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１ 

は
じ
め
に 

韓
国
国
立
慶
尚
大
学
の
招
聘
教
授
を
一
段
落
し
て
、
逆
に
日
本
か

ら
韓
国
に
通
う
生
活
に
入
っ
た

2
0

0
5

年
頃
か
ら
、
三
角
縁
神
獣
鏡
や

倭
鏡
の
こ
と
な
ど
を
集
中
的
に
勉
強
し
て
い
た
。
と
に
か
く
、
こ
れ

ほ
ど
好
奇
心
を
充
た
し
て
く
れ
る
テ
ー
マ
は
な
か
っ
た
。 

少
な
く
と
も
代
表
的
な
論
文
は
コ
ピ
ー
で
集
め
た
。
新
刊
書
で
あ

れ
ば
、
多
少
高
価
で
あ
っ
て
も
、
ま
ず
書
架
に
納
め
た
。
勉
強
し
て
仲

間
内
の
研
究
会
で
ア
ウ
ト
ブ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
日
常
生
活
に
お
け
る

楽
し
み
と
な
っ
て
い
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
で
も
「
文
系
」
と
「
理
系
」
の
立
場
に
つ
い
て

は
、
常
に
意
識
し
て
い
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
従
前
の
考
古
学
が
「
表

面
か
ら
見
え
る
物
」
を
精
緻
に
観
察
し
、
狭
い
世
界
で
の
整
合
性
を

求
め
て
い
た
よ
う
に
思
え
た
。 

そ
れ
に
対
し
て
、「
理
系
」
は
有
力
な
武
器
を
も
ち
な
が
ら
、「
文
系
」

す
な
わ
ち
「
旧
考
古
学
」
の
世
界
に
必
要
以
上
に
忖
度
し
て
、
な
ん
と

か
そ
の
有
力
な
武
器
を
「
旧
世
界
」
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
よ
う

に
汲
々
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。 

「
鉛
同
位
体
比
法
」
を
掲
げ
て
、
考
古
学
界
に
旋
風
を
起
こ
し
た
先

駆
者
た
ち
の
「
定
説
」
が
、
教
科
書
的
な
解
説
と
し
て
一
般
書
に
紹
介

さ
れ
、
「
考
古
学
」
の
専
門
家
達
が
そ
れ
に
追
随
し
て
い
た
。 

例
え
ば
、
図
１
に
示
す
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
鉛
同
位
体
比
の
領

域
を
四
区
分
し
、
Ａ
領
域
は
「
前
漢
鏡
な
ど
華
北
の
鉛
」
、
Ｂ
領
域
は

「
後
漢
・
三
国
鏡
な
ど
華
南
の
鉛
」
、
Ｃ
領
域
は
「
日
本
産
の
鉛
」
、
Ｄ
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ラ
イ
ン
は
「
多
鈕
細
文
鏡
な
ど
朝
鮮
半
島
の
鉛
」
と
し
て
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
僅
か
四
つ
の
定
義
の
内
、
実
は
二
つ
も
定
義
が
誤
っ
て
い

た
の
で
あ
る

(1)
。 

ま
ず
Ｃ
領
域
の
「
日
本
の
鉛
」
は
畿
内
以
西
の
鉱
山
の
鉛
の
み
を
載

せ
て
い
て
、
日
本
最
大
の
岐
阜
県
神
岡
鉱
山
群
の
鉛
の
領
域
を
除
外

し
て
い
た
。
も
し
こ
の
神
岡
鉱
山
の
鉛
を
載
せ
れ
ば
、
日
本
の
鉛
の

領
域
が
Ｂ
領
域
「
後
漢
・
三
国
鏡
な
ど
の
華
南
の
鉛
」
を
カ
バ
ー
し
て

し
ま
い
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
領
域
が
神
岡
鉱
山
の
鉛
と
一
致
す
る
こ

と
は
、
誰
の
目
に
も
明
白
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
当
時
三
角

縁
神
獣
鏡
を
「
魏
鏡
」
だ
と
す
る
考
古
学
界
本
流
の
意
見
と
相
反
し
、

考
古
学
界
に
鉛
同
位
体
比
法
を
取
り
入
れ
て
も
ら
う
の
に
否
定
的
な

雰
囲
気
が
蔓
延
す
る
こ
と
を
怖
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
Ｄ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
多
鈕
細
文
鏡
な
ど
朝
鮮
半
島
産
青

銅
器
の
鉛
と
一
致
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
朝
鮮
半
島
鉱
山
の

鉛
ラ
イ
ン
と
は
完
全
に
異
な
り
、
古
代
中
国(

西
周
以
前)

に
盛
行
し
て

い
た
鉛
の
ラ
イ
ン
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
古
代
中
国
産
の
鉛
」
と
で

も
定
義
す
れ
ば
、
当
時
の
考
古
学
界
の
認
識
と
大
き
く
異
な
る
た
め

に
忖
度
し
た
表
現
な
の
で
あ
る
。 

以
上
の
二
項
目
の
「
誤
り
」
が
初
期
的
な
学
説
に
伴
う
「
誤
り
」
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
旧
考
古
学
界
に
忖
度
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と

は
明
か
で
あ
っ
た
。
筆
者
か
ら
の
指
摘
を
受
け
て
、
潔
く
「
訂
正
」
す

れ
ば
許
せ
る
が
、
既
に
中
国
国
家
博
物
館
の
李
剛
が
二
〇
〇
六
年
の

論
文

(2)
で
「
Ｄ
ラ
イ
ン
は
朝
鮮
半
島
の
鉛
で
は
な
い
」
と
明
快
に
否
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定
し
た
上
で
、
こ
の
ラ
イ
ン
に
載
る
朝
鮮
半
島
や
日
本
の
青
銅
器
の

鉛
は
古
代
中
国
の
鉛
だ
と
筆
者
の
意
見
に
同
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
事
実
関
係
を
見
れ
ば
誰
で
も
判
る
「
誤
り
」
を
今
日
に
い

た
る
ま
で
、
何
と
か
「
引
き
分
け
」
に
持
ち
込
も
う
と
努
力
し
て
い
る

の
で
あ
る
。 

例
え
ば
、「
Ｄ
ラ
イ
ン
の
鉛
が
朝
鮮
半
島
産
」
と
い
う
根
拠
を
示
す

試
料
と
し
て
「
出
雲
国
疔
の
和
同
開
珍
」
と
「
慶
南
の
内
徳
里
古
墳
群

の
方
鉛
鉱
」
の
二
点
を
持
ち
出
し
て
き
た
の
が

2
0

0
7

年
の
馬
淵
論
文

(3)
で
あ
る
。 

要
は
二
点
の
試
料
は
Ｄ
ラ
イ
ン
と
朝
鮮
半
島
の
鉛
ラ
イ
ン
が
交
差

す
る
部
分
、
す
な
わ
ち
横
軸(

2
0

7P
b

/
2

0
6P

b
)

で
示
す
と

0
.8

3

か
ら

0
.8

5

の
ご
く
狭
い
部
分
の
事
例
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
Ｄ
ラ

イ
ン
は

0
.7

か
ら

0
.9

ま
で
続
く
極
め
て
広
範
囲
の
領
域
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
筆
者
を
愚
弄
す
る
内
容
な
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
Ｄ
ラ
イ
ン
を
古
代
中
国
の
鉛
と
す
る
と
、
五
百
年
以
上

の
時
間
差
を
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
馬
淵
論
文
は
そ
ん

な
こ
と
は
出
来
ま
い
と
割
り
切
っ
て
い
る
立
場
の
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
が
考
古
学
界
の
意
向
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
前
漢
時
代
の
銅
産
出
量
が
年
二
千
ト
ン
に
達
し
、
戦
国
初

期
の
一
諸
侯
に
過
ぎ
な
か
っ
た
曾
侯
乙
の
墓
か
ら
青
銅
器
が
十
㌧
以

上
も
出
土
し
た
こ
と
を
既
に
学
ん
で
い
る
筆
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
比

し
て
、
日
本
で
は
弥
生
時
代
の
青
銅
器
の
総
発
掘
量
が
わ
ず
か
五
ト

ン
、
古
墳
時
代
は
二
ト
ン
に
過
ぎ
な
い
。
広
い
中
国
で
は
ど
こ
か
で

曾
侯
乙
墓
程
度
の
青
銅
器
が
発
掘
・
盗
掘
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な

く
、
そ
の
一
部
が
朝
鮮
半
島
や
日
本
に
回
っ
た
と
す
れ
ば
、
Ｄ
ラ
イ

ン
を
古
代
中
国
の
鉛
ラ
イ
ン
と
称
し
て
も
な
ん
の
問
題
も
な
い
の
で

あ
る
。 

事
実
、
馬
淵
論
文
が
発
表
さ
れ
る
直
前
に
筆
者
の
二
〇
〇
七
年
の

論
文
(4)
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

紀
元
前
二
八
四
年
、
燕
の
将
軍
楽
毅
は
隣
国
の
斉
の
圧
力
に
耐

え
か
ね
、
斉
以
外
の
戦
国
六
国
と
連
衡
を
結
び
、
斉
の
都
臨
淄
を
墜

と
し
宝
器
を
奪
っ
て
燕
に
帰
還
し
た
。
大
部
分
が
殷
以
来
の
古
来

の
青
銅
器
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
燕
は
も
と
よ
り
、
朝
鮮

半
島
や
弥
生
時
代
の
日
本
に
ス
ク
ラ
ッ
プ
と
し
て
流
入
す
る
。
日

本
や
朝
鮮
に
Ｄ
ラ
イ
ン
の
中
国
古
来
の
鉛
が
流
入
し
た
の
は
そ
の

経
過
な
の
で
あ
る
。 

日
本
に
お
け
る
「
青
銅
鏡
の
研
究
」
は
時
代
の
背
景
か
ら
鏡
の
文

様
、
銘
文
、
字
体
な
ど
に
つ
い
て
「
外
観
観
察
」
を
主
体
と
し
て
精
緻

な
研
究
を
重
ね
て
き
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
宿
命
的
に
「
主
観
」
に

た
よ
る
要
素
が
強
く
な
り
、
理
系
か
ら
見
る
と
客
観
的
な
考
察
と
は

か
な
り
距
離
を
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
し
か
し
、
今
や
「
眼
に

見
え
な
い
手
法
」
例
え
ば
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
線
を
利
用
し
た
非
破
壊
分

析
、
形
状
測
定
、
内
部
組
成
や
鋳
造
組
織
測
定
、
あ
る
い
は
「
技
術
復

元
」
な
ど
「
理
系
」
の
手
法
を
活
用
し
て
、
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
の
製

作
地
さ
え
追
求
で
き
る
時
代
が
や
っ
て
き
て
い
る
。 

従
来
の
よ
う
に
「
理
系
考
古
学
者
」
は
「
文
系
考
古
学
者
」
の
補
助
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的
な
役
割
に
甘
ん
じ
る
だ
け
で
な
く
、「
見
え
な
い
研
究
手
法
」
を
担

い
で
研
究
の
革
新
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

乱
暴
に
言
え
ば
、「
従
来
考
古
学
」
の
結
論
に
は
、
い
っ
た
ん
眼
を

閉
じ
て
理
系
技
法
に
よ
る
客
観
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
で
問
題
に
取

り
組
む
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。 

い
つ
も
思
う
こ
と
は
、
考
古
学
で
は
精
緻
な
ス
ケ
ッ
チ
に
膨
大
な

労
力
を
と
ら
れ
て
い
る
の
に
、
非
常
に
簡
単
な
遺
物
の
重
量
さ
え
測

定
し
て
い
な
い
。
同
型
鏡
の
理
解
に
重
量
測
定
が
如
何
に
役
立
つ
か
、

実
証
し
た
く
と
も
、
と
に
か
く
デ
ー
タ
が
な
い
。 

そ
れ
で
は
い
っ
た
ん
「
眼
に
見
え
る
情
報
」
か
ら
離
れ
、「
眼
に
見

え
な
い
情
報
」
か
ら
何
が
得
ら
れ
る
か
研
究
し
た
ら
ど
ん
な
結
論
に

な
る
で
あ
ろ
う
か
。 

両
者
の
結
論
に
差
違
が
無
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
が
、
差
違
が
認
め

