
且
つ
浅
く

作
ら
れ
た
。
　
一
方
「
う
わ
い
し
」
の
方
・
も
杵
状
の
も
の
か
ら
、
丸
餅

の
様
な
形
の
も
の
ま
で
、
色
々
あ
る
。
斯
様
な
形
の
「
す
り
う
す
」

は
ヨ
ー
μ
ッ
パ
の
大
部
分
で
は
新
石
器
時
代
文
化
と
共
に
小
衰
が
輸

入
さ
れ
る
や
発
達
し
始
め
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
ペ
に
限
ら
ず
、
こ
れ
ま
た

世
界
の
各
地
に
見
ら
れ
る
石
器
時
代
の
道
具
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

即
ち
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
「
す
り
う
す
」
で
は
、
　
「
う
わ
い
し
」
の
大

き
さ
が
片
手
で
容
易
に
握
れ
る
程
度
の
も
の
、
そ
の
形
に
は
円
形
乃

至
楕
円
形
が
多
い
。
そ
れ
を
「
し
た
い
し
」
の
面
に
押
し
つ
け
て
物

を
磨
る
の
で
、
自
然
、
　
「
し
た
い
し
」
の
面
を
ま
る
く
或
は
任
意
の

方
向
に
動
く
こ
と
に
な
り
、
周
囲
に
向
っ
て
高
く
な
る
の
が
常
で
あ

る
。
而
も
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
大
抵
或
る
一
定
の
方
向
が
他
の
方

向
よ
り
も
好
ま
れ
て
、
多
少
ニ
口
写
に
前
後
の
磨
り
方
を
し
て
い
る
。
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㈲
鞍
賦
す
り
う
す

　
ω
に
お
け
る
磨
り
方
の
癖
の
う
ち
、
前
後
に
磨
る
と
い
う
運
動
が

進
ん
で
、
両
手
で
「
う
わ
い
し
」
を
使
う
よ
う
に
な
る
の
は
、
力
の

節
減
に
な
る
の
で
当
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
鞍
解
す
り
う
す
の
発

達
を
導
い
た
．
此
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
も
の
は
、
長
い
棒
状
の

「
う
わ
い
し
」
を
両
手
で
握
っ
て
、
　
「
し
た
い
し
」
の
上
に
横
た
え
、

薗
後
に
動
か
し
乍
ら
磨
る
場
合
の
一
具
で
あ
る
。
従
っ
て
「
う
わ
い

し
」
の
形
状
と
其
の
動
か
し
方
、
及
び
「
し
た
い
し
」
の
形
が
㈲
と

甚
だ
異
る
。
　
「
う
わ
い
し
」
は
麺
棒
様
の
長
い
棒
状
と
な
り
、
　
「
し

た
い
し
」
は
長
方
形
乃
至
舟
形
を
呈
す
る
。

　
使
用
者
は
、
彼
の
向
き
に
「
し
た
い
し
」
の
長
軸
を
据
え
、
こ
れ

に
直
交
し
て
水
平
に
置
か
れ
た
「
う
わ
い
し
」
の
左
右
を
両
手
ぞ
握

り
、
向
う
に
押
し
、
手
前
に
曳
い
て
磨
る
．
磨
る
機
能
か
ら
言
っ
て
、

こ
れ
は
㈹
に
ま
さ
る
効
率
を
持
つ
道
具
で
あ
る
。
斯
様
に
し
て
磨
る

の
で
、
　
「
し
た
い
し
」
の
磨
り
面
は
縦
長
く
窪
み
、
罎
た
前
後
の
端

に
磨
り
残
り
砂
隆
起
が
出
来
て
い
る
、
然
し
左
右
の
辺
に
は
、
磨
り

残
9
の
隆
起
が
轟
来
て
い
な
い
の
を
普
通
と
す
る
。
即
ち
左
側
か
ら

右
側
に
か
け
て
は
、
磨
り
颪
は
平
壇
で
あ
る
。
時
に
は
や
や
窪
ん
だ

　
　
　
　
　
朝
鮮
石
難
闘
時
代
の
「
す
り
う
す
し
　
（
窮
光
）

り
、
中
に
は
凸
面
を
呈
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
西
洋
式
鞍
に
似
た
も

の
を
見
る
。
　
「
鞍
溢
す
り
う
す
」
の
名
の
起
る
所
以
で
あ
る
。

　
之
に
対
す
る
「
う
わ
い
し
」
は
、
麿
り
方
に
よ
っ
て
、
種
女
の
形

を
生
ず
る
が
、
一
般
的
な
特
徴
は
そ
の
横
断
面
が
凸
面
を
描
い
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
　
「
し
た
い
し
」
の
磨
り
面
を
磨
っ
て
前

方
に
押
し
や
ら
れ
る
と
き
と
、
手
前
に
ひ
か
れ
る
と
き
と
で
は
、
圏

「
う
わ
い
し
」
の
鞍
擦
面
の
角
度
が
硝
タ
異
る
こ
と
に
原
因
す
る
．

叉
「
う
わ
い
し
」
に
は
、
そ
の
「
し
た
い
し
」
の
幅
よ
り
も
長
い
も

の
が
丁
田
あ
る
、
否
、
長
い
も
の
が
此
の
カ
テ
ゴ
リ
；
の
特
徴
で
あ

る
。
此
の
場
合
、
　
「
し
た
い
し
」
の
幅
に
対
し
て
余
っ
た
部
分
、
即

ち
「
う
わ
い
し
」
の
磨
り
面
の
左
右
の
端
に
も
贋
り
残
っ
た
隆
起
が

瘤
状
に
出
廉
る
。
こ
れ
は
「
し
た
い
し
」
の
前
後
の
端
に
出
来
た
磨

り
残
り
の
隆
起
と
共
に
、
そ
の
一
具
が
長
時
間
又
は
頻
繁
に
使
は
れ

た
結
果
自
然
に
生
じ
た
形
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
と
は
限
ら
ず
削

る
際
に
両
手
で
保
持
す
る
の
に
便
利
だ
と
い
う
事
や
、
便
用
申
「
し

た
い
し
」
か
ら
外
れ
る
の
を
防
ぐ
用
意
か
ら
、
当
初
か
ら
意
識
的
に

此
の
形
に
作
っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
う
云
う
事
が
実
際
の
遺
物
か
ら

推
定
さ
れ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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朝
鮮
石
器
晦
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

三

　
（
A
）
の
杵
臼
も
（
お
）
の
「
す
り
う
す
」
も
新
潟
大
陸
に
亘
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
見
ら
れ
る
新
石
器
時
代
的
生
活
の
用
具
で
あ
る
が
、
　
（
A
）
は
極

め
て
素
朴
な
器
物
で
あ
る
た
め
に
、
他
か
ら
の
伝
播
が
無
く
て
も
食

物
調
理
の
過
程
に
お
い
て
自
然
に
到
達
す
る
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

な
く
竜
な
い
。
然
る
に
　
（
8
）
、
特
に
㈲
は
前
者
よ
り
は
進
歩
し
た

形
で
あ
っ
て
、
比
較
的
明
瞭
な
形
態
上
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
は

っ
き
り
し
た
特
徴
を
持
つ
た
遺
物
の
分
布
は
、
そ
れ
を
使
っ
た
人
々

の
文
化
の
系
統
や
性
格
を
探
る
手
が
か
り
と
な
る
。
此
の
遺
物
が
、

食
料
調
理
の
道
具
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
く
の
如
き
特
徴
あ
る
石
器

の
分
布
は
、
類
型
的
な
食
生
活
の
ひ
ろ
が
り
を
示
す
の
で
、
私
は
本

小
篇
に
お
い
て
、
　
「
す
り
う
す
」
特
に
歪
形
「
す
り
う
す
」
に
就
い

て
述
べ
よ
う
と
思
う
。

　
而
も
鞍
形
「
す
り
う
す
」
は
遠
く
英
圏
の
新
石
器
時
代
A
期
の
典

型
的
遺
物
で
あ
り
、
欧
洲
大
陸
に
分
布
す
る
と
共
に
、
ナ
イ
ル
や
サ

ハ
ラ
を
含
む
北
ア
フ
リ
カ
に
分
布
す
る
事
は
周
知
の
通
り
で
あ
9
、

パ
レ
ス
チ
ナ
や
シ
リ
ア
を
含
む
西
南
ア
ジ
ア
の
も
の
も
著
聞
に
属
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廻

る
が
、
蒙
古
高
原
か
ら
熱
河
を
経
て
東
満
洲
に
分
布
す
る
事
実
の
方

が
私
の
問
題
に
は
開
係
が
深
い
。
同
様
の
鞍
形
「
す
り
う
す
」
が
朝

鮮
の
石
器
時
代
遺
跡
か
ら
屡
々
発
見
さ
れ
て
を
り
、
そ
の
分
布
は
北

鮮
か
ら
南
端
の
海
岸
に
迄
及
ん
で
い
る
。
朝
鮮
発
見
の
此
種
「
す
り

う
す
」
が
東
満
洲
特
に
牡
丹
江
流
域
の
禺
土
品
を
媒
介
と
し
て
西
方
、

熱
河
、
蒙
古
の
も
の
と
ひ
と
つ
ら
な
り
の
関
連
に
あ
る
こ
と
は
分
布

二
上
極
め
て
自
然
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
形
の
「
す
り
う

す
」
は
、
日
本
列
島
か
ら
は
未
だ
発
見
さ
れ
た
例
を
聞
か
な
い
。
此

の
点
に
も
私
は
興
味
を
覚
え
た
。

　
然
る
に
従
来
、
朝
鮮
発
見
の
此
の
形
の
遺
物
は
、
・
面
々
砥
石
と
し

　
　
　
　
　
⑦

て
紹
介
さ
れ
た
。
石
斧
類
の
砥
石
と
考
へ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
特
に

証
拠
は
な
い
。
却
っ
て
此
の
特
色
あ
る
石
製
遺
物
の
分
布
は
、
前
述

の
如
く
旧
大
陸
を
西
へ
横
断
し
て
辿
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
か

ら
、
次
に
述
べ
る
埃
及
の
…
彫
刻
や
ト
リ
ポ
リ
ェ
の
蒙
形
模
型
が
表
現

す
る
此
の
形
の
遺
物
の
使
用
法
は
、
積
極
的
に
朝
鮮
に
お
け
る
同
類

晶
が
製
粉
用
具
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
シ
カ
ゴ
大
学
の
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
ト
博
物
儲
…

に
陳
列
し
て
あ
る
ギ
ゼ
発
見
の
一
群
の
石
製
小
形
奇
中
に
、
奴
「
隷
の

（317）



乙
女
が
彼
女
の
前
に
、
前
述
の
如
き
「
し
た
い
し
」
を
据
え
て
、
地

面
に
脆
き
、
粉
を
磨
っ
て
い
る
轡
が
あ
る
、
其
の
「
し
た
い
し
」
の

す
り
面
は
、
傾
い
て
い
て
、
乙
女
の
膝
の
方
に
高
く
な
っ
て
い
る
の

は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
女
は
両
手
で
「
う
わ
い
し
」
を
握
り
、

