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甲
骨
文
の
出
土
で
膚
名
な
毅
虚
は
、
河
爾
安
陽
の
小
屯
村
を
中
心
と
す
る
殿

王
朝
の
遣
境
と
し
て
、
早
く
か
ら
掌
界
の
注
匿
の
約
と
さ
れ
、
ま
た
一
九
二
八

年
十
月
の
第
一
次
発
掘
か
ら
一
九
三
七
年
六
月
の
第
十
五
次
に
至
る
ま
で
の
、

中
央
研
究
院
の
殿
虚
発
掘
に
よ
っ
て
、
中
妻
古
代
史
の
研
究
の
上
に
大
き
く
と

り
あ
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
然
る
に
一
九
五
〇
年
以
後
、
奮
地
で
行
わ
れ
て
い

る
基
本
建
設
工
事
の
進
行
に
つ
れ
、
中
国
各
地
に
殿
様
式
の
遺
跡
が
発
見
さ

れ
、
股
文
化
の
広
汎
な
分
布
が
眺
ら
か
に
な
っ
た
。
即
ち
河
爾
省
で
は
輝
県
・

鄭
州
・
洛
…
陽
・
湯
陰
∵
薪
安
・
阪
県
・
霊
宝
、
安
徽
省
の
毫
県
・
太
彩
、
山
東

省
の
済
南
・
雌
皐
・
験
県
・
郷
県
、
険
西
省
の
岐
山
、
河
北
雀
で
は
藏
陽
で
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

式
の
墓
葬
、
遣
鮭
或
い
は
遣
物
が
発
見
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
此
等
の
遺
跡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

詳
細
は
、
未
だ
我
々
の
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
う
ち
に
は
、
小
屯
よ
り
早
期
の
も
の
、
或
は
晩
期
の
も
の
も
含
ま
れ
、
婆
陽

の
所
謂
股
虚
を
中
心
と
し
た
今
後
の
殿
代
史
研
究
に
大
き
な
光
を
与
え
る
こ
と

と
な
っ
て
来
た
。
従
っ
て
殿
代
研
究
に
従
事
す
る
も
の
と
し
て
、
時
々
刻
々
と

我
々
の
欝
に
ふ
れ
る
簡
報
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
一
度
問
題
点
を
整
理
し
て

置
く
必
要
が
あ
る
。
私
が
本
稿
を
書
く
に
至
っ
た
劇
甚
も
、
こ
の
点
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
が
、
私
は
本
来
甲
骨
丈
を
中
心
と
し
た
文
献
研
究
を
主
と
す
る
も
の

で
あ
る
た
め
に
、
考
古
学
の
素
甘
が
ま
こ
と
に
乏
し
い
。
従
っ
て
以
下
に
述
べ

る
こ
と
は
棄
人
の
疑
問
と
し
て
、
考
古
掌
専
攻
の
方
々
に
御
数
示
を
た
ま
わ
り

た
い
と
お
願
い
す
る
の
が
、
笑
の
所
の
目
的
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
は
青
銅

器
・
陶
器
・
石
器
の
問
題
を
は
ぶ
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
・
田
は
、
こ
れ

ら
の
研
究
が
非
常
に
複
雑
で
、
短
時
日
の
う
ち
に
は
整
理
出
来
ず
、
恐
ら
く

は
、
専
問
の
方
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
最
初
に
以
上
の
点
を
お
断
り
し
て
、
以
下
一
献
－
骨
、
二
建
築
、
三
頭
葬
の
…
二

つ
点
を
断
片
的
に
列
挙
し
て
行
く
。

一

　
小
藩
落
暉
の
甲
骨
文
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
の
み
で
も
、
非
常
に
複
雑

な
問
題
で
、
こ
れ
は
他
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、
此
処
で
は
、
小
屯
以
外
か
ら
出
土
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し
た
ト
骨
ト
亀
を
主
と
し
て
、
小
屯
の
前
後
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
小
屯
以
外
の
戦
前
の
昂
土
は
、
極
く
少
数
で
あ
り
、
山
東
省
城

子
崖
・
溶
甚
大
寳
店
・
旅
順
羊
頭
窪
・
済
南
大
辛
荘
か
ら
ト
・
骨
、
山

東
省
縢
県
安
上
村
・
河
爾
省
永
城
県
黒
孤
堆
か
ら
ト
亀
が
出
土
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
。
然
る
に
解
放
後
、
安
左
四
三
二
・
輝
県
琉
璃
閣
・
防
西
那
県
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
、

・
山
西
洪
趙
県
・
長
安
張
家
波
村
か
ら
ト
骨
、
郵
州
・
済
南
大
辛
荘
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

安
陽
大
司
二
村
か
ら
ト
亀
ト
骨
、
洛
陽
東
雲
泰
山
陶
・
成
都
滋
塁
ア
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
ら
ト
亀
が
繊
坐
し
た
。
こ
の
ほ
か
山
東
日
照
県
両
城
鎮
・
洛
陽
澗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

西
孫
旗
屯
か
ら
も
ト
骨
の
出
土
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
ユ
）
。

　
こ
れ
ら
の
編
土
地
は
何
れ
も
龍
山
交
化
か
ら
股
文
化
の
遺
坂
で
あ

る
が
、
こ
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
は
、
最
も
多
数
に
廉
土
し
た
郵

州
で
あ
る
。
鄭
州
に
お
け
る
出
土
は
何
れ
も
、
殿
式
遺
祉
か
ら
で
あ

る
が
、
郵
亭
の
股
二
八
祉
は
、
小
屯
の
万
代
遣
銑
が
｝
つ
の
稜
階
の

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
郵
州
の
そ
れ
は
早
・
中
・
晩
の
三
期
に
分

け
ら
れ
、
晩
期
が
小
屯
と
同
じ
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
甲

骨
は
三
期
を
速
じ
て
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
詳
し
く
見
る
と
、

そ
の
出
土
の
情
況
は
三
期
に
よ
っ
て
可
成
り
の
差
異
が
あ
る
。
即
ち

早
期
に
は
、
亀
甲
は
使
用
さ
れ
ず
、
牛
・
羊
・
猪
の
鷹
騨
骨
を
材
料

と
し
、
直
接
火
を
骨
片
に
当
て
て
ト
つ
た
（
図
2
の
a
）
、
中
期
は

極
く
少
数
ド
の
亀
甲
以
外
．
に
は
、
牛
骨
が
主
要
な
材
料
で
、
羊
・
猪
は
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最近における股式遺蹟の研究と発掘（土）（伊藤）
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少
な
い
。
骨
版
の
裏
に
円
形
の
穴
（
鐵
）
を
つ
く
り
、
其
処
に
火
を
馬
副
て
る
も

の
が
多
く
、
直
接
火
を
淺
て
た
も
の
は
少
い
（
図
2
の
b
）
。
　
晩
期
に
は
亀
甲

が
九
劉
を
占
め
、
獣
骨
が
少
く
、
い
つ
れ
も
裏
面
に
円
形
の
鐵
と
楕
円
形
の
溝

（
盤
）
を
作
り
、
鐵
に
火
を
当
て
た
と
い
う
三
つ
の
段
階
が
明
ら
か
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
⑤

（
図
2
の
。
）
。
　
小
・
屯
の
甲
骨
は
、
晩
期
と
同
じ
方
法
で
あ
り
、
従
っ
て
阜
・
・

中
の
二
期
は
小
屯
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
し
て

洛
陽
泰
山
廟
星
雲
の
亀
甲
は
裏
面
に
方
形
の
鎖
と
長
方
形
の
繋
と
を
施
し
た
も

の
で
、
陳
夢
家
氏
は
、
最
も
進
ん
だ
方
法
で
、
濫
悪
初
期
の
殿
の
余
響
の
も
の

　
　
　
　
　
　
⑨

と
推
定
し
て
い
る
。

　
こ
の
覆
分
に
よ
っ
て
、
初
め
に
あ
げ
た
出
土
甲
骨
の
大
体
の
時
期
の
分
類
を

行
う
と
、
溶
県
大
餐
店
は
早
期
、
城
子
崖
・
旅
順
羊
頭
窪
は
ゆ
期
に
相
当
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