ら
れ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究

に
例
を
と
り
、
問
題
を
提
起
し
て
み
た
い
。 

な
お
、
本
稿
で
利
用
す
る
鉛
同
位
体
比
や
錫
、
鉛
な
ど
の
化
学
成
分

は
、
個
別
表
現
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
が
、
主
な
活
用
方
法
は
統
計

処
理
で
あ
る
。
資
料
は
全
て
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
活
用
し
た
。
稿
末
に
そ
の
利
用
法
を
示
す
の
で
参
照
し
て
欲
し

い
(5)
。 

２ 

前
漢
時
代
の
鉛
同
位
体
比 

前
漢
時
代(

弥
生
中
期
・
後
期)

の
各
種
青
銅
器
の
鉛
同
位
体
比
が
中

国
で
も
朝
鮮
半
島
で
も
日
本
で
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
状
況

を
表
１
に
整
理
し
て
み
よ
う
。 

 

中
国
青
銅
器
の
分
析
は
ほ
と
ん
ど
が
日
本
の
博
物
館
等
の
所
蔵
で

あ
り
、
中
国
で
の
分
析
例
は
限
ら
れ
て
い
る
。
中
国
に
と
っ
て
の
関

心
事
は
西
周
以
前
の
古
青
銅
器
で
、
前
漢
時
代
で
さ
え
も
興
味
の
対
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象
で
は
な
い
よ
う
だ
。
し
か
も
博
物
館
の
所
蔵
品
に
は
好
事
家
の
収

集
品
も
多
く
、
後
世
の
複
製
品
等
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
可
能
性
も

高
い
。
朝
鮮
半
島
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
様
で
、
楽
浪
土
城
の
例
は
戦
前

の
東
大
考
古
学
研
究
所
が
所
蔵
し
て
い
た
資
料
に
よ
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
中
国
に
お
け
る
実
状
調
査
は
不
十
分
な
可
能
性
も
あ
る
が
、

こ
れ
ら
十
四
項
目
の
資
料
が
鉛
同
位
体
比
に
つ
い
て
ほ
ぼ
誤
差
範
囲

で
一
致
し
て
い
る
。 

こ
の
結
果
か
ら
み
る
と
、
前
漢
時
代
に
は
中
国
は
自
国
内
を
含
め
、

周
辺
国
へ
の
青
銅
器
原
料
の
提
供
に
は
、「
一
定
の
標
準
組
成
」
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
銅
、
錫
、
鉛
の
原
料
を
別
々
に

供
給
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
特
定
目
的
に
関
し
て
は
こ
れ
ら
を
母

合
金
化
し
て
供
給
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
銅
や
錫
は
供
給
源
が
多
様

で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
が
鉛
源
だ
け
は
統
一
し
て
管
理
し
て
い
た

模
様
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、
既
に
一
部
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
中
国
に
お
け
る
銅
産
の

推
移
を
調
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
。 

「
前
漢 

銅
産
出
量
」
と
入
れ
た
だ
け
で
、
筆
者
が
二
十
五
年
前
に

執
筆
し
た
論
考

(6)
が
真
っ
先
に
出
て
く
る
。 

前
漢
時
代
に
隆
盛
を
極
め
た
銅
産
出
が
後
漢
に
入
る
と
著
し
く

停
滞
す
る
。
こ
れ
は
後
漢
初
に
人
口
が
３
分
の
１
に
ま
で
低
下
し

た
こ
と
と
無
関
係
で
な
い
。
そ
の
後
、
後
漢
の
末
に
は
人
口
が
い
っ

た
ん
回
復
す
る
が
、
三
国
時
代
に
入
っ
て
再
び
人
口
が
減
り
中
国

の
銅
鏡
の
状
況
を
見
て
も
、
六
朝
後
半
の
五
、
六
世
紀
に
は
、
鏡
の

製
作
が
急
に
落
ち
込
み
、
こ
の
時
代
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
鏡
は

貧
弱
な
小
鏡
か
鉄
鏡
に
な
り
、
銅
銭
の
品
質
も
悪
く
な
る
。
こ
の
時

期
が
日
本
の
古
墳
時
代
に
当
る
。 

自
ら
整
理
し
た
文
章
の
要
約
で
あ
る
が
、
ど
れ
だ
け
信
頼
性
が
あ

る
の
か
判
ら
な
い
。 

さ
て
、
こ
こ
で
漢
鏡
２
期(

前
漢
前
半)

か
ら
７
期(

後
漢
末)

ま
で
の

青
銅
鏡
の
鉛
同
位
体
比
の
推
移
を
整
理
し
て
表
２
に
示
す
。 

漢
鏡
２
～
４
期(

前
漢
代)

は

2
0

8P
b

/
2

0
7P

b

で
示
し
て

2
.1

6

～2
.1

7

に
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
表
１
と
同
じ
傾
向
を
示
す
が
、
第
５
期(

後
漢
初)

に
入
る
と

2
.1

2

～2
.1

7

へ
と
ピ
ー
ク
が
ひ
ろ
が
り
、
第
６
期(

後
漢

中
期)

に
は
前
漢
時
代
の
中
心
組
成

2
.1

6

～2
.1

7

は
ほ
ぼ
消
え
て
、

2
.0

9

～2
.1

4

と
巾
広
い
分
布
に
替
わ
り
、
更
に
後
漢
末
の
第
７
期
に

入
る
と
、2

.1
0

～2
.1

3

と
範
囲
が
多
少
縮
ま
っ
て
い
る
。
後
の
検
討

の
便
の
た
め
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
変
遷
に
つ
い
て
福
永
伸
哉
ら
が
Ａ

段
階
か
ら
Ｄ
段
階
に
分
け
て
い
る

(7)
の
で
、
そ
の
鉛
同
位
体
比
の
分

布
も
合
わ
せ
て
示
す
。 

前
漢
の
消
滅
に
よ
っ
て
一
定
の
標
準
組
成
を
持
っ
た
青
銅
器
原
料

の
供
給
体
制
を
終
了
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
累
積
銅
生
産
量
が
４
万
㌧
あ
る
い
は
十
万
㌧
に
達
し
た
と

の
説

(8)
が
あ
る
湖
北
省
銅
緑
山(

図
で
は
華
南)

が
こ
の
頃
産
銅
を
終

了
す
る
。 

武
帝
の
時
代(B

C
1

4
1

～B
C

8
7

)

に
前
漢
は
「
五
銖
銭
」
の
独
占
鋳

造
体
制
を
確
立
し
た
が
、
後
半
入
る
と
黄
河
を
中
心
と
し
て
各
種
生
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産
活
動
が
停
滞
し
、
原
料

銅
の
生
産
も
低
下
、「
五
銖

銭
」
の
鋳
造
に
さ
え
支
障

を
来
た
し
、
「
金
」
を
以
て

高
額
通
貨
と
す
る
こ
と
を

検
討
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
そ
の
「
金
」

さ
え
も
東
西
貿
易
で
流
出

し
て
い
て
、
私
鋳
銭
や
小

五
銖
銭
の
悪
銭
化
が
進
行

し
て
い
た
。 

そ
れ
を
「
新
」
を
建
て
た

王
莽(

～A
D

2
3

)

が
超
高
額

の
銅
銭
を
発
行
し
て
改
革

し
よ
う
と
し
た
。
例
え
ば

「
五
銖
銭
」
を
「
一
銭
」
と

し
、
「
五
十
銭
」
に
相
当
す

る
「
大
泉
五
十
」
の
他
に

「
五
百
銭
」
や
「
五
千
銭
」

に
相
当
す
る
銅
貨
ま
で
発

行
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が｢

一

銭
の
二
・
五
倍
、
五
倍
、
十

倍｣

の
重
量
に
過
ぎ
ず
、
銅
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価
純
分
換
算
で
は
、
二
十
倍
、
百
倍
、
五
百
倍
と
い
う
「
紙
切
れ
」
同

然
の
通
貨
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
上
手
く
行
く
は
ず
が
な
い
。
従
来

の
「
五
銖
銭
」
が
私
蔵
さ
れ
、
通
貨
不
足
が
ま
す
ま
す
進
行
し
て
、
つ

い
に
は
王
莽
の
横
死
と
と
も
に
完
全
な
失
敗
に
帰
し
た
。 

歴
史
は
更
に
つ
づ
く
。
前
漢
末
に
は
五
千
万
人
ほ
ど
の
人
口
で
あ

っ
た
と
言
う
が
、
奴
国
が
後
漢
に
遣
使
し
て
光
武
帝
か
ら
「
漢
委
奴

国
王
」
の
金
印
を

授
か
っ
た
西
暦
五

七
年
頃
に
は
半
減

し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
。
も
は
や
昔

日
の
栄
光
を
取
り

戻
す
こ
と
な
ど
全

く
不
可
能
に
な
っ

て
い
た
。 

日
本
の
弥
生
時

代
が
古
墳
時
代
に

替
わ
る
頃
の
状
況

を
文
献
の
引
用
も

な
く
示
し
た
が
、

こ
の
背
景
を
重
視

し
な
い
と
「
三
角

縁
神
獣
鏡
」
は
判

ら
な
い
。 

表
２
に
関
連
し
て
、
中
国
の
華
北(

陜
西
省
・
河
南
省
・
山
東
省
・

山
西
省
・
河
北
省
・
遼
寧
省)

と
華
南(

江
蘇
省
・
安
徽
省
・
湖
北
省
・

湖
南
省
・
江
西
省
・
浙
江
省
阿)

の
鉛
鉱
山
の
鉛
同
位
体
比
を
図
２
に

示
す
。
表
２
と
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
前
漢
か
ら
後
漢
へ
の
鉛
原
料
へ

の
シ
フ
ト
は
真
に
華
北
か
ら
華
南
へ
の
生
産
体
系
の
変
化
で
あ
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
前
漢
時
代
に
一
定
の
標
準
組
成
化
し
た
青
銅
器
原

料
の
供
給
体
制
は
完
全
に
崩
れ
、
朝
鮮
半
島
や
日
本
な
ど
で
は
青
銅

器
原
料
を
各
自
の
ル
ー
ト
で
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
銅
や
錫

の
自
給
は
難
し
く
て
も
、
融
点
が
低
く(3

2
7

℃)

製
錬
の
容
易
な
鉛
に

つ
い
て
は
、
自
給
が
進
ん
だ
に
違
い
な
い
。
こ
の
頃
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン

ド
の
氷
中
の
鉛
濃
度
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
年
９
万
ト
ン
も
の
鉛
を

使
っ
て
い
た
と
言
う
推
計
が
あ
る
ほ
ど
鉛
の
精
錬
は
容
易
で
あ
っ
た

(9)
。 そ

ん
な
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
鉛
鉱
山
の
周
辺
の
地
表
に
散
乱
す
る

方
鉛
鉱(P

b
S

)

を
採
っ
て
、
青
銅
器
の
溶
解
時
に
流
動
性
改
善
の
た
め
、

そ
の
ま
ま
投
入
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
と
信
じ
て
い
た
。
弥
生
時

代
の
銅
鐸
の
硫
黄
分
を
調
べ
る
と

0
.5

％
も
あ
り
、
方
鉛
鉱
を
直
接
投

入
し
た
証
拠
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
例
え
精
錬
の
容
易
な
酸
化
銅
鉱

を
使
用
し
て
い
た
と
し
て
も
製
品
に
硫
黄
が
残
留
す
る
こ
と
は
あ
る

の
で
小
さ
な
声
で
言
っ
て
い
た
。
こ
の
理
解
が
な
い
と
鉛
同
位
体
比

で
鋳
造
地
を
求
め
る
研
究
は
迷
路
に
入
っ
て
し
ま
う
。
次
項
以
降
で

現
地
産
鉛
を
使
用
し
た
実
績
と
思
わ
れ
る
例
を
紹
介
す
る
。 
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３ 