「
し
た
い
し
」
の
上
を
前
後
に
押
し
た
り
ひ
い
た
り
し
、
そ
の
度
に

彼
女
は
体
の
重
み
・
を
膝
の
上
と
乙
部
と
に
交
互
に
か
け
て
磨
る
。
時

々
一
方
の
手
を
離
し
て
彼
女
は
穀
粒
を
「
し
た
い
し
」
の
手
前
の
隅

に
入
れ
る
。
か
く
し
て
磨
っ
て
い
る
闇
に
上
下
の
石
の
闇
を
通
っ

て
傾
い
た
磨
り
面
を
滑
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
粉
に
な
っ
て
向
う
の
端

か
ら
落
ち
て
ゆ
く
。
斯
様
な
製
粉
過
程
を
是
等
の
…
彫
像
は
物
語
っ
て

　
⑤

い
る
．
或
る
ア
フ
リ
カ
の
原
住
民
は
、
今
で
も
こ
れ
と
全
く
同
じ
方

法
で
粉
を
磨
い
て
い
る
。
叉
、
ト
リ
ポ
エ
の
家
の
内
部
を
あ
ら
は
す

土
製
の
模
型
は
、
此
の
形
の
「
す
り
う
す
」
が
穀
類
を
入
れ
る
増
等

と
共
に
部
屋
の
片
す
み
に
お
い
て
あ
り
、
女
が
傍
に
坐
っ
て
い
る
有

様
を
示
す
。
尤
竜
そ
の
女
の
姿
は
こ
の
「
す
り
う
す
」
を
使
っ
て
い

な
い
が
、
食
物
調
理
の
道
具
即
ち
「
す
り
う
す
」
で
あ
る
と
推
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
同
じ
様
な
層
形
「
す
り
う
す
」
は
、
石
皿
を
含
む
一
般
「
す
り
う

　
　
　
　
　
朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

す
」
と
共
に
ア
メ
リ
カ
原
住
民
の
閥
に
も
必
要
な
調
理
具
で
あ
っ
た
、

た
と
え
ば
王
蜀
黍
を
主
食
と
し
て
い
た
バ
ス
ケ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
は
、

そ
れ
を
磨
い
て
粉
に
し
、
少
し
湿
し
て
小
形
の
ケ
ー
キ
を
作
り
、
熱

い
石
の
上
に
置
い
て
焼
く
。
彼
等
は
、
メ
タ
テ
と
呼
ぶ
平
た
い
「
し

た
い
し
」
の
上
に
、
乾
い
た
王
蜀
黍
の
粒
を
置
き
、
マ
ノ
と
云
う
容

易
に
手
に
持
つ
こ
と
の
出
来
る
「
う
わ
い
し
」
で
そ
れ
を
磨
る
の
で

　
⑩

あ
る
。

　
斯
様
な
虚
心
は
、
朝
鮮
発
見
の
同
形
品
を
砥
石
と
考
え
た
一
部
の

説
を
斥
け
る
に
足
り
よ
う
。

四

　
私
は
以
上
の
如
き
石
製
の
食
料
調
理
具
を
指
標
と
し
て
朝
鮮
石
器

時
代
交
化
の
系
統
と
性
格
を
考
え
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
今
は

姑
ら
く
（
A
）
を
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。
其
の
理
由
は
既
に

第
三
項
の
留
頭
で
述
べ
た
通
り
、
　
（
A
）
は
普
遍
的
な
し
か
も
素
朴

な
器
具
で
あ
り
、
地
域
的
に
特
徴
が
乏
し
悟
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、

朝
鮮
で
は
考
古
学
的
蒐
集
晶
や
報
告
書
に
記
録
さ
れ
た
例
が
極
め
て

稀
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
石
杵
と
し
て
の
敲
石
や
石
槌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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朝
鮮
贋
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

の
類
は
若
干
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
石
臼
に
就
い
て
は
殆
ん
ど
知
偽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
で
蒙
古
満
洲
或
い
は
中
国
の
本
土
へ
分

．
布
上
の
連
絡
を
求
め
た
り
、
日
本
の
縄
丈
式
遺
物
の
中
の
顕
著
な
同

類
と
の
比
較
を
試
み
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
竜
、
も
っ
と

．
特
徴
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
（
3
1
）
類
に
よ
っ
て
考
え
る
方
が
凹
田

が
あ
が
る
と
思
う
。

　
島
物
に
お
い
て
、
右
の
（
B
）
類
に
属
す
る
遺
物
を
漁
す
地
方
は
、

1
豆
満
江
流
域
■
大
同
江
流
域
を
含
む
西
鮮
地
区
、
皿
洛
東
江
流
域

が
著
る
し
い
。
是
等
の
地
方
は
、
ま
た
石
器
時
代
遺
蹟
の
主
要
な
分

布
圏
で
も
あ
る
。
私
は
、
私
が
在
鮮
中
に
作
っ
た
備
忘
録
と
、
先
輩

学
者
の
発
表
さ
れ
た
報
告
書
の
記
幕
等
と
に
拠
っ
て
、
個
六
の
発
見

例
に
つ
い
て
、
出
土
地
点
、
揚
土
事
情
、
形
状
、
伴
出
遺
物
等
に
関

す
る
次
の
如
き
記
録
を
作
っ
て
み
た
。

1
豆
満
江
流
域

8
威
鏡
北
道
鍾
城
郡
行
営
面
地
境
洞

　
嫁
鏡
北
道
会
寧
邑
に
居
住
し
て
い
ら
れ
た
山
本
正
夫
氏
の
蒐
集
品

で
あ
っ
た
の
を
、
後
に
旧
劇
鮮
総
督
府
博
物
館
が
寄
購
を
受
け
た
．

艶
見
地
は
純
石
器
時
代
遺
跡
で
、
土
器
石
器
の
伴
幽
が
あ
っ
た
、
土

　　る難物灘灘醗
－o
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器
は
、
あ
か
る
い
蒲
褐
色
で
、
表
面
は
高
度
に
磨
研
さ
れ
て
あ
っ
た
，

伴
出
の
石
器
に
は
磨
製
品
が
多
か
っ
た
が
、
打
製
品
も
あ
っ
た
、

　
第
一
図
ω
1
⑧
が
山
本
氏
旧
蔵
の
四
個
中
の
三
個
で
あ
る
。
そ
の

う
ち
幅
の
広
い
二
個
の
「
し
た
い
し
」
は
、
前
後
に
厚
く
申
央
に
窪
一

ん
だ
磨
擦
面
の
形
か
ら
明
ら
か
に
（
B
）
の
㈲
に
入
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
是
等
に
対
し
細
長
い
一
本
（
問
図
3
）
は
断
面
図
に
あ
ら
わ

れ
た
通
り
、
擦
り
面
が
凸
レ
ン
ズ
状
に
膨
ら
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
ら

同
じ
（
8
）
の
㈲
に
属
す
る
「
う
わ
い
し
」
と
推
定
さ
れ
る
。
然
し

是
等
が
揃
い
の
磨
り
具
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
全
部
砂

岩
で
あ
る
。

　
私
は
現
場
を
踏
ん
で
い
な
い
が
、
昭
和
十
五
年
七
月
、
寸
寸
亀
次

郎
氏
が
藤
田
亮
策
教
授
を
援
け
て
、
前
に
山
本
氏
が
遺
物
を
蒐
集
し

た
同
じ
遺
跡
を
発
掘
し
た
。
極
本
氏
か
ら
最
近
そ
の
調
査
談
を
聞
く

こ
と
が
嵩
来
た
、
そ
れ
に
よ
る
と
同
所
は
明
ら
か
に
、
竪
穴
を
含
む

石
器
時
代
住
居
蛙
で
あ
っ
た
．
同
氏
等
は
断
崖
上
に
残
っ
た
竪
穴
の

ひ
と
つ
を
発
掘
し
た
際
、
其
の
竪
穴
に
到
る
二
米
乃
至
四
米
の
長
さ

の
ス
ロ
ー
プ
を
掘
り
進
ん
で
い
た
聞
に
、
山
本
氏
蒐
集
晶
の
と
同
様

の
「
し
た
い
し
」
を
見
出
し
た
と
云
う
。
一
緒
に
掘
り
掛
し
た
土
器

　
　
　
　
　
朝
鮮
贋
器
晦
代
の
「
す
η
う
す
」
　
（
窟
光
）

O　10ctM’　30
は
、
こ
こ
に
示
す
第
二
図
に
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
種
類
を
網
羅
し
て
い

へ

r
45

（一垂9

九

町
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朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

る
と
思
う
。
こ
れ
は
私
が
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
に
勤
務
し
て
い
た
闇

に
作
っ
た
実
測
図
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
是
等
の
土
器
は
次
の
様
な
特

長
を
持
っ
て
い
る
。
先
づ
大
形
の
甕
（
同
図
1
。
2
）
は
共
に
六
十
」

纒
を
超
え
る
高
さ
と
、
五
十
糎
を
超
え
る
胴
径
を
持
つ
。
恐
ら
く
南

鮮
の
金
海
幽
土
の
聾
棺
に
拮
抗
す
る
大
き
さ
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に

貯
蔵
用
の
聾
で
あ
る
。
内
部
を
検
す
れ
ば
輪
積
．
み
の
跡
が
歴
然
と
残

っ
て
い
る
が
、
表
面
は
箆
を
以
て
、
丁
寧
に
み
が
い
て
あ
る
。
そ
の

孕
み
が
き
の
あ
と
は
口
縁
か
ら
語
手
の
あ
る
肩
の
あ
た
り
ま
で
は
無

縁
の
線
に
平
行
な
横
の
箆
跡
を
つ
け
、
肩
以
下
底
に
到
る
迄
は
斜
の

勢
の
よ
い
箆
み
が
き
の
あ
と
を
と
ど
め
て
い
る
。
口
縁
が
内
側
に
僅

に
傾
く
の
で
こ
の
巨
大
な
箆
の
輪
郭
は
引
締
っ
て
見
え
る
が
、
特
に

肩
に
つ
け
た
相
対
す
る
四
個
の
捉
手
が
著
る
し
い
。
捉
手
の
上
の
刻

み
目
、
捉
手
の
聞
に
押
圧
し
た
窪
み
の
連
鎖
、
そ
し
て
何
よ
り
も
形

式
的
な
捉
手
自
体
の
形
は
特
徴
を
添
え
る
。

　
又
、
小
形
の
二
つ
の
ド
う
ち
、
第
二
図
4
は
深
二
形
で
、
皇
図
の
3

は
恥
い
鉢
形
ぞ
あ
る
。
共
に
明
る
い
瀦
褐
色
で
あ
る
こ
と
は
、
前
の

二
つ
の
大
形
の
甕
と
同
趣
で
あ
る
が
、
深
鉢
の
上
半
三
分
の
二
ほ
ど

は
煤
け
た
n
黒
褐
色
に
変
っ
て
い
た
。
深
鉢
は
二
価
の
盛
手
を
桐
対
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