何
れ
も
龍
山
系
統
で
あ
る
。
輝
県
琉
璃
閣
は
早
期
（
或
は
中
期
）
で
牛
猪
、
騰

盤
磨
村
西
北
出
土
の
も
の
は
中
期
、
西
区
鐵
土
の
も
の
は
中
期
で
刻
辞
が
あ

る
。
邪
県
・
洪
趙
県
の
も
の
は
中
期
の
三
三
、
長
安
の
ト
骨
は
中
期
と
晩
期
と

の
過
渡
的
な
牛
骨
で
刻
辞
が
あ
る
。
洛
陽
澗
西
孫
旗
屯
は
早
期
の
猪
骨
、
大
司

空
村
、
済
南
大
辛
村
は
共
に
晩
期
で
牛
骨
・
亀
甲
何
れ
を
も
出
土
し
て
い
る
。

黒
孤
堆
の
亀
甲
は
龍
山
文
化
暦
の
更
に
上
の
騨
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
大
体
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

期
と
推
定
さ
れ
、
駿
県
の
も
の
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
。
成
都
の
亀
甲
は
戦
国

層
の
下
の
層
か
ら
出
土
し
た
が
、
大
体
中
期
の
様
式
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
う
ち
か
ら
時
期
の
確
定
し
た
も
の
の
を
見
て
み
る
と
、
亀
甲
を
ト
占

に
使
用
す
る
方
法
は
、
大
体
晩
期
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
一
階

に
甲
骨
と
書
う
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
．
、
即
ち
亀
甲
は
、
安
陽

・
大
辛
荘
・
郵
…
州
晩
期
な
ど
の
如
く
に
、
主
と
し
て
讃
と
鰹
と
を
裏
藤
に
ほ
っ

て
行
う
方
法
と
共
に
分
布
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
小
勢
の
甲
骨
の
み
を
と
り
あ
げ
て
も
、
B
区
H
O
O
一
呑
は
骨
版
、
C

区
H
一
二
七
坑
・
H
二
五
一
の
両
流
は
殆
ん
ど
が
亀
版
か
ら
成
り
、
こ
れ
に
対

し
て
鷺
三
四
四
坑
は
骨
版
が
大
多
数
．
を
占
め
、
埋
蔵
に
際
し
て
も
別
個
に
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
興

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
小
屯
出
土
の
甲
骨
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
観
点
か
　
㊤

ら
考
え
る
時
に
は
、
そ
の
編
年
と
内
容
と
の
厳
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
然
し
　
貯



第
…
二
期
後
米
軍
丁
・
第
四
期
武
乙
・
文
丁
の
時
期
の
ト
辞
が
、
内
容
的
に
は
そ

の
前
後
と
瑠
成
り
区
胴
さ
れ
、
而
か
も
殆
ん
ど
が
骨
版
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
今
後
の
発
掘
に
よ
っ
て
問
期
の
亀
甲
の
出
土
の
可
能
性
は
あ
る
と
し
て

も
、
や
は
り
亀
甲
と
獣
骨
と
は
異
っ
た
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
想
像
を
冨
能
に
す
る
。
私
は
｝
歩
を
進
め
て
、
獣
骨
の
文
化
と
亀

甲
の
文
化
と
を
分
け
て
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
同
じ
殿
代
の
文
化
と
雷

っ
て
も
、
小
電
或
は
郵
州
晩
．
期
の
遺
賢
に
は
、
そ
れ
以
前
の
早
・
中
期
と
は
異
っ

た
交
化
の
要
素
が
入
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
（
次
号
参
照
）

　
こ
の
様
に
考
え
て
来
る
と
、
当
然
亀
版
の
来
源
が
問
遜
と
さ
れ
る
可
き
で
あ

る
が
、
従
来
で
は
、
員
な
ど
の
来
源
と
共
に
南
方
輸
入
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。

然
る
に
胡
藁
蕎
…
氏
は
、
小
屯
出
土
の
亀
版
の
裏
面
に
落
し
た
身
動
か
ら
考
え

て
、
や
は
り
南
方
・
．
G
、
そ
の
ほ
か
に
西
方
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と

　
　
　
　
⑭

を
指
摘
し
た
。
重
点
繭
侮
れ
に
し
て
も
、
現
ゐ
仕
の
ど
の
地
点
と
い
う
こ
と
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
酉
の
方
か
ら
も
輸
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
あ

る
。
成
都
か
ら
出
土
し
た
亀
版
が
時
代
の
先
後
は
別
と
し
て
も
、
戦
国
以
前
に

四
川
地
方
で
、
亀
甲
を
ト
占
に
使
走
す
る
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
承
し
て
い
る

点
で
、
や
は
り
古
く
か
ら
陳
西
・
四
川
を
通
じ
て
こ
の
地
方
と
交
遍
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
蒲
．
か
も
、
成
都
崩
土
の
ト
亀
は
、
裏
面
に
鐵
を

作
り
、
そ
の
湖
囲
に
細
条
紋
を
施
し
て
い
る
が
、
小
奄
出
土
の
第
一
期
王
族
ト

辞
と
い
わ
れ
る
亀
甲
に
は
、
表
面
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
細
条
紋
が
ほ
ら
れ
て

い
る
。
ト
亀
に
対
し
て
何
か
問
じ
よ
う
な
観
念
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
東
南
の
黒
孤
堆
の
ト
亀
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
の
附
近
の
造
律
台
の

龍
山
鈍
化
の
遺
証
か
ら
は
、
麻
亀
と
昌
蕎
わ
れ
る
亀
の
残
穀
が
出
土
し
た
。
こ
れ

は
食
毒
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
、
小
舞
。
大
司
空
村
・
後
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
段
の
遣
躍
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
。
麻
亀
と
い
う
の
は
、
甲
の
裏
写
に
蜂
窩

状
に
小
頭
の
密
集
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
庵
、
今
後

の
甲
骨
の
研
究
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
交
字
に
つ
い
て
ふ
れ
る
と
、
戦
前
に
は
小
雨
以
外
で
は
後
岡
出
土
の

ト
骨
上
の
刻
辞
が
あ
り
、
こ
れ
は
董
作
籔
氏
に
よ
っ
て
解
読
さ
れ
、
小
屯
出
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
も
の
と
大
略
同
じ
も
の
と
さ
れ
た
。
解
放
後
に
な
っ
て
、
劫
め
に
あ
げ
た
撮

土
甲
骨
の
う
ち
、
照
盤
磨
の
一
片
・
鄭
州
晩
期
・
大
司
空
村
・
長
安
張
家
漁
村

の
も
の
は
何
れ
も
文
字
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
中
墨
の
学
者
に
駆
よ

つ
て
習
事
刻
辞
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
未
晃
の
大
司
空
域
の
も
の
は
除
き
、
参

州
の
も
の
は
小
・
屯
と
殆
ん
ど
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
照
樹
立
と
長
安
の

も
の
は
、
何
れ
も
骨
弁
を
横
に
し
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
り
、
而
か
も

そ
の
文
牢
の
線
の
つ
か
い
か
た
が
類
・
濁
し
て
い
る
（
図
3
）
。
　
こ
の
点
は
小
屯

の
も
の
と
は
可
成
り
絹
虚
し
、
薦
か
も
駐
屯
の
も
の
は
す
べ
て
縦
に
甲
骨
を
使

用
し
て
い
る
。
従
っ
て
隣
代
の
上
か
ら
は
、
或
は
小
屯
に
先
行
し
て
、
そ
れ
に

続
く
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
習
字
刻
辞
と
し
て
一
括
す
る
よ
り
は
、
寧

ろ
野
良
磨
と
長
安
の
も
の
は
別
段
階
と
考
え
た
ほ
う
が
、
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
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1
か

一．一　（

顕9

　
　
　
　
　
へ
“

　　

@
－
置
旧
、
．

3第

，，，，，，．’
w
I
，

最近における殿式遺蹟の研究と廃掘（上）　（伊藤）

’
ノ
・

　
　
話
・
嘱－

肇
也
麟

　
　
　
　
　
　
　
　
囎

　
　
　
　
・
』
”
f
「

　
、

セ

繧
ケ
～

－
↑

隔！／

“潮
a b

建玉a。四盤磨出土，

　　b．　長安建家披出土

る
。
こ
れ
に
類
似
し
た
線
の
使
用
は
城
子
崖
出
土
の
陽
文
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
文
寧
の
点
か
ら
も
、
亀
骨
と
化
骨
と
は
別
の
系
統
の
も
の
と
考
，