湯
流
れ
改
良
用
楽
浪
鉛
の
使
用 

朝
鮮
半
島
で
も
後
漢
に
入
る
と
前
漢
時
代
の
一
定
標
準
組
成
化
し

た
青
銅
器
原
料
の
供
給
が
お
わ
り
、
現
地
産
の
鉛
が
使
用
さ
れ
始
め

る
。
そ
の
明
白
な
証
拠
を
楽
浪
土
城(

前
２
世
紀
末
～
４
世
紀)

の
遺
跡

に
見
る

(10)
。 

楽
浪
土
城
は

1
9

2
3

年
に
初
め
て
学
界
に
そ
の
存
在
が
報
告
さ
れ
、

1
9

3
5

年
～3

7

年
に
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
報
告
書
未
刊

の
た
め
、
出
土
遺
物
は
日
本
に
搬
出
さ
れ
て
東
京
大
学
文
学
部
に
保

管
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。1

9
8

0

年
代
に
入
り
谷
豊
信
に
よ
っ
て
土

器
資
料
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
が
、
青
銅
器
等
に
関
す
る
本
格
的
な
研

究
は

2
0

0
0

年
代
に
入
っ
て
鄭
仁
盛
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る

(11)
。 

ま
ず
楽
浪
土
城
関
係
の
鉛
同
位
体
比
の
資
料
を
図
３
に
示
す
。
本

来
な
ら
ば
、
図
３
の
左
下
部
分
も
同
時
に
表
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、

議
論
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
た
め
省
略
し
後
ほ
ど
示
す
こ
と
に
す
る
。 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
楽
浪
土
城
の
鋳
造
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た

６
個
の
方
鉛
鉱(P

b
S

)

で
あ
る
。
鉱
山
は
特
定
さ
れ
な
い
が
、
お
そ
ら

く
鉱
山
名
不
詳
の
分
析
値
の
な
か
に

2
0

8P
b

/
2

0
6P

b

が

0
.9

1
、

2
0

7P
b

/
2

0
6P

b

が

2
.2

6

を
示
す
例
が
あ
り
、
楽
浪
土
城
の
近
辺
鉱
山
か

ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。 

何
に
使
用
さ
れ
た
の
か
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
冶
金
技
術
者
な
ら

す
ぐ
に
想
定
で
き
る
。
青
銅
器
の
溶
解
作
業
に
お
い
て
、
湯
流
れ
が

悪
く
、
融
点
を
下
げ
る
た
め
に
鉛
を
添
加
す
る
こ
と
は
通
常
の
作
業

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
鉛
の
代
わ
り
に
方
鉛
鉱(P

b
S

)

を
添
加
し
た
ら

ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
方
鉛
鉱
の
融
点
は
実
質
的
に
は
約
九
百
度

で
あ
り
溶
解
し
た
青
銅
器
の
湯
に
投
入
す
れ
ば
、
鉛
と
硫
黄
に
分
解

し
て
簡
単
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
う
。 

鉛
１
％
に
つ
き
、
硫
黄
が

0
.1

5

％
ほ
ど
上
昇
す
る
が
、
地
球
上
の

銅
原
料
の

99
％
は
硫
化
銅
で
あ
り
、
そ
の
お
こ
ぼ
れ
で
地
表
に
出
来

た

酸

化

銅

を

利

用

し

て

古

代

人

は

銅

を

生

み

出

し

て

い

た

。

だ

か

ら

筆

者

は
、
銅
製
錬
が
硫
黄

と

の

戦

い

だ

と

思

っ
て
い
た
が
、
実
は

硫

化

銅

に

は

鉄

分

が

か

な

り

多

く

含

ま
れ
て
お
り
、
そ
の

除

去

が

困

難

だ

っ

た
か
ら
と
知
っ
て
、

銅

製

錬

の

奥

深

さ

を
知
っ
た
。 

日

本

の

古

代

青

銅

器

の

硫

黄

量

を

調

べ

た

こ

と

は

前
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に
述
べ
た
。
主
と
し
て
弥
生
時
代
の
銅

鐸
で
あ
る
が
、
硫
黄
が

0
.2

％
以
下
は

５
件
、0

.2

％
か
ら

0
.4

％
が
６
件
、

0
.4

％
か
ら

0
.6

％
が
４
件
、0.6

％
以
上

が
４
件
で
あ
っ
た
。 

論
文
中
の
方
鉛
鉱
の
重
量
が
判
ら

な
い
の
で
筆
者
が
形
状(

図
４)

と
比
重

(7
.5

)

か
ら
推
定
し
て
み
る
と
１
個
平

均
0

.2
k

g

位
で
あ
り
、
こ
れ
を

2
0

k
g

の
青
銅
溶
湯
に
投
ず
れ
ば
、
鉛
分
と
し

て
約
１
％
、
Ｓ
分
と
し
て

0
.1

5

％
の
増

加
と
な
り
、
十
分
に
鉛
添
加
の
代
用
が

で
き
る
。 

図
３
の
左
下
に
示
し
た
「
前
漢
標
準
組
成
」
と
は
表
１
の
値
を
意
味

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
漢
代
標
準
組
成
と
楽
浪
土
城
の
方
鉛
鉱

を
結
ぶ
線
上
に
遺
物
の
組
成
が
載
っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
方
鉛
鉱

を
融
点
降
下
剤
に
つ
か
っ
た
証
拠
な
の
で
あ
る
。 

実
は
楽
浪
土
城
の
他
に
黄
海
道
の
海
州
鉱
山
と
甕
津
鉱
山
の
鉛
同

位
体
比
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
い
ず
れ
も
楽
浪
土
城
と
近
接
し
た

鉱
山
で
あ
り
、
そ
の
鉛
同
位
体
比
と
前
漢
の
規
格
組
成
を
結
ぶ
直
線

上
に
も
綺
麗
に
載
る
鉛
同
位
体
比
の
遺
物
が
あ
る
。
黄
海
道
の
場
合

も
方
鉛
鉱
の
試
片
を
期
待
し
た
い
が
、
こ
ち
ら
の
場
合
は
製
錬
済
み

の
鉛
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。 

か
く
し
て
楽
浪
土
城
に
お
い
て
方
鉛
鉱
を
融
点
降
下
剤
と
し
て
使

用
し
た
こ
と
は
証
明
で
き
た
で
あ
ろ
う
。 

４ 

湯
流
れ
改
良
用
鉛
・
平
原
鏡
の
事
例 

い

き

な

り

平

原
弥
生
古
墳
出

土
の
青
銅
鏡
の

例
を
図
５
に
示

す
の
で
図
２
と

比
較
し
て
欲
し

い
。
と
に
か
く

「
楽
浪
土
城
」
の

例
と
全
く
同
一

の
図
と
言
っ
て

も
良
い
位
に
似

て
い
る
こ
と
に

多
言
を
要
し
な

い
で
あ
ろ
う
。 

平

原

弥

生

古

墳
に
お
い
て
も

楽
浪
土
城
の
操

業
と
同
じ
こ
と
、

す
な
わ
ち
朝
鮮
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半
島
産
の
方
鉛
鉱
や
鉛
を
鋳
造
最
終
工
程
で
挿
入
し
て
い
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
て
、
平
原
鏡
が
日
本
国
内
で
造
ら
れ
た
可
能
性
を
一
気

に
高
め
る
。 

図
中
に
①
②
③
④
と
し
て
注
記
し
た
の
は
平
原
弥
生
古
墳
と
は
関

係
が
な
い
が
、
日
本
国
内
の
遺
物
で
線
上
に
載
る
事
例
と
し
て
補
強

し
た
つ
も
り
で
あ
る
。 

し
か
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、
平
原
鏡
も
楽
浪
土
城
で
鋳
造
さ
れ
た

「
楽
浪
鏡
」
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
出
来
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
国
内
産
だ
と
い
う
の
は
、
事
前
に
柳
田
の
報
告

(12)
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
柳
田
康
雄
は
四
十
面
あ
る
出
土
鏡
を
精
査
し
て
二
面
の

舶
載
鏡
を
除
い
て
、
三
十
八
面
ま
で
を
国
産
鏡
と
指
定
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
ア
プ
ロ
ー
チ
の
異
な
る
研
究
で
全
く
同
じ
結
論
を
得
れ

ば
、
当
然
な
が
ら
平
原
鏡
が
国
産
鏡
の
可
能
性
が
高
ま
る
。 

柳
田
が
平
原
鏡
の
大
部
分
を
楽
浪
鏡
で
は
な
く
国
産
鏡
と
指
定
し

た
理
由
は
数
多
く
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
鏡
の
表
面
に
着
色
が
あ
り
、

そ
れ
が
鋳
造
工
程
で
行
わ
れ
た
と
の
判
断
に
よ
る
。 

し
か
し
、
柳
田
の
観
察
は
詳
し
す
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
方
格

規
矩
四
神
鏡
に
つ
い
て
そ
れ
ら
が
仿
製
鏡
で
あ
る
根
拠
を
箇
条
書
き

し
て
い
る
が
、

35
項
目
も
挙
げ
た
上
に
、
仿
製
鏡
問
題
と
し
て
も
更

に

22
項
目
も
追
記
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
項
目
が
多
い
と
何
が
重
点

な
の
か
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。 

そ
の
点
に
関
し
て
、
白
井
良
彦
も
同
じ
感
想
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
全
般
的
に
は
柳
田
の
見
解
を
支
持
し
な
が
ら
、
こ
の
着
色
問

題
に
つ
い
て
は
、
拡
大
図
の
方
格
や
Ｔ
Ｌ
Ｖ
字
形
の
上
部
匕
面
の
上

に
着
色
が
あ
り
、
研
磨
後
に
「
着
色
」
し
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
と
反

論
し
て
い
る
の
で
あ
る

(13)
。 

 

こ
の
点
は
平
原
鏡
が
国
内
製
か
楽
浪
製
か
を
左
右
す
る
ほ
ど
重

要
で
あ
り
、
と
に
か
く
、
柳
田
の
考
察
の
み
に
依
存
す
る
訳
に
は
行

か
な
い
。
そ
の
た
め
及
ば
ず
な
が
ら
鉛
同
位
体
比
の
面
か
ら
も
見
て

み
よ
う
。
図
５
で

は
詳
細
が
見
辛

い
の
で
、
左
下
部

分
の
み
を
拡
大

し
て
図
６
に
示

す
。 図

中

に

□
◇
△

で
示
し
た
同
型

鏡
が
あ
る
グ
ル

ー

プ

と

◆

で

示

し
た
同
型
鏡
が

な
い
グ
ル
ー
プ

の
間
で
鋳
造
時

の
方
鉛
鉱
あ
る

い
は
鉛
の
添
加

量
に
明
ら
か
な

差
が
あ
る
。 
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同
型
鏡
が
例
外
的
な
ほ
ど
少
な
い
中
国
鏡

(
舶
載
鏡)

に
対
し
て
平
原
鏡
や
三
角
縁
神
獣

鏡
で
は
同
型
鏡
が
過
半
か
ら

80
％
に
も
達
し

て
お
り
、
同
型
鏡
の
存
在
を
も
っ
て
舶
載
鏡
と

仿
製
鏡
を
識
別
し
よ
う
と
す
る
見
解
さ
え
あ

る
。
同
型
鏡
の
鋳
造
法
が
鉛
の
追
加
挿
入
を
よ

り
多
く
要
求
す
る
技
術
的
な
理
由
が
あ
る
よ

う
に
思
う
が
。
現
状
で
は
前
に
進
め
な
い
。 

そ
こ
で
、
楽
浪
鏡
で
な
い
反
証
を
提
示
す
る

た
め
、
島
根
県
荒
神
谷
遺
跡
出
土
の
三
五
八
本

の
中
細
形
銅
剣
に
注
目
し
た
。
図
５
と
同
じ
形

式
で
鉛
同
位
体
比
を
図
７
に
示
す
。
幸
い
な
こ

と
に
荒
神
谷
銅
剣
で
は
、
鏡
本
体
の
錫
と
鉛
の

分
析
を
行
っ
た
資
料
が
四
十
七
件
あ
り
、
そ
れ

を
鉛
同
位
体
比
と
付
き
合
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
結
果
を
整
理
し
て
表
３
に
示
す
。 

