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は
じ
め
に
｜
北
方
研
究
と
モ
ン
ゴ
ル
高
原

札
幌
学
院
大
学
人
文
学
部
教
授

臼

杵

勲

「
モ
ン
ゴ
ル
高
原
」と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、
果
て
し
な
く
広
が
る
緑
の
草
原
と
、
そ
こ
で
暮
ら
す
馬
・
牛
・

羊
な
ど
の
家
畜
群
、
そ
し
て
天
幕
生
活
を
す
る
牧
民
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
夜
に
な
る
と
空
中
に

輝
く
星
々
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
北
海
道
人
に
は
、
比
較
的
親
し
み
や
す
い
風
景
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
全
く
未
体
験
の
環
境
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
当
然
、
そ
こ
で
は
ぐ
く
ま

れ
た
文
化
や
価
値
観
も
日
本
列
島
と
は
異
な
り
ま
す
。
横
綱
朝
青
龍
の
行
動
・
言
動
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
こ
と
が
多
い

の
は
、
そ
の
よ
う
な
異
文
化
間
の
あ
つ
れ
き
と
も
い
え
ま
す
。
一
方
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
日
本
と
モ
ン
ゴ
ル
と
の
関
係
に

は
、
鎌
倉
時
代
の
元
寇
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
争
な
ど
敵
対
的
な
事
件
が
多
か
っ
た
の
も
事
実
で
す
。「
モ
ン
ゴ
ル
高
原
」は
遠

い
異
質
な
世
界
、
あ
る
い
は
不
幸
な
関
係
を
持
っ
た
地
域
と
い
う
の
が
多
く
の
方
々
の
印
象
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
と
特
に
北
海
道
が
、
意
外
と
近
い
と
い
う
の
は
そ
う
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
モ
ン
ゴ
ル
を
流
れ
る
大
河
オ
ノ
ン
川
と
ケ
ル
レ
ン
川
は
、
や
が
て
合
流
し
て
ア
ム
ー
ル
川
（
黒
龍
江
）
へ
と
つ
な

が
り
ま
す
。
ア
ム
ー
ル
川
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
対
岸
で
間
宮
海
峡
に
流
れ
込
み
、
そ
の
水
は
冬
に
は
流
氷
と
し
て
、
北
海
道

の
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
に
至
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
調
査
中
ケ
ル
レ
ン
川
で
水
浴
し
て
い
た
と
き
に
、
ふ
と
こ
の
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水
が
北
海
道
に
た
ど
り
着
く
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
気
が
つ
き
、
懐
か
し
さ
を
お
ぼ
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
オ
ノ
ン

川
流
域
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
故
郷
の
地
で
も
あ
り
ま
す
が
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
が
水
浴
し
た
水
も
北
海
道
に
た

ど
り
つ
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
源
義
経
が
北
海
道
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
に
わ
た
り
や
が
て
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
と
な
っ
た
と

い
う
伝
説
も
、
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
で
は
な
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

考
古
学
的
に
も
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
と
北
海
道
を
結
ぶ
資
料
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
北
海
道
各
地
で
出
土
す
る
旧
石
器
時

代
の
細
石
器
文
化
や
縄
文
時
代
の
石
刃
鏃
は
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
で
も
多
数
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
世
界
遺
産
登
録
を

目
指
し
て
活
動
中
の
北
日
本
の
縄
文
時
代
の
大
集
落
は
、
内
蒙
古
高
原
の
新
石
器
文
化
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
で
は
、
契
丹
土
器
の
影
響
を
受
け
た
土
器
の
出
土
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
元
朝
は
鎌
倉
幕

府
の
み
で
は
な
く
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
と
も
紛
争
を
起
こ
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
に
築
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
砦
址
が
、

北
海
道
を
臨
む
サ
ハ
リ
ン
南
端
に
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
北
方
考
古
学
を
研
究
す
る
上
で
モ
ン
ゴ
ル
は
大
変
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
東
ア
ジ
ア
史
や
東
西
交
渉
史
な
ど
、
世
界
史
上
で
も
モ
ン
ゴ
ル
は
重
要
な
地
域
で
あ
り
、

そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
韓
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ト
ル
コ
、
ド
イ
ツ
な
ど
多
く
の
調
査
隊
が
モ
ン
ゴ
ル
で
の

調
査
に
従
事
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
現
代
的
な
意
味
合
い
で
も
モ
ン
ゴ
ル
高
原
と
北
海
道
は
大
き
な
共
通
点
を
有
し
て
い
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の

一
部
を
占
め
る
中
国
の
内
蒙
古
自
治
区
や
ロ
シ
ア
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
自
治
共
和
国
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
を
母
語
と
す
る
住
民

は
急
激
に
減
少
し
、
そ
の
言
語
・
文
化
が
消
失
の
危
機
に
あ
り
ま
す
。
北
海
道
で
も
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
言
語
や
文
化
の
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次
世
代
へ
の
継
承
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
共
通
の
課
題
に
つ
い
て
日
モ
間
で
情
報
・
意
見
を
交
換
す
る
こ
と

は
、
双
方
に
と
っ
て
貴
重
な
参
考
資
料
を
も
た
ら
す
で
し
ょ
う
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
北
方
研
究
を
重
要
な
柱
の
一
つ
と
す
る
札
幌
学
院
大
学
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
研
究
を
重
視
し

て
い
ま
す
。
二
〇
〇
九
年
八
月
に
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
と
研
究
協
定
を
締

結
し
ま
し
た
。
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
、
そ
れ
を
記
念
し
て
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
三
日
に
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
草

原
の
古
代
文
化
｜
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
考
古
学
」
を
基
に
執
筆
・
編
集
さ
れ
た
も
の
で
す
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
第
一
部
で
本

学
の
モ
ン
ゴ
ル
研
究
の
一
端
を
紹
介
し
、
第
二
部
で
は
考
古
学
の
内
容
に
し
ぼ
り
、
二
つ
の
講
演
、
二
つ
の
報
告
、
全
体

討
議
で
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
考
古
学
の
最
新
成
果
と
課
題
を
紹
介
し
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所

長
ツ
ェ
ヴ
ェ
ン
ド
ル
ジ
博
士
の
講
演
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
考
古
学
の
全
容
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
多
彩
か
つ
豊

富
な
内
容
か
ら
、
な
ぜ
世
界
中
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
の
考
古
学
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
か
が
、
ご
理
解
い
た
だ
け
た
も
の
と
思

い
ま
す
。
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
研
究
員
董
新
林
さ
ん
の
講
演
は
、
内
蒙
古
に
根
拠
を
置
い
た
契
丹
国
（
遼
）
初

代
皇
帝
太
祖
の
陵
墓
の
発
掘
成
果
で
す
。
遼
は
中
国
の
正
当
王
朝
の
一
つ
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
中
華
帝
国
皇
帝

陵
調
査
の
最
新
成
果
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
機
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。

東
北
学
院
大
学
教
授
佐
川
正
敏
さ
ん
に
は
内
蒙
古
の
新
石
器
時
代
の
生
業
・
生
活
に
関
し
て
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。

内
蒙
古
で
は
採
集
・
狩
猟
を
生
業
の
基
盤
と
し
な
が
ら
大
型
の
集
落
を
形
成
し
た
点
で
三
内
丸
山
遺
跡
な
ど
北
日
本
の
大

型
縄
文
集
落
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
比
較
す
る
こ
と
か
ら
、
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縄
文
文
化
の
特
質
も
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
奈
良
大
学
教
授
千
田
嘉
博
さ
ん
は
戦
国
・
織
豊
期
の

城
郭
研
究
者
と
し
て
著
名
で
す
が
、
今
回
は
城
郭
の
比
較
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
の
中
世
城
郭
の
意
義
を
述
べ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
モ
ノ
か
ら
歴
史
を
語
る
考
古
学
の
手
法
も
、
簡
潔
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
遺
跡
・
歴
史
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
、
北
海
道

と
モ
ン
ゴ
ル
高
原
が
ま
っ
た
く
無
関
係
な
地
域
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
個
々
の
遺
跡
が
ど
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
内
容
を

持
っ
て
い
る
か
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。
中
に
は
、
世
界
遺
産
登
録
や
国
家
重
要
遺
跡
指
定
が

行
わ
れ
た
遺
跡
も
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
国
や
中
国
内
蒙
古

自
治
区
を
旅
行
さ
れ
る
機
会
に
、
遺
跡
を
見
学
さ
れ
る

機
会
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

が
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
歴
史
・
文
化
や
遺
跡
に
関
心
を

い
だ
く
、
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
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Ⅰ
部

札
幌
学
院
大
学
の
モ
ン
ゴ
ル
調
査

報 告

モ
ン
ゴ
ル
系
危
機
言
語
の
調
査
研
究

札
幌
学
院
大
学
人
文
学
部
准
教
授

山

越

康

裕

私
は
こ
こ
十
年
あ
ま
り
の
間
、
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
に
暮
ら
す
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
モ
ン
ゴ
ル

系
民
族
集
団
の
使
用
す
る
、
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
の
調
査
に
従
事
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
語
の
話
者
は
現
在
約
六

千
人
し
か
お
ら
ず
、
数
世
代
先
に
は
そ
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
言
語
で
す
。
ま
た
、
中
国
語
や
モ
ン
ゴ
ル
語
と
日
常
的
な

接
触
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
言
語
の
姿
が
現
在
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
少
数
言
語

を
研
究
す
る
こ
と
の
言
語
学
上
の
意
義
を
述
べ
た
う
え
で
、
研
究
の
一
端
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

１．

記
述
言
語
研
究
の
も
つ
意
義

私
の
お
こ
な
っ
て
い
る
研
究
は
、
言
語
学
の
な
か
の
「
記
述
言
語
研
究
」
と
い
う
分
野
に
属
し
ま
す
。
記
述
言
語
研
究

と
は
、
あ
る
言
語
の
話
者
の
も
と
に
赴
き
、
聞
き
取
り
（
も
し
く
は
読
み
取
り
）
調
査
を
お
こ
な
い
、
そ
の
言
語
の
構
造
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を
記
述
・
分
析
す
る
研
究
の
こ
と
を
さ
し
ま
す
。
言
語
学
と
い
う
の
は
、
そ
の
名
の
通
り
「
人
間
言
語
と
は
何
か
」
と
い

う
こ
と
を
探
究
す
る
学
問
分
野
で
す
。
言
語
学
で
は
、
言
語
を
ど
の
よ
う
に
習
得
す
る
の
か
・
言
語
の
起
源
は
何
か
・
言

語
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
・
言
語
の
も
つ
普
遍
的
な
構
造
は
何
か
・
個
別
の
言
語
の
構
造
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
か
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も「
言
語
と
は
何
か
」と
い
う
謎
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
た
め
の
研
究
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ
が
「
記
述
言
語
研
究
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

記
述
言
語
研
究
に
お
い
て
は
、
人
間
言
語
す
べ
て
が
研
究
対
象
と
な
り
ま
す
。
話
し
手
の
多
い
言
語
だ
け
で
は
な
く
、

話
し
手
の
少
な
い
言
語
に
つ
い
て
も
、
平
等
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
話
し
手
が
少
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の

言
語
は
話
し
手
の
多
い
言
語
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
話
し
手
の
多
い
言
語
を
対
象
と
し
た
研
究
に
比
べ
、
話
し
手
の
少
な
い
言
語
を
対
象
と
し
た
研
究
は
立
ち

遅
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
語
や
、
モ
ン
ゴ
ル
語
と
祖
先
を
同
じ
く
す
る
少
数
言
語
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
話
し
手
の
少
な
い
言
語
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
普
段
耳
に
す
る
よ
う
な
言
語
と

い
う
の
は
、
世
界
に
五
千
〜
八
千
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
言
語
の
総
数
の
う
ち
の
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
し
か
な
い
か
ら
で

す
。
そ
の
よ
う
な
一
部
の
言
語
だ
け
を
見
つ
め
て
い
て
は
、
人
間
言
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
・
事
象
を
見
落
と
し
て
し
ま

う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
少
数
言
語
の
研
究
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
す
。
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２．

シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
の
調
査

モ
ン
ゴ
ル
語
と
祖
先
を
同
じ
く
す
る
少
数
言
語
の
記
述
言
語
研
究
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
立
ち
遅
れ
て
い
ま
す
。

私
の
研
究
対
象
で
あ
る
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
も
、
私
以
外
に
研
究
者
が
い
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
を
使
用
す
る
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
人
々
は
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
三
二
年
に
か
け

て
、
ロ
シ
ア
（
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
）
領
（
地
図
中
Ａ
の
箇
所
）
か
ら
中
国
領
内
モ
ン
ゴ
ル
北
部
の
シ
ネ
ヘ
ン
川
流
域
（
地
図