え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
他
の
土
器
・
石
器
な
ど
の
研
究

か
ら
如
何
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

　
次
に
建
築
、
主
と
し
て
居
住
玩
に
つ
い
て
見
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

二
つ
の
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
解
放
前
に
発
掘
さ
れ
た
小
屯
地
域
の

遺
鮭
に
つ
い
て
の
研
究
、
第
二
は
鄭
州
な
ど
の
薪
し
く
発
掘
さ
れ
た
遺
駈
に
つ

い
て
で
あ
る
。

　
第
一
に
関
し
て
は
、
石
環
妬
氏
が
蟻
近
に
発
表
し
た
「
小
西
浜
代
的
建
築
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

瞬
し
な
る
｝
文
が
非
常
に
参
考
に
な
る
。
石
氏
は
小
屯
の
遺
蹟
を
地
下
と
施
上
．

と
の
二
種
の
建
築
に
大
別
し
、
前
者
は
更
に
穴
∴
讐
・
轡
〔
・
墓
・
坑
・
玖
・
溝
…

に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
は
一
般
に
版
築
某
堤
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
土
を
つ
ぎ

固
め
て
地
上
建
築
物
の
土
台
と
し
、
そ
の
上
に
礎
石
を
な
ら
べ
て
建
築
を
行
っ

た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
地
上
の
建
造
物
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

版
築
基
鮭
か
ら
地
上
建
築
の
所
在
を
推
定
す
る
。
従
っ
て
時
に
よ
っ
て
は
基
堤

の
大
き
さ
と
建
造
物
の
大
き
さ
と
は
簡
単
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
の
｛
出
来
な
い
場

合
が
あ
る
。
ま
た
地
下
建
築
と
地
上
建
築
と
の
間
に
も
、
同
時
に
使
用
さ
れ
た

も
の
も
あ
り
、
時
代
的
に
先
後
を
つ
け
る
こ
と
も
鰯
剛
単
で
は
な
い
ら
し
い
。
最

も
大
き
な
難
点
は
、
此
等
の
も
の
が
、
小
屯
発
掘
区
域
内
に
ど
の
よ
う
に
分
布

し
て
い
た
か
も
撒
く
は
…
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
五
期
に
時
代
区
分
さ
れ
た
甲
骨
文

の
出
土
地
が
、
一
部
を
除
ぎ
、
正
確
な
報
告
が
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
甲
骨

文
に
よ
っ
て
大
凡
の
時
代
推
定
を
し
て
行
く
の
も
困
難
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て

以
下
で
は
石
氏
の
論
文
を
中
心
と
し
て
、
部
分
的
な
建
築
の
紹
介
を
す
る
が
、

最
初
に
地
下
居
住
堤
の
大
略
を
述
べ
よ
う
。

　
上
に
あ
げ
た
七
種
の
地
下
建
範
物
の
う
ち
、
溝
は
水
溝
、
玖
は
性
絡
が
不

明
、
墓
・
坑
は
墓
灘
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
、
屡
住
に
使
用
さ
れ
た
も
の
は
、

穴
・
害
・
餐
の
三
種
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
日
常
の
居
住
場
所
と
し
て
使
用
せ
ら
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れ
た
も
の
は
穴
で
、
上
口
の
大
き
さ
に
比
し
て
底
が
浅
く
、

階
段
に
よ
っ
て
上
下
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
4
）
。
　
穴
底

に
大
形
の
石
塊
を
置
き
、
ま
た
上
口
の
周
囲
に
も
石
塊
を

並
べ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
の
石
塊
は
柱
礎
で
あ
る
。
即
ち

底
部
の
は
中
心
の
柱
の
礎
石
で
あ
り
、
こ
れ
に
爆
口
の
周

囲
か
ら
柱
を
わ
た
し
て
屋
根
を
ふ
い
た
も
の
で
あ
る
（
第

八
図
H
二
九
三
）
。
　
ま
だ
こ
れ
ら
の
居
住
堤
の
復
原
は
墨

表
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
或
は
穴
に
は
単
な
る
居

住
場
所
以
外
に
使
用
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
ら
し
く
、
翌
二

一
坑
か
ら
は
銅
弾
7
9
の
破
片
が
多
数
に
発
見
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
銅
器
の
鋳
造
場
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
か

も
し
れ
な
い
（
図
4
の
一
）
。
　
こ
の
よ
う
な
場
所
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
如
く
、
第
五
次
発
掘
の
時
に
す

で
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
穴
か
ら
は
、
遺
物
は
殆
ん
ど
出
土
し
な
か
っ
た
の

に
対
し
て
、
次
の
窯
・
窒
は
｝
般
に
上
自
に
比
し
て
潔

　　　　　　第　　4　　黙
小屯地下住居蟻（「小港股代的建築造蹟」）
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～
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、

㌧
6

．、

㌦

く
、
階
段
が
な
く
、
影
壁
に
手
足
を
つ
つ
ば
っ
て
上
下
す
る
も
の
と
、
足
が
か

り
の
小
さ
い
ク
ボ
、
ミ
を
口
か
ら
底
に
陶
っ
て
幾
つ
か
製
つ
た
も
の
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
E
一
八
一
、
琵
五
三
、
H
二
五
一
、
E
一
六
、
H
＝
一
七
な
ど
の
如

く
、
多
数
の
甲
骨
、
陶
器
な
ど
を
出
土
し
、
地
下
の
倉
庫
と
し
て
使
用
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
に
屋
根
が
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。

　
次
の
水
溝
は
、
第
十
三
次
発
掘
以
後
に
薪
た
に
発
見
さ
れ
、
従
っ
て
小
身
発
掘

区
の
8
・
C
区
に
の
み
見
ら
れ
た
現
象
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
は
三

つ
の
種
類
が
あ
り
、
一
は
寛
溝
と
い
わ
れ
、
上
口
の
懸
二
・
五
米
前
後
・
深
さ



一｝

B
二
一
｝
血
D
み
ハ

米
で
、
不
規
則
な

形
を
し
た
も
の
で

あ
る
。
二
は
両
壁

に
等
聞
隔
で
杭
の

あ
と
の
残
る
も
の

で
上
口
幅
○
・
四

i
O
・
七
米
、
深

さ
一

第5図
・
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．
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・
二
六
米
あ
り
、
幹
溝
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ

れ
に
…
封
し
て
第
三
の
枝
溝
…
は
幅
○
・
一
一
五
一
○
．

五
米
、
深
さ
○
・
八
米
で
あ
る
。
幹
溝
．
枝
溝
は

底
に
薄
く
砂
が
た
ま
り
、
そ
の
上
に
は
野
土
が
填

ま
っ
て
い
た
。
従
っ
て
開
墾
し
て
、
後
に
ま
た
土

を
う
め
て
つ
き
燭
め
た
も
の
で
あ
る
。
綴
織
に
よ

る
と
長
期
に
わ
た
っ
て
水
の
流
れ
た
痕
跡
は
な

く
、
ぢ
き
に
埋
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
用

途
は
水
道
と
は
考
え
難
く
、
地
上
の
建
築
を
行
う

に
先
立
っ
て
、
地
面
の
傾
斜
を
測
量
す
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

作
ら
れ
た
か
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
図
5
の

如
き
礎
石
と
水
溝
と
の
関
係
図
に
よ
っ
て
考
え
る

　
駅
　
　
　
　
　
，
4

醤
課
蕪
皆

鱒懸熈・

ﾋ
　
饗
銀

灘
讐
・

と
、
水
平
測
最
と
も
考
え
難
い
。
但
し
こ
の
永
手
は
基
駈
の
下
層
で
痂
か
も
墓

靴
の
下
面
に
接
し
た
も
の
が
多
い
の
で
、
基
肚
の
建
設
と
関
連
し
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
注
意
す
可
き
こ
と
は
、
8
・
C
区
に
の

み
こ
れ
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
更
に
後
に
の
べ
よ
う
。

　
次
に
地
上
建
築
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
は
じ
め
に
お
断
り
し
た
如
く
、
建
築

物
そ
の
も
の
は
な
く
、
慈
玩
と
礎
石
と
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
小
雛
で

は
五
十
三
の
基
鮭
が
見
掛
さ
れ
、
こ
れ
は
三
組
に
分
け
ら
れ
、
甲
組
十
五
所
は

贈

f
，
蜘

ム

　　労土

。◎

ゆ
　
　
　
　
　
　
る

お
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

工
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纒
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ム
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　　　小屯建築基駈（「小屯毅代的建築遺蹟」）
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D
・
E
区
に
、
乙
組
二
十
一
所
は
B
。
C
区
、
丙
組
十
七
所
は
C
区
の
一
部
に