 

５ 

湯
流
れ
改
良
用
鉛
・
荒
神

谷
銅
剣
の
事
例 

ま
ず
鉛
同
位
体
比
の
デ
ー
タ
に
よ
る
図
７
を
見
る
と
、
前
漢
標
準
組

成
と
黄
海
道
鉱
山
鉛
を
結
ぶ
線
上
に
明
瞭
に
６
点
の
デ
ー
タ
が
載
っ

て
い
て
図
２
と
図
５
と
比
較
す
る
と
ほ
ぼ
同
一
の
グ
ラ
フ
と
見
な
せ

る
。 

表
３
に
は
鉛
同
位
体
比
の
分
析
値
を
も
と
に
し
て
、
前
漢
標
準
組

成
と
黄
海
道
鉱
山
鉛
を
結
ぶ
線
上
で
鉛
同
位
体
比
が
黄
海
道
の
鉛
に

近
い
順
に

26
件
の
デ
ー
タ
を
選
び
、
第
１
グ
ル
ー
プ(

6
件)

、
第
２

グ
ル
ー
プ(

10
件)

、
第
３
グ
ル
ー
プ(

10
件)

と
指
定
し
た
。 

ま
ず
最
上
段
の
Ｄ
35
を
見
る
と
、
錫
の
量
が
１
％
に
も
満
た
な
く

て

47
件
デ
ー
タ
の
中
で
最
低
値
で
あ
る
。
青
銅
合
金
で
最
も
融
点
を
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下
げ
る
元
素
は
錫
で
１
％
に
つ
き

10
℃
ほ
ど
下
が
る
。
鉛
１
％
で
は

そ
の
半
分
の
５
℃
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
錫
が
ゼ
ロ
に
近
い
の
で
あ
る

か
ら
、
冶
金
技
術
者
な
ら
直
ち
に
了
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
て
も
湯

流
れ
良
好
な
溶
湯
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
。

必
然
的
に
鉛
を
次
々
に
挿
入
す
る
。
そ
れ
が

47
件
の
デ
ー
タ
の
内
で

最
も
高
い
鉛
量(2

1
.5

％)

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
な
の
で
あ
る
。
図

７
か
ら
判
断
す
る
と
追
挿
時
の
鉛
の
量
は

14
％
と
計
算
さ
れ
る
。
と

に
か
く
必
死
に
な
っ
て
融
点
を
下
げ
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。 

こ
の
よ
う
な
事
例
は
Ｄ
35
ば
か
り
で
は
な
い
。
概
し
て
錫
が
三
％

以
下
の
場
合
は
全
て
黄
海
道
鉛
側
へ
の
大
幅
な
鉛
同
位
体
比
の
シ
フ

ト
が
み
ら
れ
、
上
位
か
ら
第
一

グ
ル
ー
プ
の
６
件
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
次
に
続
く
第
二
グ

ル
ー
プ
の

10
件
に
つ
い
て
も

一
件
の
例
外
も
な
く
錫
量
に

対
し
て
鉛
量
の
方
が
多
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
次
の
第
三
グ

ル
ー
プ

10
件
を
み
る
と
半
数

に
な
り
、
錫
量
よ
り
も
鉛
量
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
。
平
均
値

で
見
る
と
、
最
初
の
グ
ル
ー
ブ

６
件
は
鉛
／
錫
が

3.6
倍
、
二
番

目
の
グ
ル
ー
プ

10
件
で
は

2.1

倍
、
三
番
目
の
グ
ル
ー
プ
10
件
で
は
1.1
倍
と
は
っ
き
り
し
た
法
則
性

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
解
析
に
よ
っ
て
、
荒
神
谷
の
中
細
形
銅
剣
の
鋳
造
作

業
に
お
い
て
は
、
融
点
降
下
を
要
す
る
時
に
黄
海
道
型
の
鉛
を
投
入

し
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

言
う
ま
で
も
無
く
荒
神
谷
銅
剣
は
日
本
国
内
の
鋳
造
で
あ
る
。
か

く
し
て
荒
神
谷
銅
剣
よ
り
後
の
平
原
弥
生
古
墳
鏡
で
は
、
技
術
的
に

は
鋳
造
問
題
で
楽
浪
土
城
に
依
存
す
る
必
要
性
は
全
く
な
く
な
っ
て

い
た
。
朝
鮮
半
島
か
ら
追
加
投
入
用
の
楽
浪
方
鉛
鉱
か
鉛
を
入
手
す

れ
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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蛇
足
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
島
根
県
の
桜
ヶ
丘
銅
鐸
で
も
図

２
、
図
５
、
図
７
に
相
当
す
る
結
果
を
得
て
い
る
の
で
、
図
８
と
し
て

示
す
。
こ
こ
で
も
２
種
類
の
鉛
源
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
鉛
追
挿
技
術
は
弥
生
時
代
に
は
常
識
的
な
技
術
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
鉛
原
料
を
弥
生
末
期
ま

で
な
ぜ
楽
浪
土
城
に
頼
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
日
本
で

は
方
鉛
鉱
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
か
。 

６ 

楽
浪
土
城
の
後
漢
時
代
以
降 

楽
浪
土
城
の
存
続
期
間
は
前
一
世
紀
か
ら

後
四
世
紀
ま
で
と
さ
れ
て
お
り
、
後
漢
時
代
か

ら
三
国
時
代
や
日
本
に
お
け
る
前
期
古
墳
時

代
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
も
係
わ
ら
ず
、
本

稿
の
楽
浪
土
城
に
お
け
る
検
討
は
青
銅
器
溶

解
時
の
融
点
降
下
剤
と
し
て
の
方
鉛
鉱
あ
る

い
は
鉛
の
使
用
法
に
集
中
し
て
い
た
。
そ
れ

は
、
楽
浪
土
城
の
方
鉛
鉱
に
青
銅
原
材
料
の

「
地
産
地
消
」
の
は
し
り
を
見
た
か
ら
で
あ

る
。 そ

し
て
そ
の
「
地
産
地
消
」
の
動
き
が
、
桜

ヶ
丘
銅
鐸
、
荒
神
谷
銅
剣
、
平
原
弥
生
古
墳
鏡

へ
と
続
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。 

い
わ
ば
、「
三
角
縁
神
獣
鏡
国
産
説
」
の
証
明
の
半
ば
が
こ
の
楽
浪

土
城
の
「
地
産
地
消
」
の
経
過
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。 

し
か
し
ま
だ
主
題
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
何
に
も
触
れ
て

い
な
い
。 

こ
こ
で
楽
浪
土
城
の
三
世
紀
ご
ろ
を
復
元
し
て
み
よ
う
。
そ
の
頃

は
既
に
前
漢
の
標
準
組
成
の
原
料
で
あ
る
銅
、
錫
、
鉛
の
供
給
は
止
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ま
っ
て
い
る
。
前
漢
時
代
の
原
料
を
入
手
し
て
、
融
点
調
整
用
の
鉛

ま
た
は
方
鉛
鉱
を
入
手
す
れ
ば
良
い
時
代
は
終
わ
っ
た
。
あ
ら
た
な

銅
・
錫
原
料
は
相
変
わ
ら
ず
中
国
に
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
も
初
配
合
用
の
鉛
ま
で
中
国
に
仰
ぐ
の
は
大
き
な
負
担
で
あ
る
。

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
各
地
の
鉛
鉱
山
で
方
鉛
鉱
探
し
が
本
格
化
し

た
は
ず
で
あ
る
。 

実
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
、
楽
浪
土
城
ば
か
り
で
な
く
、
一
世

紀
か
ら
二
世
紀
の
慶
尚
南
道
金
海
市
の
内
徳
里
遺
跡
か
ら
も
焦
げ
た

跡
の
あ
る
方
鉛
鉱
が
出
土
し
て
い
る
。
鋳
造
の
追
加
挿
入
に
使
用
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
あ
た
り
で
、
３
項
で
予
告
し
て
い
た
図
３
の
左
下
部
分
に
隠

さ
れ
て
い
た
鉛
同
位
体
比
を
図
９
と
し
て
、
更
に
は
図

10
と
し
て
紹

介
し
た
い
。 

ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
前
漢
時
代
の
標
準
組
成
に
続
い
て
、
左

下
に
も
伸
び
る
は
ず
の
直
線
に
は
僅
か
二
点
し
か
遺
物
が
載
っ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
漢
か
ら
の
青
銅
器
素
材
の
供
給
が
突
如
と
し

て
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。 

そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に
青
銅
器
と
し
て
登
場
し
た
の
が
一
団
の
楽

浪
土
城
鋳
造
遺
跡
の
青
銅
塊
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
半
島
の

三
～
四
世
紀
の
主
力
青
銅
器
と
な
る
「
馬
形
帯
鉤
」
や
「
筒
形
銅
器
」

の
鉛
同
位
体
比
分
布
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
鉛
同
位
体
比
な
の
で
あ
る
。 

図
９
お
よ
び
図

10
に
示
し
た
将
軍
鉱
山
や
第
二
蓮
花
鉱
山
は
古
く

か
ら
知
ら
れ
た
鉱
山
で
方
鉛
鉱
の
他
に

Pb─

Cu─

Zn
系
の
硫
化
鉱
も

含
む
と
い
う
。
所
在
地
は
い
ず
れ
も
慶
尚
北
道
の
最
北
部
奉
化
郡
で
、

両
鉱
山
間
の
距
離
は
約

10
キ
ロ
で
近
接
し
て
い
る
。 

図

10
を
み
れ
ば
、
楽
浪
土
城
の
遺
物
も
馬
形
帯
鉤
も
筒
形
銅
器
も

慶
尚
北
道
の
鉛
鉱
山
の
鉛
を
使
用
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思

う
。 

７ 

日
本
国
内
で
の
国
産
鉛
使
用
例 

弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
国
内
産
鉛
に
つ
い
て
整
理

し
て
表
４
に
示
す
。 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
長
崎
県
対
馬
の
対
州
鉱
山
の
鉛
同
位
体
比

が
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
の
韓
国
の
金
海
市
内
徳
里
か
ら
出
土
し
た
方

鉛
鉱
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
場
所
的
に
は
対
馬
と

金
海
市
の
間
の
距
離
は

70
キ
ロ
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
韓
国
慶
尚
南
道

に
は
鉛
同
位
体
比
が
対
州
鉱
山
に
類
似
す
る
鉱
山
と
し
て
は
、
前
出

の
将
軍
鉱
山
が
あ
る
が
、
数
値
的
に
も
距
離
的
に
も
対
州
鉱
山
の
可

能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
内
徳
里
遺
跡
の
鉛
は
馬
淵
論
文

(3)
に
お
い
て
Ｄ
ラ
イ
ン
が
朝

鮮
半
島
産
の
鉛
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
取
り
上
げ
た
資
料

で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
製
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。 

更
に
対
州
鉱
山
の
鉛
と
ほ
ぼ
完
全
に
鉛
同
位
体
比
が
一
致
す
る
弥

生
時
代
の
鉛
矛
７
件
の
分
析
例
が
佐
賀
県
、
福
岡
県
か
ら
出
土
し
て

い
る
。
図

11
に
鉛
矛
の
写
真
を
示
す
。 
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こ
の
よ
う
に
対
州
鉱
山
の
鉛
は
弥
生
時
代
に
は
九
州
地
方
で
確
実

に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
弥
生
時
代
を
終
え
て
、
お
そ
ら
く

五
十
年
～
百
年
を
経
て
古
墳
時
代
に
入
る
が
、
そ
の
知
識
は
か
な
り

急
速
に
関
係
者
の
間
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
。 

更
に
表
４
に
は
天
竜
川
左
岸
神
田
古
墳
や
万
年
山
古
墳
か
ら
も
、

こ
れ
ら
の
鉱
山
鉛
に
一
致
す
る
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
二
面
が
出
土
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
事
実
に
つ
い
て
は
次
項
で
検
討
す
る
。 