作
り
、
浅
鉢
は
四
個
の
駅
手
を
肩
に
め
ぐ
ら
す
。
特
に
後
者
の
形
式

化
し
た
捉
手
が
、
前
の
大
甕
の
ひ
と
つ
（
同
図
1
）
の
も
の
と
全
く

同
趣
で
あ
る
事
は
見
逃
せ
な
い
。
胎
土
は
共
に
微
細
な
砂
粒
を
含
む

良
質
粘
土
で
あ
P
、
浅
愚
説
の
表
面
は
、
丁
寧
に
箆
み
が
き
さ
れ
て
、

同
地
附
近
発
見
の
聖
杯
（
同
図
5
）
と
共
に
、
祭
祀
用
に
使
わ
れ
た

器
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

　
私
は
主
題
の
「
す
り
う
す
」
が
い
か
な
る
文
化
的
背
景
を
持
つ
か

を
明
ら
か
に
す
る
為
、
以
上
、
煩
を
い
と
わ
ず
今
研
我
々
が
開
ら
か

に
し
得
る
限
り
、
伴
出
の
土
器
に
つ
い
て
解
説
を
試
み
た
つ
も
り
で

あ
る
。

⇔
群
島
聖
跡
洞

　
同
じ
豆
満
江
流
域
で
は
あ
る
が
、
朝
鮮
か
ら
侭
対
岸
満
洲
側
の
聞

島
甲
府
洞
発
見
の
も
の
が
五
個
旧
総
督
府
博
物
館
に
あ
っ
た
。
う
ち

一
偲
は
古
く
藤
田
亮
策
教
授
が
石
蕃
時
代
砥
石
と
し
て
図
示
紹
介
さ

　
　
　
　
　
　
⑪

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
発
見
者
は
大
坂
金
太
郎
氏
ぞ
、
私
が
在
鮮
中
に

同
氏
に
発
見
事
情
を
問
合
せ
た
と
こ
ろ
詳
し
い
手
記
を
寄
せ
ら
れ
た
。

次
に
そ
れ
を
紹
介
す
る
。

　
発
見
の
場
所
、
間
島
禺
跡
洞
は
会
寧
よ
り
約
一
里
の
下
流
の
対
岸
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で
、
発
見
の
時
は
大
正
三
年
の
九
月
頃
と
云
う
。
間
島
側
の
江
岸
が

大
出
水
の
為
崩
壊
し
て
長
さ
一
年
余
の
崖
状
を
呈
し
高
い
と
こ
ろ
は

七
八
尺
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
減
水
し
た
水
面
の
水
際
に
遺
蹟
が
洗
い

餌
さ
れ
て
い
た
。
遺
物
散
乱
の
距
離
は
六
間
位
で
あ
っ
て
、
其
の
…
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ

に
細
長
い
叉
は
広
幅
の
砥
石
（
原
文
の
ま
ま
以
下
同
じ
）
が
、
適
当

も
　
　
エ
　
　
へ

の
闇
隔
を
置
い
て
幾
個
も
並
ん
で
い
た
。
附
近
に
は
石
斧
や
そ
の
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

成
留
意
は
石
器
の
材
料
石
や
石
器
製
作
の
際
に
生
じ
た
ど
覚
し
き
欠

ヵ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
も

き
屑
が
一
面
に
散
乱
し
て
い
た
。
大
坂
氏
は
砥
石
の
緬
長
い
分
一
個

と
石
斧
の
前
脳
品
の
二
三
と
を
拾
っ
た
が
、
翌
日
氏
の
友
人
を
通
じ

て
残
り
の
石
器
全
部
を
牛
車
に
積
ん
で
二
二
に
運
ぶ
様
に
依
頼
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
セ

が
、
都
合
が
あ
っ
て
果
さ
ず
、
広
幅
の
砥
石
三
四
個
、
細
長
い
分
雨

湿
、
石
斧
十
五
六
個
を
よ
う
や
く
持
っ
て
来
る
こ
と
が
餌
来
た
。
そ

　
ち
　
　
し

の
砥
石
を
其
の
年
の
冬
同
地
を
踏
査
さ
れ
た
今
西
龍
博
士
に
提
供
し

た
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
大
坂
氏
の
寄
せ
ら
れ
た
手
記
は
以
上
の
如
く
そ
あ
り
、
旧
総
督
府

博
物
館
に
あ
っ
た
も
の
は
、
当
時
今
西
博
士
が
携
帰
さ
れ
た
も
の
に

相
違
な
い
。
第
一
図
4
・
5
は
そ
の
一
部
で
問
ら
か
に
（
8
）
の
㈲

に
分
類
さ
る
べ
き
「
う
わ
い
し
」
一
本
と
、
　
「
し
た
い
し
」
一
枚
と

　
　
　
　
　
朝
鮮
眉
麗
総
隆
代
の
「
す
η
う
す
」
　
（
宥
光
）

で
あ
る
。
元
来
一
組
ぞ
あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り
分
ら
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
示
す
「
し
た
い
し
」
が
相
当
長
く
使

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
疑
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
大
正
五
年
の
夏
、
八
木
漢
三
郎
氏
が
踏
査
さ
れ
た
禺
跡

洞
の
遺
物
包
含
層
と
云
う
の
が
、
右
の
大
坂
氏
発
見
の
遺
跡
に
当
る

様
に
恩
わ
れ
る
。
当
ら
ず
と
も
遠
く
な
い
簡
所
の
様
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
⑪

八
木
氏
の
報
告
書
か
ら
必
要
な
点
を
抜
牽
し
て
遺
跡
の
性
質
を
一
層

明
確
な
ら
し
め
た
い
。
八
木
氏
に
よ
る
と
当
時
「
包
含
層
の
状
態
判

然
せ
る
箇
所
は
単
に
豆
満
江
岸
の
河
崖
に
限
り
」
試
掘
の
結
果
「
砥

の
如
き
大
な
る
類
よ
り
」
　
「
針
に
似
た
る
磨
製
の
小
品
を
も
」
雑
え

　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も

娼
し
た
。
氏
の
、
云
う
砥
石
は
砂
岩
で
あ
り
、
石
槍
、
石
庖
丁
、
石
斧
、

小
環
石
、
石
鐡
等
の
磨
製
石
器
の
ほ
か
に
「
黒
催
石
の
打
製
石
鑛
が

あ
り
、
そ
の
屑
片
を
も
顕
し
た
」
と
あ
っ
て
、
前
の
大
坂
氏
手
記
を

補
う
こ
と
が
出
来
る
。
な
お
八
木
氏
は
該
遺
跡
禺
土
の
土
器
破
片
が

「
皆
無
丈
に
し
て
交
書
を
施
せ
し
例
な
く
」
　
「
凡
て
大
手
に
し
て
其

質
は
多
く
細
石
を
加
味
」
し
、
　
「
表
面
に
光
沢
を
施
こ
せ
し
」
も
の

で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
此
処
が
無
文
磨
研
土
器
の

遺
跡
ぞ
あ
る
事
を
示
し
た
点
で
、
八
木
氏
の
文
章
は
貴
重
な
丈
献
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

比
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
岡
時
に
八
木
氏
は
右
の
報
告
中
に
会
寧
附
近

二
見
の
、
所
謂
石
斧
砥
、
前
の
分
類
で
は
（
お
）
㈱
の
「
し
た
い

し
」
集
書
の
写
真
を
掲
げ
て
い
る
。
即
ち
墨
跡
洞
韓
土
品
の
ほ
か
に

朝
鮮
側
の
碧
城
面
と
累
累
洞
発
見
の
も
の
各
一
個
を
示
し
て
い
る
。

三
者
は
、
　
「
其
の
形
状
大
さ
石
質
等
相
類
」
す
る
も
の
と
言
う
が
、

叉
右
の
第
一
図
に
掲
げ
た
広
幅
の
形
に
似
て
い
る
事
に
気
付
く
。
因

み
に
第
一
図
⑧
は
同
じ
く
総
督
府
博
物
館
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

鍾
配
賦
と
墨
書
が
あ
っ
た
外
に
出
土
地
点
や
嵩
土
事
情
を
明
ら
か
に

せ
ぬ
も
の
。
た
だ
参
考
迄
に
こ
こ
に
示
し
た
。

㊨
会
寧
附
近

　
成
鏡
割
道
会
寧
附
近
は
、
北
鮮
に
お
い
て
も
特
に
石
器
時
代
遺
物

を
多
く
幽
す
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
久
し
く
同
地
に
あ

っ
て
其
の
蒐
集
を
つ
づ
け
て
い
た
小
池
奥
紫
黒
が
、
自
己
の
蒐
集
品

の
写
真
を
編
纂
し
て
「
北
鮮
太
古
石
器
」
　
（
会
寧
大
正
十
三
年
）
を

萬
版
し
た
。
そ
の
中
に
会
歌
川
岸
よ
り
発
見
の
石
器
類
と
題
す
る
図

版
が
あ
る
。
其
の
中
段
及
び
下
段
中
央
に
、
　
（
）
）
1
）
㈲
の
「
し
た
い

し
」
各
一
個
を
収
め
て
あ
る
。
添
付
の
一
尺
指
か
ら
推
し
て
、
前
者

は
長
さ
約
二
尺
後
者
は
約
一
尺
五
寸
の
長
さ
。
そ
し
て
前
者
が
幅
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

広
く
、
越
後
の
．
厚
味
の
大
き
い
長
方
形
の
鞍
形
「
す
り
う
す
し
で
あ

る
に
対
し
、
下
段
の
も
の
は
巾
が
狭
い
。
蓋
し
糞
詰
禺
群
肝
及
び
地

境
洞
の
も
の
と
同
類
で
あ
る
事
が
分
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
冊
子
に
収

め
ら
れ
た
会
寧
附
近
出
土
の
土
器
は
、
地
境
洞
の
も
の
と
同
系
統
の

無
文
暦
研
、
言
う
な
ら
ば
北
鮮
式
翼
壁
土
器
に
属
し
、
石
箒
も
又
、

豆
満
江
流
域
を
特
色
づ
け
る
独
自
の
形
の
も
の
を
含
む
。

四
威
境
北
道
鏡
城
郡
．
龍
城
鯖
鮨
南
洞
油
坂
貝
塚

　
油
坂
貝
塚
は
横
山
将
三
郎
教
授
に
よ
り
、
学
術
的
発
掘
が
試
み
ら

れ
、
其
の
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
同
教
授
の
本
貝
塚
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

労
作
「
湘
坂
貝
塚
に
就
い
て
」
の
報
告
書
の
第
荒
図
に
、
さ
き
の
分

類
の
（
）
♪
王
）
の
特
徴
を
持
つ
石
器
が
示
さ
れ
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
同

素
の
4
4
と
4
6
と
は
、
夫
々
、
そ
の
端
に
踵
状
の
瘤
を
特
つ
（
1
3
）
の

㈱
独
特
の
固
形
「
す
り
う
す
し
の
破
片
で
あ
り
、
4
5
は
同
様
の
「
し

た
い
し
」
の
中
部
の
破
片
で
あ
ろ
う
。
叉
4
3
と
4
2
と
は
〔
，
し
た
い
し
し

に
対
す
る
「
う
わ
い
し
」
の
破
片
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
4
3
は
左
右

を
欠
く
と
錐
も
、
擦
り
面
に
独
特
の
膨
み
を
見
せ
て
い
る
。
い
つ
れ

も
花
嵩
岩
又
は
小
花
崩
岩
と
云
う
。
此
の
貝
塚
の
性
質
に
つ
い
て
は

右
の
横
山
教
授
の
論
文
に
、
詳
し
く
論
じ
て
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
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事
は
、
此
の
貝
「
塚
が
、
同
教
授
の
所
謂
第
二
型
遺
跡
、
即
ち
櫛
目
文