分
布
し
て
い
る
。
周
辺
で
は
後
戸
・
四
盤
磨
・
大
司
窒
村
な
ど
に
も
分
布
し
て

　
③い

る
。
石
疑
は
こ
れ
ら
の
基
境
を
形
と
か
作
り
方
と
か
数
種
に
分
類
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
（
図
6
）
。
　
ま
た
礎
石
は
す
べ
て
の
慰
物
に
作
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
或
は
全
く
な
い
の
も
あ
る
が
、
門
の
部
分
、
或
は
通
路
と

考
え
ら
れ
る
所
な
ど
が
比
較
的
明
瞭
に
残
っ
て
い
る
。
ま
た
適
路
に
は
小
石
を

敷
き
つ
め
て
踏
み
か
た
め
た
と
思
わ
れ
る
石
子
路
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、

四
盤
麟
地
区
か
ら
も
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
墓
堤
上
の
建
築
の
復
原
は
第
七

次
E
区
発
掘
で
得
ら
れ
た
引
退
基
駈
の
み
で
（
図
6
の
2
・
図
7
）
、
　
石
氏
は

周
礼
の
夏
后
氏
世
室
の
文
に
よ
っ
て
試
み
、
且
つ
こ
の
復
原
に
よ
っ
て
周
礼
の

　
　
　
　
　
　
　
＠

文
を
訂
正
し
て
い
る
。
壁
は
版
築
培
、
屋
根
に
は
茅
草
を
胴
い
、
夏
后
氏
の
欄

度
に
類
似
す
る
所
か
ら
、
股
代
早
期
の
建
築
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
年
代
推

定
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
れ
ら
の
地
下
・
地
上
の
農
控
肚
は
、
一
つ
の
穴
、
一
つ
の
審
、
或
は

一
つ
の
地
上
建
築
が
全
く
独
立
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

穴
と
害
・
籔
と
は
形
か
ら
見
て
も
明
ら
か
に
用
途
が
こ
と
な
る
の
で
、
当
然
そ

れ
ら
の
間
に
は
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
作
ら
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

ま
た
地
上
建
築
は
そ
の
表
面
に
殆
ん
ど
遺
物
を
と
ど
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な

の
で
、
こ
れ
ま
た
別
の
地
上
建
築
か
或
は
警
な
ど
と
一
つ
の
組
と
し
て
使
用
さ

図7第
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（「小屯毅代的建築遺蹟」）

れ
た
筈
で
あ
る
。
石
氏
は
、
地
下
建
築
の
構
成
の
形
武
を
居
住
場
所
で
あ
る
穴

を
中
心
と
し
て
、
1
囲
緯
…
円
穴
式
、
2
囲
緯
…
楕
穴
式
、
3
半
囲
円
穴
式
、
4
堵

入
円
穴
式
、
5
円
穴
為
首
式
、
6
雑
乱
排
列
式
に
分
類
し
て
い
る
。
今
こ
の
う

ち
の
一
と
4
と
を
紹
介
す
る
。

　
ユ
は
H
二
九
三
大
穴
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
周
囲
に
H
二
九
九
、
H
二
六
七

な
ど
八
個
の
長
方
坑
が
あ
る
（
図
8
）
。
　
H
二
九
三
㊨
内
部
に
あ
る
H
こ
八
八

は
地
麟
関
係
か
ら
後
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
H
二
九
三
そ
の
も
の
か
ら

は
黒
陶
系
の
曲
選
物
が
嵐
土
し
て
い
る
。
石
鎌
は
こ
の
H
二
九
三
は
一
度
早
く
埋

め
ら
れ
、
上
部
の
褐
土
の
部
分
が
股
代
に
も
居
住
堤
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
定
し
、
こ
の
穴
坑
の
西
部
に
は
審
が
な
い
の
で
、
H
二
九
三
の

掛
入
口
は
酉
面
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
従
．
つ
て
こ
の
居
住
者
は

西
を
紙
入
口
と
し
、
周
囲
の
八
坑
を
貯
蔵
所
と
し
て
使
吊
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

う
ち
H
二
五
三
と
H
二
七
九
と
か
ら
は
甲
骨
を
出
土
し
、
そ
の
時
期
は
恐
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
第
一
期
武
丁
時
代
に
近
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
小
文
地
域
の
股
代
遣
風
は

武
丁
の
伯
父
般
庚
か
ら
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
若
し
こ
の
推
楚
が
詣
っ

て
い
る
と
す
る
と
面
白
い
が
、
断
酉
図
か
ら
も
見
ら
れ
る
如
く
、
こ
れ
ら
の
穴

霧
の
上
籍
が
同
…
水
平
齎
に
は
な
い
の
で
、
石
氏
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
の
か

否
か
、
問
題
で
あ
る
。
ま
た
H
二
九
三
が
埋
め
ら
れ
た
後
の
状
態
で
果
し
て
居

往
趾
と
し
て
の
穴
の
機
能
を
果
す
こ
と
が
出
来
た
か
否
か
も
凝
問
で
あ
る
し
、

こ
れ
か
ら
韻
土
し
た
黒
陶
系
統
の
遺
物
と
、
小
屯
期
の
遺
物
と
の
関
係
も
ど
の

53　（317）



よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に
4
の
心
入
糧
穴
式
は
、
穴
H
二
〇
〇
を
中
心
に
門
止
の
長
方
坑
か
ら
成

り
、
H
二
〇
一
は
穴
の
内
部
に
更
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
は
半
ば
が
穴

に
か
か
っ
て
い
る
。
　
（
図
9
）
。
　
こ
の
H
工
○
○
は
氷
溝
K
二
二
に
よ
っ
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筋
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（「三洋殿代的建築遺蹟」）

部
を
破
壊
さ
れ
て
い
る
。
石
氏
に
よ
れ
ば
、
水
溝
が
作
ら
れ
た
の
は
、
豊
代
中

期
と
い
わ
れ
、
従
っ
て
こ
の
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
・
甲
期
以
泌
削
の
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
而
か
も
H
二
五
八
か
ら
出
土
し
た
一
片
の
字
骨
は
、
断
片
で
余
り
開
ら

か
で
は
な
い
が
第
一
期
卜
辞
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
水
溝
の
年
代
と
も

矛
盾
し
な
い
。
従
っ
て
先
づ
こ
の
組
合
せ
は
肯
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
こ
の
際
、
昏
塊
に
狽
ま
っ
た
土
の
色
な
ど
に
よ
っ
て
夫
々
の
坑
の
使
M
用
が

知
ら
れ
る
方
法
が
あ
れ
ば
尚
一
腰
興
味
あ
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
さ
て
次
に
地
上
建
築
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。
上
に
述
べ
た
如
く
、
こ
れ
も
ま
た

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
第
蓋
次
B

区
発
掘
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
郭
宝
鈎
氏
に
よ
る
と
、
乙
一
基
駈

即
ち
膚
名
な
黄
土
堂
基
と
い
わ
れ
る
基
鉦
は
、
一
辺
十
六
米
ほ
ぼ
正
方
形
の
も

の
で
、
北
辺
東
辺
は
腰
壁
が
あ
り
、
こ
の
基
駈
を
中
心
に
し
て
北
に
多
量
の
甲

骨
を
出
土
し
た
大
連
坑
．
、
酉
は
版
築
土
が
広
が
り
、
醒
北
に
石
玉
の
御
工
場
、

西
南
に
骨
器
・
銅
器
の
製
造
所
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
蕊
堤
は
乙
組
基
鮭
の

最
重
要
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
郭
氏
は
こ
れ
を
当
時
の
閣
堂
路
廟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
と
と
考
え
、
ま
た
南
に
は
広
大
な
壇
と
な
っ
て
拡
が
り
、
そ
の
南
に
三
座
の

　
　
　
　
　
　
　
⑳

門
が
あ
っ
た
と
い
う
。
大
連
坑
出
土
の
甲
骨
は
、
第
一
二
期
後
半
・
第
四
期
を
除

き
第
一
期
か
ら
第
五
期
に
わ
た
っ
て
お
り
、
こ
の
堂
基
を
巾
心
と
す
る
遺
祉
は

小
屯
時
代
を
通
じ
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
こ
の
基
趾
の
詳
細
は