８ 

三
角
縁
神
獣
鏡
の
鉛
同
位
体
比 

い
よ
い
よ
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鉛
同
位
体
比
の
検
討
に
入
り
た
い
。

主
目
的
は
三
角
縁
神
獣
鏡
が
魏
鏡
で
あ
る
か
倭
鏡
で
あ
る
か
の
探
求

で
あ
る
。 

そ
の
た
め
に
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
日
本
に
お
い
て
既
に
五
百
枚

も
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
卑
弥
呼
が
魏
か
ら
受
け
取
っ
た
百
枚
の
鏡
に

三
角
縁
神
獣
鏡
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。 

幸
い
な
こ
と
に
福
永
伸
哉
ら
の
研
究

(7)
に
よ
り
、
三
角
縁
神
獣
鏡

の
変
遷
が
Ａ
段
階
か
ら
Ｄ
段
階
ま
で
区
分
さ
れ
て
い
る

(14)
。
当
然
初

期
の
Ａ
段
階
を
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
福
永
ら
の

試
案
は
鏡
の
外
観
観
察
が
主
で
主
観
的
な
判
定
に
偏
っ
て
い
る
か
も

知
れ
な
い
。
そ
れ
は
三
角
縁
神
獣
鏡
Ａ
段
階
の
中
に
椿
井
大
塚
古
墳

鏡
が
三
分
の
一
も
入
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
理
学
的
な
取
扱

と
し
て
は
、
椿
井
大
塚
山
古
墳
鏡
を
全
て
初
期
段
階
に
含
め
た
方
が

良
い
と
考
え
る
。 

図

12
に
三
角
縁
神
獣
鏡
Ａ
段
階(

含
む
椿
井
大
塚
山
古
墳
鏡
Ｂ
段

階)

と
岐
阜
県
神
岡
鉱
山
群
の
鉛
同
位
体
比
を
比
較
し
て
示
す
。
神

岡
鉱
山
は
奈
良
時
代
養
老
年
間
（72

0

年
ご
ろ
）
に
は
既
に
採
掘

が
始
ま
っ
て
お
り
、
明
治
期
か
ら
は
三
井
組
が
経
営
、
閉
山
ま

で
の
総
採
掘
量
は
、
七
千
五
百
万
ト
ン
に
も
達
し
、
一
時
は
東



 16 

洋
一
の
鉱
山
と
し

て
栄
え
た
。 

実
は
こ
の
一
目
瞭

然

な

図

12

が

鉛

同

位
体
比
研
究
の
当
初

か
ら
現
在
に
い
た
る

ま
で
目
立
た
な
い
よ

う
に
隠
さ
れ
て
い
た

か
、
あ
る
い
は
鉛
同

位
体
比
の
表
示
法
に

関
連
し
、
一
般
的
な

Ａ
式
図
で
は
な
く
Ｂ

式
図
を
用
い
る
と
三

角
縁
神
獣
鏡
は
大
陸

産
の
鉛
で
あ
る
こ
と

が
明
か
で
あ
る
と
主

張
さ
れ
て
き
た

(15)
。

し
か
し
こ
れ
は
明
ら

か
に
鉛
同
位
体
比
の
表
示
法
に
関
す
る
誤
解
と
誇
張
の
結
果
な
の

で
あ
る
。
本
文
中
に
そ
の
証
拠
を
示
す
と
長
文
の
解
説
に
な
る
の
で

注
釈
と
し
て
示
す

(16)
。 

も
ち
ろ
ん
、
筆
者
も
図

12
だ
け
を
も
っ
て
三
角
縁
神
獣
鏡
は
国
産

鏡
で
あ
る
と
い
き
な
り
議
論
を
短
絡
す
る
つ
も
り
は
な
い
。 

そ
も
そ
も
本
稿
で
は
三
角
縁
神
獣
鏡
を
そ
ん
な
単
純
な
論
理
に
結

び
つ
け
た
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
。 

そ
れ
で
は
こ
こ
か
ら
理
系
ら
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
始
め
る
。 

ま
ず
三
角
縁
神
獣
鏡
の
Ａ
段
階(

含
む
椿
井
大
塚
山
鏡)

と
そ
れ
以

降
の
Ｂ
Ｃ
Ｄ
段
階
の
差
を
図
13
に
示
す
。 

三
角
縁
神
獣
鏡
は
Ｂ
Ｃ
Ｄ
段
階
に
入
る
と
図

13
で
言
え
ば
神
岡
鉱

山
群
か
ら
下
側
と
左
側
に
明
ら
か
に
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る
。 

こ
の
傾
向
は
仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
段
階
に
入
る
と
更
に
図

14
の

よ
う
に
神
岡
鉱
山
群
を
離
れ
て
独
立
し
た
集
合
と
な
る
。 

更
に
古
墳
時
代
の
倭
鏡
に
つ
い
て
、
前
期
と
中
期
と
の
コ
メ
ン
ト

の
付
い
て
い
る
場
合
を
抽
出
し
て
比
較
し
て
図

15
に
示
す
。
件
数
は

少
な
い
が
、
図

13
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
場
合
と
全
く
同
じ
様
相
を
示

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
図

16
の
古
墳
時
代
の
銅

鏃
に
関
し
て
は
認
め
ら
れ
ず
、
全
て
三
角
縁
神
獣
鏡
Ａ
段
階
と
同
じ

分
布
を
示
し
て
い
る
。
主
対
象
と
な
っ
て
い
る
福
岡
県
阿
志
岐
古
墳

群
と
愛
媛
県
朝
日
谷
二
号
墳
が
い
ず
れ
も
四
世
紀
後
半
に
位
置
付
け

ら
れ
て
お
り
、
古
墳
前
期
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

さ
て
そ
れ
で
は
新
し
く
鉛
の
供
給
源
と
な
っ
た
の
は
ど
こ
で
あ
ろ

う
か
。
二
つ
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
て
い
る
。 

ひ
と
つ
は
、
図

17
に
示
す
韓
国
の
三
～
四
世
紀
の
馬
形
帯
鉤
と
筒

形
銅
器
の
鉛
供
給
源
と
目
さ
れ
る
将
軍
鉱
山
と
第
二
蓮
花
鉱
山
で
あ

る
。
日
本
に
お
け
る
古
墳
時
代
中
期
の
鉛
同
位
体
比
の
範
囲
、
す
な

わ
ち
図
中
の
「
仕
切
り
線
」
の
下
側
に
実
に
良
く
一
致
し
て
い
る
か
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ら
で
あ
る
。
し
か
も
弥
生
時
代
か
ら
朝
鮮
半
島
産
の
鉛
を
入
手
し
て

い
た
経
験
も
あ
る
。
更
に
は
四
世
紀
に
入
る
と
日
本(

倭)

で
は
大
和
政

権
が
成
立
し
て
鉄
を
求
め
て
辰
韓
と
交
易
を
盛
ん
に
す
る
。
そ
れ
ら

は
対
馬
を
経
由
す
る
九
州
ル
ー
ト
で
は
な
く
、
隠
岐
島
を
経
由
す
る

出
雲
ル
ー
ト
が
主
体
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
三
角
縁
神
獣
鏡
の

供
給
先
は
大
部
分
が
「
畿
内
」
や
そ
の
周
辺
で
あ
り
、「
九
州
」
は
一

割
に
も
満
た
な
い
。
も
し
朝
鮮
半
島
の
鉛
を
求
め
る
と
す
れ
ば
隠
岐

島
ル
ー
ト
の
方
が
簡
便
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
国
産
説
を
唱
え
る
な
ら
、
な
ぜ

日
本
国
内
の
鉛
鉱
山
を
先
に
当
た
ら
な
い
の
か
と
の
指
摘
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。 

実
は
、
図
13
か
ら
図
17
ま
で
共
通
し
て
示
し
た
「
仕
切
り
線
」
の
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下
側
に
適
当
な
日
本
の
鉱
山
を
見
出
す
の
に
苦
慮
し
て
い
た
か
ら
な

の
で
あ
る
。
日
本
全
国
に
は
鉛
鉱
山
が

150
ヶ
所
ほ
ど
あ
る
の
に
、
現

実
は
そ
う
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。 

結
局
、
唯
一
の
鉱
山
と
し
て
見
つ
け
だ
し
た
の
が
図

18
に
示
し
た

富
山
県
の
長
戸
鉱
山
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
長
戸
鉱
山
の
鉛
を
利
用
し
な
い
限
り
三
角
縁
神
獣
鏡
国
産
説

は
盤
石
と
は
言
い
が
た
い
。 

富
山
県
の
長
戸
鉱
山
は
寛
永
三
年(1

6
2

6
)

に
発
見
さ
れ
て
か
ら

加
賀
藩
の
鉛
鉱
山
と
し
て
開
発
さ
れ
た
歴
史
を
持
つ
。
加
賀
藩

の
屋
根
瓦
は
鉛
製
だ
と
い
う
話
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
鉄
砲
玉
に

い
つ
で
も
転
用
で
き
る
か
ら
だ
と
言
う
。 

県
境
に
近
い
山
岳
地
帯
で
鉱
石
の
探
索
に
苦
労
し
た
と
思
う
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が
、
神
岡
鉱
山
群
が
神
通
川
の
上
流
宮
川
沿
い
に
あ
り
、
県
境

を
挟
ん
で
直
線
距
離
で

20
キ
ロ
以
内
、
神
岡
鉱
山
の
鉱
石
探
し

の
一
環
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
最
初
は
神

通
川
の
川
床
で
鉱
石
を
拾
う
こ
と
に
よ
っ
て
採
石
し
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
。 

古
墳
時
代
、
青
銅
器
と
し
て
発
掘
さ
れ
た
量
を
二
㌧
と
す
る

と
全
生
産
量
は
十
ト
ン
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
年
当
た
り
に
す
れ

ば
数
百
キ
ロ
で
あ
り
、
そ
の
一
割
を
鉛
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く

年
の
必
要
量
は
数
十
キ
ロ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
で
は
方
鉛
鉱
の
露
頭
を
見
つ
け
て
、
掘
り
進
む
必
要
は
な
く
、

川
床
で
採
取
す
る
程
度
で
済
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。 

以
上
を
も
っ
て
長
戸
鉱
山
鉛
の
利
用
は
可
能
だ
っ
た
と
結
論

し
た
い
。 

こ
こ
ま
で
の
検
討
で
、
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
の
動
き
と
仿
製

三
角
縁
神
獣
鏡
、
古
墳
時
代
の
倭
鏡
、
銅
鏃
の
動
き
が
ほ
ぼ
同

調
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
も
し
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
が

名
称
通
り
中
国
製
で
あ
る
な
ら
、
日
本
国
内
の
倭
鏡
な
ど
が
な

ぜ
動
き
を
と
も
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
不
可
思
議
な
話

と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。 

青
銅
器
原
料
の
問
題
は
単
に
鉛
原
料
の
み
に
注
目
し
て
い
る
訳
に

は
行
か
な
い
。
銅
や
錫
の
方
が
圧
倒
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
や
っ
と
中
国
側
の
状
況
が
登
場
す
る
。
銅
や
錫
の
供
給
権

は
衰
え
た
と
は
言
え
中
国
側
が
握
っ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
は
前
漢
鏡

や
弥
生
時
代
の
銅
鐸
や
荒
神
谷
中
細
形
銅
剣
に
ヒ
素
と
ア
ン
チ
モ
ン

が
各
々
〇
・
四
％
ほ
ど
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
椿
井
大
塚
山
の

三
角
縁
神
獣
鏡
に
も
継
続
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
鉛
も
同
様
で
銅
精
錬
状
態
で
数
％
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る

が
、
随
分
調
べ
た
が
数
％
は
オ
ー
バ
ー
で
一
％
以
下
と
見
る

(17)
。
い

く
ら
ヒ
素
や
ア
ン
チ
モ
ン
の
レ
ベ
ル
が
同
じ
で
も
、
鉛
を
数
％
と
す

る
な
ら
、
そ
れ
は
前
漢
時
代
の
よ
う
に
国
家
権
力
が
采
配
し
た
わ
け

で
な
く
、
民
間
業
者
の
競
争
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
に
違
い