土
器
の
遺
跡
だ
と
云
う
事
実
で
あ
る
．
現
在
の
朝
鮮
老
古
学
の
知
識

で
は
、
今
迄
挙
げ
た
豆
満
江
流
域
の
関
係
遺
跡
の
標
識
と
な
る
国
交

の
暦
研
土
器
は
、
櫛
目
交
土
器
と
は
、
背
景
を
な
す
文
化
が
対
賭
的

に
異
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
教
授
は
同
じ
報
告

書
の
申
で
、
油
坂
貝
塚
か
ら
は
「
養
し
き
黒
戸
石
製
の
打
製
利
器
」

を
発
見
し
た
が
、
磨
製
贔
と
し
て
は
、
石
斧
、
凹
石
、
石
棒
等
わ
ず

か
数
点
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
。

x
西
鮮
地
方
・

8
平
壌
府
外
、
大
同
郡
大
同
江
面
斗
鶴
里
で
、
運
河
の
掘
盤
工
事
中
、

河
底
か
ら
更
に
凡
そ
二
十
尺
の
地
下
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
伝
え
る

「
し
た
い
し
」
と
之
に
合
う
「
う
わ
い
し
」
が
、
揃
っ
て
旧
総
督
府

博
物
館
に
あ
っ
た
。
　
（
第
一
図
6
。
7
）
専
門
家
の
発
掘
口
㎜
で
な
い

為
に
発
見
の
様
子
は
よ
く
分
ら
な
か
っ
た
が
、
両
者
は
合
せ
て
ひ
と

組
の
セ
ッ
ト
に
な
る
と
見
て
誤
り
な
く
、
　
（
8
）
㈱
の
典
型
的
な
形

と
し
て
注
目
に
価
す
る
。
第
一
園
の
7
に
示
す
様
に
、
幅
の
広
い

「
し
た
い
し
」
は
前
述
の
二
三
の
例
の
様
な
深
い
窪
み
は
な
い
が
、

梢
当
擦
り
減
っ
た
表
面
を
持
ち
両
端
が
高
く
残
っ
て
い
る
、
全
体
の

　
　
　
　
翻
…
鮮
石
暴
時
代
の
「
す
η
う
す
」
　
（
麿
光
）

厚
味
が
一
方
に
大
で
他
端
に
薄
く
な
っ
て
い
る
。
第
一
図
6
に
見
ら

れ
る
様
に
「
う
わ
い
し
」
の
磨
り
面
に
は
円
味
が
あ
9
、
　
「
し
た
い

し
」
の
面
を
磨
る
際
に
前
後
に
傾
け
て
動
か
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
其
の
横
断
面
は
、
　
「
し
た
い
し
」
の
縦
断
面
と
柑
侯
っ
て
、

い
か
に
此
の
一
具
が
使
用
さ
れ
た
か
を
示
す
。
蓋
し
、
朝
鮮
発
見
の

此
の
種
遺
物
中
里
も
よ
い
例
と
云
え
よ
う
。

⇔
黄
海
道
爆
栗
郡
南
部
面
壁
半
里

　
鳥
居
龍
蔵
博
士
は
大
正
五
年
此
の
遺
蹟
で
、
櫛
目
文
土
器
の
破
片

と
と
も
に
、
　
（
8
）
の
「
し
た
い
し
」
一
個
を
得
た
。
同
博
士
の
報

　
＠

告
書
を
読
む
と
、
両
者
が
同
じ
遺
物
包
含
層
中
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
博
士
に
よ
る
と
遺
物
包
含
層
は
厚
さ
六
寸
で
、
地
袈
下
三

尺
の
覆
土
の
下
に
水
平
状
に
あ
り
、
こ
の
「
す
り
う
す
」
一
－
博
士

は
砥
石
と
呼
ぶ
一
は
包
含
層
中
に
上
下
顧
倒
し
て
水
平
状
に
存
在

し
た
と
云
う
。
土
器
は
「
非
常
に
凝
し
く
存
在
」
し
た
が
、
　
「
此
処

に
て
は
石
器
と
し
て
は
こ
れ
の
み
」
で
あ
っ
た
。
而
し
て
そ
の
土
器

は
「
何
れ
も
破
片
に
し
て
悉
く
厚
手
の
有
紋
土
器
」
で
あ
っ
た
。
博

士
の
有
紋
土
箒
は
即
ち
櫛
目
丈
土
器
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
竜
と
の
朝

鮮
総
督
府
博
物
館
に
携
帰
さ
れ
た
破
片
約
二
十
点
に
つ
い
て
み
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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鮮
朝
石
器
時
代
の
「
ず
ロ
う
す
」
　
（
有
光
）

ま
さ
し
く
櫛
鼠
文
土
器
…
の
破
片
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鳥
居
博
士
の
留

意
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
遺
漏
図
と
側
面
函
と
を
同
遺
跡
の
報
告

書
に
載
せ
て
い
る
し
、
ま
た
詳
し
い
説
明
文
が
あ
る
が
、
惜
し
い
こ

と
に
は
寸
法
が
示
し
て
な
く
、
且
つ
私
の
備
忘
録
か
ら
は
逸
じ
て
い

る
．
其
の
形
状
は
、
図
を
一
見
す
れ
ば
、
正
し
く
（
8
）
の
回
に
相

当
す
る
馬
形
す
り
う
す
の
「
し
た
い
し
」
の
美
好
轟
で
あ
る
。
博
士

も
「
上
部
は
扁
平
に
ル
て
稚
や
少
し
く
屈
曲
し
舟
形
を
呈
し
」
て
い

た
と
記
述
し
て
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
其
の
後
に
コ
両
端
よ
り
周

縁
に
か
け
て
突
起
的
縁
を
附
せ
り
」
と
続
け
て
い
ら
れ
る
の
で
、
同

じ
（
8
）
の
う
ち
ω
石
皿
形
の
如
く
読
み
と
れ
る
。
然
し
乍
ら
博
士

の
挿
図
を
見
て
受
け
る
印
象
で
は
縁
の
突
起
は
錘
体
に
め
ぐ
っ
て
は

い
な
い
様
で
あ
る
。
而
も
か
く
の
如
き
幅
の
狭
い
舟
形
は
寧
ろ
㈲
の

典
型
的
な
も
の
に
相
応
し
い
形
ぞ
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
此
の
発

掘
は
（
B
）
の
「
す
り
う
す
」
が
櫛
目
文
土
器
と
共
存
し
て
い
た
事

実
を
、
明
白
に
証
拠
づ
け
る
点
で
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
の
で
あ
る
．

斑
洛
東
江
流
域

e
釜
山
府
東
三
洞
貝
塚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
此
の
貝
塚
に
就
い
て
は
、
亦
横
山
将
三
郎
教
授
の
発
掘
報
告
書
が

囎［〕
懸懸謙轟鵬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閥

あ
る
。
其
の
報
告
中
の
図
版
に
よ
っ
て
同
教
授
が
（
8
）
に
当
る
と

思
わ
れ
る
「
す
り
う
す
」
の
破
片
四
個
を
獲
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

う
ち
三
個
は
、
教
授
の
解
説
中
に
あ
る
如
く
「
其
の
両
端
が
踵
の
如

く
上
り
た
る
も
の
の
破
片
」
で
あ
る
。
即
ち
（
お
）
㈲
に
通
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
束
」
　
「
し
た
い
し
」
で
あ
る
。
そ
し
て

　
　
　
㌔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凝
　
G

　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

奪
蹴
議

、
　
　
　
嶋

鰻〔）

難噌

遺
物
若
干
の
賂
図
が
あ
る
。

て
、
表
面
が
前
後
に
高
ま
り
中
窪
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
他
と
異

様
で
あ
る
。
是
等
の
厚
さ
が
二
・
五
乃
至
二
・
山
篭
な
の
は
、
比
較

的
薄
手
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
横
山
教
授
報
告
の
も
の
と
併
せ
る

　
　
同
ず

懸　　
及
う
　
是
等
が
、
同
等
塚
の
上
層
か
ら
竜

　
　
　
り

上
灘
樺
）
下
垂
ら
も
済
し
、
響
奎

、
繍
概
馨
高
じ
層
位
に
あ
っ
た
棄
、

騨
潮
講
亦
羅
授
に
・
つ
嚢
示
裏
て

　
　
欝
曇
る
．
と
・
う
が
泓
の
備
忘
録
の

灘
釜
中
に
は
・
久
し
く
釜
に
謹
し
・

　
　
尚
弟
矢

　
賊

　
　
慶
三
（
近
郊
の
石
器
時
代
遺
跡
を
踵
饗
し

　
蝋

　
織　

　
図
　
　
て
お
ら
れ
た
大
曲
美
太
郎
氏
蒐
集

　
欄

　
　
お

　
　
第
　
　
層
群
か
ら
選
ん
だ
同
類
の
完
形
な

　
　
　
第
三
図
下
段
に
示
す
如
き
鞍
形
で
あ
っ
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と
櫛
目
文
土
器
遣
蹴
と
し
て
著
聞
な
本
貝
塚
か
ら
、
優
形
「
す
り
う

す
」
が
比
較
的
多
数
禺
土
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⇔
釜
山
面
外
、
多
太
浦
貝
塚

　
前
項
同
様
大
曲
氏
所
蔵
の
も
の
の
ス
ケ
ッ
チ
、
　
（
第
三
図
上
段
）

が
あ
る
。
こ
れ
は
東
三
洞
の
に
比
較
す
る
と
厚
ぼ
つ
た
い
。
共
に
端

の
部
分
で
あ
る
が
、
上
に
述
べ
た
諸
例
の
様
な
擦
り
残
し
が
な
い
。

そ
の
横
断
面
が
中
膨
ら
み
で
あ
る
の
で
「
う
わ
い
し
」
と
し
て
使
わ

れ
た
の
か
屯
知
れ
な
い
が
、
遽
か
に
決
め
か
ね
る
の
で
あ
る
。
多
太

浦
貝
塚
は
、
洛
東
江
の
規
口
に
近
く
位
置
し
て
い
る
遺
跡
で
、
櫛
目

文
土
器
を
轟
す
貝
塚
で
あ
る
。
通
例
の
櫛
目
文
の
ほ
か
に
、
粘
土
紐

を
貼
り
つ
け
て
交
様
を
作
っ
た
破
片
が
目
立
っ
て
多
く
、
而
も
そ
の

貼
り
つ
け
文
様
に
却
々
凝
っ
た
意
匠
の
屯
の
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
ま

た
我
々
は
（
B
）
と
櫛
国
文
土
器
と
の
つ
な
が
り
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。

㊨
大
邸
府
附
近

　
慶
尚
北
道
大
郎
府
の
近
郊
か
ら
出
た
二
個
の
「
す
り
う
す
」
が
あ

㌦
黒
蝿
郡
花
園
面
警
洞
と
暑
璽
仁
万
薩
の
発
見
曇
あ

る
。
共
に
破
片
で
あ
る
が
、
も
と
舟
形
晶
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
の

明
ら
か
な
も
の
。
前
者
は
端
が
少
し
上
に
反
っ
た
中
窪
み
の
扁
平
な

　
　
　
　
朝
鮮
贋
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

「
し
た
い
し
」
。
後
者
は
⇔
釜
山
車
外
の
多
太
浦
貝
塚
の
出
土
晶
に
似

た
厚
い
も
の
で
端
ま
で
擦
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
が
採
集
し
た
遺
物