報
暫
が
嶺
て
い
な
い
の
で
、
全
容
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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最近における殿式遺蹟の研究と発掘（上）　（伽藤）

　
地
上
建
築
の
場
合
は
恐
ら
く
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
こ
と
は
地
下
の
も
の
心
葉

の
場
合
よ
り
も
更
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
石
氏
も
二
つ
の
例

を
あ
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
一
つ
は
乙
十
八
基
祉
と
H
二
五
…
讐
で
あ

る
（
図
1
0
）
。
　
こ
の
基
蛾
は
東
西
に
連
続
し
た
二
基
鮭
か
ら
な
り
、
東
部
の
西

南
に
門
と
愚
わ
れ
る
礎
石
の
列
が
あ
り
、
こ
れ
は
西
部
に
続
い
て
い
る
。
H
二

五
一
は
そ
の
門
外
、
基
駈
の
南
に
あ
り
、
そ
の
な
か
か
ら
は
亀
甲
約
七
百
片
を

韻
土
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
片
に
は
「
蛮
干
門
」
と
い
う
ト
辞
が
あ
り
、
こ
の

門
は
こ
の
基
肚
の
門
に
当
る
と
考
え
、
従
っ
て
乙
十
八
の
居
倥
着
の
使
用
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

亀
田
∵
が
H
二
五
一
に
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
推
定
が
正
し
い

と
す
れ
ば
、
こ
の
出
土
亀
甲
は
第
一
期
王
朝
卜
辞
と
は
異
る
が
、
先
づ
第
一
期

或
は
そ
れ
に
近
い
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

期
の
も
の
で
あ
り
、

外
字
も
特
殊
で
あ
る

の
で
、
そ
の
頃
に
別

の
貞
人
の
集
鰯
に
関

係
あ
る
居
猛
者
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
い

た
住
居
と
い
う
こ
と

　
　
⑳

に
な
る
。
こ
の
基
坊

は
第
十
五
次
総
掘
に
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よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
A
孟
つ
は
乙
十
七
基
祉
と
H
㎝
九
六
雲
と
の
関
係
で
あ
る
（
図
1
1
）
。
　
こ
の

二
つ
の
距
離
は
三
・
八
米
、
そ
の
間
に
は
H
一
八
三
穴
と
K
二
〇
永
溝
と
が
あ

gaoo

95．60

謡謡読議置土

Io一，　tsnf．

準面高

（「小脇当代的建築遺蹟」）11第
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り
、
前
者
は
晩
期
、
後
者
は
多
少
早
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
の
早

晩
は
別
と
し
て
、
乙
十
七
と
H
一
九
六
と
を
結
び
つ
け
た
石
氏
の
論
点
は
用
途

上
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
十
七
は
小
屯
の
遺
堤
中
唯
一
の
石

灰
面
を
も
つ
た
基
祉
で
あ
り
、
そ
の
中
央
に
南
北
径
一
・
一
米
、
東
西
径
一
・

三
米
の
円
形
に
近
い
紅
焼
土
が
あ
る
。
一
方
H
一
九
六
の
内
部
は
、
上
層
に
黄

土
と
璽
石
と
が
あ
り
、
中
腰
は
黒
土
で
木
炭
と
考
え
ら
れ
る
。
下
層
緑
土
の
な

か
か
ら
大
小
十
三
樋
の
陶
豆
と
破
砕
し
た
壷
四
及

び
石
器
が
出
土
し
た
。
石
氏
は
こ
の
紅
焼
土
と
木

炭
、
陶
器
と
白
三
面
と
を
関
連
さ
せ
て
考
え
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
結
論
は
出
し
て
い
な
い
。

　
以
上
石
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
小
屯
地
区
の
遺
蹟

の
例
を
あ
げ
て
来
た
が
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
一
体
こ
れ
ら
の
居
住
証
が
ど

の
よ
う
に
分
布
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
報
な
ど
に
の
せ

ら
れ
た
一
部
を
除
き
、
殆
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
従

っ
て
小
弓
の
遺
蹟
が
、
ど
の
よ
う
な
生
活
体
を
基

礎
に
し
て
成
立
っ
て
い
た
か
は
今
の
所
考
書
学
的

な
資
料
か
ら
樵
　
比
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

た
だ
地
上
建
築
に
つ
い
て
は
酉
白
い
こ
と
が
発
衷

図

π
φ

　　
@　
@　

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
甲
・
乙
・
丙
三
組
に
分
け
ら
れ
た
う
ち
、
比
量
と
乙
丙

二
組
と
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
即
ち
墓
葬
の
所

で
の
べ
る
如
く
、
乙
・
丙
二
組
の
基
証
は
、
一
つ
の
基
蛙
の
内
部
或
は
周
囲
に

多
数
の
墓
葬
を
併
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
（
図
1
3
）
、
甲
組
の
基
証
に
は
こ
の

よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
甲
組
と
乙
・
丙
組
と
の
間
に
は
、
象
亀
口

す
れ
ば
D
・
E
区
と
丑
・
C
区
と
の
建
築
物
に
は
（
図
1
2
）
、
時
代
上
の
差
か
、
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最近ICおける駿式遺駿の研究と発掘（上）　（研藤）

或
は
房
住
者
団
体
の
性
格
、
或
は
用
途
の
上
の
差
、
何
か
差
異
が
あ
り
、
更
に

前
の
水
溝
に
つ
い
て
見
て
も
、
8
・
C
区
に
水
溝
が
あ
る
に
対
し
て
、
D
・
E

区
に
は
こ
れ
が
晃
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
平
作
賓
氏
は
、
墓
場
の
有
無
を

観
点
と
し
、
此
等
の
墓
葬
は
、
西
北
岡
の
大
墓
と
同
様
の
性
格
の
も
の
で
あ
る

と
し
、
乙
・
丙
両
組
は
宗
廟
、
甲
組
は
嘗
殿
の
遣
鮭
と
考
え
た
。
即
ち
「
生
王

芸
無
是
宮
室
、
死
王
諸
芸
是
陵
墓
。
股
人
垣
鬼
、
把
生
王
一
切
藁
享
粥
侍
衛
、

都
搬
劉
陵
墓
去
、
這
是
西
北
岡
殉
葬
約
儀
式
。
掘
死
王
神
霊
来
格
来
饗
的
宗
廟
、

也
鶴
翼
預
備
一
群
、
遙
是
小
書
村
建
造
宗
麟
時
祭
糞
的
儀
式
」
と
い
う
の
で
あ

⑳る
。
そ
う
し
て
こ
の
宗
廟
地
域
の
中
心
は
黄
土
堂
塾
で
あ
る
と
い
う
。
若
し
こ

の
推
定
が
正
し
い
と
す
る
と
、
前
に
の
べ
た
壌
土
堂
基
の
周
囲
に
あ
っ
た
餐
種

の
場
所
は
、
祭
礼
の
た
め
の
も
の
を
作
る
場
所
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

然
し
こ
の
よ
う
な
考
え
が
果
し
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
体
小
屯
地
区
の
遺
蹟
は
武
丁
か
ら
帝
辛
（
紺
王
）
ま
で
の
ト
辞
を
出
土
し

て
い
る
。
こ
の
ト
辞
が
五
期
に
区
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と

で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
出
土
地
点
は
、
第
幸
三
次
・
第
十
五
次
発
掘
に
C
区
か

ら
は
第
一
期
或
は
そ
れ
に
近
い
ト
辞
を
出
土
し
、
F
区
か
ら
は
第
四
期
卜
辞
の

み
を
出
土
し
た
以
外
に
は
、
他
の
区
域
と
ト
辞
と
の
関
係
は
開
ら
か
で
な
い
。

そ
れ
は
第
九
次
発
掘
ま
で
に
得
ら
れ
た
甲
骨
の
出
土
手
飼
の
記
録
が
、
一
部
を

除
い
て
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
今
こ
の
C
区
出
土
の
甲
骨
を
と
り
出
し
て
考
え
て
冤
よ
う
。
先
に
あ
げ
た
乙

十
八
導
坑
は
第
十
五
次
発
掘
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
開

点
し
て
考
え
ら
れ
た
ト
辞
は
、
第
一
期
に
近
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
特
殊
な
貞

人
集
団
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
第
十
五
次
の
。
区
か
ら
得
ら
れ
た
ト
辞
は