な
い
。 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
古
墳
時
代
初
期
の
三
角
縁
神
獣
鏡
や
倭
鏡
、
銅
鏃

の
主
原
料
は
中
国
か
ら
の
輸
入
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

朝
鮮
半
島
も
事
情
は
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
日

本
向
け
に
は
朝
鮮
半
島
に
権
益
を
持
つ
業
者
が
補
助
材
に
過
ぎ
な
い

鉛
だ
け
を
朝
鮮
半
島
で
調
達
し
て
日
本
に
出
荷
し
て
い
た
よ
う
な
こ

と
は
考
え
ら
れ
る
。 

た
だ
し
最
終
製
品
、
例
え
ば
漢
鏡
７
期
の
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
な
ど

は
中
国
の
業
者
が
直
接
取
り
扱
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
場
合
、

一
般
論
と
し
て
は
、
製
品
の
鏡
ル
ー
ト
と
原
材
料
供
給
の
ル
ー
ト
と

は
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
ル
ー
ト
を
統
合
で
き
る
ほ
ど
、

仲
介
業
者
は
強
力
で
は
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
魏
か
ら
日
本
に
三
角
縁
神
獣
鏡
を
出
荷
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
倭
鏡
や
銅
鏃
の
原
料
ま
で
、
三
角
縁
神
獣
鏡

と
同
規
格
で
出
荷
す
る
こ
と
な
ど
、
極
め
て
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。 



 20 

最
大
の
問
題
は
朝
鮮
半
島
で
は
日
本
の
三
角
縁
神
獣
鏡
や
銅
鏃
の

鉛
同
位
体
比
を
示
す
製
品
が
全
く
出
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
朝
鮮
半
島
で
は
中
国
か
ら
は
銅
と
錫
の
み
調
達
す
れ
ば
鉛
は
「
地

産
地
消
」
で
一
応
完
結
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
た
め
に
日
本
で
も
鉛
の
「
地
産
地
消
」
が
進
ん
だ
と
す
れ
ば
、

朝
鮮
半
島
産
の
鉛
を
必
要
と
し
な
く
な
る
の
は
当
然
の
理
で
あ
ろ
う
。 

９ 

三
角
縁
神
獣
鏡
へ
の
対
島
鉛
添
加
の
証
拠 

前
項
で
図

13
～
図
17
に
共
通
し
て
示
し
た
「
仕
切
り
線
」
の
下
側

に
鉛
同
位
体
比
の
領
域
を
拡
げ
た
の
は
、
韓
国
の
慶
尚
北
道
の
鉛
か

あ
る
い
は
富
山
県
長
戸
鉱
山
の
鉛
か
、
い
ず
れ
で
も
可
能
と
の
案
を

示
し
た
。
ど
ち
ら
が
可
能
で
あ
っ
て
も
「
三
角
縁
神
獣
鏡
国
産
説
」

は
成
り
立
つ
の
で
あ
ま
り
拘
ら
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。 

た
だ
し
「
仕
切
り
線
」
の
左
下
方
向
に
も
明
ら
か
に
領
域
を
拡
大
し

て
い
た
。
こ
の
事
に
関
連
し
て
は
既
に
表
３
に
、
対
馬
の
対
州
鉱
山

の
鉛
と
完
全
に
一
致
す
る
三
角
縁
神
獣
鏡
が
二
面
も
あ
る
こ
と
を
示

し
て
置
い
た
。
は
た
し
て
三
角
縁
神
獣
鏡
に
対
州
鉱
山
の
鉛
が
使
用

さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
の
問
題
を
精
査
す
る
た
め
に
図
13
の
三
角
縁
神
獣
鏡
と
図

15
の

倭
鏡(

古
墳
時
代
全
期
に
変
更)

を
統
合
さ
せ
て
図

19
に
再
度
登
場
さ

せ
る
。 

図

19
に
は
対
馬
の
対
州
鉱
山
鉛
と
兵
庫
県
生
野
鉱
山
、
更
に
は
既

に
議
論
し
た
岐
阜
県
神
岡
鉱
山
群
と
富
山
県
長
戸
鉱
山
も
併
記
し
た
。 

そ
の
上
で
対
州
鉱
山
と
旧
前
漢
時
代
の
標
準
組
成(

2
0

7P
b

/
2

0
6P

b

＝2
.1

6
6

、2
0

8P
b

/
2

0
6P

b

＝0
.8

7
6

)

を
結
ぶ
直
線
を
引
い
て
図
上
に
示

し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
直
線
上
に
、
全
体
の
母
集
団
と
は
明
確
に
離

れ
て
、
き
れ
い
に
載
る
三
角
縁
神
獣
鏡
や
倭
鏡
が

10
面
以
上
あ
る
こ

と
が
判
っ
た
。

そ
の
意
味
は
、

前

漢

時

代

の

標

準

組

成

と

生

野

鉱

山

鉛

あ

る

い

は

長

戸

鉱

山

鉛

の

間

に

直

線

を

引

い

た

と

し

て
も
、
明
確
な

独

立

直

線

と

は

な

ら

な

い

が
、
お
そ
ら
く

同

様

に

成

立

す

る

こ

と

は

容

易

に

類

推

出

来

る

で

あ

ろ
う
。 

た

だ

対

州
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鉱
山
鉛
を
強
調
し
た
の
は
日
本
に
お
い
て
も
か
な
り
珍
し
い
組
成
で

あ
り
、
日
本
の
標
準
鉛
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
た
瓢
箪
型
の
分
布
図

に
わ
ず
か
で
あ
る
が
外
れ
る
組
成
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
国
に

お
け
る
鉛
鉱
山
で
類
似
の
鉛
は
見
出
せ
な
い
。 

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
古
墳
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
弥

生
時
代
の
継
続
と
し
て
前
漢
時
代
の
標
準
組
成
に
近
い
銅
原
料
や
、

銅
鐸
等
の
再
使
用
材
が
原
料
と
な
っ
て
も
、
日
本
産
の
鉛
原
料
を
使

っ
て
三
角
縁
神
獣
鏡
や
倭
鏡
を
製
作
し
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
で
あ

ろ
う
。 

10 

三
角
縁
神
獣
鏡
が
中
国
鏡
で
あ
る
条
件 

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
を
日
本
国
内
で
国
産
化

し
得
た
と
の
想
定
は
整
っ
た
。 

し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
日
本
側
の

見
解
で
あ
り
、
中
国
側
と
し
て
も
、
図

19
の
よ
う
な
状
況
を
別
の
視

点
か
ら
説
明
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。 

そ
こ
で
思
い
出
す
の
は
中
国
考
古
学
界
で
著
名
で
あ
っ
た
王
仲
殊

の
見
解
で
あ
る
。
も
う

50
年
も
前
に
三
角
縁
神
獣
鏡
は
呉
の
工
人
が

日
本
に
渡
っ
て
作
っ
た
と
の
説
を
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る

(18)
。 

し
か
し
日
本
の
考
古
学
者
は
、「
中
国
人
が
中
国
製
で
な
い
」
と
い

っ
て
い
る
の
に
「
中
国
製
」
に
固
執
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

両
者
の
間
の
見
解
の
差
は
、
主
と
し
て
鏡
の
外
観
上
の
見
解
に
よ

っ
て
い
る
が
、
王
仲
殊
の
見
解
は
、
中
国
に
お
け
る
内
部
事
情
を
加

味
し
て
い
て
、
よ
り
歴
史
学
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
考
え

る
。 中

国
の
工
人
が
な
ぜ
日
本
に
や
っ
て
来
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
を
作

っ
た
の
か
理
由
は
明
確
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
中
国
に
お
け
る
鏡
の

需
要
が
激
減
し
、
日
本
に
新
た
な
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る

で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
鏡
の
製
作
技
術
な
ど
は
、
日
本
の
方
が
余
程
進
ん
で
い
た

可
能
性
が
高
い
。
そ
の
当
時
、
径

20
セ
ン
チ
以
上
の
鏡
や
そ
の
複
製

鏡
の
大
量
製
作
は
中
国
に
実
績
が
乏
し
く
、
日
本
の
方
が
む
し
ろ
進

ん
で
い
た
。
技
術
史
的
に
み
れ
ば
、
需
要
が
有
り
、
多
数
の
製
造
を
行

っ
て
い
る
地
域
が
、
急
速
に
世
界
一
の
立
場
に
駆
け
上
が
る
。 

仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
よ
う
な
大
量
同
型
鏡
の
生
産
方
式
を
達
成

し
た
の
は
明
ら
か
に
日
本
で
あ
る
。
錫
の
添
加
量
を
大
幅
に
減
少
し
、

鏡
径
を
増
大
し
て
、
平
縁
や
斜
縁
を
三
角
縁
に
替
え
て
強
度
を
補
い
、

平
面
鏡
を
凸
面
鏡
に
替
え
て
、
銀
色
か
ら
黄
金
色
の
「
日
迎
え
鏡
」
あ

る
い
は
「
埋
葬
鏡
」
に
替
え
る
こ
と
な
ど
、
中
国
人
に
は
発
想
し
が
た

い
こ
と
で
あ
っ
た
。 

だ
か
ら
呉
の
工
人
が
日
本
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
技
術
の
伝
承
と

い
う
よ
り
、
失
業
対
策
で
あ
り
、
日
本
側
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
の
人
脈

を
利
用
し
て
、
銅
や
錫
の
原
料
の
確
保
に
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
。

方
鉛
鉱
の
発
見
に
も
彼
ら
の
援
助
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

11 

三
角
縁
神
獣
鏡
と
斜
縁
神
獣
鏡
の
比
較 

い
よ
い
よ
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
と
魏
鏡
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鉛
同
位
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体
比
を
直
接
比
較
し
て
見
る
段
階
に
至
っ
た
。
し
か
し
未
だ
三
角
縁

神
獣
鏡
は
中
国
か
ら
も
朝
鮮
半
島
か
ら
も
一
面
も
出
土
し
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
者
が
一
致
し
て
「
最
も
三
角
縁

神
獣
鏡
に
近
い
鏡
」
と
言
っ
て
い
る
「
斜
縁
神
獣
鏡
」
を
魏
鏡
の
三
角

縁
神
獣
鏡
の
代

役
と
し
て
登
場

さ
せ
る
。
既
に
講

演
な
ど
で
は
簡

略
に
比
較
し
て

い
る
が
検
討
が

不
十
分
で
あ
っ

た
の
は
否
め
な

い
。 そ

こ
で
、
舶
載

三
角
縁
神
獣
鏡

と
日
本
国
内
出

土
の
斜
縁
神
獣

鏡
の
鉛
同
位
体

比
を
図

20
に
示

し
て
再
論
す
る
。 

図

か

ら

明

ら

か
な
よ
う
に
、
①

長
野
県
飯
田
市

兼
清
塚
古
墳
出
土
の
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
と
②
愛
媛
県
朝
日
谷
二
号
墳

出
土
の
斜
縁
二
禽
二
獣
鏡
は
三
角
縁
神
獣
鏡
の
組
成
と
一
致
す
る
領

域
の
真
ん
中
に
あ
る
。 

実
は
表
５
に
示
す
如
く
、
日
本
の
同
一
個
所(

例
え
ば
大
和
柳
本
天

神
山
古
墳)

か
ら
出
土
し
た
舶
載
鏡
に
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
一
緒
に
出

土
し
た
倭
鏡
と
全
く
同
じ
鉛
同
位
体
比
の
類
似
係
数(0

.0
9

％
以
下)