中
Ｂ
の
箇
所
）
へ
と
亡
命
し
た
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
子
孫
で
す
。
中
国
に
亡
命
し
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
は
日
常
的
に
モ
ン

ゴ
ル
語
や
中
国
語
に
触
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
伝
統
的
な
ブ
リ
ヤ
ー
ト
ら
し
さ
を
生
活
の
中
に
残
し
て
は
い
る
も
の

の
、
言
語
は
徐
々
に
モ
ン
ゴ
ル
語
・
中
国
語
の
影
響
を
受
け
て
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
変
化
の
姿
を
と
ら
え

る
こ
と
が
私
に
と
っ
て
の
重
要
な
研
究
課
題
と
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て

述
語
に
付
さ
れ
る
人
称
標
示
が
欠
落
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
中
国
語
の
影
響
に
よ
り
、
大
量
の
中
国
語

語
彙
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
そ
の
ま
ま
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
の
動
詞
と
し
て
機
能
す
る
語

彙
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
他
の
言
語
か
ら
の
借
用
語
に
は
見
ら
れ
な
い
、
特
殊
な
現
象
で
す
。
さ
ら
に
、
動
詞
語
幹
に
接

続
し
、
目
上
の
相
手
へ
の
依
頼
の
意
味
合
い
を
付
与
す
る
語
尾-g

tii

が
、
物
を
他
人
に
渡
す
際
の
掛
け
声
、
つ
ま
り
「
ほ

ら
」
と
か
「
は
い
よ
」
に
あ
た
るm

a
i

と
い
う
単
語
に
接
続
し
、m

a
ig
tii

「
ど
う
ぞ
」
と
い
う
か
た
ち
を
つ
く
る
と
い
う

現
象
も
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
、
単
語
ご
と
の
独
立
性
が
強
い
中
国
語
か
ら
の
影
響
で
あ
る
こ
と
が
強
く
推
測
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
変
化
の
姿
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
他
言
語
と
の
接
触
に
よ
り
、
言
語
の
ど
の
よ
う
な
部
分
に
、
ど
の
よ
う
な
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変
化
が
生
じ
や
す
い
の
か
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
に
近
づ
く
た
め
の
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。
言
語
の
記
述
、
つ
ま
り

シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
加
え
、
こ
う
し
た
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
た
め

の
手
が
か
り
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
研
究
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
い
う
わ
け
で
す
。

３．

他
分
野
に
お
け
る
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
研
究
の
意
義

と
こ
ろ
で
、
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
話
者
で
あ
る
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
暮
ら
す
地
域
は
、
他
の
モ
ン
ゴ
ル

系
・
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
民
族
も
モ
ザ
イ
ク
状
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
シ
ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
は
そ
の
中
に
あ
ら
た
に
加

わ
っ
た
集
団
な
の
で
す
が
、
現
在
、
こ
の
地
域
で
一
定
の
社
会
的
地
位
を
獲
得
し

て
い
ま
す
。
彼
ら
が
な
ぜ
そ
う
し
た
地
位
を
獲
得
で
き
た
の
か
、
ま
た
強
い
民
族

意
識
は
ど
の
よ
う
に
保
持
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
は
、
民
族
学
・
人
類
学
的

見
地
か
ら
み
て
興
味
深
い
も
の
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
地
域
は
旧
満
洲
に
含

ま
れ
る
地
域
で
す
が
、
か
つ
て
の
「
満
洲
国
」
時
代
の
状
況
な
ど
を
知
る
高
齢
者

も
お
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
方
々
の
語
り
、
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
も
ま
た
、
社

会
学
や
歴
史
学
に
お
け
る
貴
重
な
資
料
と
な
り
う
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し

た
人
文
科
学
の
横
断
的
な
研
究
協
力
体
制
、
ま
た
言
語
学
に
お
け
る
研
究
協
力
体

制
の
構
築
も
、
今
後
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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報 告

チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
契
丹
城
市
遺
跡

札
幌
学
院
大
学
人
文
学
部
教
授

臼

杵

勲

は
じ
め
に

内
蒙
古
東
部
の
シ
ラ
ム
レ
ン
川
流
域
を
根
拠
地
と
し
た
契
丹
は
、
一
〇
世
紀
に
耶
律
阿
保
機
に
よ
り
統
一
さ
れ
、
契
丹

国
（
遼
）
が
建
国
さ
れ
ま
す
。
や
が
て
中
国
の
北
辺
を
統
治
下
に
い
れ
、
北
宋
と
な
ら
ぶ
大
帝
国
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に

一
〇
〇
四
年
に
は
、
西
北
地
域
経
営
の
拠
点
と
す
る
べ
く
、
鎮
州
・
防
州
・
維
州
の
辺
防
州
三
城
を
現
在
の
モ
ン
ゴ
ル
国

の
中
央
部
に
築
き
ま
し
た
。
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の
西
方
約
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
ブ
ル
ガ
ン
県
ダ
ッ
シ
ン
チ
レ

ン
の
チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
城
址
は
こ
の
鎮
州
城
址
に
比
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
二
万
騎
が
駐
屯
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
軍
隊
・
官
僚
に
加
え
、
一
般
住
民
が
居
住
し
、
手
工
業
生
産
や
商
業
活
動
が
行
わ
れ
た
都
市
で
も
あ
り
ま
し
た
。

二
〇
〇
六
〜
二
〇
〇
八
年
に
、
札
幌
学
院
大
学
・
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・

共
済
事
業
団
の
助
成
を
得
て
、
チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
城
址
の
測
量
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
遺
跡
全
体
の
測
量
と
周
囲
の
同
時

期
遺
跡
の
確
認
を
目
的
と
し
た
調
査
で
す
。
ま
た
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
、
城
址
南
方
の
窯
址
群
の
発
掘
調
査
と
出
土
資
料

の
整
理
・
分
析
を
開
始
し
ま
し
た
。
以
下
で
は
そ
れ
ら
の
成
果
を
紹
介
し
ま
す
。
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１．

遺
跡
の
概
要

チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
城
址
は
、
ト
ー
ラ
川
支
流
旧
河
道
沿
い
の
微
高
地
部
分
に
立
地
し
、
周
辺
に
は
湖
沼
が
点
在
し
て
い
ま

す
。
北
側
に
は
烽
火
台
が
置
か
れ
た
チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
山
が
位
置
し
ま
す
。
城
址
は
こ
の
丘
陵
か
ら
下
る
緩
斜
面
上
に
築
造

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
遺
跡
の
周
辺
に
は
遺
物
が
散
布
し
、
城
外
に
も
居
住
地
が
広
が
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
城
址
は
長
方
形
の
プ
ラ
ン
を
持
ち
、
長
辺
は
千
二
百
五
十
六
メ
ー
ト
ル
、
短
辺
は
六
百
五
十
六
メ
ー
ト

ル
の
規
模
が
あ
り
ま
す
。
城
外
と
の
区
画
は
、
城
壁
・
堀
・
低
い
外
城
壁
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
城
壁
の
基
底
幅

は
現
状
で
約
三
十
メ
ー
ト
ル
、
堀
幅
は
十
〜
十
二
メ
ー
ト
ル
。
内
部
は
内
城
壁
に
よ
り
南
北
に
二
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
北

城
・
南
城
と
も
に
三
ヶ
所
ず
つ
門
が
敷
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
門
の
外
側
に
は
す
べ
て
鍵
手
状
の
城
壁
（
甕
城
）
が
付
設
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
城
壁
に
は
六
十
〜
七
十
五
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
を
置
い
て
半
円
形
の
張
り
出
し
（
馬
面
）
が
お
か

れ
ま
す
。
北
城
・
南
城
と
も
に
、
城
内
道
路
に
よ
り
区
画
さ
れ
ま
す
。
中
心
街
路
は
門
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
北
城
・
南
城
と
も
に
、
東
西
の
門
を
結
ぶ
道
路
と
南
門
か
ら
伸
び
る
道
路
が
直
行
し
ま
す
。
道
路
幅
は
、
二
十
〜
三

十
メ
ー
ト
ル
前
後
。
一
方
、
南
城
も
門
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
道
路
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
城
に
は
、
こ
れ
ら
の
中
心
街

路
の
他
に
、
こ
れ
ら
に
直
行
す
る
幅
員
の
狭
い
道
路
が
走
り
、
京
都
市
や
札
幌
市
の
町
並
み
の
よ
う
に
、
道
路
に
よ
る
方

形
区
画
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
城
内
に
は
多
く
の
建
物
跡
が
存
在
し
ま
す
。
大
型
建
物
群
は
北
城
に
多
く
、
両
城
と
も
に
、

南
北
道
路
の
東
の
区
画
に
集
中
し
ま
す
。
大
型
建
物
の
多
く
が
礎
石
建
ち
瓦
葺
建
物
で
あ
り
、
龍
頭
な
ど
の
飾
り
瓦
を
用

い
た
も
の
も
存
在
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
顕
著
な
の
が
、
北
城
北
端
の
建
物
群
で
す
。
低
い
土
塁
に
囲
ま
れ
た
東
西
約
百
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二
十
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
区
画
の
中
央
に
、
幅
約
四
十
メ
ー
ト
ル
の
基
壇
を
持
つ
大
型
東
西
建
物
が

置
か
れ
、
そ
の
南
側
の
東
西
に
、
直
交
す
る
形
で
南
北
棟
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
北
城
の
西
南
隅
と
東
南
隅
に

は
、
方
形
な
い
し
コ
の
字
状
に
配
置
さ
れ
た
建
物
群
が
存
在
し
ま
す
。
主
要
街
路
交
差
点
付
近
で
は
、
床
暖
房
を
伴
う
住

居
が
密
接
し
て
構
築
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
南
城
で
は
、
東
南
部
に
、
大
型
建
物
が
一
列
に
並
ぶ
建
物
群
が
配
置
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
建
物
配
置
や
基
壇
の
特
徴
か
ら
、
寺
院
址
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

２．

チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
城
址
の
設
計
・
築
造

今
回
の
測
量
で
城
址
の
設
計
を
復
元
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
設
計
の
基
準
尺
度
は
唐
尺
（
一
尺
三
十
セ
ン

チ
弱
）
で
、
大
型
道
路
・
門
の
中
心
を
基
準
に
座
標
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
道
路
・
城
壁
が
配
置
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
城
全
体
で
は
、
南
北
四
千
二
百
尺
、
東
西
二
千
尺
で
基
本
設
計
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
北
道
路
に
よ
り
、
北
城

は
、
西
か
ら
三：

四：

四
、
東
西
道
路
に
よ
り
北
か
ら
七：

四
に
区
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
城
も
こ
の
座
標
に
沿
う
形
で

区
画
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
体
を
四
百
尺
の
方
眼
に
の
せ
る
と
こ
の
設
計
の
様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
（
図
参
照
）。

南
北
両
城
で
設
計
基
準
を
共
通
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
初
か
ら
、
南
北
二
城
と
い
う
全
体
設
計
が
な
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
ま
た
、
街
路
で
区
画
さ
れ
る
部
分
の
面
積
が
道
路
幅
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
、
道
路
幅
・
区
画
端
を
調

整
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
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３．

窯
址
群
試
掘
調
査

窯
址
群
は
城
址
南
門
か
ら
南
東
約
三
百
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
ま
す
。
物
理
探
査
に
よ
り
、
百
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の
空

間
に
窯
址
が
数
基
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
窯
址
部
分
は
、
低
い
高
ま
り
と
な
っ
て
お
り
、
肉
眼
で
も
存
在

が
確
認
で
き
ま
す
。
最
大
の
高
ま
り
で
調
査
を
行
い
、
約
半
分
を
発
掘
し
、
構
造
等
の
内
容
を
把
握
し
ま
し
た
。
窯
は
高

ま
り
の
中
央
や
や
南
側
の
自
然
の
傾
斜
を
利
用
し
て
築
造
さ
れ
、
焚
き
口
、
燃
料
を
燃
や
す
燃
焼
室
を
低
い
部
分
に
作
成

し
、
一
段
高
い
部
分
に
土
器
・
瓦
を
焼
く
焼
成
室
と
煙
道
を
設
け
て
い
ま
す
。
壁
体
は
幅
約
三
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
粘
土
ブ

ロ
ッ
ク
を
ド
ー
ム
状
に
積
み
上
げ
て
、
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
焚
き
口
の
周
囲
に
は
く
ぼ
み
が
掘
ら
れ
、
作
業
ス
ペ
ー
ス

と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
焼
成
室
の
底
部
に
は
レ
ン
ガ
が
敷
か
れ
て
い
ま
し
た
。
内
部
の
堆
積
か
ら
こ
の
窯
が
複
数
回