で
は
な
い
が
、
発
見
地
は
石
器
時
代
遺
物
．
の
散
布
地
で
、
此
の
場
所

の
土
器
は
日
本
の
回
生
式
土
器
に
似
た
麓
禍
色
の
無
恥
土
器
i
」
南

鮮
型
の
無
二
土
器
i
で
あ
っ
た
、
磨
製
の
蛤
刃
石
斧
、
挟
入
磐
形

石
器
等
も
拾
え
る
遺
跡
で
あ
る
。

五

　
以
上
挙
げ
た
例
に
よ
っ
て
、
石
器
時
代
「
す
り
う
す
」
が
、
北
鮮

西
鮮
南
鮮
に
亘
っ
て
分
布
し
、
櫛
目
文
土
器
に
も
、
無
丈
土
器
に
も

伴
う
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
然
る
に
、
周
知
の
如
く
櫛
目
文
土
器

と
無
文
土
器
と
は
、
朝
鮮
石
器
時
代
に
お
け
る
細
互
に
対
等
的
な
性

格
を
持
つ
た
二
つ
の
文
化
を
夫
々
代
表
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
は

単
に
文
様
の
有
無
と
か
形
態
の
差
と
か
の
外
観
に
の
み
よ
っ
て
分
だ

れ
る
の
で
は
な
く
て
、
背
景
を
な
す
文
化
主
体
が
異
っ
た
性
質
の
も

の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
今
そ
の
重
要
な
点
の
み
を
指
摘
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
と
大
略
次
の
通
り
で
あ
る
、

　
櫛
目
文
土
器
の
遺
跡
は
、
海
岸
及
び
海
岸
線
か
ら
余
り
遠
く
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
五
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蒲
胴
鮮
．
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

場
所
、
或
い
は
比
較
的
大
き
な
河
川
の
下
流
、
つ
ま
り
ゆ
る
や
か
な

流
れ
に
沿
っ
た
岸
辺
と
言
う
よ
う
な
水
と
の
関
連
に
お
い
て
生
活
し

易
い
場
所
に
主
と
し
て
分
布
し
て
い
る
。
三
婆
す
る
石
器
に
は
打
製

品
が
多
く
、
磨
製
品
に
乏
し
い
。
石
庖
丁
を
殆
ん
ど
伴
わ
ず
、
磨
製

石
斧
も
す
く
な
い
が
、
骨
角
器
は
比
較
的
多
い
。
斯
様
な
占
居
地
の

あ
り
か
た
及
び
伴
禺
物
の
種
類
か
ら
考
え
て
、
櫛
氏
文
土
器
を
遺
し

た
人
女
は
、
狩
猟
漁
携
的
生
活
を
営
ん
で
い
た
に
相
違
な
い
と
云
う

の
が
一
般
の
説
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
化
は
金
属
交
化
の
曙
光
を

見
ず
に
姿
を
消
し
た
の
ぞ
あ
る
。

、
之
に
対
し
て
無
丈
土
器
の
遣
跡
は
、
海
岸
や
河
川
の
岸
辺
に
竜
あ
る

が
、
内
陸
の
奥
地
に
も
広
く
分
布
し
て
お
り
、
平
地
に
も
丘
陵
上
に

屯
見
ら
れ
る
。
伴
位
す
る
石
器
に
は
、
打
製
品
が
極
め
て
少
く
、
磨

製
石
器
が
豊
冨
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
の
種
類
の
磨
石
器
を
伴
う
が
、

石
庖
丁
其
他
の
摩
羅
は
、
中
國
か
ら
波
及
し
た
農
耕
丈
化
が
こ
の
無

丈
土
器
の
倉
荷
者
に
よ
っ
て
堂
ま
れ
、
そ
れ
が
半
島
全
体
に
普
及
し

た
事
を
明
ら
か
に
物
語
る
。
な
ほ
無
文
土
器
の
文
化
は
ま
た
金
属
文

化
へ
の
つ
な
が
り
を
持
っ
た
．

　
こ
れ
は
、
現
在
容
認
さ
れ
て
い
る
説
で
あ
っ
て
、
私
も
之
に
従
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

そ
う
す
る
と
問
題
に
な
る
の
は
、
狩
猟
漁
…
携
に
依
存
し
た
櫛
目
文
土

器
便
用
者
が
何
故
紛
怨
讐
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
如
き
「
す
の

う
す
」
を
使
っ
た
か
と
云
う
事
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
或

は
主
題
の
す
り
う
す
は
、
彼
等
が
狩
猟
隠
忍
に
よ
っ
て
獲
た
動
物
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

食
物
を
擦
り
潰
す
の
に
使
っ
た
と
考
へ
る
人
が
あ
ら
う
。
然
し
斯
様

な
推
定
に
は
却
っ
て
無
理
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
動
物
性
食
物
は
、

獣
肉
で
屯
魚
類
で
も
、
直
ち
に
煮
た
き
が
禺
来
、
焼
い
た
り
灸
つ
た

り
出
来
る
上
に
、
生
ぞ
さ
え
食
べ
ら
れ
る
。
従
っ
て
特
に
か
よ
う
な

磨
り
具
を
以
て
調
理
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
や
は
り
植
物

性
食
物
の
調
理
に
使
わ
れ
た
と
私
は
考
え
る
。
入
類
は
動
物
性
と
植

物
性
と
の
二
種
の
食
物
を
、
野
生
の
ま
ま
か
、
或
は
ド
メ
ス
テ
ィ
ケ

イ
ト
し
て
摂
る
の
で
あ
っ
て
、
其
の
組
合
せ
に
よ
り
快
食
、
狩
猟
、

牧
畜
、
農
耕
の
四
つ
の
分
類
が
成
り
立
ち
、
人
類
社
会
の
経
済
生
活

は
此
順
序
を
追
っ
て
進
む
と
の
説
に
私
も
同
調
す
る
も
の
で
は
あ
る

が
鴇
然
し
人
類
は
斯
様
な
経
済
段
階
の
一
つ
一
つ
を
厳
守
し
て
生
存

し
て
い
る
も
の
ぞ
は
な
い
。
栄
養
平
衡
の
必
要
上
か
ら
も
、
ま
た
環

境
に
応
じ
て
も
、
自
由
に
そ
の
段
階
を
の
り
越
え
る
。
我
々
は
た
っ

た
ひ
と
つ
の
経
済
段
階
に
拠
っ
て
、
す
べ
て
の
食
生
活
を
ま
か
な
つ
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て
い
る
よ
う
な
人
類
生
活
を
見
禺
す
こ
と
に
む
し
ろ
困
難
を
覚
え
る
。

彼
の
エ
ス
キ
モ
ー
で
す
ら
、
長
い
冬
に
備
え
て
夏
は
野
生
の
植
物
を

求
め
る
フ
ー
ド
・
ギ
ャ
ザ
ラ
ー
に
な
る
と
云
う
し
、
狩
猟
民
族
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
聞
え
た
プ
レ
イ
ン
ス
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
も
玉
蜀
黍
を
育
生
す
る
。

ど
ん
な
に
高
凄
に
進
ん
だ
農
耕
民
で
あ
っ
て
も
、
全
く
狩
猟
に
よ
っ

て
畑
作
の
補
い
と
す
る
こ
と
を
し
な
い
も
の
は
な
い
。
人
類
丈
化
の

も
ろ
も
ろ
の
事
象
を
、
蔵
然
と
し
た
線
で
も
つ
て
分
け
る
こ
と
は
、

不
可
能
で
は
な
い
ま
で
屯
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
私
は
朝
鮮
に
お
け
る
櫛
目
丈
土
器
製
作
者
は
、
狩
猟
漁
携

特
に
漁
携
に
依
存
し
た
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
を
疑
わ
な
い
が
、
同

時
に
植
物
性
食
物
も
摂
っ
て
い
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
等
植
物
性
食
物
の
あ
る
も
の
は
、
如
上
の
「
す
り
う
す
」
を
以

て
調
理
さ
れ
た
と
考
え
る
。
而
も
、
次
の
蒙
古
に
お
け
る
所
見
は
、

別
の
角
度
か
ら
此
の
考
を
支
持
す
る
。

　
蒙
古
に
お
け
る
是
等
「
す
り
う
す
」
の
発
見
事
情
は
、
水
野
清
一

教
授
等
の
踏
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
即
ち
シ
リ
ン
ゴ
ル
附

近
で
は
「
細
石
器
の
発
見
さ
れ
る
所
、
必
ず
石
捧
石
皿
の
類
を
伴
出

し
」
、
「
此
の
共
存
関
係
は
蒙
古
新
石
器
交
化
の
基
本
的
特
徴
で
あ

　
　
　
　
朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

る
。
L
　
そ
し
て
「
同
時
に
そ
れ
は
櫛
目
丈
土
器
の
伴
出
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
」
　
「
細
石
器
に
櫛
目
文
土
器
を
伴
う
の
は
蒙
古
、
西

比
量
亜
、
露
西
亜
の
特
色
で
あ
り
」
櫛
目
交
土
器
を
標
識
と
す
る
交

化
が
北
欧
か
ら
シ
ベ
リ
ア
を
経
由
し
て
蒙
古
に
入
り
、
別
に
よ
り
南

方
の
血
路
を
西
か
ら
東
へ
横
断
し
て
来
る
「
す
り
う
す
」
の
文
化
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
緒
に
な
っ
て
蒙
古
細
石
器
交
化
を
構
成
す
る
と
云
う
。
斯
か
る
伝

播
説
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
朝
鮮
に
お
け
る
櫛
目
交
土
器
と
「
す

り
う
す
」
の
共
存
も
亦
同
じ
丈
化
が
更
に
東
に
波
及
し
た
結
果
と
云

い
得
よ
う
。

　
蒙
古
細
石
器
人
は
遊
牧
生
活
を
営
み
、
営
に
畜
肉
を
食
し
、
野
の

鳥
獣
の
肉
を
喰
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
彼
等
の
「
す
り
う

す
」
は
そ
れ
等
動
物
性
食
物
の
調
理
に
使
用
さ
れ
た
と
簡
単
に
想
像

さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
恰
も
朝
鮮
の
櫛
目
文
土
器
文
化
の
「
す
り

う
す
」
の
場
合
と
同
様
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
然
し
乍
ら
、
江
上
教
授
が
指
摘
し
た
様
に
、
旬
奴
が
秦
漢
の
丈
化

に
接
触
す
る
に
従
っ
て
穀
食
の
風
を
と
り
い
れ
、
漢
か
ら
穀
類
を
輸

入
し
た
事
実
は
丈
献
に
見
え
る
し
、
彼
等
が
野
生
の
食
物
を
採
食
し

た
こ
と
は
逆
縄
索
来
る
。
ま
た
「
す
り
う
す
」
の
存
在
と
分
布
経
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
し
　
（
有
光
）

は
酉
域
よ
り
の
穀
類
輸
入
の
皆
無
で
な
か
っ
た
事
を
暗
示
す
る
。
即

ち
彼
等
は
穀
物
を
も
食
用
に
供
し
た
。
そ
し
て
、
　
「
そ
の
穀
物
と
し

て
は
野
生
の
も
の
の
ほ
か
に
隣
接
す
る
農
業
民
族
か
ら
輸
入
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
＠

も
の
が
あ
っ
た
」
と
推
測
さ
れ
る
。
此
の
推
測
は
前
述
の
如
き
人
類

自
然
の
要
求
の
線
に
そ
う
も
の
で
あ
る
。
如
何
に
肉
を
主
食
と
す
る

遊
牧
民
族
で
も
営
養
の
平
衡
を
保
つ
為
に
植
物
性
食
物
を
強
く
要
求

す
る
の
で
あ
る
が
ら
、
之
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ

の
上
、
前
述
の
如
く
肉
食
に
は
調
理
の
過
程
に
「
す
り
う
す
」
の
如

き
器
具
を
必
要
と
し
な
い
。

　
蒙
古
に
お
い
て
以
上
の
如
き
推
測
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
な
ら
、