大
体
こ
の
貞
人
集
団
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
小
屯
村
北
洋
掘
域
の
南
部

は
、
こ
の
特
殊
な
貞
人
集
団
に
よ
っ
て
第
一
期
に
占
屠
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
然
ら
ば
第
一
期
以
後
は
如
何
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
貞
人
集
団
の

属
し
た
人
達
に
よ
っ
て
引
き
続
い
て
占
居
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ

れ
以
後
の
ト
辞
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
第
一
期
以
後
に

は
、
至
要
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
強
く
な
る
。
更
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先
の

黄
土
堂
基
の
北
に
あ
っ
た
大
連
坑
及
び
附
近
出
土
の
甲
骨
は
第
一
・
二
期
が
少

数
で
第
三
期
ト
辞
が
最
も
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
B
区
以
北
の
発
掘
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

第
一
・
二
・
一
二
・
五
期
卜
辞
を
出
土
し
た
け
れ
ど
も
、
C
区
か
ら
出
土
し
た
の

と
同
じ
貞
人
集
団
の
ト
辞
は
殆
ん
ど
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
（
図
1
2
＞
。
従
っ
て
こ

の
乙
十
八
基
附
近
は
先
づ
こ
の
貞
人
集
団
に
よ
っ
て
第
一
期
零
丁
時
代
或
は
そ

れ
に
近
い
時
期
に
占
居
さ
れ
、
東
西
四
十
余
、
南
北
十
余
米
で
、
爾
北
に
三
個
の

大
門
を
も
つ
た
大
基
鮭
を
中
心
に
し
て
生
活
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
こ

の
大
墓
駈
は
、
層
厚
宣
「
殺
擁
発
掘
」
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
が
詳
細
は
全
く
不

明
で
あ
る
）
。
芳
し
こ
の
よ
う
な
腰
骨
が
可
能
に
な
る
な
ら
ば
、
先
の
黒
氏
の

言
葉
は
全
部
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
例
え
宗
廟
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
純
粋
の
王
窒
の
宗
廟
で
は
な
い
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⑪

の
で
あ
る
。

　
ま
た
石
氏
が
乙
、
丙
両
組
に
は
墓
藤
が
繕
う
と
い
う
け
れ
ど
も
、
郭
宝
鈎
氏

の
報
皆
に
よ
る
と
黄
土
堂
墓
の
周
囲
に
は
余
り
墓
葬
が
晃
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ

れ
も
実
は
宗
廟
（
董
氏
の
観
点
に
立
っ
て
は
）
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で

図

髪一A’

ζ

IN

髪
　
　
多

笏
あ
る
。

　
従
っ
て
現
在
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
報
告
の
み
か
ら
董
氏
の
如
く
考
え
る
こ
と

は
匙
険
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
さ
ら
に
詳
…
細
…
な
報
告
を
期
待
す
る

と
共
に
郵
州
の
発
掘
に
お
い
て
は
、
股
式
遣
蹟
の
全
体
を
把
握
す
る
よ
う
な
発
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：最近における股式遺蹟の研究と1発掘（上）　（研藤）

掘
・
報
青
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
最
緩
に
更
に
一
二
遺
蹟
に
つ
い
て
気
付
い
た
点
に
ふ
れ
て
お
く
。

　
出
牢
の
登
掘
に
お
い
て
、
股
代
の
錬
銅
遺
駈
、
製
骨
遺
祉
な
ど
が
発
見
さ
れ

　
　
　
　
　
＠

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詳
審
は
何
れ
も
現
在
来
見
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

や
は
り
、
小
桜
で
も
一
例
え
ば
黄
土
堂
塾
の
周
辺
一
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
然
し
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
小
紫
の
殿
代
署
蹟
で
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

陶
の
窯
が
、
郵
州
で
は
可
成
り
多
数
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
窟
玩
は
、
郵
州

銘
功
路
の
西
側
一
三
〇
〇
平
方
米
の
範
囲
か
ら
十
五
座
が
、
十
四
座
の
基
堤
、

灰
坑
六
十
七
、
墓
葬
十
九
と
共
に
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
甕
は
円
形
と
養
畜

と
あ
り
、
時
期
は
中
期
の
も
の
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
窟
の
附
近
か
ら
は
膨

圧
錘
、
陶
印
模
、
或
は
赤
焼
成
の
碧
潭
、
焼
成
に
失
敗
し
た
陶
片
な
ど
が
多
数

あ
り
、
而
か
も
基
祉
な
ど
を
も
併
せ
て
、
可
成
り
密
、
痩
の
大
き
い
製
陶
地
域
を

な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
地
区
の
基
祉
の
例
を
あ
げ
る
と
、
馳
上
に

版
築
を
作
り
そ
の
上
に
白
次
颪
を
塗
り
、
照
方
に
は
巌
壁
を
設
け
壁
の
一
方
に

門
が
あ
る
。
門
に
対
し
た
壁
下
に
焼
土
台
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式

の
房
墓
は
二
個
あ
り
、
そ
の
一
は
長
七
・
四
米
、
寛
三
・
七
米
あ
り
、
基
堀
の

下
に
東
麺
に
並
ん
だ
六
個
の
墓
葬
が
あ
り
、
う
ち
三
墓
は
小
児
で
あ
っ
た
。
こ

う
い
っ
た
墓
鮭
と
埋
葬
と
の
関
係
は
、
同
じ
く
鄭
州
市
北
部
の
任
砦
か
ら
出
た

基
肚
に
も
見
ら
れ
、
東
西
九
・
三
米
、
南
北
一
二
・
八
米
、
四
方
に
踏
壁
が
あ

り
、
そ
の
厚
さ
約
○
・
六
米
。
先
に
東
西
の
籍
を
作
り
、
次
に
爾
北
を
築
き
、

最
後
に
東
西
の
部
屋
を
分
つ
も
の
を
作
る
。
房
内
は
秀
土
が
四
間
あ
り
、
各
層

毎
に
白
灰
面
と
火
焼
土
が
あ
り
、
白
灰
面
は
播
壁
面
に
も
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い

る
。
東
岳
の
雑
著
に
門
が
あ
り
、
爾
壁
の
門
に
対
し
た
場
所
に
小
さ
な
焼
土
台

が
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
墓
鮭
の
論
理
或
は
矯
壁
の
下
に
小
児
或
は
犬
の
骨
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

発
見
さ
れ
、
小
聖
の
乙
・
丙
両
点
と
同
締
探
で
あ
っ
た
と
い
う
。
従
っ
て
先
の
製

陶
区
の
実
記
に
見
ら
れ
た
墓
詣
も
同
じ
よ
う
な
意
義
と
解
さ
れ
る
。
若
し
こ
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
単
に
宗
廟
に
対
し
て
の
み
、
こ
れ
ら
の
墓
葬

が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
普
通
の
居
住
地
域
に
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
題
は
別
と
し
て
、
免
も
角
、
十

五
次
に
わ
た
る
小
屯
発
掘
で
股
代
期
の
窟
班
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

考
え
る
と
、
こ
の
小
屯
地
域
は
更
に
製
陶
な
ど
を
行
う
場
所
を
他
に
も
ち
、
こ

れ
を
も
澱
め
て
一
つ
の
生
濡
区
域
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
今
一
つ
は
、
こ
こ
に
述
べ
た
建
築
墓
竣
に
行
わ
れ
て
い
た
白
惚
面
に
つ
い
て

で
あ
る
。
小
屯
で
は
先
に
あ
げ
た
乙
十
七
墓
祉
が
た
だ
一
例
で
あ
っ
た
が
、
実

は
こ
れ
は
割
に
広
く
分
布
す
る
現
象
な
の
で
あ
る
。
安
陽
聖
哲
・
溶
県
大
変
店

は
何
れ
も
黒
陶
期
の
竪
穴
居
住
鮭
に
行
わ
れ
て
お
り
、
髄
西
闘
難
台
か
ら
は
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

上
建
築
に
白
雲
面
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
が
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
に
な

っ
て
郵
州
で
は
先
の
二
例
の
ほ
か
、
北
郊
の
紫
荊
山
か
ら
は
東
西
四
米
、
爾
北

二
・
五
米
、
四
瑚
に
残
高
○
・
五
米
の
驚
が
あ
る
藁
坑
が
あ
り
、
こ
れ
に
白
灰

面
［
と
焼
土
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
植
民
公
圏
の
北
か
ら
は
長
四
米
、
寛
二
・
九
米