使
用
さ
れ
、
修
理
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

結
語こ

れ
ま
で
の
調
査
で
は
、
城
址
全
体
の
測
量
、
南
方
窯
址
群
の
発
掘
を
終
了
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
他
に
も
、
水

路
や
、
建
物
群
な
ど
城
外
遺
構
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
把
握
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
城
内
に
つ
い
て
も
、
発
掘
調
査
を
行

い
な
が
ら
、
情
報
を
よ
り
詳
し
く
収
集
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
出
土
遺
物
の
考
古
学
的
検
討
に
よ
り
、

城
内
外
の
活
動
の
解
明
、
古
環
境
調
査
に
よ
る
城
郭
経
営
に
よ
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
や
環
境
変
化
の
解
明
な
ど
、
多
く

の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
上
の
調
査
・
研
究
に
加
え
、
遺
跡
の
保
護
・
活
用
に
も
、
今
後
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

13



い
く
必
要
が
あ
り
、
今
後
も
、
チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
城
址
の
調
査
を
継
続
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
予

定
で
い
ま
す
。
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報 告

エ
グ
川
・
セ
レ
ン
ゲ
河
の
旧
石
器
時
代

札
幌
学
院
大
学
人
文
学
部
准
教
授

鶴

丸

俊

明

札
幌
学
院
大
学
総
合
研
究
所
と
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
の
研
究
協
定
締
結
を
記
念
す
る
こ
の
シ
ン

ポ
ジ
ユ
ウ
ム
に
際
し
、
協
定
締
結
の
き
っ
か
け
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
四
ヵ
年
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
「
ゴ
ル
バ
ン
・
ゴ
ル
（
三
本
の
川
）
計
画
」
と
よ
ば
れ
る
日

本
・
モ
ン
ゴ
ル
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
そ
こ
で
の
信
頼
関
係
の
構
築
で
す
。
作
家
の
開
高
健
さ
ん
が
企
画
し
て
読
売
新

聞
社
と
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
が
共
催
し
た
こ
の
計
画
は
、
①
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
陵
墓
の
探
索
、
②
両
国
で
の

モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
関
わ
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の
開
催
、
③
日
本
で
の
モ
ン
ゴ
ル
時
代
歴
史
資
料
展
の
開
催
を
柱
に
し
た
も

の
で
す
。
陵
墓
の
探
索
地
域
を
現
在
の
モ
ン
ゴ
ル
の
聖
地
ヘ
ン
テ
ィ
ー
・
ハ
ー
ン
山
か
ら
流
れ
出
る
三
本
の
川
（
ヘ
ル
レ

ン
・
ト
ー
ラ
・
オ
ノ
ン
川
）
の
源
流
域
を
含
む
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

一
九
九
〇
年
は
モ
ン
ゴ
ル
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
年
で
す
。
旧
ソ
連
に
続
い
て
世
界
で
二
番
目
の
社
会
主
義
国
と
な
っ

た
こ
の
国
が
、
そ
の
道
を
離
脱
し
て
総
選
挙
を
実
施
し
た
年
な
の
で
す
。
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
数
ヶ
月
前
の
政
治
は
混
沌

と
し
、
経
済
的
に
も
食
料
や
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
生
活
必
需
品
が
払
底
し
た
混
乱
の
中
で
、
考
古
学
者
か
ら
物
理
学
者
・
宇
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セ
レ
ン
ゲ
河

モ
ン
ゴ
ル
中
部
か
ら

バ
イ
カ
ル
湖
に
注
ぐ
大

河
。
モ
ン
ゴ
ル
で
は
一

般
の
川
を
ゴ
ル
、
大
河

を
ム
ル
ン
と
呼
び
ま

す
。
そ
の
た
め
エ
ギ
ン

ゴ
ル
、
セ
レ
ン
ゲ
ム
ル

ン
を
、
そ
れ
ぞ
れ
エ
グ

川
、
セ
レ
ン
ゲ
河
と
表

記
し
ま
し
た
。



宙
飛
行
士
ま
で
、
た
く
さ
ん
の
研
究
者
が
モ
ン
ゴ
ル
隊
を
結
成
し
て
合
流
し
、
三
ヶ
月
以
上
も
の
間
寝
食
を
と
も
に
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
に
と
っ
て
初
の
自
由
主
義
社
会
と
の
共
同
調
査
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
の
彼
ら
の
大
変
さ
は
あ
え
て
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
私
た
ち
日
本
隊
も
か
の
地
の
自
然
に

圧
倒
さ
れ
、
考
え
方
の
違
い
に
困
惑
す
る
日
々
を
送
り
ま
し
た
。
三
月
末
と
は
い
え
ま
だ
厳
冬
の
ヘ
ン
テ
ィ
ー
・
ハ
ー
ン

山
中
に
入
っ
て
寒
さ
に
震
え
、
吹
雪
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
粗
食
に
耐
え
る
毎
日
で
す
。
そ
の
様
子
は
ま
る
で
探
検
隊
の
よ

う
で
し
た
。
そ
れ
以
上
に
大
き
な
問
題
は
「
調
査
方
法
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
相
違
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
延
々
と
続

い
た
会
議
後
も
個
別
に
話
し
合
う
こ
と
も
毎
度
の
こ
と
で
、
と
き
に
は
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
時
に
冷
静
に
モ
ン
ゴ
ル
隊
を
ま
と
め
、
日
本
隊
と
の
調
整
役
に
徹
さ
れ
た
の
が
、
時
の
モ
ン
ゴ
ル
隊
副
隊
長
で
、

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
ツ
ェ
ー
ベ
ン
・
ド
ル
ジ
所
長
で
す
。
日
本
隊
の
同
じ
立
場
の
私
と
同
年
齢

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ず
い
ぶ
ん
と
気
を
遣
っ
て
い
た
だ
い
た
し
、
助
け
て
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

調
査
は
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
陵
墓
候
補
地
を
四
ヵ
所
に
絞
り
、
そ
の
他
の
計
画
も
順
調
に
遂
行
し
て
無
事
に
終
了
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
本
気
で
ぶ
つ
か
り
合
い
、
本
音
で
話
し
合
っ
た
四
年
間
で
し
た
が
、
そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

信
頼
関
係
が
芽
生
え
、
今
に
続
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
こ
の
調
査
に
参
加
し
た
隊
員
は
も
ち
ろ
ん
多
数

の
研
究
者
が
い
ろ
い
ろ
な
立
場
で
モ
ン
ゴ
ル
の
調
査
・
研
究
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
に
そ
れ
ぞ
れ
に
学
ん
だ
成

果
が
そ
こ
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
も
思
い
ま
す
。

七
年
前
、
所
長
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
で
の
旧
石
器
時
代
の
共
同
調
査
の
お
誘
い
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
あ
な
た
が
掘
り
た
い
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と
こ
ろ
を
掘
っ
て
い
い
よ
」
と
い
う
言
葉
を
胸
に
、
躍
る
心
を
お
さ
え
つ
つ
草
原
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
二
〇
〇
四
年
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

モ
ン
ゴ
ル
ま
で

私
の
モ
ン
ゴ
ル
で
の
目
的
は
旧
石
器
時
代
遺
跡
の
調
査
で
す
。
し
か
し
、
今
年
ま
で
は
遺
跡
の
分
布
調
査
を
主
眼
に
し

て
い
て
本
格
的
な
発
掘
調
査
を
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
ま
だ
ま
と
ま
っ
た
成
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は「
な

ぜ
モ
ン
ゴ
ル
の
掘
る
の
か
」「
な
ぜ
エ
グ
川
・
セ
レ
ン
ゲ
河
で
掘
る
の
か
」
と
い
う
話
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
一
九
八
八
年
か
ら
九
七
年
ま
で
、
石
狩
川
の
上
流
か
ら
下
流
に
向
け
て
古
い
時
代
の
遺
跡
を
探
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
目
的
は
千
歳
市
祝
梅
遺
跡
三
角
山
地
点
や
上
士
幌
町
嶋
木
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
北
海
道
最
古
の
石
器
群
（
約
二
万
年

前
）
と
い
わ
れ
な
が
ら
実
態
の
不
明
な
そ
れ
ら
の
内
容
の
解
明
で
す
。
こ
れ
に
始
ま
る
一
連
の
調
査
で
、
私
た
ち
は
美
唄

市
、
下
川
町
、
置
戸
町
で
そ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
い
新
た
な
石
器
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
三
角
山
地
点
や
嶋
木

遺
跡
と
も
異
な
る
石
器
で
、
技
術
的
に
は
さ
ら
に
古
い
特
徴
を
持
つ
石
器
で
す
。
で
は
そ
れ
ら
に
類
似
す
る
石
器
は
ど
こ

に
見
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
大
陸
、
そ
れ
も
ロ
シ
ア
・
ア
ル
タ
イ
地
方
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
に
か
け
て
の
広
大
な
地
域
で
し
た
。

こ
こ
で
、
私
た
ち
は
新
た
に
手
に
し
た
石
器
が
本
当
に
大
陸
の
石
器
に
技
術
的
に
つ
な
が
る
の
か
、
そ
の
後
に
続
く
と
思

わ
れ
る
三
角
山
地
点
等
の
石
器
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
石
器
（
文
化
）
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
課
題
を

抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
ツ
ェ
ー
ベ
ン
・
ド
ル
ジ
所
長
か
ら
お
誘
い
を
受
け
た
わ
け
で
す
。
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モ
ン
ゴ
ル
へ

最
初
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
は
、
ゴ
ル
バ
ン
・
ゴ
ル
計
画
で
歩
き
回
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
東
部
で
し
た
。
そ
こ
は
類
似
し
た

石
器
が
分
布
し
て
い
る
東
端
の
地
域
で
す
。
二
〇
〇
五
年
か
ら
の
四
年
間
、
こ
の
付
近
で
遺
跡
の
分
布
状
況
を
把
握
し
て

三
ヵ
所
で
試
し
掘
り
を
し
ま
す
が
、
本
来
遺
物
を
覆
っ
て
い
た
土
壌
が
流
失
し
て
旧
石
器
時
代
の
遺
物
が
表
面
に
洗
い
出

さ
れ
て
、
し
か
も
上
下
層
の
も
の
が
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
状
態
で
し
た
。
こ
れ
で
は
、
細
か
な
考
古
学
的
な
情
報
を
得
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
や
む
な
く
す
で
に
ロ
シ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
隊
が
赫
々
た
る
成
果
を
挙
げ
て
い

る
モ
ン
ゴ
ル
中
部
の
エ
グ
川
・
セ
レ
ン
ゲ
河
流
域
に
調
査
地
を
移
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
地
域
に
は
、
厚
い
更
新
性

土
壌
の
中
に
幾
層
に
も
旧
石
器
時
代
の
石
器
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
ロ
シ
ア
隊
の
調
査
地
で
は
人
の
歯
が
、
フ
ラ
ン
ス
隊
の

調
査
地
で
は
バ
イ
ソ
ン
、
ダ
チ
ョ
ウ
や
ウ
サ
ギ
の
骨
や
、
ダ
チ
ョ
ウ
の
卵
の
殻
で
作
っ
た
ビ
ー
ズ
が
石
器
と
と
も
に
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
後
者
で
は
約
二
万
九
千
年
前
の
測
定
年
代
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
置
戸
町

の
遺
跡
で
得
て
い
る
年
代
三
万
二
千
年
前
と
極
め
て
近
い
年
代
で
す
の
で
、
北
海
道
の
新
た
な
石
器
文
化
の
系
統
を
探
る

上
で
、
比
較
す
る
に
は
最
適
な
遺
跡
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

私
は
二
〇
〇
九
年
に
こ
の
地
に
入
っ
て
各
遺
跡
を
巡
検
し
た
あ
と
、
す
で
に
調
査
を
終
了
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
隊
の
調

査
地
に
白
羽
の
矢
を
た
て
ま
し
た
。
今
、
そ
こ
を
発
掘
し
た
エ
ー
ル
大
学
に
連
絡
を
し
、
確
認
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
話
し
合
い
が
つ
け
ば
、
二
〇
一
〇
年
、
そ
こ
で
発
掘
を
始
め
ま
す
。
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Ⅱ
部

モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
考
古
学

講 演

モ
ン
ゴ
ル
考
古
学
最
前
線

モ
ン
ゴ
ル
国
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
長

Ｄ．

ツ
ェ
ヴ
ェ
ン
ド
ル
ジ

翻
訳

Ｎ．

バ
タ
ム
ガ
ラ
ブ
）

１．

モ
ン
ゴ
ル
考
古
学
の
あ
ゆ
み

モ
ン
ゴ
ル
に
は
、
非
常
に
古
く
か
ら
人
類
が
居
住
し
、
遊
牧
生
活
技
術
の
成
立
後
は
ア
ジ
ア
の
遊
牧
文
化
の
中
心
地
と