朝
鮮
ぞ
は
し
気
候
風
土
の
関
係
で
遙
か
に
容
易
に
食
用
植
物
の
揉
食
が

禺
来
た
と
推
定
さ
れ
る
。
此
の
推
測
に
よ
り
確
か
な
拠
り
ど
こ
ろ
を

も
た
ら
す
の
は
熱
河
省
の
遺
跡
ぞ
あ
ろ
う
。
特
に
赤
峰
紅
山
後
の
第

一
次
等
化
の
担
い
手
は
二
種
の
太
・
葉
形
石
器
を
以
て
耕
植
し
、
石
庖

丁
を
以
て
収
獲
（
穂
摘
み
）
し
た
穀
物
を
鞍
塗
す
り
う
す
を
含
む
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
⑪
　
　
　
　
⑳

糟
…
製
粉
器
…
で
磨
り
潰
し
食
用
に
供
し
た
。
林
西
東
翁
牛
特
及
び
赤
峰

　
⑳

附
近
に
亘
る
一
帯
か
ら
は
鞍
形
「
す
り
う
す
」
の
潰
し
い
発
見
が
報

告
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
盛
行
の
程
が
窺
わ
れ
る
。
更
に
東
満
洲
か
ら

一
八

竜
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
等
は
朝
鮮
の
も
の
と
分
布
上
の
関
連

が
最
早
近
い
。
即
ち
牡
丹
江
上
流
三
霊
屯
石
器
時
代
遺
跡
か
ら
鞍
形

乃
釜
舟
形
の
「
す
り
う
す
」
が
発
見
さ
れ
た
事
及
び
同
様
の
遺
物
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

近
く
に
分
布
す
る
こ
と
は
駒
井
、
三
上
両
教
授
の
報
告
に
よ
っ
て
朗

ら
か
で
あ
る
。
熱
河
赤
峰
紅
山
後
の
第
一
次
文
化
の
例
が
物
語
る
様

に
熱
河
に
お
い
て
竜
「
す
り
う
す
」
を
用
い
て
、
穀
物
を
磨
っ
た
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
東
満
洲
か
ら
朝
鮮
に
か
け
て
住
ん
で
い
た
石
器
蒋

代
人
が
、
同
様
の
食
生
活
を
営
ん
で
い
た
と
推
定
す
る
の
は
益
ζ
妥

当
性
を
増
し
て
来
る
。
然
ら
ば
如
何
な
る
穀
物
を
耕
植
し
て
い
た
ぞ

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
考
古
学
的
遺
物
に
よ
っ
て
解
答
を
与

え
る
事
は
今
の
と
こ
ろ
出
来
な
い
。

　
此
の
場
合
、
ユ
ー
マ
イ
交
化
圏
を
提
唱
し
た
中
尾
佐
助
氏
の
説
は

興
味
深
い
。
中
尾
氏
に
よ
れ
ば
ユ
ー
マ
イ
分
布
地
区
の
穀
類
…
は
中
払

の
河
北
平
野
ぞ
見
ら
れ
る
よ
う
な
品
種
群
と
ち
が
っ
た
竜
の
が
、
酉

は
西
康
か
ら
蒙
古
朝
鮮
な
経
て
日
本
に
い
た
る
一
連
の
帯
状
の
地
帯

に
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
分
布
は
穀
類
の
伝
播
を
想
定
し
な
け
れ
ば

理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
随
っ
て
四
川
西
康
地
区
か
ら
中
国
平

地
を
通
ら
ず
に
蒙
古
、
朝
鮮
を
経
て
日
本
に
到
達
し
た
一
つ
の
伝
播
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経
路
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
農
業
は
北
鮮
の
火
田
民
の
焼
畑

の
如
き
原
始
的
な
山
岳
農
業
が
主
体
で
、
そ
の
穀
物
品
種
群
中
に
豊

富
に
野
生
型
の
も
の
が
あ
っ
た
。
文
そ
れ
が
北
か
ら
東
へ
と
中
国
の

辺
彊
を
伝
播
し
た
こ
と
は
、
品
種
の
分
布
の
密
度
か
ら
竜
考
へ
ら
れ

る
と
去
う
。
植
物
の
分
布
が
、
考
古
学
的
遺
物
の
分
布
と
は
全
く
異

っ
た
意
味
の
竜
の
で
あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
食
用
植
物
特

に
穀
類
の
調
理
道
具
の
分
布
を
問
題
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
両
者
の

分
布
の
闇
に
関
係
を
持
た
せ
て
考
え
る
の
は
強
ち
道
理
の
無
い
事
で

は
あ
る
ま
い
。

　
以
上
の
如
く
朝
鮮
発
見
の
石
器
時
代
「
す
り
う
す
」
は
伴
轟
の
櫛

目
文
土
器
と
の
関
連
に
お
い
て
分
布
経
路
が
は
っ
き
り
し
た
。
而
も

朝
鮮
に
あ
っ
て
竜
、
櫛
目
交
土
器
と
の
む
す
び
つ
き
が
本
来
の
あ
り

か
た
の
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
ば
櫛
目
文
塁
審
遺
蹟
か
ら
の
即
興
例
の

割
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
今
日
迄
知
ら
れ
て
い
る
遺
跡
の
数

は
櫛
目
丈
土
器
の
も
の
が
僅
か
に
三
十
ヵ
所
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
無

文
土
器
の
竜
の
は
、
実
に
数
え
る
に
耐
え
な
い
程
多
数
で
あ
り
、
之

に
対
す
る
「
す
り
う
す
」
の
発
見
例
は
前
に
挙
げ
た
如
く
、
櫛
四
文

土
器
に
伴
う
竜
の
の
方
が
多
い
。

　
　
　
　
　
朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

朝
鮮
石
器
時
代
「
す
り
う
す
」
が
、
元
来
櫛
目
文
土
器
丈
化
に
属

し
た
竜
の
で
あ
る
こ
と
は
、
如
上
の
系
統
観
か
ら
も
、
出
土
数
の
割

合
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
が
、
然
し
無
声
土
器
と
伴
っ
て
発
見
さ
れ
る

こ
と
も
、
亦
実
際
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
一
般
に
無
二
土
器
と
呼
ん
で

櫛
目
丈
土
器
に
対
立
す
る
文
化
の
標
識
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る

「
文
様
の
な
い
」
土
器
の
中
に
竜
、
地
方
に
よ
っ
て
形
態
の
差
が
あ

り
、
随
っ
て
文
化
の
性
格
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
私
は
、
い
ま
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

山
教
授
が
提
唱
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
北
鮮
、
西
鮮
、
南
鮮
の

三
つ
の
地
方
群
に
分
け
て
考
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
す
り
う

す
」
を
伴
う
無
文
土
器
系
の
遺
跡
で
は
、
共
鏡
北
遵
鍾
城
郡
野
営
面

地
境
洞
遺
跡
が
最
も
著
る
し
い
。
そ
の
貯
蔵
用
大
甕
、
祭
祀
用
ら
し

く
見
ら
れ
る
高
子
や
小
形
の
鉢
等
第
二
図
に
示
す
群
言
の
土
器
は
、

西
鮮
や
南
鮮
の
無
配
土
器
に
は
見
ら
れ
な
い
趣
を
持
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
涜
状
の
つ
ま
み
、
理
智
の
あ
る
捉
手
は
、
西
園
や
南
鮮
の

無
丈
土
器
を
見
…
馴
れ
た
同
に
は
、
奇
異
に
映
ず
る
。
然
る
に
、
そ
れ

等
は
却
っ
て
赤
峰
紅
山
後
第
ニ
ハ
臨
地
の
土
器
の
或
る
も
の
の
趣
に
似

て
い
る
。
北
鮮
地
区
の
石
器
時
代
獣
化
が
、
西
鮮
、
南
鮮
両
地
区
の

も
の
に
対
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
所
謂
内
蒙
古
長
城
地
帯
か
ら
東
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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朝
鮮
石
難
時
代
の
「
す
η
う
す
」
　
（
有
光
）

洲
に
か
け
て
の
中
国
に
対
す
る
辺
彊
地
帯
の
丈
化
に
近
似
す
る
事
は

北
鮮
に
普
遍
的
な
大
形
の
特
色
あ
る
打
製
石
斧
其
他
に
よ
っ
て
も
証

閥
さ
れ
る
。
斯
様
に
北
鮮
地
区
が
、
内
蒙
長
城
地
帯
を
癖
直
し
て
東

に
延
び
た
周
辺
交
化
圏
の
端
に
あ
る
事
は
、
既
に
先
輩
が
説
い
た
通

　
　
　
　
⑩

り
で
あ
っ
て
、
地
境
洞
竪
穴
遺
跡
に
お
け
る
「
す
り
う
す
」
と
無
文

土
器
と
の
共
存
事
実
は
、
此
の
説
を
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解

さ
れ
る
。
最
後
に
藩
邸
附
近
か
ら
三
個
の
「
す
り
う
す
」
が
発
見
さ

れ
て
い
る
が
、
同
地
方
に
櫛
目
交
土
器
の
分
布
を
見
ぬ
の
で
、
無
文

土
器
の
遺
跡
に
属
し
た
と
解
さ
れ
る
。
若
し
こ
れ
等
が
「
し
た
い
し
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
形
態
が
、
端
に
暦
り
残
り
の
隆
起
を
存
せ

ず
、
而
竜
小
形
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
同
系
の
「
す
り
う
す
」
と
し

て
は
退
行
形
ら
し
く
見
え
る
。
允
も
「
う
わ
い
し
」
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
右
の
よ
う
な
見
解
は
成
り
た
た
な
い
が
、
　
「
う
わ
い
し
」
と
す

．
る
に
は
梢
タ
幅
が
広
い
と
思
う
。
こ
れ
に
伴
う
無
丈
土
器
が
南
鮮
に

広
く
分
布
す
る
も
の
と
同
種
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
北
鮮
地
区
の
無

文
土
器
と
は
形
態
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
り
、
且
つ
伴
禺
の
石
器
類

に
も
差
が
あ
る
。
色
々
の
点
で
む
し
ろ
西
鮮
の
無
文
土
器
と
の
関
係

が
濃
ゆ
い
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
然
る
に
西
倉
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