，59　（323．）



の
二
層
に
堆
積
し
た
房
住
祉
が
あ
り
、
北
・
西
と
は
騰
を
け
ず
っ
て
直
接
騰
と

し
、
南
に
は
臓
を
築
き
、
こ
の
二
層
の
腰
…
住
祉
に
よ
っ
て
継
続
し
て
使
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
が
、
二
層
と
も
に
厚
さ
三
一
五
運
の
白
黒
面
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も

股
式
遺
蹟
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
鄭
州
二
里
諺
の
黒
陶
期
の
袋
穴
黒
灰
坑
、
洛
陽
瀾
西
孫
旗
屯
の

三
型
期
の
坑
の
底
面
に
は
白
眼
面
、
或
は
白
鳥
台
と
焼
土
が
あ
り
、
長
安
半
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

村
の
仰
翻
期
居
住
堤
に
も
底
颪
と
矯
壁
と
に
白
遅
効
が
発
見
さ
れ
た
。

　
こ
の
白
灰
面
と
は
石
灰
質
の
も
の
で
、
黄
土
中
に
運
算
に
含
ま
れ
る
生
塵
石

を
粉
砕
し
て
、
そ
の
粉
宋
を
水
に
よ
っ
て
ね
り
、
こ
れ
を
ぬ
る
と
乾
燥
後
非
常

に
堅
硬
に
な
る
と
い
わ
れ
る
。
且
つ
石
灰
質
で
あ
る
た
め
、
湿
気
を
防
ぐ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
出
来
、
ま
た
美
し
く
も
あ
る
。
即
ち
漆
喰
で
あ
る
。
こ
の
効
用
の
た
め
に
使

用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
小
買
で
使
矯
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ

ろ
う
か
（
嵐
灰
面
の
一
部
に
見
ら
れ
る
焼
土
は
火
を
燃
や
し
た
あ
と
で
あ
る
）
。

　
白
三
面
の
厚
さ
は
、
最
厚
で
一
糎
と
言
わ
れ
、
】
つ
の
遺
堤
で
適
例
数
願
発

見
さ
れ
る
か
ら
、
あ
る
期
闘
使
用
さ
れ
る
と
、
そ
の
上
に
ま
た
土
を
い
れ
て
更

に
白
灰
顧
が
作
ら
れ
る
。
ま
た
小
屯
地
区
の
発
掘
の
中
途
で
行
わ
れ
た
後
岡
、

大
賛
店
の
発
掘
な
ど
で
、
白
灰
面
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
小
謡
で
も
気
付

か
れ
な
か
っ
た
筈
は
な
い
。
ま
た
こ
の
白
三
面
を
つ
く
る
技
術
も
知
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
即
ち
乙
十
七
基
山
に
は
一
例
な
が
ら
こ
れ
が
あ
り
、
こ
の
基
坂

と
閣
遮
あ
り
と
さ
れ
る
H
一
九
六
坑
の
上
層
に
は
黄
土
と
多
最
の
百
石
と
が
発

見
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
従
っ
て
石
氏
が
乙
十
七
の
白
灰
占
と
H
九
六
坑

内
の
陶
豆
を
薗
部
さ
せ
た
の
は
誤
り
で
あ
る
）
。
私
は
最
初
に
小
藩
で
は
白
灰

颪
を
つ
く
る
代
り
に
秀
土
、
即
ち
土
を
つ
き
黒
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に
代

る
効
用
を
さ
せ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
郵
州
で
は
秀
土
墓
堤
の
上
に
更
に

白
黒
面
を
塗
っ
て
い
る
し
、
小
減
の
穴
坑
に
も
こ
れ
が
更
訂
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
こ
の
考
え
の
み
で
は
通
じ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
技
術
的
に
は
秀
土
の

ほ
う
が
容
易
な
方
法
と
思
は
れ
る
が
、
何
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
は
将
来
小
亀
の
遺

蹟
の
性
絡
…
を
考
え
る
際
に
何
か
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
で
遺
蹟
の
項
を
終
る
が
、
何
は
と
も
あ
れ
、
遺
蹟
全
体
の
関
係
を
郷
り

得
る
如
き
報
告
を
期
待
し
て
止
ま
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
）

　
①
　
胡
厚
宣
「
股
城
発
掘
」
頁
ニ
ニ
七
以
下
。
こ
の
書
は
、
解
放
前
の
十
五

　
　
圖
に
わ
た
る
澱
ゆ
捌
発
掘
に
つ
い
て
も
、
住
」
次
を
追
っ
て
詑
醐
録
し
て
あ
り
、

　
　
便
利
な
欝
で
あ
る
。

　
②
　
郭
宝
鈎
「
一
九
五
〇
年
暮
二
二
発
掘
報
告
」
（
中
国
考
古
学
報
第
五
偲
）
、

　
　
安
志
敏
コ
九
五
二
年
秋
季
鄭
州
二
璽
三
岡
掘
記
」
（
醐
第
八
冊
）
、
馬
得

　
　
志
等
「
一
九
五
三
年
南
陽
大
司
甕
村
発
掘
報
告
扁
（
岡
第
九
冊
）
、
郭
室
釣

　
　
等
「
一
九
五
二
年
秋
季
洛
陽
東
郊
湿
婆
報
告
」
　
（
同
）
以
外
は
報
告
は
未

　
　
刊
。

③
　
陳
夢
家
「
解
放
後
甲
骨
約
新
資
料
和
整
理
研
究
」
　
（
丈
物
参
放
資
料
、

　
　
　
九
五
隣
年
第
五
期
、
以
下
丈
参
と
簡
称
す
る
）

④
山
西
省
落
物
管
理
委
員
会
「
由
西
洪
海
藻
坊
二
村
古
遣
自
乗
為
重
理
簡
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（伊藤）最近における股式遺蹟の研究と発掘（上）

　
報
」
（
文
参
五
五
年
第
四
期
）
、
陳
西
省
文
管
会
「
長
安
張
家
運
村
西
目
遣

　
証
的
膝
下
亜
外
発
現
」
　
（
丈
参
五
山
ハ
翠
煙
つ
緊
一
志
期
）

⑤
陳
夢
家
、
前
掲
書

⑥
郭
室
鈎
等
「
一
九
五
二
年
秋
季
洛
陽
東
郊
発
掘
報
告
」
、
四
川
省
丈
管
会

　
「
成
都
青
津
宮
古
暴
挙
導
爆
簡
報
鳳
　
（
考
古
通
訊
一
九
五
六
年
層
二
期
、

　
以
下
遍
訊
と
坐
具
）

⑦
ヂ
換
章
「
蕪
東
新
石
器
時
代
遺
駈
偏
差
一
〇
、
河
爾
文
物
工
作
隊
第
二

　
曾
孫
旗
屯
清
里
小
組
「
洛
陽
澗
西
経
屯
古
樹
駈
臨
（
丈
参
五
五
年
層
九
期
）

⑧
陳
塗
家
、
前
掲
書
。
螂
州
愛
社
物
エ
作
組
「
鄭
州
市
胎
盤
墨
堤
地
層
関

　
係
介
紹
」
　
（
文
参
五
四
年
第
十
二
期
）
。
　
安
志
敏
前
掲
書
は
鄭
州
を
四
期

　
に
分
け
、
鄭
州
一
期
は
夕
照
一
期
（
琉
璃
樋
里
・
中
区
）
に
当
り
、
鄭
州

　
三
。
四
期
は
小
屯
と
輝
県
二
期
（
南
区
）
に
当
る
と
い
う
。

⑨
　
陳
夢
家
、
前
掲
書
。
郭
宝
釣
等
、
前
掲
書

⑩
　
劉
燃
「
河
南
溶
県
大
甕
店
史
前
遣
雄
」
　
（
田
野
考
古
報
告
第
一
期
）
、

　
李
済
編
「
城
子
崖
」
、
東
亜
考
古
単
会
、
「
羊
頭
窪
」

⑪
　
陳
夢
家
、
前
掲
書

⑫
李
景
聰
「
濠
東
商
郎
永
城
調
査
及
造
律
倉
黒
孤
塁
懸
橋
三
聖
小
発
掘
」

　
（
申
国
考
古
学
報
第
二
冊
）

⑱
　
本
稿
頁
五
七
参
照
。
こ
の
期
の
ト
骨
の
出
土
は
F
区
の
み
。

⑭
　
胡
厚
宣
「
二
代
卜
亀
之
資
源
」
　
（
甲
骨
学
商
史
論
出
初
曲
面
圏
偲
）
。

　
胡
氏
は
所
謂
隠
語
蕪
辞
を
二
心
と
し
、
広
く
地
誌
か
ら
亀
の
慶
地
を
た
ど

　
つ
て
、
殿
代
の
ト
亀
は
南
方
・
西
方
の
揚
子
江
流
域
か
ち
亀
っ
て
こ
ら
れ

　
た
と
す
る
。
勿
論
甲
張
刻
辞
か
ら
た
ど
ら
れ
る
も
の
は
南
方
か
ら
の
も
の

　
が
多
い
が
、
西
方
澄
由
の
も
の
拡
、
四
川
に
通
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
且
つ
胡
氏
は
、
黒
｛
農
期
酬
に
は
尊
爵
を
使
用
し
、
股
代
に
な
っ
て
南
方
と
の