な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
考
古
学
上
の
遺
跡
が
豊
富
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
一
九
世
紀
末
に
近
代
考
古
学
が

導
入
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
遺
跡
の
科
学
的
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
革
命
後
の
一
九
二
一
年
の
末
に
は
科
学
・

文
化
研
究
所
の
中
に
歴
史
研
究
室
が
設
け
ら
れ
、
遺
跡
の
情
報
収
集
、
調
査
、
登
録
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
九
二
〇
〜
三

〇
年
代
に
行
わ
れ
た
古
代
史
研
究
は
、
主
に
歴
史
学
、
考
古
学
、
民
族
学
上
の
歴
史
的
遺
産
の
登
録
と
、
そ
れ
ら
の
調
査

で
し
た
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
ペ
ル
レ
ー
、
ド
ル
ジ
ス
レ
ン
を
初
め
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
人
考
古
学
者
に
よ
る
研
究
が
開
始

さ
れ
、
同
時
に
ソ
連
及
び
他
国
の
調
査
団
体
と
の
共
同
研
究
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
八
〇
年
代
末

ま
で
に
「
モ
ン
ゴ
ル
・
ソ
ビ
エ
ト
歴
史
文
化
共
同
調
査
団
」
に
よ
り
行
わ
れ
た
調
査
は
、
モ
ン
ゴ
ル
考
古
学
研
究
に
お
い
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て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
日
本
、
韓
国
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ

ン
ス
、
ト
ル
コ
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
イ
ス
な
ど
他
国
の
研
究
機
関
や
大
学
と
共
同
し
て
、
数
々
の
共
同
研
究
企

画
が
実
行
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
の
考
古
学
研

究
の
中
心
で
あ
り
、
上
記
に
述
べ
た
国
々
の
研
究
機
関
・
大
学
と
の
共
同
研
究
を
行
い
、
現
在
で
は
年
間
十
ヶ
所
以
上
で

調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
内
に
於
け
る
主
要
な
考
古
遺
跡
を
、
最
近
の
研
究
成
果
に
基
づ
き
な

が
ら
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

２．

旧
石
器
・
新
石
器
時
代
の
遺
跡
研
究

モ
ン
ゴ
ル
で
石
器
時
代
の
遺
跡
研
究
が
始
ま
っ
て
以
来
、
過
去
八
十
年
間
で
千
ヶ
所
以
上
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
数
多

く
の
遺
物
が
研
究
資
料
と
し
て
収
集
さ
れ
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
西
部
、
例
え
ば
一
九
九
五
〜
二
〇
〇
〇
年
の

間
に
蒙
・
露
・
米
共
同
調
査
隊
に
よ
る
発
掘
が
行
わ
れ
た
バ
ヤ
ン
ホ
ン
ゴ
ル
県
バ
ヤ
ン
リ
グ
村
の
ツ
ァ
ガ
ン
・
ア
グ
イ
遺

跡
な
ど
、
西
南
部
で
行
わ
れ
た
調
査
の
結
果
、
前
期
旧
石
器
時
代
ア
シ
ュ
ー
リ
ア
ン
期
以
前
（
七
十
三
万
年
〜
八
十
万
年

前
）
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
精
密
な
調
査
の
結
果
、
年
代
は
さ
ら
に
遡
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
モ
ン

ゴ
ル
の
下
部
（
前
期
）
旧
石
器
時
代
の
代
表
的
な
遺
跡
は
、
バ
ヤ
ン
ホ
ン
ゴ
ル
県
ウ
ル
ジ
ト
村
の
ナ
リ
ン
・
ゴ
ル
遺
跡
群

で
あ
り
、
そ
の
中
で
最
も
古
い
の
は
、
ナ
リ
ン
・
ゴ
ル
一
七
遺
跡
で
す
。
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
二
百
以
上
の
石
器
を
ロ
シ

ア
の
研
究
者
ら
が
比
較
検
討
し
た
結
果
、
八
十
万
年
前
よ
り
更
に
古
い
時
代
に
属
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
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ま
す
。
南
部
の
ゴ
ビ
砂
漠
地
帯
に
位
置
す
る
ツ
ァ
ヒ
オ
ル
テ
ィ
ン
谷
遺
跡
は
、
遺
跡
の
範
囲
が
二
十
キ
ロ
平
方
に
わ
た
り
、

前
期
旧
石
器
時
代
か
ら
後
期
新
石
器
時
代
に
属
す
る
何
十
万
点
も
の
石
器
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
幅
広
い
面
積

や
年
代
を
持
つ
遺
跡
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
世
界
で
も
大
変
ま
れ
で
あ
り
、
世
界
の
代
表
的
な
石
器
時
代
遺
跡
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
に
ヘ
ン
テ
ィ
県
ノ
ロ
ヴ
リ
ン
村
の
サ
ル
ヒ
ト
イ
ン
谷
遺
跡
に
て
発
見
さ

れ
、「
モ
ン
ゴ
ラ
ン
ト
ロ
プ
ス
」と
い
う
名
称
で
考
古
学
界
に
知
ら
れ
て
い
る
古
人
類
の
頭
骨
は
モ
ン
ゴ
ル
の
古
代
史
考
古

学
・
人
類
学
に
お
い
て
貴
重
な
研
究
材
料
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
形
質
人
類
科
学
者
た
ち
の
注
目
の
的
と
な
っ
て

い
ま
す
。
頭
骨
の
比
較
研
究
を
行
っ
た
人
類
学
者
た
ち
の
見
解
は
、
モ
ン
ゴ
ラ
ン
ト
ロ
プ
ス
を
古
代
型
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン

ス
と
す
る
見
方
と
、
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
（
原
人
）
の
中
期
か
ら
後
期
に
属
す
る
と
い
う
見
方
に
別
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
モ
ン
ゴ
ル
で
発
見
さ
れ
た
古
代
人
骨
は
、
六
〜
五
千
年
前
の
新
石
器
時
代
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
ヘ
ン

テ
ィ
県
で
発
見
さ
れ
た
頭
骨
は
、
何
万
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
貴
重
な
研
究
材
料
で
す
。
今
後
の
精
密
調
査
に
よ
り
、
帰
属

が
確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
骨
と
関
わ
る
新
た
な
考
古
学
上
の
発
見
に
つ
な
が
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
の
で
す
。

二
〇
〇
六
〜
二
〇
〇
九
年
に
行
わ
れ
た「
モ
ン
ゴ
ル
東
部
旧
石
器
文
化
調
査
隊
」（
代
表：

札
幌
学
院
大
学
鶴
丸
俊
明
准

教
授
、
考
古
学
研
究
所
ツ
ォ
グ
ト
バ
ー
タ
ル
博
士
）
の
調
査
は
、
モ
ン
ゴ
ル
・
日
本
の
共
同
研
究
と
し
て
、
オ
ノ
ン
、
ホ

ル
フ
、
ウ
グ
ル
グ
チ
ン
、
エ
ギ
ン
川
流
域
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
行
わ
れ
た
測
量
、
試
掘
、
発
掘
に
よ
り
発
見
さ

れ
た
数
々
の
遺
跡
は
、
モ
ン
ゴ
ル
石
器
文
化
研
究
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
研
究
内
容
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に

も
、モ
ン
ゴ
ル
日
本
共
同
調
査
隊
に
よ
り
ヘ
ル
レ
ン
川
流
域
の
一
般
調
査
、ヘ
ン
テ
ィ
県
デ
ル
ゲ
ル
ハ
ー
ン
村
の
ハ
ン
ザ
ッ

古
代
型
ホ
モ
・
サ
ピ
エ

ン
ス現

生
人
類
（
現
代
型

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
）

以
前
か
ら
存
在
し
た
ホ

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
亜

種
の
総
称
。
ネ
ア
ン
デ

ル
タ
ー
ル
人
は
そ
の
代

表
例
。
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ト
遺
跡
群
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
の
結
果
報
告
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
す
。
今
後
は
、
モ
ン
ゴ
ル
・
日
本
共
同
研
究
の
調

査
範
囲
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
こ
れ
ま
で
に
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
で
の
、
新
た
な
遺
跡
や
文
化
層
の
発
見
を
目
指

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

３．

古
代
墳
墓
（
遊
牧
民
の
墳
墓
）

モ
ン
ゴ
ル
の
考
古
遺
跡
の
主
要
分
野
の
一
つ
が
、
過
去
の
遊
牧
民
た
ち
が
遺
し
た
墳
墓
で
す
。
現
在
、
そ
れ
ら
全
て
の

位
置
や
数
な
ど
の
正
確
な
情
報
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
何
千
ヶ
所
も
の
遺
跡
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
す
。
こ
こ
で

は
、
そ
れ
ら
の
代
表
的
な
例
を
幾
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

方
形
墓
（
立
石
墓
）

代
表
的
な
墳
墓
の
一
つ
方
形
墓
は
、
主
に
丘
陵
部
の
谷
・
斜
面
・
ふ
も
と
、
あ
る
い
は
平
地
部
に

立
地
し
、
通
常
一
ヶ
所
に
十
基
か
ら
数
十
基
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
東
部
を
中
心
に
、
中
央
部
の
ハ
ン
ガ
イ
山

脈
、
北
部
の
ロ
シ
ア
領
バ
イ
カ
ル
湖
周
辺
、
南
部
の
ゴ
ビ
砂
漠
ま
で
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
墳

墓
は
、
同
一
文
化
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
板
石
を
地
上
に
方
形
に
並
べ
て
築
造
さ
れ
、
面
積
は
約
二
メ
ー

ト
ル
×
四
メ
ー
ト
ル
程
度
の
も
の
が
普
通
で
す
。
地
下
五
十
〜
百
五
十
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
に
板
石
を
並
べ
て
作
っ
た
棺
内

に
、
遺
体
の
頭
部
を
東
向
き
に
し
、
あ
お
向
け
の
状
態
で
真
っ
直
ぐ
に
安
置
し
ま
す
。
青
銅
製
の
ナ
イ
フ
・
矢
頭
・
装
飾

品
、
土
器
な
ど
の
様
々
な
遺
品
、
家
畜
の
頭
部
・
足
・
肩
甲
骨
な
ど
が
副
葬
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
国
内

で
発
掘
、
調
査
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
墳
墓
は
お
よ
そ
五
百
ヶ
所
あ
り
、
紀
元
前
一
千
年
紀
に
年
代
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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ヒ
ル
ギ
ス
オ
ー
ル

モ
ン
ゴ
ル
国
全
土
に
分
布
し
ま
す
が
、
そ
の
反
面
調
査
・
研
究
例
は
さ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
こ
の
遺
構
は
大
量
の
石
を
用
い
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
発
掘
作
業
に
時
間
と
費
用
を
要
す
る
た
め
で

す
。
し
か
も
、
多
く
の
ヒ
ル
ギ
ス
オ
ー
ル
か
ら
は
遺
品
・
遺
物
の
出
土
が
少
な
い
こ
と
も
、
調
査
例
が
増
え
な
い
理
由
の

一
つ
で
す
。
ヒ
ル
ギ
ス
オ
ー
ル
は
、
中
心
に
積
石
塚
を
築
き
、
そ
の
周
囲
に
石
で
方
形
、
円
形
の
囲
み
を
築
き
、
さ
ら
に

小
型
の
積
石
や
石
組
み
を
配
置
す
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
ま
す
。
積
石
塚
内
に
埋
葬
施
設
を
持
つ
場
合
が
あ
り
、
通
常

遺
体
の
頭
部
を
東
に
向
け
て
埋
葬
し
て
い
ま
す
。
規
模
は
様
々
で
す
が
、
大
型
の
も
の
で
は
直
径
百
メ
ー
ト
ル
を
越
え
て

い
ま
す
。
紀
元
前
二
千
年
紀
〜
一
千
年
紀
に
年
代
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

パ
ジ
ィ
リ
ク
文
化
の
積
石
墓

モ
ン
ゴ
ル
・
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
共
同
調
査
隊
は
、
二
〇
〇
六
年
に
バ
ヤ
ン
・
ウ
ル
ギ
県
ウ

ラ
ー
ン
・
オ
ス
村
の
海
抜
二
千
五
百
四
十
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
で
パ
ジ
ィ
リ
ク
文
化
（
紀
元
前
七
〜
三
世
紀
）
の
積
石
墓

を
発
見
し
、
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
墓
は
永
久
凍
結
の
状
態
に
あ
り
、
積
石
の
地
下
に
長
さ
二

三
メ
ー
ト
ル
、

幅
一

七
メ
ー
ト
ル
の
木
室
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
木
室
の
外
側
に
、
馬
の
ハ
ミ
や
鞍
な
ど
が
完
全
に
着
装
さ
れ
た
二