爾
鮮
に
か
け
て
、
無
文
土
器
」
の
遺
跡
か
ら
「
す
り
う
す
」
を
発
見
し

た
と
云
う
伝
え
を
殆
ん
ど
榊
聞
か
な
い
。
働
て
大
典
の
発
見
例
は
北
鮮

地
区
に
見
ら
れ
た
無
文
土
器
と
の
組
合
せ
が
、
そ
の
ま
ま
南
に
及
ん

だ
と
解
す
る
よ
り
は
、
南
鮮
地
区
の
内
部
ぞ
、
櫛
目
文
土
器
．
の
文
化

か
ら
伝
へ
ら
れ
た
も
の
と
考
う
べ
き
で
あ
ら
う
。
而
も
そ
れ
は
云
う

に
足
り
な
い
流
行
で
あ
っ
た
。

　
櫛
目
文
土
羅
の
文
化
は
、
金
属
丈
化
と
の
接
触
を
見
ぬ
ま
ま
に
消

え
て
し
ま
っ
た
が
、
　
「
す
り
う
す
」
な
る
道
具
が
無
文
土
器
の
交
化

の
担
い
手
に
引
き
つ
が
れ
て
は
な
ら
な
い
と
云
う
理
由
は
な
い
。
西
、

南
鮮
の
無
丈
土
器
は
進
ん
だ
農
耕
文
化
の
標
識
で
あ
る
か
ら
、
是
等

の
「
す
砂
う
す
」
が
穀
物
を
磨
る
の
に
使
わ
れ
た
と
推
定
す
る
事
は
、

櫛
目
文
土
器
の
場
合
よ
り
も
、
遙
か
に
容
易
で
あ
る
。
然
る
に
そ
れ

が
流
行
を
見
ず
に
終
っ
た
事
に
つ
い
て
は
、
西
、
南
鮮
の
無
文
土
器

が
代
表
す
る
農
耕
生
活
で
は
、
食
料
の
調
理
の
過
程
が
ち
が
っ
て
い

て
、
他
の
掲
精
根
、
た
と
え
ば
木
製
の
杵
臼
に
よ
る
方
法
が
専
ら
用

嵐
い
ら
れ
た
か
ら
だ
と
恩
う
。
数
本
発
見
の
石
器
時
代
遺
物
中
に
如
上

の
鞍
形
「
す
り
う
す
」
を
見
な
い
こ
と
屯
、
同
様
に
食
生
活
が
之
を

必
要
と
し
な
い
型
の
も
の
ぞ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
る
。
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然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
穀
粉
を
磨
る
こ
と
は
全
く
廃
さ
れ
た

と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
現
に
米
麦
の
粒
食
を
主
と
す
る
朝

鮮
人
は
、
ま
た
好
ん
で
粉
を
材
料
と
し
た
食
物
を
摂
っ
て
を
り
、
婦

人
が
罎
硅
を
手
で
廻
し
乍
ら
粉
を
磨
っ
て
い
る
。

　
然
し
乍
ら
朝
鮮
内
に
お
い
て
如
上
の
石
器
時
代
的
「
す
り
う
す
」

か
ら
門
燈
へ
の
発
達
が
行
わ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば

獲
磯
へ
の
遍
渡
形
態
の
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

而
も
中
圏
を
含
め
た
東
亜
の
ど
の
地
方
に
も
、
そ
の
様
な
遣
物
は
知

ら
れ
て
い
な
い
。
加
茂
儀
一
氏
に
よ
れ
ば
ヨ
ー
顧
ッ
ペ
で
は
廻
転
式

手
動
「
す
り
う
す
」
へ
の
過
渡
的
形
態
の
も
の
が
発
掘
さ
れ
て
い
る

　
　
　
⑭

と
云
・
う
。
ま
た
カ
ー
ウ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
鞭
属
鉄
器
時
代
8
の
グ
ラ

ス
ト
ン
ベ
リ
イ
発
見
の
廻
転
式
手
動
「
す
り
う
す
」
は
ギ
リ
シ
ア
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

駿
馬
叉
は
奴
塾
愁
が
廻
わ
す
臼
か
ら
覇
4
5
を
得
た
も
の
だ
と
云
う
．
但
し

後
者
に
対
し
て
は
、
よ
り
早
い
叉
は
分
布
を
つ
な
ぐ
申
闇
の
例
晶
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

挙
0
，
る
こ
と
が
禺
来
な
い
と
云
う
消
極
論
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
東

亜
で
は
下
面
は
漠
代
に
お
い
て
突
然
嵩
現
し
そ
れ
へ
の
中
間
過
程
を

示
す
も
の
が
な
い
の
で
、
そ
れ
は
ア
イ
デ
ィ
ア
を
西
方
か
ら
受
け
た

と
想
像
せ
ざ
る
得
な
い
。
極
東
に
お
い
て
も
、
廻
転
式
手
動
「
す
り

　
　
　
　
　
朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
哲
う
す
」
　
（
有
光
）

う
す
」
の
伝
播
が
鉄
器
時
代
に
入
っ
て
か
ら
見
ら
た
る
こ
と
は
興
味

深
い
。

　
右
の
様
な
事
情
か
ら
冒
頭
に
挙
げ
た
楽
浪
郡
．
治
着
た
る
平
壌
府
議

大
同
江
面
土
城
里
の
土
城
か
ら
発
掘
さ
れ
た
環
硅
は
、
朝
鮮
半
島
に

お
い
て
廻
わ
さ
れ
た
最
も
早
い
時
期
の
罎
鎧
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

前
後
に
「
う
わ
い
し
」
を
押
し
て
暦
る
如
上
の
石
器
時
代
的
「
す
り

う
す
」
に
比
較
し
て
、
こ
れ
は
素
晴
し
い
工
夫
で
あ
る
。
労
力
の
節

減
、
磨
り
上
っ
た
粉
の
臓
来
栄
え
、
仕
事
の
量
の
大
き
さ
と
速
さ
の

上
で
格
段
の
利
益
を
も
た
ら
し
た
。
斯
揺
に
便
利
な
而
竜
実
生
活
に

必
要
な
考
察
が
、
忽
ち
朝
鮮
土
茄
の
入
々
の
闇
に
普
及
し
た
事
は
当

然
考
え
ら
れ
る
事
で
、
随
っ
て
石
器
時
代
以
来
の
「
す
り
う
す
」

は
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　
金
属
文
化
の
流
入
が
朝
鮮
に
お
い
て
も
そ
の
石
器
藤
代
的
生
活
に

大
変
革
を
促
し
、
い
ろ
い
ろ
の
面
で
飛
塵
的
進
歩
が
な
さ
れ
た
事
は

容
易
に
理
解
轟
来
る
。
　
「
し
た
い
し
」
の
上
を
「
う
わ
い
し
」
で
前

後
に
漏
る
道
具
か
ら
廻
転
式
屡
硅
に
進
ん
だ
の
竜
、
亦
同
じ
革
新
の

あ
ら
わ
れ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。二

一
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＠o③④⑤⑥⑦

　
　
朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

梅
原
宋
治
、
藤
閏
亮
策
「
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
」
第
一
巻
一
i
三

「
大
和
唐
古
弥
生
式
三
蹟
の
研
究
し
（
京
大
薫
、
宵
挙
研
究
報
告
第
＋
六

冊
）大

正
十
五
年
発
掘
。
報
告
書
は
未
刊
。
発
見
さ
れ
た
多
数
の
土
偶
中
の

著
干
は
浜
鴎
耕
作
「
朝
鮮
の
新
羅
焼
」
　
（
「
盲
準
璽
考
・
青
苔
ず
研
究
」
所
双
）
辮

に
閣
示
さ
る
。

原
附
淑
人
導
「
楽
浪
土
層
激
の
調
査
」
昭
和
十
二
年
度
古
蹟
謁
査
報
告
・

（
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
）

戸
　
一
・
】
W
話
峯
誇
0
9
が
一
九
五
〇
年
に
日
、
お
「
醒
の
＝
濁
流
の
読
域

に
あ
る
｝
ρ
民
ヨ
つ
遺
跡
を
発
掘
し
た
際
の
所
見
で
あ
る
。
（
＜
‘
O
■
∩
7

二
餌
。
”
宕
。
≦
い
お
ゴ
陣
。
山
岳
。
罵
。
管
〉
謬
。
団
。
艮
国
p
重
唱
8
ト
っ
”
ワ
圃
O
｛
静
）

尚
ほ
、
其
の
第
七
・
第
八
椚
出
土
の
蝸
牛
の
貝
殻
は
放
射
性
炭
繁
愈
、
代

法
に
よ
り
①
刈
O
刈
陸
Q
Q
凶
O
の
偏
ヰ
蹴
銀
を
与
え
ら
れ
た
。
（
老
．
圃
漕
圃
」
三
）
団
”

露
顕
象
o
o
髪
ぴ
。
δ
U
p
陣
ぎ
α
q
“
一
り
U
』
σ
鳩
Ω
監
o
p
σ
q
P
や
刈
ご

く
．
O
●
O
プ
訟
O
O
　
は
新
石
蕃
時
代
の
経
…
済
生
活
…
を
述
べ
た
際
、
　
穀
物
の

携
精
に
関
す
る
器
具
に
言
及
し
諸
。
篤
鍵
と
　
℃
o
切
ユ
ρ
匂
Q
碧
o
o
学
。
。
ゴ
p
・

鷲
角
ρ
ロ
。
ヨ
　
と
　
一
差
嵩
邑
賞
℃
o
創
話
掌
）
ぎ
槻
出
ε
昌
ρ
Q
Q
p
餌
a
o
出
げ
潔
）
o
岱

ρ
＝
o
『
昌
　
と
ω
p
環
も
謄
p
σ
q
o
山
謀
p
”
o
島
葺
げ
び
賃
づ
ぴ
q
・
翼
。
護
。
　
の
名
を
挙
げ
て
い

る
。
（
．
帆
名
プ
葺
プ
ρ
℃
唱
O
護
O
恥
ぎ
甲
ζ
u
・
陣
O
蔓
噸
聞
一
り
蟻
G
◎
v
剛
）
。
q
Q
O
）

た
と
へ
ば
、
藤
田
亮
策
「
朝
鮮
古
蹟
遺
物
」
（
朝
鮮
史
講
座
特
別
講
義
）

横
山
将
三
郎
「
油
坂
貝
塚
に
就
て
」
　
（
小
田
先
生
頒
寿
記
愈
論
集
昭
和

九
年
）
同
「
釜
虫
窟
絶
影
鵡
東
三
洞
貝
塚
調
査
報
告
」
　
（
史
前
学
雑
誌

第
五
巻
第
四
号
）
鳥
居
龍
蔵
「
黄
海
道
宥
典
以
前
書
蹟
」
　
（
大
正
五
年

器
機

　
　
三
朝
癬
総
督
府
古
蹟
濁
査
近
景
）

○
　
劉
O
の
。
留
ρ
μ
妻
・
o
二
”
心
葛
ヨ
い
ρ
〉
三
5
篇
圃
軽
く
o
γ
　
ご
9
♂
○
δ
“
）
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
は
静
梁
五
王
’
朝
の
石
彫
像
、
又
、
江
上
・
水
野
「
内
繋
　
古
長
城
地
帯
」
に

　
　
は
第
三
王
朝
の
木
彫
傑
の
挿
面
あ
り
、
共
に
鞍
形
「
す
η
う
す
」
の
使

　
　
用
法
を
示
す
・

　
　
＜
●
O
．
Ω
三
昏
。
”
臼
】
お
d
p
キ
冨
。
剛
邑
奪
。
回
）
①
p
⇒
O
岡
く
坤
一
弘
誓
ゆ
。
護
（
冨
賦
O
）

⑨　
　
（
誤
想
謡
）
に
℃
o
唱
宍
ガ
㌶
発
見
の
熱
型
を
図
示
す
る
。

　
　
賦
．
諸
．
超
。
『
影
酵
胆
。
⇔
”
℃
残
。
ム
凱
u
・
8
ほ
o
H
冨
臼
黙
認
匂
q
o
h
二
一
お
Q
q
o
ロ
ニ
ず