　
交
通
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
亀
甲
を
使
駕
し
、
亀
霊
の
観
念
が
発
生
し
た
と

　
い
う
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
鄭
州
の
股
華
魁
還
眺
蹴
の
早
期
が
獣
僻
宥

　
の
み
を
田
田
し
て
お
り
、
更
に
次
号
に
ふ
れ
る
如
く
、
郵
州
に
お
け
る
｛
霜

　
銅
瓢
僻
の
出
↑
土
が
中
期
か
ら
始
ま
る
。
即
ち
亀
甲
・
と
池
阿
鋼
…
器
と
が
岡
＝
時
期

　
か
ら
は
じ
ま
り
、
股
式
早
期
で
は
、
青
銅
器
は
未
発
見
で
あ
る
。
従
っ
て
、

　
鯉
山
米
殿
式
文
化
と
黒
陶
丈
化
と
は
、
余
り
関
聯
が
靭
曜
め
ら
れ
な
か
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び

　
で
あ
る
が
、
｛
郷
州
の
発
掘
が
進
め
ば
、
晒
似
式
皐
・
期
を
巡
歴
…
と
し
て
こ
の
二

　
つ
の
文
化
の
聞
の
関
係
」
が
明
ら
か
に
な
る
か
引
し
れ
な
い
。
ま
た
今
ま
で

　
考
古
学
的
に
は
殿
の
文
化
と
西
方
と
の
関
係
竜
余
り
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た

　
が
、
今
後
は
こ
れ
も
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑱
図
参
照
。
黄
河
に
沿
っ
て
殿
式
遺
跡
は
険
西
ま
で
伸
び
て
い
る
こ
と
を

　
考
え
た
い
。

⑯
サ
燥
章
、
互
換
書
画
七
二

⑰
馬
得
志
等
、
葡
掲
轡
及
附
注
㈲

⑮
董
作
賓
「
釈
後
賜
出
土
的
一
片
ト
辞
」
（
安
置
発
掘
報
告
第
四
期
）

⑲
　
中
央
研
究
院
歴
兜
語
言
研
究
所
拓
巣
刊
第
こ
十
六
本
所
収
。
こ
の
項
は
註

　
記
な
き
限
り
、
大
体
こ
の
肱
識
丈
に
よ
る
。

⑳
石
璋
如
「
股
櫨
最
近
之
重
要
発
現
」
（
中
願
考
古
学
報
第
二
冊
）
、
図

　
は
こ
の
鵡
翻
し
又
に
の
せ
ら
れ
た
安
陽
小
窯
C
区
現
象
図
に
よ
る
。

⑳
　
註
②
及
梁
思
永
「
禁
煙
溌
掘
小
記
」
　
（
安
置
発
掘
報
告
第
四
期
）

⑳
　
石
璋
如
「
駿
代
地
上
建
築
復
原
之
…
例
」
　
（
中
央
研
究
院
院
刊
こ

⑳
　
こ
の
種
の
ト
辞
は
、
陳
夢
家
氏
に
よ
っ
て
第
一
期
後
半
午
組
ト
辞
と
さ

　
れ
た
も
の
に
近
い
。
第
「
十
五
次
脚
兜
掘
顕
著
。
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⑳
　
郭
宝
鉤
「
B
区
発
掘
記
之
一
」
　
「
同
一
こ
（
論
叢
発
掘
報
告
第
四
期
）
。

⑳
　
輩
作
賓
「
甲
骨
学
五
十
年
」
頁
烈
四
。

⑳
　
卜
辞
に
あ
ら
わ
れ
る
門
は
、
色
々
な
種
類
が
あ
り
、
未
だ
正
確
な
見
解

　
は
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
に
箇
単
に
結
び
つ
く
か
は
疑
闘
一
で
あ
る
が
、

　
参
考
に
す
べ
き
事
例
で
あ
る
。

⑳
註
⑳

⑳
　
石
環
如
「
第
七
次
殿
虚
発
掘
－
鷺
区
工
作
報
告
」
　
（
安
陽
発
掘
報
告
第

　
四
期
）
図
版
一
参
照
。

⑳
註
⑳

⑳
董
作
賓
．
「
甲
骨
文
断
代
研
究
例
」
（
慶
祝
察
元
培
先
生
六
＋
五
歳
論
丈

　
集
、
上
冊
）

⑳
こ
の
グ
ル
1
プ
の
ト
辞
に
あ
ら
わ
れ
る
祭
肥
対
象
は
第
一
期
王
朝
卜
辞

　
の
も
の
と
多
少
異
る
。

⑫
　
河
南
省
丈
物
工
作
隊
第
一
隊
「
郵
州
市
古
遺
嘱
、
墓
葬
的
重
要
発
親
」

　
（
通
志
五
五
年
第
三
期
）

⑳
　
河
南
文
物
工
作
隊
第
」
隊
「
郵
州
発
現
的
酒
代
製
陶
造
跡
」
　
（
文
面
五

　
五
年
第
九
期
）
、
「
鄭
州
市
軍
功
路
西
翠
発
現
商
東
灘
陶
工
揚
、
房
基
等
遺

　
鮭
」
　
　
（
文
参
五
六
年
第
「
一
期
…
貝
山
ハ
四
〔
）

⑭
河
南
二
物
工
作
隊
第
一
隊
「
八
ケ
月
来
的
郵
転
卵
物
工
作
概
況
」
（
文

　
参
五
五
年
第
九
期
）

⑳
　
梁
思
永
「
日
岡
発
掘
小
記
」
、
劉
耀
「
河
南
溶
日
大
賓
白
羽
薗
遣
駈
偏

　
（
照
野
考
古
報
告
第
｝
冊
）
。
新
石
器
、
特
に
黒
陶
期
に
は
讐
遍
的
で
あ
る
。

⑳
　
張
建
中
「
鄭
州
市
北
郊
紫
溜
出
一
帯
発
現
商
代
遺
跡
」
　
（
丈
参
五
四
年

　
第
十
一
期
）
、
河
南
二
物
工
作
隊
第
一
隊
「
螂
州
発
硯
約
商
代
製
陶
遣
跡
」
、

　
　
後
者
竜
や
は
り
製
陶
審
祉
に
近
接
し
た
も
の
で
あ
6
9
る
。

　
⑳
　
晶
附
想
鯉
「
八
ケ
月
山
米
的
鄭
州
丈
物
一
工
作
欄
慨
況
」
、
「
洛
陽
澗
西
戦
旗
屯
古
遣

　
　
祉
」
、
考
古
研
究
所
西
安
欝
欝
工
作
隊
「
西
安
半
波
遣
堤
第
二
次
発
掘
的
主

　
　
菰
ズ
収
穫
」
　
　
（
滞
遇
訊
五
｛
ハ
な
十
第
二
期
）

　
⑱
　
朗
継
高
「
白
灰
面
究
寛
是
用
什
麿
傲
成
的
」
　
（
丈
参
五
五
年
第
七
期
）

ノ
ら
く
を
ぐ
ミ
ぐ
く
く
ノ
ラ
ラ
ラ
ン
ラ
ラ
ラ
　
ぞ
ノ
ミ
ぐ
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ラ
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ラ
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ラ
ラ
う
ミ
ミ
く
ご
く
で
く
を
ぐ
で
く
く
ぐ
く
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小
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門
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俊
彦

金
　
　
載
元

工
藤
　
敬
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桑
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小
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