頭
の
馬
が
培
葬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
木
室
の
内
部
に
は
、
身
長
約
百
七
十
四
セ
ン
チ
、
三
十
〜
三
十
五
才
ぐ
ら
い
の
男
性

の
遺
体
が
葬
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
毛
皮
の
衣
服
、
鳥
の
木
彫
の
飾
り
が
つ
い
た
フ
ェ
ル
ト
帽
子
、
短
い
麻
の
ズ
ボ
ン
、
フ
ェ

ル
ト
の
ブ
ー
ツ
を
ま
と
い
、
首
に
狼
を
描
い
た
木
の
飾
り
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。
胸
部
に
は
、
青
色
の
イ
レ
ズ
ミ
が
施
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
遺
体
の
頭
部
の
傍
ら
に
、
角
・
木
製
容
器
、
土
器
、
五
本
の
矢
、
木
製
楯
、
鉄
刀
、
フ
ェ
ル
ト
袋
に
は

い
っ
た
青
銅
鏡
、
闘
斧
、
様
々
な
模
様
が
施
さ
れ
た
木
製
首
飾
り
、
ボ
タ
ン
、
鳥
・
鹿
・
子
馬
な
ど
の
彫
刻
が
見
付
か
り

パ
ジ
ィ
リ
ク
文
化

ア
ル
タ
イ
山
地
に
分

布
す
る
初
期
鉄
器
時
代

文
化
（
起
源
前
七
〜
三

世
紀
）。黒
海
沿
岸
の
ス

キ
タ
イ
と
共
通
す
る
文

化
要
素
を
持
つ
。
墳
墓

の
地
下
埋
葬
施
設
が
凍

結
し
、
埋
葬
者
の
遺

体
・
繊
維
製
品
・
木
製

品
が
良
好
に
保
存
さ
れ

る
例
が
多
い
こ
と
で
も

知
ら
れ
て
い
る
。
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ま
し
た
。
こ
の
永
久
凍
結
墓
は
、
今
か
ら
約
二
千
数
百
年
前
に
遡
る
、
初
期
鉄
器
時
代
初
期
の
内
陸
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
の

生
活
・
文
化
を
研
究
す
る
上
で
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

匈
奴
墓

匈
奴
の
墓
は
、
貴
族
の
墓
と
庶
民
の
墓
と
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
貴
族
墓
は
面
積
が
広
く
、
墓
の
周
囲
を
石
で
囲

み
、
墓
道
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
地
下
に
深
さ
八
〜
十
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
竪
孔
を
掘
り
、
木
郭
・
木
棺
な
ど
の

埋
葬
施
設
を
設
け
、
そ
こ
に
遺
体
を
葬
り
ま
す
。
施
設
内
に
は
、
馬
車
や
金
銀
の
装
飾
品
な
ど
の
宝
物
、
家
畜
な
ど
が
副

葬
さ
れ
ま
す
。
地
上
に
は
方
形
・
円
形
の
墳
丘
が
築
か
れ
ま
す
。
匈
奴
貴
族
の
墓
は
ト
フ
、
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
、
ホ
フ
ド
、

ヘ
ン
テ
ィ
県
に
分
布
し
、
通
常
一
ヶ
所
に
多
数
が
築
造
さ
れ
、
墳
墓
群
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
匈
奴
庶
民
の
墓
は
地
上
で

直
径
五
〜
十
三
メ
ー
ト
ル
の
円
形
状
の
積
石
塚
を
築
き
、
深
さ
一

七
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
の
竪
孔
を
掘
り
、
そ
の
内
部
に
木

棺
や
石
棺
を
築
き
、
そ
こ
に
遺
体
頭
部
を
北
向
き
に
し
て
埋
葬
し
て
い
ま
す
。

匈
奴
墓
の
最
新
の
研
究
成
果
と
し
て
、
ト
フ
県
ノ
ヨ
ン
オ
ー
ル
墳
墓
群
の
調
査
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア

カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
と
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
シ
ベ
リ
ア
支
部
考
古
学
・
民
族
学
研
究
所
に
よ
る
、
共
同
調
査
隊

が
二
〇
〇
六
年
に
実
施
し
ま
し
た
。
発
掘
さ
れ
た
貴
族
墓
は
、
十
八
×
十
九
メ
ー
ト
ル
の
方
形
板
石
に
囲
ま
れ
た
墳
丘
と
、

十
七

五
メ
ー
ト
ル
の
墓
道
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。深
さ
約
十
八
メ
ー
ト
ル
の
竪
孔
に
、長
さ
六
メ
ー
ト
ル
、幅
四
メ
ー

ト
ル
の
木

が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
土
圧
や
盗
掘
の
た
め
に
破
損
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
多
く
の
副
葬
品
が
遺
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
木

の
天
井
は
さ
ら
に
五
段
の
板
石
に
よ
り
覆
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
天
井
の
上
に
は
墓
主
の
遺
品
と
思
わ
れ
る
傘

付
き
の
馬
車
と
三
十
頭
以
上
の
馬
の
頭
部
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

匈
奴戦

国
時
代
か
ら
漢
代

に
か
け
て
中
国
北
方
の

草
原
地
帯
に
位
置
し
た

遊
牧
集
団
。
紀
元
前
三

世
紀
に
冒
頓
単
于
に
よ

り
統
一
さ
れ
、
遊
牧
国

家
を
樹
立
し
、
強
勢
を

ほ
こ
っ
た
。
し
か
し
、

紀
元
前
二
世
紀
の
漢
の

武
帝
の
攻
勢
以
後
は
、

内
紛
・
分
裂
な
ど
に
よ

り
勢
力
が
衰
え
た
。
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発
掘
中
に
、
銀
製
の
山
羊
・
羊
・
カ
モ
シ
カ
、
金
製
龍
、
古
代
グ
レ
コ
ロ
ー
マ
ン
風
の
男
女
裸
像
な
ど
の
装
飾
品
、
青

銅
製
車
輿
具
飾
り
、
鳥
文
が
描
か
れ
た
フ
ェ
ル
ト
や
カ
ー
ペ
ッ
ト
、
底
部
に
漢
字
が
書
か
れ
た
椀
な
ど
、
総
数
二
百
点
以

上
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
現
在
、
遺
物
の
修
復
作
業
が
終
わ
り
、
年
代
測
定
な
ど
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

４．

鹿
石

鹿
石
は
、
モ
ン
ゴ
ル
・
中
央
ア
ジ
ア
に
分
布
す
る
青
銅
器
時
代
か
ら
鉄
器
時
代
の
記
念
碑
的
遺
構
で
す
。
縦
長
の
石
材

を
彫
刻
し
三
ヶ
所
に
区
切
り
、
上
部
に
太
陽
・
月
、
中
央
に
躍
動
感
の
あ
る
鹿
群
、
下
部
に
帯
に
武
器
を
か
け
た
様
子
を

彫
刻
し
た
も
の
が
典
型
的
で
す
。
鹿
の
模
様
が
顕
著
な
こ
と
か
ら
、
鹿
石
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
鹿
石
は
、
通
常
高
さ
一

〜
四
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
二
十
〜
五
十
セ
ン
チ
、
幅
三

十
〜
八
十
セ
ン
チ
程
度
の
規
模
を
持
ち
、
一
ヵ
所
に

数
基
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
周
囲
に
石
囲
い
が
築

か
れ
る
も
の
、
ヒ
ル
ギ
ス
オ
ー
ル
や
方
形
墓
な
ど
が

隣
接
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
鹿
石
は
そ
の
文
様
か

ら
、（
一
）
鹿
を
主
文
様
と
す
る
も
の
と
、（
二
）
鹿

以
外
の
動
物
（
野
生
山
羊
な
ど
）
が
刻
ま
れ
る
も
の

の
２
つ
に
大
別
さ
れ
、
前
者
は
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
バ
イ
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カ
ル
湖
東
部
、
後
者
は
南
シ
ベ
リ
ア
・
ア
ル
タ
イ
地
域
に
主
と
し
て
分
布
し
て
い
ま
す
。
鹿
石
の
研
究
は
約
百
年
前
か
ら

始
ま
り
、
こ
れ
ま
で
に
約
七
百
基
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
の
約
五
百
五
十
基
が
モ
ン
ゴ
ル
に
存
在
し
て
い
ま

す
。

５．

岩
壁
画

現
在
、
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
旧
石
器
時
代
か
ら
一
五
世
紀
に
わ
た
る
二
百
ヶ
所
以
上
の
岩
壁
画
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
岩
壁
画
は
、
そ
の
画
法
か
ら
以
下
の
四
種
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

一

赤
色
顔
料
に
よ
る
図
画

二

浅
く
掘
り
く
ぼ
め
た
彫
刻
画

三

鋭
い
線
に
よ
る
刻
線
画

四

墨
汁
に
よ
る
図
画

赤
色
顔
料
の
代
表
的
な
岩
壁
画
と
し
て
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
市
近
郊
の
イ
フ
・
テ
ン
ゲ
ル
谷
遺
跡
を
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

中
央
に
円
形
や
方
形
で
囲
ま
れ
た
多
数
の
点
が
描
か
れ
、
そ
の
上
に
羽
を
広
げ
た
鳥
、
下
や
脇
に
は
手
を
つ
な
い
だ
数
人

の
人
間
、
馬
を
引
い
て
歩
く
人
間
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
彫
刻
画
は
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
大
半
は

青
銅
器
・
鉄
器
時
代
に
年
代
づ
け
ら
れ
ま
す
。
特
に
動
物
を
表
現
し
た
岩
壁
画
は
、
青
銅
器
時
代
の
中
期
に
始
ま
り
、
鉄

器
時
代
の
初
期
ま
で
続
き
ま
し
た
。
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６．

霊

遺
跡

古
代
突

で
は
故
人
を
埋
葬
し
た
あ
と
、
彼
ら
の
霊
を
慰
め
る
追
善
供
養
を
行
う
参
り
墓
を
別
に
設
け
ま
し
た
。
一
般

的
な
参
り
墓
以
外
に
、
多
く
の
要
素
か
ら
成
る
複
雑
な
構
成
を
持
つ
霊

も
築
か
れ
ま
し
た
。
一
般
的
な
参
り
墓
は
、
板

石
を
縦
に
並
べ
て
、
方
形
の
箱
状
の
囲
み
を
築
き
、
そ
の
左
側
に
石
人
を
置
き
、
石
人
の
正
面
か
ら
東
南
へ
伸
び
る
石
列

（
バ
ル
バ
ル
）を
築
い
た
も
の
で
す
。こ
の
よ
う
な
遺
構
は
ヘ
ン
テ
ィ
県
か
ら
ア
ル
タ
イ
山
脈
に
か
け
て
分
布
し
て
い
ま
す
。

霊

は
、
突

国
家
に
貢
献
し
た
可
汗
（
王
）・
大
貴
族
・
将
軍
た
ち
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
可
汗
の
霊

は

堀
・
塀
で
囲
ん
だ
区
画
の
中
に
霊
殿
（
瓦
葺
き
基
壇
建
物
）
を
設
け
、
正
面
に
側
近
の
官
僚
・
家
臣
た
ち
、
獅
子
や
羊
な

ど
を
映
し
た
石
像
や
石
碑
を
置
い
た
、
大
型
の
も
の
で
す
。
突

時
代
の
代
々
の
可
汗
や
王
族
た
ち
の
霊

の
多
く
は
全

て
現
在
の
モ
ン
ゴ
ル
国
内
に
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ル
ホ
ン
河
流
域
の
ビ
ル
ゲ
可
汗

（
七
三
五
年
没
）
と
キ
ョ
ル
・
テ

ギ
ン

（
七
三
二
年
没
）、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
郊
外
の
ト
ニ
ュ
ニ
ュ
ク

（
七
二
〇
年
没
）
な
ど
は
代
表
的
な
も
の
で
す
。

二
〇
〇
〇
年
か
ら
ト
ル
コ
と
の
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
オ
ル
ホ
ン
川
の
谷
に
あ
る
ビ
ル
ゲ
可
汗
、
キ
ョ
ル
・
テ
ギ
ン

の
発
掘
調
査
を
行
い
、
二
〇
〇
一
年
に
大
変
豪
華
絢
爛
な
遺
物
が
出
土
し
、
突

研
究
史
上
極
め
て
貴
重
な
発
見
と
な
り

ま
し
た
。
帯
金
具
等
の
装
飾
金
具
・
鹿
形
飾
り
・
杯
な
ど
十
七
種
千
八
百
七
十
八
点
の
銀
製
品
、
王
冠
・
皿
・
杯
な
ど
の