を
示
す
事
例
が
数
多

く
あ
る

(19)
。
製
作
地

も
製
作
時
期
も
異
な

る
舶
載
鏡
と
倭
鏡
の

鉛
同
位
体
比
が
一
致

す
る
な
ど
偶
然
と
し

て
見
過
ご
す
訳
に
は

行
か
な
い
。 

既

に

示

し

た

様

に
、
平
原
鏡
に
は
同

型
鏡
が
多
数
あ
り
、

技
法
は
別
と
し
て
、

鏡
の
複
製
は
可
能
で

あ
る
。
大
和
柳
本
天

神
山
古
墳
の
例
も
舶

載
鏡
と
は
言
っ
て
も

実
際
は
日
本
で
の
複
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製
が
可
能
で
あ

る
。 更

に
は
①
の

斜
縁
二
神
二
獣

鏡
は
飯
田
市
の

兼
清
塚
古
墳
か

ら
出
土
し
て
い

る
が
一
緒
に
出

土
し
た
内
行
花

文
鏡
や
画
文
帯

神
獣
鏡
も
極
め

て
類
似
し
た
鉛

同

位

体

比(

類

似
係
数

0
.0

5

％

以

下)

を

示

し

て
い
る
。 

し
か
も
②
の

斜
縁
二
禽
二
獣

鏡
も
同
一
古
墳(

朝
日
谷
２
号
墳)

か
ら
出
土
し
た
銅
鏃
と
全
く
同
じ

鉛
同
位
体
比(

類
似
係
数

0
.0

3

％)

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
二
面
の
斜
縁
神
獣
鏡
は
い
ず
れ
も
日
本
で
複

製
さ
れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
の
で
あ
る
。 

関
連
し
て
、
既
に
発
表
し
た
こ
と
で
あ
る
が

(ぬよ 6)
、
表
６
に
示
す
よ

う
に
、
国
内
出
土
の
同
型
紀
年
鏡
の
鉛
同
位
体
比
を
調
べ
る
と
、
同

型
鏡
間
で
は
一
緒
に
鋳
造
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
低
く(

類
似
係

数
が
全
て

0
.0

9

以
上
、
５
件
中
４
件
ま
で

0
.1

5

％
以
上)

全
て
が
別

の
機
会
に
鋳
造
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
年
号

の
異
な
る
紀
年
鏡
間
で
は
逆
に
同
時
に
鋳
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

ほ
ど
鉛
同
位
体
比
が
一
致
し
て
い
る
例(

類
似
係
数
が

0
.0

7

％
以
下)

が
多
い
。 

し
か
も
既
に
表
２
に
示
し
た
ご
と
く
、
漢
鏡
７
期
の
斜
縁
神
獣
鏡

ば
か
り
で
な
く
、
漢
鏡
７
期
の
画
像
鏡
、
画
文
帯
神
獣
鏡
、
獣
帯
鏡
等

も
鉛
同
位
体
比
の
分
布
巾
が
異
常
に
広
く
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
布

巾
の
二
倍
以
上
に
達
し
て
い
て
、
い
ず
れ
の
鏡
種
で
も
日
本
で
の
複

製
鏡
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
想
定
で
き
る
。 

12 

三
角
縁
神
獣
鏡
と
銅
鏃
の
一
致 

蛇
足
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
、
岐
阜
県
の
神
岡
鉱

山
群
の
鉛
や
富
山
県
の
長
戸
鉱
山
の
鉛
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
と
し

て
も
、「
三
角
縁
神
獣
鏡
は
国
産
」
と
い
う
結
論
を
替
え
る
つ
も
り
は

な
い
。 

そ
れ
は
、
図

19
に
示
し
た
よ
う
に
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
倭
鏡
と
は

古
墳
時
代
全
期
を
通
し
て
、
そ
の
分
布
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
一
致
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
倭
鏡
が
国
産
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
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い
。
そ
の
倭
鏡
と
三
角
縁
神
獣
鏡
が
全
般
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と

が
最
も
簡
単
な
証
明
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
図

13
の
三
角
縁
神
獣

鏡
Ａ
段
階
と
図

16
の
銅
鏃
の
鉛
同
位
体
比
が
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
し
て

い
る
こ
と
も
同
様
な
証
明
を
補
足
す
る
で
あ
ろ
う
。 

13 

お
わ
り
に 

考
古
学
に
お
い
て
は
全
て
の
生
活
分
野
が
関
連
し
て
い
る
。「
考
古

の
時
代
」
に
起
き
た
全
て
の
生
活
が
学
問
と
し
て
の
対
象
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
現
代
人
の
衣
・
食
・
住
は
も
ち
ろ
ん
、
農
業
・
工

業
・
商
業
や
医
学
・
薬
学
・
芸
能
・
体
育
・
宗
教
・
政
治
・
経
済
・
社

会
な
ど
、
人
間
の
営
み
が
あ
る
限
り
、
そ
の
機
能
が
存
在
す
る
。
大
袈

裟
に
言
え
ば
、
分
業
化
が
進
ん
だ
現
代
、
誰
で
も
「
専
門
分
野
」
を
持

ち
、
「
考
古
」
と
対
面
す
る
事
が
出
来
る
。 

そ
の
た
め
「
考
古
学
」
は
極
度
に
専
門
化
し
て
い
る
反
面
、
や
た
ら

に
研
究
対
象
が
広
く
、
ア
マ
チ
ュ
ア
が
参
加
し
て
成
果
を
上
げ
る
機

会
が
あ
る
。 

「
邪
馬
台
国
の
会
」
の
内
野
会
長
に
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
会
員

に
は
意
外
な
ほ
ど
「
理
系
」
が
多
い
と
い
う
。
考
え
て
見
れ
ば
、
考
古

学
を
先
導
し
た
先
輩
達
の
多
く
が
手
弁
当
の
ア
マ
チ
ュ
ア
で
、
自
由

奔
放
な
姿
勢
が
大
き
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
。 

そ
の
反
面
、「
考
古
学
」
を
専
門
と
す
る
研
究
者
は
就
職
等
を
考
え

る
と
旧
学
説
に
柔
順
な
姿
勢
が
有
利
で
あ
る
。 

筆
者
の
使
っ
て
い
る
「
文
系
」
と
か
「
理
系
」
と
言
う
言
葉
に
は
そ

ん
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

筆
者
も
本
稿
の
執
筆
を
開
始
す
る
頃
に
は
、「
理
系
」
と
い
う
立
場

に
力
ん
で
い
た
。
多
く
の
「
理
系
」
の
研
究
者
は
「
手
弁
当
」
で
あ
り
、

そ
の
成
果
は
「
文
系
」
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
れ
は
承
知
の
上
で
あ
っ
て

も
、「
文
系
」
に
姑
息
な
姿
勢
を
み
る
と
余
計
な
事
を
言
い
た
く
な
る
。 

本
稿
は
「
理
系
」
の
研
究
手
段
だ
け
で
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
地

を
追
求
し
て
み
た
。「
文
系
」
に
は
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

と
思
う
。 

そ
も
そ
も
本
稿
を
意
図
し
た
の
は
も
う

20
年
以
上
前
の
こ
と
で
あ

る
。「
鉛
同
位
体
比
」
の
理
系
専
門
家
が
文
系
に
忖
度
し
て
事
実
を
歪

め
て
い
る
。
何
か
言
い
た
い
が
ど
こ
か
ら
も
研
究
費
が
出
な
い
の
で
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
り
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

先
が
見
え
た
と
感
じ
た
の
は
、
や
は
り
平
原
弥
生
古
墳
鏡
の
研
究

で
あ
っ
た
。
柳
田
康
雄
が
出
土
鏡
四
十
面
の
内
、
二
面
の
舶
載
鏡
を

除
き
残
り
は
全
て
仿
製
鏡
だ
と
発
表
し
て
い
た
が
、
鉛
同
位
体
比
の

研
究
で
も
ほ
ぼ
同
じ
結
果
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。 

そ
し
て
平
原
弥
生
古
墳
鏡
か
ら
三
角
縁
神
獣
鏡
に
伝
承
さ
れ
た
現

象
を
二
つ
見
つ
け
た
。
も
ち
ろ
ん
筆
者
の
業
績
で
は
な
い
。 

ひ
と
つ
は
平
原
弥
生
古
墳
の
銘
文
に
「
国
保
」
と
有
る
べ
き
位
置
に

「
相
保
」
と
あ
る
例
を
知
っ
た
。
そ
れ
が
三
角
縁
神
獣
鏡
で
も
「
相
保
」

と
な
っ
て
い
る
例
が

20
件
も
あ
る
。
無
関
係
と
思
っ
て
い
た
の
に
つ

な
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。 

も
う
一
つ
は
平
原
弥
生
古
墳
鏡
に
見
ら
れ
る
突
線
模
様
が
三
角
縁
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神
獣
鏡
に
も
数
多
く
見
ら
れ
る
と
の
研
究
結
果
を
知
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
、
「
理
系
」
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。 

そ
し
て
書
い
た
の
が
弥
生
文
化
博
物
館
主
催
の
『
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ

ム
・
卑
弥
呼
の
鏡
は
海
を
越
え
た
か
』
で
発
表
し
た
「
鉛
同
位
体
比
か

ら
見
た
三
角
縁
神
獣
鏡
」

(20)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
を
見
て
「
も
う

三
角
縁
神
獣
鏡
は
国
産
」
と
主
旨
替
え
を
し
た
方
も
か
な
り
い
た
と

聞
く
。
し
か
し
、
筆
者
本
人
は
論
証
の
仕
方
を
不
十
分
と
感
じ
て
い

た
。
最
後
に
も
う
一
点
付
け
加
え
た
い
。
本
来
な
ら
、
神
岡
鉱
山
群
の

地
上
探
索
を
行
い
、
方
鉛
鉱
の
破
片
を
見
つ
け
た
か
っ
た
が
、
筆
者

の
現
況
で
は
機
会
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
鋳
造
時
に
方
鉛
鉱
を
追
挿

し
て
鉛
の
代
用
が
可
能
な
こ
と
も
実
証
し
た
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
機

会
を
得
な
か
っ
た
。
状
況
証
拠
だ
け
の
実
証
で
心
残
り
で
あ
る
。
後

続
の
研
究
を
期
待
し
た
い
。 

 

今
回
の
論
考
は
ほ
と
ん
ど
全
て
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
書
い
た

も
の
で
あ
る
。
き
っ
か
け
は

2
0

2
3

年
11
月
に
「
邪
馬
台
国
の
会
」
か

ら
「
第
二
回
安
本
美
典
賞
」
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
受
賞
記
念
講
演

を
準
備
し
な
が
ら
、「
焼
け
ぼ
っ
く
い
に
火
が
つ
き
」
十
年
以
上
前
の

熱
気
が
蘇
っ
た
。
種
々
、
ご
支
援
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
御
礼
申
し
あ

げ
た
い
。 

 

参
考
文
献
お
よ
び
注
釈 

(1) 

新
井

2
0

0
0

：
新
井
宏
「
鉛
同
位
体
比
に
よ
る
青
銅
器
の
鉛
産
地

推
定
を
め
ぐ
っ
て
」
『
考
古
学
雑
誌
』8

5
-2

。 

(2) 

李

2
0

0
6

：
李
剛
「
朝
鮮
半
島
及
日
本
細
形
青
銅
武
器
的
原
料
産

地
」
『
文
物
保
護
与
考
古
科
学
』1

8
-3

。 

(3) 

馬
淵

2
0

0
7

：
馬
淵
久
夫
「
鉛
同
位
体
比
に
よ
る
青
銅
器
研
究
の

3
0

年
」
『
考
古
学
と
自
然
科
学
』5

5

。 

(4) 

新
井

2
0

0
7

：
新
井
宏
「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
た
弥
生
期
の
実
年

代
に
貨
ン
す
る
一
試
案
」
『
考
古
学
雑
誌
』9

1
-3

。 

(5) 
h

ttp
://a

r
a

i-h
is

t.jp
/ (

新
井
宏

H
P

) 

d
a

ta
b

a
s
e

/p
b

/p
b

-d
a

ta
b

a
s
e

.p
d

f 
 

総
合
鉛
同
位
体
比 

d
a

ta
b

a
s
e

/p
b

/p
b

-m
ir

r
o

w
.p

d
f  

 

鏡
鉛
同
位
体
比 

d
a

ta
b

a
s
e

/b
r
o

n
z
e

-D
B

.p
d

f  
 

 
 

化
学
成
分 

(6) 

新
井

1
9

9
9

：
新
井
宏
「
金
属
生
産
量
の
歴
史(

２)