⑩　
　
！
＜
霧
計
］
り
熊
メ
d
9
回
く
。
び
℃
●
幽
O
●

　
　
蕉
齢
阻
ぬ
売
幣
小
「
撫
…
鮮
古
助
、
及
遣
物
」
　
（
朝
鮮
典
謙
麟
座
の
特
別
一
講
嚢
）

⑳　
　
八
木
重
三
郊
「
朝
鮮
雲
鏡
北
遵
石
器
考
」
　
（
東
京
人
類
学
会
人
類
単
叢

⑫　
　
刊
乙
　
先
史
学
第
一
偲
）
　
　
　
　
　
　
｝

　
’　

　
小
濁
先
生
類
寿
記
念
「
朝
鮮
論
集
」
所
収

⑬　
　
「
平
安
南
道
辺
海
道
重
臣
調
査
報
告
し
　
（
大
正
五
年
度
朝
鮮
総
督
府
古

⑭　
　
蹟
調
査
報
告
）

　
　
「
釜
出
府
絶
島
島
東
三
尊
皇
探
調
益
報
告
し
　
（
史
前
学
雑
誌
第
五
巻
第

⑮　
　
四
号
）

　
　
有
光
教
一
「
石
器
時
代
の
大
日
」
　
（
火
三
筆
史
強
昭
和
十
九
年
一
特
殊

⑭　
　
篇
）

　
　
三
上
次
男
「
朝
鮮
に
於
け
る
櫛
約
文
土
器
社
会
と
織
人
」
（
朝
鮮
学
報

⑭　
　
第
三
輯
）
に
わ
か
り
よ
く
要
約
さ
れ
て
あ
る
。

　
　
隅
誹
剛
　
三
四
頁
の
加
川
き
そ
の
一
例

⑲　
　
累
努
＝
①
臨
く
。
＜
詳
”
罫
H
箒
鍵
創
飢
。
。
づ
．
嚢
】
ρ
回
の
0
1
9
ワ
ト
3
ミ
●

⑩
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⑳＠＠＠＠＠＠＠＠⑳＠＠＠

江
上
■
波
夫
水
野
清
一
「
蕪
叩
古
の
細
石
器
交
化
」
　
（
内
蒙
古
・
長
城
地
帯

一
東
方
考
古
単
叢
刊
乙
第
一
冊
）

江
上
波
夫
「
飼
奴
の
飲
食
」
　
（
ユ
ウ
ラ
シ
ア
古
［
代
北
方
丈
化
）

江
し
漏
、
　
水
野
蓄
剛
掲
書
　
　
山
ハ
ニ
頁

「南

瀦
�
g
π
国
後
」
　
（
宙
四
方
考
古
輔
掌
叢
副
判
㎜
甲
　
　
第
q
晶
ハ
冊
）
　
山
ハ
山
ハ
冨
ハ

ェ
・
リ
サ
ン
「
天
津
北
瓢
博
物
館
に
代
表
さ
れ
し
新
町
器
時
代
の
遺

物
」
　
　
（
人
類
巌
ず
雑
誌
四
十
点
ハ
二
二
号
）

八
幡
一
郎
「
熱
河
省
北
部
・
先
史
時
代
遺
蹟
及
遺
物
」
　
（
第
一
次
満
蒙

学
術
愚
醐
査
研
究
団
報
出
q
第
山
一
部
第
三
篇
）

同
右
及
び
前
閏
「
赤
峰
紅
山
後
」
等

駒
井
和
愛
　
三
上
次
男
「
沼
江
省
【
三
壁
並
屯
の
石
器
」
　
（
考
山
百
勝
†
雑
誌
二

＋
六
巻
八
暑
）

申
尾
佐
助
「
ユ
ー
マ
イ
丈
化
圏
」
　
（
自
然
と
丈
化
第
一
号
）

横
由
山
将
三
郎
「
朝
鮮
の
史
一
三
土
器
研
究
」
　
（
人
類
単
・
先
史
巌
ず
離
…
座
一

雄
田
閣
）

た
と
え
ば
水
野
清
一
　
江
上
波
夫
「
内
蒙
古
・
長
城
地
帯
」
浜
田
耕
作

水
野
清
一
「
赤
峰
紅
山
後
」
等
。

加
藤
儀
一
「
技
術
発
逮
史
」
九
一
頁

属
●
O
o
o
臨
O
彪
コ
く
窪
鱒
心
窩
窪
自
（
卜
弦
5
巳
ぐ
く
亀
同
℃
お
G
Q
ご

く
．
O
o
目
創
。
昌
O
プ
＝
餌
。
”
℃
話
ゴ
幽
無
。
誌
o
O
o
影
ヨ
昌
コ
津
δ
臼
階
o
h
ぼ
お
囲
W
ユ
「

翻
凝
翻
一
＄
（
お
恥
Φ
）
や
ト
ニ
G
o
賦
●

　
　
　
　
朝
鮮
慶
側
薪
雛
見
の
銅
剣
・
銅
鉾
類

　
一
九
五
一
年
十
月
、
慶
州
仏
国
寺
駅
に
近
い
失
政
里
部
落
で
土
販
作
業
中
、

次
の
加
押
き
一
括
曲
遺
物
が
溌
見
さ
れ
た
。
即
ち
細
形
銅
剣
一
本
、
銅
父
一
本
、
銅

鉾
「
本
、
銅
剣
銅
鉾
の
破
片
五
個
、
青
銅
鈴
二
個
、
青
銅
製
鐸
一
個
、
鉄
製
銀

頭
註
一
本
、
鉄
鍬
形
晶
三
個
、
鉄
斧
四
個
、
鉄
鎌
一
個
、
石
斧
一
個
、
其
の
他

で
あ
る
。
釜
山
の
歴
史
学
会
発
刊
の
「
歴
奥
滋
†
報
」
第
一
輯
（
一
九
五
二
年
九

月
）
に
同
国
圏
立
博
物
館
の
金
元
龍
氏
が
、
こ
の
発
見
に
つ
い
て
三
三
録
を
発

表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
禺
土
地
点
は
一
種
の
竪
穴
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
そ
し
て
地
表
の
直
ぐ
下
か
ら
銅
剣
、
銅
鉾
、
均
等
が
幽
土
し
、
更
に
約
三

十
糎
下
位
か
ら
鉄
製
品
と
石
斧
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
村
民
の
話
で
あ
っ
て
、

金
元
龍
氏
は
、
斯
様
な
確
然
た
る
間
隔
は
無
か
っ
た
と
推
測
し
、
銅
製
品
申
に

鉄
鶴
…
を
つ
け
た
屯
の
が
あ
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
石
斧
の
出
［
土
位
澄
亀

問
題
で
あ
る
が
、
鉄
器
と
共
に
赤
土
の
中
か
ら
毘
た
も
の
だ
と
云
う
。
以
上
の

発
見
は
同
じ
慶
州
郡
の
入
豊
里
か
ら
の
銅
剣
銅
嫉
鐸
群
を
想
紀
〔
さ
せ
乃
。
細
形
銅

剣
、
銅
鉾
、
銅
父
、
小
銅
鐸
は
、
い
つ
れ
二
相
似
た
形
の
竜
の
を
後
者
の
遺
物

中
に
見
る
。
ま
た
青
銅
鈴
は
平
壌
貞
柏
里
禺
土
一
括
遺
物
中
の
金
銅
鈴
（
朝
鮮

古
丈
北
綜
鑑
、
第
一
巻
、
園
版
第
二
〇
、
Q
o
こ
。
）
と
同
じ
形
の
中
央
の
括
れ
た
胡

瓜
の
形
を
呈
し
た
も
の
。
是
等
が
鉄
器
を
伴
う
こ
と
は
、
喜
入
三
里
に
お
い
て

も
嗣
様
で
あ
っ
て
、
疑
う
要
は
な
く
、
却
っ
て
今
懸
の
発
見
で
、
鉄
器
の
種
類

及
び
形
状
が
判
然
と
し
て
い
る
の
は
、
単
術
上
貴
重
で
あ
る
。

（334　）

朝
鮮
石
器
時
代
の
「
す
り
う
す
」
　
（
有
光
）

二
三
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by

K．　Arimltsu

　　Sv　far　as　thL，一　’lirchaeological　findings　are　concerned，・　rotating　handmill．si．

have　been　introduced　into　Koi’ea　by　the　Ch’inese　colonists　during　the

’lilan　1’eriod，　Hitherto，　housewives　in　Neolithic　times　of　1〈orea　had’be－

en　c6ntent　to　make　their　flLour　by　n6n：rotLiting　handmills，　which　may　’

be　broadly　Clivided　into　three　ina£n　c｝asses：　the　grindiRg　could　be　do－

ne’・by　（1）　pounding　in　a　mortar，　（2）　rubbing　on　a　saucer－shaped　．　que－

em　wまとh　a　b資王｝一shaped　王’ubb｛1思s亡0肥，1：md　（3）　則bb沁961．｝asadd王eL

shaped　stone　with　a　sausage－sliape（ll　rabbb．）g　stone．　But　the　standarcl

’p！ocedure，　so　far　ag　archaeologic｛・xl　exc｛1’vations　are　concerned，　was　（3），’i

although　some　previoims　writers　on　Korean　archaeology　have　miscon一・

strued　them　as　a　sharp，　ener　for　stone　cel＃s，　while　others　misinterpreted

them　as　an　anvilstone　on　which　animal　bones　or　fishshells　were　crushed．・

It　is　interesting　to　notice　that　some　of　thein．are　ii／rarkedly　sinrLilar　’to　the

saddle－shaped　qiiern　in　Europe．　”1”he　to－and－fro　movement　of　an　upper

stoiie　permitted　both　hands　to　be　used　on　it　and　this　led　to　the　develop一．

meRt　of　the　sa｛ildle　quern，　in　which　the　upper　stone　lies　athxvart．　dn

elongatad　lower　stone．　The　latter　li［・ms　a　grinding　surfaee　which　is．con－

cave　longitudk｝ally，　while　frorn　side　to　side　it　m4y　be　fiE　t　or　else　slight－

ly　convex．　The　upper　stone　is　typically　sausft，　ge－shapedi，　and　its　grin－

ding　surfacq　convex　from　side　to　side．　ln　1〈orea，　｝ion－rotating　querims

have　been’most　comnionly　f（）ulldi　with　neo1童thic　po＃tery　’decora．　ted　w油

．．・¢・ゆ・A・thi・．ki・・d・ξ1・・t町i・c・n＄id・・ed　by　m・・亡・rch・・e・16gi・総・・

distinctive　relics　of・the　hullting　and　fishing　phase，　there　has　been　a　coi5一’

troversy　as　to　tlie　purpose　of　those　stones．　The　present　writer　believes　’

that　this　probably　follows　from　the　naeure　of　clietaty　requirements．　How：

ever，　some　have　beeii　fotmd　in　association　with　elaborately　polisl｝ed

vtises　and．huge　uri｝s　which　are　typlcal　of　an　agrictiltural　phase．

　　A　distributional　stndy　shows　that　the　’Korean　neolitl｝ic　quern　is　one　，

og　the．moSt’persistent，　etzst－most　traits　in　the　Northern　1’eriphery　gf

China　：Proper．　lt　shonld　be　noted　that　a　ntimber　of　examples　have　been

reported　from　lnner　Mongolia　and　Manchuria，　while　the　saddie－querns

’are　not　found　iri　the　neolithid　sites’　of　the　Japanese　lslands．
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