二
十
種
七
十
八
点
の
金
製
品
、
六
種
二
十
六
点
の
宝
石
類
が
、
現
在
は
修
復
さ
れ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
国
立
歴
史
博
物
館
で
一

般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

突
紀
元
六
〜
八
世
紀

に
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
・

中
央
ア
ジ
ア
に
根
拠
を

置
き
、
遊
牧
国
家
を
樹

立
し
た
集
団
。
八
世
紀

に
は
モ
ン
ゴ
ル
国
中
央

の
オ
ル
ホ
ン
川
流
域
に

根
拠
を
置
い
た
。
ト
ル

コ
語
系
の
言
語
を
話

し
、
独
自
の
文
字
を
用

い
た
碑
文
が
多
数
残
る

こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
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７．

碑
文

モ
ン
ゴ
ル
国
内
に
は
、
文
字
が
刻
ま
れ
た
各
時
代
の
碑
文
が
多
数
遺
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
古
の
碑
文
は
突

時
代
の

も
の
で
す
。
突

が
使
用
し
た
三
十
八
文
字
か
ら
成
る
ト
ル
コ
ル
ー
ン
体
文
字
（
突

文
字
）
は
、
七
世
紀
後
半
に
モ
ン

ゴ
ル
で
作
ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
約
五
十
の
突

文
字
碑
文
が
存
在
し
て
お
り
、
新
た
に
発

見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
突

の
後
に
建
国
し
た
ウ
イ
グ
ル
で
は
、
初
期
に
は
突

文
字
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
中
央
ア
ジ
ア
の
商
業
民
族
ソ
グ
ド
人
か
ら
文
字
を
導
入
し
、
自
国
に
合
わ
せ
て
改
良
し
た
も
の
が
、
ウ
イ
グ
ル

文
字
と
し
て
世
界
的
に
知
ら
れ
た
も
の
で
す
。
ウ
イ
グ
ル
帝
国
に
臣
属
し
た
ト
ル
コ
系
や
モ
ン
ゴ
ル
系
の
諸
部
族
も
ウ
イ

グ
ル
文
字
を
使
用
し
ま
し
た
。
代
表
的
な
ド
ロ
ド
イ
ン
碑
文
は
、
一
九
五
五
年
に
考
古
学
者
ド
ル
ジ
ス
レ
ン
に
よ
り
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
八
行
の
ウ
イ
グ
ル
文
を
写
真
に
撮
影
し
解
読
を
行
っ
た
結
果
、
八
〜
九
世
紀
の
古
代
ウ
イ
グ
ル
文
字
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
後
の
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
時
代
に
は
、
ウ
イ
グ
ル
文
字
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
文
字
と
し
て
公
式
に

採
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
文
化
を
促
進
さ
せ
る
革
命
的
な
出
来
事
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
に

現
存
す
る
碑
文
の
中
に
は
、
こ
の
モ
ン
ゴ
ル
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
が
多
数
あ
り
ま
す
。
カ
ラ
コ
ル
ム
碑
文
、
ム
ン
フ
・

ハ
ー
ン
碑
文
、
ビ
チ
グ
テ
ィ
ン
・
ゴ
ル
碑
文
、
ツ
ォ
グ
ト
・
タ
イ
ジ
・
ド
ー
ト
・
ハ
ル
碑
文
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
す
。

セ
ル
ヴ
ェ
ン
・
ハ
ー
ル
ガ
碑
文
は
、
ヘ
ン
テ
ィ
県
バ
ヤ
ン
フ
タ
グ
村
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。、
互
い
に
約
十
五
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
二
ヶ
所
の
岩
壁
に
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
文
と
女
真
文
文
章
が
刻
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
一
九
九
一
年
の
モ
ン
ゴ
ル
・
日
本

共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ゴ
ル
バ
ン
・
ゴ
ル
」
調
査
の
成
果
で
す
。
後
に
加
藤
晋
平
教
授
や
筆
者
ら
の
精
密
な
検
討
に
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よ
り
、
正
確
な
位
置
や
漢
文
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
海
外
の
研
究
者
達
の
注
目
を
引
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
長
い

年
月
、
厳
し
い
自
然
環
境
の
影
響
を
受
け
た
為
、
碑
文
は
色
あ
せ
、
中
に
は
欠
け
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
調
査
が
か
な
り

困
難
な
状
況
で
し
た
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
・
日
本
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
新
世
紀
」
調
査
隊
の
研
究
者
達
が
度
々

現
場
を
訪
れ
、
写
真
や
拓
本
で
記
録
を
と
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。『
金
史
』、『
元
朝
秘
史
』な
ど
の
史
書
と
の
比
較
検

討
に
よ
り
、
金
国
の
王
京
丞
称
（
完
顔
襄
）
と
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
、
ト
オ
リ
ル
ハ
ー
ン
ら
が
連
合
を
組
み
、
タ
タ
ー
ル
の

メ
グ
ジ
ン
・
セ
ウ
ル
ト
を
滅
ぼ
し
た
戦
闘
の
勝
利
を
記
念
し
て
作
っ
た
碑
文
で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

碑
文
に
は
戦
い
が
一
一
九
六
年
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
初
期
の
活
動
を
明
ら
か
に
す

る
重
要
な
碑
文
で
あ
り
、
保
存
対
策
が
重
要
課
題
で
す
が
、
モ
ン
ゴ
ル
と
日
本
の
考
古
学
者
達
の
提
案
に
よ
り
、
両
国
の

共
同
に
よ
る
保
存
・
修
復
計
画
が
実
施
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
こ
と
は
、
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。

８．

都
市
遺
跡

モ
ン
ゴ
ル
に
は
、
匈
奴
、
ウ
イ
グ
ル
、
契
丹
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
、
帝
国
崩
壊
後
か
ら
満
州
支
配
下
時
の
各
時
代
の
都
市

遺
跡
が
約
三
百
ヶ
所
存
在
し
て
い
ま
す
。
最
古
の
物
は
紀
元
前
二
世
紀
〜
紀
元
一
世
紀
に
存
在
し
た
匈
奴
の
も
の
で
す
。

匈
奴
の
都
市
遺
跡
は
、
厚
い
城
壁
を
方
形
に
囲
み
、
中
に
建
物
を
設
け
る
の
が
特
徴
で
す
。
そ
の
後
は
、
八
〜
九
世
紀
に

存
在
し
た
ウ
イ
グ
ル
帝
国
時
代
に
大
規
模
な
都
市
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
代
表
的
な
遺
跡
は
、
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
ホ
ト
ン

ト
村
に
位
置
す
る
ウ
イ
グ
ル
帝
国
の
首
都
で
あ
っ
た
ハ
ル
・
バ
ル
ガ
ス
（
古
代
ウ
イ
グ
ル
語
の
オ
ル
ド
・
バ
リ
ク
）
で
す
。
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王
宮
を
城
壁
で
囲
み
、
南
北
に
大
門
が
設
け
ら
れ
、
城
壁
に
は
多
数
の
塔
が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
大
部
分
が
破
損
し
て
い

ま
す
が
、
城
内
の
中
心
の
大
型
建
物
、
高
さ
十
四
メ
ー
ト
ル
、
六
百
メ
ー
ト
ル
四
方
の
城
壁
が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
〇
〜
一
一
世
紀
初
期
に
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
支
配
下
に
お
い
た
契
丹
国
も
、
大
規
模
な
都
市
を
建
設
し
て
い
ま
す
。
ヘ

ル
レ
ン
川
流
域
に
建
設
さ
れ
た
ズ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
城
址
、
バ
ロ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
城
址
、
バ
ル
ス
・
ホ
ト
城
址
で
は
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
バ
ル
ス
・
ホ
ト
に
は
、
レ
ン
ガ
積
み
の
七
重
の
仏
塔
が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
保
存
状
況
が
悪

く
、
保
護
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ノ
ン
川
流
域
の
ウ
グ
ル
ク
チ
ン
・
へ
レ
ム
城
址
は
、
石
積
の
城
壁
を
、
山
稜
に

め
ぐ
ら
し
た
山
城
で
す
。
城
壁
は
比
較
的
破
損
度
が
低
く
、
城
壁
の
積
石
が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
出
土
し
た
陶
器

の
破
片
か
ら
契
丹
時
代
の
城
址
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
城
壁
の
周
長
約
三
キ
ロ
、
南
北
に
門
の
跡
が
あ

り
、
内
部
に
は
土
を
盛
り
上
げ
た
建
物
基
壇
跡
が
残
存
し
て
い
ま
す
。

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
時
代
に
も
都
市
建
設
は
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
カ
ラ
コ
ル
ム
遺
跡
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
第
二
代
の
オ

ゴ
タ
イ
ハ
ー
ン
が
築
い
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
初
期
の
都
で
す
。
一
九
九
九
年
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
・
ド
イ
ツ
共
同
調
査
隊
が
、

カ
ラ
コ
ル
ム
都
市
遺
跡
に
お
い
て
オ
ゴ
タ
イ
ハ
ー
ン
の
宮
殿
跡
、
商
工
業
地
区
の
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
レ
ン
ガ
の

窯
址
、
工
房
跡
が
発
掘
さ
れ
、
腕
輪
と
鋳
型
な
ど
の
青
銅
器
・
鉄
器
、
三
百
枚
以
上
の
銅
銭
、
モ
ン
ゴ
ル
文
字
の
刻
ま
れ

た
銅
板
（
一
三
七
二
年
の
紀
年
）
な
ど
の
珍
し
い
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
ア
ウ
ラ
ガ
遺
跡
は
、
ヘ
ン
テ
ィ
県
デ
ル
ゲ
ル

ハ
ー
ン
村
に
位
置
す
る
ア
ウ
ラ
ガ
川
の
流
域
に
存
在
す
る
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
の
初
期
の
オ
ル
ド
の
遺
跡
で
す
。
調
査
は
、

二
〇
〇
一
年
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
と
日
本
の
新
潟
大
学
・
国
学
院
大
学
と
の
共
同
研
究
で
あ

オ
ル
ド

ハ
ー
ン
（
王
）
や
后

妃
の
居
所
を
指
す
言

葉
。
幕
営
地
や
そ
の
経

営
の
実
務
組
織
を
含
む

意
味
に
も
用
い
る
。
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る
「
新
世
紀
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
開
始
さ
れ
、
現
在
も
研
究
は
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ウ
ラ
ガ
遺
跡
は
東
西
千
二

百
メ
ー
ト
ル
、
南
北
五
百
メ
ー
ト
ル
の
規
模
を
持
っ
て
い
ま
す
。
発
掘
は
、
ま
ず
遺
跡
群
の
中
央
北
部
に
位
置
す
る
囲
壁

で
囲
ま
れ
た
「
建
物
一
」
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
層
位
か
ら
三
期
の
変
遷
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
最
下
層
が
チ

ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
の
オ
ル
ド
、
中
層
は
オ
ゴ
タ
イ
ハ
ー
ン
時
代
の
オ
ル
ド
、
最
上
層
は
元
朝
の
時
代
に
建
設
さ
れ
た
大
ハ
ー

ン
達
の
霊

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
他
に
、
鉄
鉱
石
の
選
別
・
加
工
場
、
武
器
工
房
な
ど
の
鉄
製
品
の
製
作
場
、
中
央

通
り
沿
い
の
飲
食
店
や
商
店
跡
と
思
わ
れ
る
遺
構
も
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
、
毎
年
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
当
時
の

都
市
の
様
子
が
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

９．

石
人

モ
ン
ゴ
ル
の
山
地
や
草
原
に
広
く
分
布
す
る
遺
跡
の
一
つ
に
、
石
を
彫
刻
し
て
人
間
を
表
現
し
た
「
石
人
」
と
呼
ば
れ

る
石
像
が
あ
り
ま
す
。
石
人
の
調
査
は
一
九
世
紀
末
か
ら
開
始
さ
れ
、
現
在
で
は
五
百
以
上
の
石
人
が
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
石
人
に
は
六
〜
九
世
紀
の
突

・
ウ
イ
グ
ル
時
代
の
も
の
と
、
一
三
〜
一
四
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
時
代
の
も
の
に

大
別
さ
れ
ま
す
。
そ
の
約
八
割
は
突

・
ウ
イ
グ
ル
時
代
の
も
の
で
、
直
立
し
た
姿
の
も
の
や
、
あ
ぐ
ら
を
か
き
右
手
に

杯
、
左
手
に
剣
を
握
る
姿
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
石
人
に
は
、
足
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
著
名

な
可
汗
た
ち
の
霊

な
ど
の
大
型
遺
跡
に
は
、
多
数
の
石
人
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
時
代
の
石
人
は
モ
ン
ゴ
ル
東
部
を
中
心
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
帝
国
時
代
の
石
人
の
帽
子
、
デ
ー
ル
、
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帯
、
靴
、
容
器
、
ナ
イ
フ
、
剣
、
装
飾
品
、
椅
子
、
髪
の
毛
な
ど
の
表
現
は
、
ま
っ
た
く
突