銅
」『B

o
u

n
d

a
r
y

』

1
9

9
9

-2

。 

(7) 

福
永

1
9

9
4

：
福
永
伸
哉
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
諸
段
階
」『
考
古
学

研
究
』4

1
-1

。 

(8) 

朱

1
9

8
5

:

朱
寿
康
「A

n
c
ie

n
t 

M
e

ta
llu

r
g

y
 
o

f 
N

o
n

-F
e

r
r
o

u
s
 

M
e

ta
ls

 in
 C

h
in

a

」
『
金
属
博
物
館
紀
要
』

11
。 

 
 

雷

1
9

8
2

：
雷
従
雲｢

中
国
湖
北
省
銅
緑
山
古
坑
道
・
冶
金
遺
跡

と
春
秋
戦
国
時
代
の
採
鉱
冶
金
業｣

『
考
古
学
雑
誌
』6

8
-3

。 
(9)
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H
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p
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e
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a
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http://arai-hist.jp/%20(新井宏HP)database/pb/pb-database.pdf%20%20総合鉛同位体比database/pb/pb-mirrow.pdf
http://arai-hist.jp/%20(新井宏HP)database/pb/pb-database.pdf%20%20総合鉛同位体比database/pb/pb-mirrow.pdf
http://arai-hist.jp/%20(新井宏HP)database/pb/pb-database.pdf%20%20総合鉛同位体比database/pb/pb-mirrow.pdf
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(10) 

『
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
青
銅
器
文
化
の
移
入
と
変
容
お
よ
び

流
通
に
関
す
る
多
角
的
比
較
研
究
』
平
成

16
年
度
文
部
科
学
省
研
究

費
。 

(11) 

鄭

2
0

0
6

：
鄭
仁
盛
「
楽
浪
土
城
に
お
け
る
青
銅
器
生
産
工
房
の

風
景
」
『
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
青
銅
器
文
化
の
移
入
と
変
容
お

よ
び
流
通
に
関
す
る
多
角
的
比
較
研
究
』
平
成

16
年
度
文
部
科
学
省

研
究
費
。 

(12) 

柳
田

2
0

0
0

：
柳
田
康
雄
「
平
原
王
墓
出
土
銅
鏡
の
観
察
総
括
」

『
平
原
遺
跡
』
前
原
市
教
育
委
員
会
。 

(13) 

白
井

2
0

0
4

：
白
井
良
彦
「
日
本
で
出
土
し
た
尚
方
鏡(

平
原
王
墓

出
土
鏡)

」
『
古
代
史
の
海
』
39
。 

(14) 

下
垣

2
0

1
0

：
下
垣
仁
志
『
三
角
縁
神
獣
鏡
研
究
辞
典
』P

.4
2

7

の

資
料
。

 

 (15) 

馬
淵

1
9

8
7

：
馬
淵
久
夫
、
平
尾
良
光
「
東
ア
ジ
ア
鉛
鉱
石
の
鉛

同
位
体
比
」
『
考
古
学
雑
誌
』7

3
-2

。 

(16) 

馬
淵

1
9

8
7

に
お
い
て
、
馬
淵
ら
が
、
神
岡
鉱
山
鉛
が
三
角
縁
神

獣
鏡
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
は
次
の
左
図
と
右

図
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
左
図(

Ａ
式
図)

を
み
れ
ば
舶
載
三
角
縁
神
獣

鏡
と
神
岡
鉱
山
の
鉛
同
位
体
比
は
良
く
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
右
図
を
み
る
と
明
ら
か
に
異
な
っ
た
分
布
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
。
そ
の
原
因
は
日
本
産
の
神
岡
鉱
山
鉛
は
大
陸
産
の
三
角
縁

神
獣
鏡
の
鉛
に
比
較
し
て
鉛
鉱
床
年
代
が
古
い
こ
と
に
よ
り
、
Ｂ
式

図
が
そ
れ
を
見
易
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
鉱
床

年
代
が
古
い
か
新
た
ら
し
い
か
の
比
較
は
原
理
的
に
は
四
つ
の
鉛
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同
位
体
の
比
率
を
比
較
す
る
こ
と
の
方
が
容
易
で
あ
り
正
し
い
。

こ
の
４
種
類
の
鉛
同
位
体
の
内
、2

0
4P

b

と

2
0

7P
b

は
事
実
上
も
う

増
え
る
こ
と
が
な
い
が
、2

0
6P

b

と

2
0

8P
b

は
ま
だ

2
3

8U
(

半
減
期

45
億
年)

や

2
3

2T
h

(

半
減
期

140
億
年)

か
ら
鉛
に
変
換
す
る
分
が
あ

り
増
え
続
け
る
。
す
な
わ
ち
、
成
長
成
分
の

2
0

6P
b

と

2
0

8P
b

が
多

い
程
成
長
余
力
が
あ
る
わ
け
で
、
鉛
鉱
床
が
新
し
い
と
評
価
す
る
。

①
中
国
の
鉱
山
で
最
も
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鉛
同
位
体
比
に
近
い
湖

南
省
桃
林
鉱
山
、
②
日

本
国
内
で
発
掘
さ
れ

た
漢
鏡
２
期
～
漢
鏡

７
期
の
平
均
的
な
鉛

同
位
体
比
、
③
舶
載
三

角
縁
神
獣
鏡
Ａ
段
階

平
均
と
、
④
神
岡
鉱
山

群
の
鉛
同
位
体
比
平

均
に
つ
い
て
、
成
長
成

分
の
計
算
値
を
別
表

に
示
す
。

 

そ

の

結

果

か

ら

明

ら
か
な
よ
う
に
、
対
象

と
し
た
三
角
縁
神
獣
鏡

の
周
辺
の
諸
成
分
は
完

全
に
組
成
が
一
致
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
式
図
を
使
っ
た
か
ら
棄
却
で
き
る
な
ど
と
い

う
先
入
観
で
結
果
を
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

な
ぜ
専
門
家
で
あ
る
馬
淵
氏
ら
が
、
こ
ん
な
簡
単
な
誤
り
に
陥
っ

た
か
は
、
あ
ら
か
じ
め
三
角
縁
神
獣
鏡
は
魏
鏡
で
あ
る
と
定
め
て
い

た
先
入
観
あ
る
い
は
願
望
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
正
し
い
Ｂ
式
図
に

よ
る
比
較
の
た
め
に
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
範
囲
と
鉱
山
鉛
の
範
囲

を
一
致
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
馬
淵
氏
ら
の
作
図
で
は
、
三

角
縁
神
獣
鏡
Ａ
段
階
の
よ
う
に
神
岡
鉱
山
鉛
に
一
致
す
る
場
合

(
2

0
7P

b
/
2

0
6P

b
=

0
.8

5
9

～0
.8

6
2

)

の
み
で
な
く
、
三
角
縁
神
獣
鏡
Ｂ
Ｃ

Ｄ

段

階

の

よ

う

に

そ

の
他

の

日

本

鉛

が

含

ま

れ

て

い

る

範

囲

(
2

0
7P

b
/
2

0
6P

b
=

0
.8

5
0

～0
.8

6
7

)

ま
で
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
に
、

そ
の
部
分
が
Ｂ
式
図
で
異
な
る
配
置
と
な
っ
た
の
で
、
今
回
の
よ
う

な
誤
解
に
陥
る
。
念
の
た
め
、
筆
者
が
鉱
山
鉛
と
三
角
縁
神
獣
鏡
の

対
応
範
囲
を
一
致
さ
せ
て
作
成
し
た
右
図(

Ｂ
式
図
の
例
を
最
後
に

付
け
る
。 

(17) 

本
格
的
な
黄
銅
鉱(C

u
F

e
S

2 )

等
鉄
含
有
硫
化
鉱
の
酸
化
製
錬
が

は
じ
ま
る
前
、
古
代
に
お
い
て
は
、
地
表
に
あ
る
鉄
分
の
少
な
い
輝

銅
鉱
（C

u
2 S

）
、
孔
雀
石
（C

u
2 C

O
3 (O

H
)

）
、
赤
銅
鉱
（C

u
2 O

）
と

い
っ
た
硫
化
銅
鉱
ま
た
は
酸
化
銅
鉱
を
利
用
す
る
こ
と
が
普
通
で

あ
っ
た
。
鉄
以
外
の
含
有
金
属
と
し
て
は
、C

u
3 A

s
S

4

や

C
u

3 S
b

S
4

の
化
学
式
を
持
つ
鉱
石
が
あ
る
よ
う
に
、
ヒ
素
や
ア
ン
チ
モ
ン
が
普

遍
的
で
あ
る
が
、
問
題
は
古
代
中
国
の
銅
鉱
石
に
錫
や
鉛
を
含
む
か

否
か
で
あ
る
。
前
漢
時
代
の
「
銅
錠
」
を
調
べ
る
と
鉛
は
い
ず
れ
も
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〇
・
一
％
未
満
で
あ
る
。
中
国
で
も
銅
地
金
の
錫
や
鉛
の
含
有
量
を

わ
ざ
わ
ざ
調
べ
て
、
錫
も
鉛
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
記
録
を
読

ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
ど
の
文
献
で
あ
っ
た
か
再
発
見
で
き
な
か
っ

た
。
鉛
は
銅
に
溶
け
ず
活
量
が
い
つ
も
大
き
い
の
で
、
銅
に
良
く
固

溶
す
る
鉄
や
ヒ
素
・
ア
ン
チ
モ
ン
を
酸
化
除
去
す
る
際
に
銅
に
溶
け

な
い
鉛
は
活
量
の
関
係
で
微
量
ま
で
除
去
さ
れ
易
い
。 

(18) 

王

2
0

1
2

：
王
仲
殊
「
再
論
日
本
出
土
的
景
初
四
年
銘
三
角
縁
盤

竜
鏡
」『
考
古
』
。
平
松
健
翻
訳
『
季
刊
邪
馬
台
国
』11

9

号(2
0

1
3

)

。

そ
の
中
に
「
特
に
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
数
年
前
で
あ
る
が
、
日

本
の
著
名
な
金
属
考
古
学
者
新
井
宏
氏
が
、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
含

ま
れ
る
鉛
同
位
体
元
素
比
率
の
測
定
に
基
づ
き
、
日
本
本
土
で
産

出
さ
れ
た
鉛
鉱
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
自
然
科
学
の
研
究
分
野

か
ら
も
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
中
国
の
魏
鏡
で
は
な
く
、
日
本
で
製
作

さ
れ
た
こ
と
を
確
証
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
触
れ
て
い
る
。 

(19) 

鉛
同
位
体
比
の
類
似
係
数
：
定
義
は 

新
井

2
0

0
5

：
新
井
宏
「
鉛

同
位
体
比
か
ら
見
た
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
地
・
舶
載
紀
年
鏡
等

の
複
製
問
題
を
通
し
て
」『
情
報
考
古
学
』1

1
-2

に
載
せ
る
。
長
野

県
森
将
軍
塚
古
墳
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
七
個
所
測
定
し
た

結
果
を
整
理
す
る
と

21
組
の
類
似
係
数
は

0
.0

2

％
が
３
件
、

0
.0

3

％
が
４
件
、0

.0
4

％
が
６
件
、0

.0
5

％
が
３
件
、0

.0
6

％
が
３

件
、0

.0
7

％
が
２
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
全
く
同
一
組
成
の

場
合
で
も

0
.0

5

％
で
あ
り
、0

.0
7

％
以
下
な
ら
「
非
常
に
良
く
似
て

い
る
」
、0

.0
9

％
以
下
な
ら
「
一
緒
に
製
作
し
た
可
能
性
が
あ
る
」

と
判
定
し
、0.1

0

％
以
上
な
ら
別
の
機
会
に
作
っ
た
可
能
性
が
あ
る

と
判
定
し
て
い
る
。 

(20) 

新
井

2
0

0
6

：
新
井
宏
「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
た
三
角
縁
神
獣
鏡
」

『
古
代
の
鏡
と
東
ア
ジ
ア
』
金
関
恕
監
修
。 

  

 