時
代
の
石
人
と
異
な
っ
て

い
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
東
部
に
分
布
す
る
全
て
の
石
人
は
、
衣
服
の
襟
を
左
前
に
し
、
身
丈
が
長
く
、
袖
が
細
く
、
靴
の
先

は
尖
り
、
あ
る
い
は
先
端
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
様
子
は
、
一
三
〜
一
四
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
の
衣
服
に
関
す

る
文
献
の
記
載
や
絵
画
資
料
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
シ
ョ
ン
ホ
・
タ
バ
ン
・
ト
ル
ゴ
イ
、
ラ
ム
ト
、

オ
ン
ゴ
ン
・
タ
バ
ン
・
ト
ル
ゴ
イ
の
石
人
は
、
中
世
の
モ
ン
ゴ
ル
男
性
の
顔
つ
き
、
髪
型
、
衣
装
、
装
飾
品
、
玉
座
な
ど

を
示
す
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
特
に
、
オ
ン
ゴ
ン
・
タ
バ
ン
・
ト
ル
ゴ
イ
の
二
つ
の
石
人
は
頭
部
が
破
損

し
て
い
る
も
の
の
、
作
り
が
繊
細
で
、
か
つ
人
体
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
代
表
的
な
作
品
で
す
。

モ
ン
ゴ
ル
に
存
在
す
る
様
々
な
考
古
遺
跡
、
そ
れ
ら
の
最
新
の
研
究
結
果
に
付
い
て
簡
単
に
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

近
年
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
鉱
山
開
発
事
業
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
事
業
の
影
響
に
よ
り
、
多
く
の
古
代
遊
牧
文
化
の
貴
重
な
遺
跡

の
運
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
実
状
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
歴
史
・
考
古
学
的
遺
産
の
保
存
、
保
護
問
題
は
、
我
々

の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

最
後
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
考
古
遺
跡
の
研
究
・
紹
介
・
保
存
・
保
護
と
若
手
研
究
者
の
育
成
に
、
二
十
年
間
に
渡
り
携
わ

り
、
誠
心
を
か
け
知
識
と
技
術
を
提
供
し
、
今
も
尚
ご
指
導
と
ご
支
援
を
し
続
け
て
く
だ
さ
る
日
本
の
諸
先
生
方
に
、
そ

の
多
大
な
る
貢
献
に
対
し
て
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
の
一
同
を
代
表
し
て
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ

ま
す
。

32



講 演

遼
祖
陵
陵
園
遺
跡
の
考
古
学
的
新
発
見

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
研
究
員
・
東
北
学
院
大
学
大
学
院
客
員
教
授

董

新

林

祖
陵
は
遼
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
耶
律
阿
保
機
と
皇
后
の
陵
墓
で
あ
り
、

天
顕
二
（
九
二
七
）
年
に
造
営
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル

自
治
区
巴
林
左
旗
の
林
東
に
あ
る
遼
の
首
都
・
上
京
の
西
方
の
山
谷
に
位

置
し
、
そ
の
南
東
に
は
奉
陵
制
に
基
づ
い
て
造
営
さ
れ
た
奉
陵
邑
（
帝
陵

祭
祀
の
た
め
の
都
市
）
で
あ
る
祖
州
城
が
あ
り
ま
す
（
図
１
）。

二
〇
〇
三
〜
二
〇
〇
四
年
に
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
内
モ
ン
ゴ

ル
第
二
チ
ー
ム
は
、
祖
陵
の
陵
園
遺
跡
と
周
辺
の
関
連
遺
構
の
全
体
に
対

し
て
踏
査
・
調
査
を
実
施
し
、
重
要
な
成
果
を
挙
げ
ま
し
た
。
こ
れ
に
基

づ
き
、
そ
し
て
中
国
国
家
文
物
局
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
二
〇
〇
七
年

に
は
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
と
内
モ
ン
ゴ
ル
文
物
考
古
研
究
所
は

合
同
で
祖
陵
考
古
チ
ー
ム
を
組
織
し
、
陵
園
内
の
１
号
陪
葬
墓
（
図
２
、
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５
、
９
、
10
、
13
）
と

陵
園
外
南
門
外
の
東
方

の
亀

山
に
あ
る
「
太

祖
紀
功
碑
楼
」（
太
祖
の

功
績
記
念
碑
を
置
く
建

物
）
基
壇
跡
（
図
３
、

４
、
６
、
12
）
に
対
し

て
、
保
護
を
目
的
と
し

た
緊
急
発
掘
を
行
い
ま

し
た
。
二
〇
〇
八
年
に

は
陵
園
内
の
甲
組
（
１

号
）
建
物
基
壇
跡
に
対
し
て
、
保
護
を
目
的
と
し
た
発
掘
調
査
を
行
い
ま

し
た
（
図
７
、
11
）。
二
〇
〇
九
年
に
は
陵
園
の
正
門
「
黒
龍
門
跡
」
と
三

地
点
の
主
要
な
建
物
基
壇
跡
に
対
し
て
試
掘
を
行
い
、
併
せ
て
陵
園
内
全

体
に
対
し
て
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
行
い
、
重
要
な
実
物
資
料
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

図２ １号陪葬墓（PM1）平・断面図

図４ 亀 山建物基壇跡出土碑片
（漢字）拓本

図３ 亀 山建物基壇跡出土碑片
（契丹大字）拓本
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図５ １号陪葬墓（東南から)図６ 亀 山建物基壇跡
（空中撮影、右が北）

図７ 甲組（１号）建物基壇跡（空中撮影、上が北)

内
蒙
古
巴
林
左
旗
遼
代
祖
陵
陵
園
遺
跡
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図８ 祖陵玄宮附近の石像出土状況
（北から）

図９ 宝石象嵌銀製装飾品
（PM1：231-1～4）

内蒙古巴林左旗遼代祖陵陵園遺跡出土遺物

図10 双鳳文青磁（PM1：134)

図11 甲組建物基壇跡 J1の
石僧人像出土状況

図12 亀 山建物基壇跡出土
の漢字石碑片

図13 塗金双鳳銀製装身具
（PM1：239）

36



遼
代
帝
陵
の
埋
葬
制
度
に
関
す
る
文
献
資
料
上
の
記
述
は
簡
単
な
も
の
で
あ
る
の
で
、考
古
学
的
調
査
と
発
掘
資
料
は
、

遼
代
帝
陵
の
埋
葬
制
度
を
考
え
る
上
で
も
っ
と
も
重
要
な
根
拠
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
の
チ
ー
ム
は
調
査
と

発
掘
に
よ
っ
て
、遼
代
帝
陵
の
埋
葬
制
度
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
新
た
な
見
解
を
あ
る
程
度
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

１．

祖
陵
陵
園
の
南
東
部
に
は
、
奉
陵
邑
で
あ
る
祖
州
城
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
陵
園
の
正
門
「
黒
龍
門
」
外
の
東

方
、
西
方
、
南
方
に
は
、「
太
祖
紀
功
碑
楼
」の
よ
う
な
祭
祀
建
築
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
陵
園
の
山
谷
に
は
、
ま
だ
い
く

つ
か
の
陪
葬
墓
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

２．

陵
園
内
の
施
設
・
建
物
の
選
地
は
、
地
勢
と
水
勢
（
風
水
）
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
祖
陵
の
陵
園
は
ポ
ケ
ッ

ト
状
の
谷
地
形
に
位
置
し
、
そ
の
四
方
は
山
で
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
祖
州
城
寄
り
の
南
東
方
向
で
谷
が
わ
ず
か
に
開
口
し

た
と
こ
ろ
に「
黒
龍
門
」が
あ
り
、
現
在
は
門
闕
の
基
壇
跡
だ
け
が
残
存
し
て
い
ま
す
。
試
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、「
黒
龍
門
」

は
元
来
三
つ
の
門
道
を
も
っ
た
木
造
建
築
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
陵
園
の
南
方
に
は
シ
ャ
リ
河
を
は
さ
ん
で

マ
ン
チ
ガ
山
が
あ
り
、
ま
た
陵
園
の
四
方
の
山
の
稜
線
で
窪
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
石
積
み
の
壁
で
わ
ざ
わ
ざ
閉
塞
し
た
こ

と
は
、陵
域
の
境
界
を
示
す
だ
け
で
な
く
、陵
園
内
の
気
を
外
界
に
流
失
さ
せ
な
い
と
い
う
風
水
制
度
と
関
係
す
る
で
し
ょ

う
。３．

祖
陵
の
陵
園
は
、
内
陵
区
と
外
陵
区
に
大
き
く
区
分
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
北
部
は
太
祖
・
阿
保
機
の
陵
墓
が
あ

る
内
陵
区
で
、
南
部
は
陪
葬
墓
が
あ
る
外
陵
区
で
す
。
試
掘
と
地
表
調
査
に
よ
っ
て
、
西
方
の
山
稜
か
ら
東
へ
半
島
状
に

伸
び
る
「
南
嶺
」（『
遼
史
』
に
所
載
）
の
尾
根
筋
に
あ
る
石
壁
は
、
尾
根
上
に
あ
る
２
号
建
物
基
壇
跡
に
繫
が
り
、
さ
ら
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に
東
の
谷
底
の
平
場
に
あ
る
甲
組
建
物
基
壇
跡
に
も
繫
が
っ
て
お
り
、
東
西
方
向
の
遮
蔽
施
設
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
具

体
的
に
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
陵
域
の
南
北
の
区
分
線
で
も
あ
り
ま
す
。

４．

太
祖
陵
の
墓
室
（
玄
宮
）
は
、
山
を
削
っ
て
構
築
さ
れ
た
と
『
遼
史
』
に
あ
り
、
内
陵
区
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
墓
室
を
覆
う
墳
丘
付
近
に
は
、
人
物
と
犬
の
石
像
物
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た（
図
８
）。
甲
組
建
物
基

壇
跡
は
太
祖
の
墓
室
東
南
に
位
置
し
、
そ
こ
か
ら
「
南
嶺
」
へ
登
る
た
め
の
通
路
、
お
よ
び
「
南
嶺
」
の
尾
根
上
に
建
て

ら
れ
た
２
号
建
物
基
壇
跡
と
有
機
的
な
関
係
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
太
祖
陵
を
祭
祀
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
重
要
な
帝
陵

建
築
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
１
号
陪
塚
墓
の
南
東
部
に
も
、
祭
祀
建
物
の
基
壇
跡
が
あ
り
ま
す
。

１
〜
４
の
新
発
見
と
そ
の
理
解
は
、『
遼
史
・
地
理
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
太
祖
陵
鑿
山
為
殿
、
曰
明
殿
。
殿
南
嶺

有
膳
堂
、
以
備
時
祭
。
門
曰
黒
龍
。
東
偏
有
聖
踪
殿
、
立
碑
述
太
祖
游
猟
之
事
。
殿
東
有
楼
、
立
碑
以
紀
太
祖
創
業
之
功
。」

と
基
本
的
に
一
致
す
る
も
の
で
す
。

５．

祖
陵
の
陵
園
の
施
設
・
建
物
配
置
は
、
漢
代
か
ら
唐
代
ま
で
の
帝
陵
制
度
の
根
幹
を
継
承
し
な
が
ら
、
遼
独
自
の

特
徴
も
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
陵
園
配
置
は
、
遼
・
懐
陵
に
も
継
承
さ
れ
、
と
も
に
陵
代
前
期
の
陵
園
配
置
の
代

表
的
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
陵
代
の
帝
陵
制
度
は
、
中
国
古
代
の
帝
陵
制
度
の
研
究
に
お
い
て
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

以
上
述
べ
て
き
た
近
年
来
の
祖
陵
に
お
け
る
地
表
調
査
や
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
、
そ
し
て
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
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成
果
は
、
遼
代
考
古
学
に
関
す
る
重
要
発
見
の
一
つ
で
す
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
、
文
献
資
料
の
記
述
の
少
な
さ
を
か
な
り

の
程
度
補
足
し
、
遼
代
前
期
の
帝
陵
制
度
の
研
究
上
の
空
白
を
補
塡
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
中
国
古
代
の
帝
陵
制
度
、
お

よ
び
遼
代
の
考
古
学
と
歴
史
学
に
つ
い
て
の
研
究
を
前
進
さ
せ
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
国
家
文
物
局
が
審
査
し
て
決
定

す
る
『「
祖
陵
」
大
規
模
遺
跡
保
護
基
本
計
画
』
の
策
定
に
対
し
て
も
、
科
学
的
な
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
詳
細
を
知
り
た
い
方
は
、『
考
古
』
二
〇
〇
九
年
第
七
期
を
お
読
み
下
さ
い
。

（
佐
川
正
敏

訳
）
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報 告

八
〇
〇
〇
年
前
の
内
モ
ン
ゴ
ル
の
生
業
を
探
る

｜
西
遼
河
流
域
を
中
心
に
｜

東
北
学
院
大
学
文
学
部
教
授

佐

川

正

敏

１．

北
ア
ジ
ア
と
東
ア
ジ
ア
が
交
錯
す
る
西
遼
河
流
域

遼
の
首
都
・
上
京
遺
跡
や
祖
陵
遺
跡
が
あ
る
内
モ
ン
ゴ
ル
赤
峰
地
区
に
は
、

シ
ラ
ム
レ
ン
河
な
ど
の
西
遼
河
の
多
く
の
支
流
が
流
れ
、
遼
寧
省
内
で
遼
河

に
合
流
し
、
渤
海
湾
へ
と
注
ぎ
ま
す（
図
１
右
）。
西
遼
河
流
域
の
南
側
に
東

西
に
走
る
燕
山
山
脈
を
越
え
る
と
華
北
平
原
に
至
り
、
西
遼
河
流
域
の
北
側

か
ら
北
方
へ
連
な
る
大
興
安
嶺
山
脈
は
、
東
北
平
原
と
モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
東

西
に
分
か
ち
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
西
遼
河
流
域
は
北
ア
ジ
ア
と
東
ア
ジ
ア

が
微
妙
に
交
錯
す
る
位
置
に
あ
る
、
と
い
う
点
で
重
要
な
の
で
す
。

西
遼
河
流
域
は
中
国
北
方
の
新
石
器
時
代
研
究
の
重
点
地
区
で
も
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
日
本
列
島
の
旧
石
器
時
代
末
期
か
ら
縄
文
時
代
草
創
期
（
北

海
道
帯
広
市
の
大
正
３
遺
跡
の
時
期
）
に
あ
た
る
土
器
や
弓
矢
、
竪
穴
住
居
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の
使
用
開
始
の
段
階
は
、
い
ま
だ
不
明
で
す
が
、
西
遼
河
流
域
で
は
今

か
ら
八
〇
〇
〇
〜
七
〇
〇
〇
年
前
（
縄
文
時
代
早
期
に
相
当
）
の
興
隆

窪
文
化
期
以
後
の
趙
宝
溝
文
化
期
、
紅
山
文
化
期
、
小
河
沿
文
化
期
と

い
う
考
古
学
的
編
年
の
大
綱
が
、
中
国
北
方
で
唯
一
確
立
し
て
い
る
か

ら
で
す（
図
１
左
）。
今
回
は
筆
者
が
参
加
し
て
い
る
興
隆
窪
文
化
の
中

日
共
同
研
究
（
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
と
青
森
県
教
育
委
員
会

な
ど
に
よ
る
）
の
成
果
を
報
告
し
な
が
ら
、
西
遼
河
流
域
の
八
〇
〇
〇

年
前
の
生
業
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

２．

興
隆
窪
文
化
と
は

興
隆
窪
文
化
は
赤
峰
市
東
端
の
興
隆
窪
遺
跡
を
標
式
と
し
、
西
遼
河

流
域
に
分
布
し
ま
す
。
そ
の
特
徴
は
、
①
集
落
に
環
壕
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
り
、
方
形
竪
穴
住
居
が
列
状
分
布

を
な
す（
図
２
）、
②
貯
蔵
穴
は
主
と
し
て
住
居
群
の
外
周
に
分
布
す
る
、
③
土
器
は
円
筒
形
に
近
い
平
底
深
鉢
が
主
体
で
、

口
縁
・
頚
・
胴
部
に
文
様
帯
が
あ
り
（
図
３
上
）、
乱
雑
な
短
斜
線
文
交
差
文
な
ど
か
ら
規
則
的
な
之
字
（
ジ
グ
ザ
グ
）
文

や
幾
何
学
文
な
ど
へ
変
化
、
④
石
器
は
弓
矢
（
鏃
）
が
な
く
、
細
石
刃
を
嵌
め
込
ん
だ
銛
・
槍
先
形
植
刃
器
が
主
要
な
狩

猟
具
で
あ
り
、
土
掘
り
具
の
打
製
・
磨
製
石
鍬
、
製
粉
具
の
棒
状
磨
石
と
石
皿
の
セ
ッ
ト
が
安
定
し
て
存
在（
図
３
上
段
）、 図２ 興隆溝遺跡の竪穴住居跡の列状分布
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⑤
生
業
は
イ
ノ
シ
シ
と
シ
カ
を
中
心
と
す
る
狩
猟
や
堅
果

類
の
採
集
を
主
体
と
し
、キ
ビ
と
ア
ワ
の
栽
培
も
行
っ
た
、

⑥
玉
製

状
耳
飾（
図
４
）、
玉
製
匙
形
ペ
ン
ダ
ン
ト
、
玉

製
斧
は
初
期
の
玉
器
と
さ
れ
、
華
北
に
先
行
し
た
、
⑦
イ

ノ
シ
シ
崇
拝
の
風
習
が
あ
っ
た（
図
５
）、
⑧
シ
ラ
ム
レ
ン

河
以
南
に
は
屋
内
墓
の
風
習
が
あ
っ
た（
図
６
）、
な
ど
で

す
。
こ
の
段
階
の
気
候
は
温
暖
湿
潤
で
、
赤
峰
市
周
辺
に

も
ス
イ
ギ
ュ
ウ
が
生
息
し
て
い
た
ほ
ど
で
す
。
ち
ょ
う
ど

縄
文
海
進
期
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
段
階
の
華
北
平
原
（
黄
河
中
・
下
流
域
）
に
は
、

裴
李
崗
文
化
や
北
辛
文
化
が
広
が
り
、
円
形
住
居
で
生
活

し
、
石
鋤
を
起
耕
具
と
す
る
畑
作
農
耕
を
主
生
業
と
し
、

深
鉢
・
鉢
・
壺
に
分
化
し
た
素
文
土
器
を
使
用
し
、
棒
状

磨
石
と
石
皿
で
穀
物
を
製
粉
し（
図
３
下
段
）、
集
落
外
墓

地
に
埋
葬
さ
れ
、
比
較
的
平
等
な
社
会
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
北
・
東
日
本
で
は
尖
底
の
貝
殻
・
沈
線

図３ 興隆窪文化（上段）と裴李崗文化（下段）の生活用具
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文
土
器
が
広
く
使
用
さ
れ
、
道

南
で
は
植
物
質
食
糧
へ
の
依
存

度
の
高
ま
り
を
示
す
磨
石
と
石

皿
の
セ
ッ
ト
が
ま
も
な
く
出
現

し
、
道
東
で
は
石
刃
鏃
文
化
が

ま
も
な
く
沿
海
州
か
ら
到
来
し

ま
し
た
。

３．

狩
猟
が
文
化
的
基
層
を

形
成

興
隆
窪
文
化
期
の
生
業
の
主
体
は
狩
猟
で
あ
り
、
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
は
食
糧
の
中
心
で
し
た
。
そ
し
て
、
イ
ノ
シ
シ
の

頭
骨
だ
け
が
頭
頂
部
を
穿
孔
さ
れ（
図
５
）、
神
聖
な
空
間
で
あ
る
住
居
北
辺
に
置
か
れ
た
り
、
男
性
墓
に
手
足
を
縛
ら
れ

た
オ
ス
と
メ
ス
の
イ
ノ
シ
シ
が
副
葬
さ
れ
る
（
図
６
）
な
ど
、
イ
ノ
シ
シ
崇
拝
の
風
習
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
風
習

は
こ
の
地
域
で
存
続
し
、
今
か
ら
六
〇
〇
〇
〜
五
〇
〇
〇
年
前
の
紅
山
文
化
期
に
隆
盛
し
、
装
身
用
の
各
種
の
イ
ノ
シ
シ

形
玉
器
が
製
作
さ
れ
、
副
葬
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
北
日
本
の
縄
文
時
代
後
期
（
今
か
ら
約
四
〇
〇
〇
年
前
）
に
も

イ
ノ
シ
シ
形
土
製
品
が
突
然
作
ら
れ
始
め
、
縄
文
人
に
よ
っ
て
イ
ノ
シ
シ
が
シ
カ
よ
り
も
高
く
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と

図４ 興隆窪遺跡出土の玉製 状耳飾

図５ 興隆溝遺跡竪穴住居跡に残されたイノ
シシ祭祀
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推
定
さ
れ
ま
す
。

日
本
で
は
縄
文
時
代
の
始
ま
り
と
と
も
に
衰
退
・
消
滅
し
た
細
石
刃
は
、
北

ア
ジ
ア
で
は
使
用
さ
れ
続
け
ま
し
た
。
興
隆
窪
文
化
期
の
遺
跡
で
は
、
た
だ
の

一
点
も
石
鏃
や
骨
鏃
が
出
土
し
ま
せ
ん
の
で
、
細
石
刃
を
嵌
め
た
銛
・
槍
先
形

植
刃
器
が
依
然
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
狩
猟
具
で
し
た（
図
７
）。
こ
れ
と
細

石
刃
が
と
も
に
男
性
の
最
重
要
労
働
で
あ
る
狩
猟
を
象
徴
し
て
い
た
こ
と
は
、

副
葬
品
や
葬
送
儀
礼
（
男
性
の
頭
に
細
石
刃
を
撒

く
）
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
（
図

６
）。
狩
猟
は
、
興
隆
窪
文
化
期
の
物
質
・
精
神
文

化
の
基
層
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま

す
。

４．

畑
作
農
耕
の
は
じ
ま
り

興
隆
溝
遺
跡
は
興
隆
窪
文
化
に
属
し
、
日
中
共

同
研
究
の
対
象
と
し
て
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
年

に
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
竪
穴
住
居
の
埋
土
を
す
べ

図６ 興隆窪遺跡の屋内墓の男性遺体と副葬されたイノシシ

図７ 興隆溝遺跡竪穴住居跡出土の銛先形植
刃器
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て
篩
に
掛
け
、
微
細
な
遺
物
を
極
力
採
取
し
、
ま
た
水
洗

選
別
し
て
植
物
種
子
の
採
取
に
努
力
し
た
結
果
、
あ
る
竪

穴
住
居
の
床
か
ら
大
量
の
キ
ビ
と
少
量
の
ア
ワ
の
炭
化
種

子
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
の
植
物
考
古
学
者
の
趙
志

軍
氏
が
こ
れ
ら
を
分
析
し
た
結
果
、
初
期
の
栽
培
種
と
鑑

定
さ
れ
ま
し
た
。
興
隆
窪
文
化
期
に
す
で
に
ど
の
住
居
で

も
安
定
し
て
使
わ
れ
て
い
た
石
鍬
、
そ
し
て
棒
状
磨
石
と

石
皿
の
セ
ッ
ト
は
、
畑
作
用
農
具
と
キ
ビ
や
ア
ワ
の
製
粉

具
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

初
期
畑
作
農
耕
が
確
認
さ
れ
た
意
義
は
確
か
に
大
き
い

で
す
。
し
か
し
、
石
鍬
、
磨
石
、
石
皿
は
墓
に
一
切
副
葬

さ
れ
て
お
ら
ず
、
狩
猟
の
社
会
的
・
文
化
的
位
置
づ
け
と

は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
人
骨
の
炭
素
・
窒
素
同
位
体
分

析
も
必
要
で
す
が
、
キ
ビ
や
ア
ワ
は
当
時
の
食
糧
全
体
に

お
い
て
、ま
だ
主
体
的
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

図８ 趙宝溝文化期の動物文尊形土器
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５．

境
界
領
域
と
し
て
の
西
遼
河
流
域

興
隆
窪
文
化
期
に
続
く
趙
宝
溝
文
化
期
に
な
る
と
、
土
器
の
器
種
分
化
（
多
様
化
）
が
進
み
、
起
耕
具
で
あ
る
石
鋤
が

出
現
し
、
華
北
平
原
か
ら
の
畑
作
技
術
の
大
き
な
受
容
が
伺
え
ま
す
。
一
方
で
、
野
生
動
物
を
文
様
と
し
て
土
器
に
描
く

狩
猟
文
化
の
伝
統
も
、
依
然
根
強
く
残
っ
て
い
ま
す
（
図
８
）。
さ
ら
に
、
同
時
期
の
周
辺
遺
跡
（
赤
峰
市
富
河
溝
門
や
遼

寧
省
瀋
陽
市
新
楽
）
で
は
、
石
刃
鏃
を
も
っ
た
集
団
の
南
下
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
現
象
は
、
東
ア
ジ
ア
と
北
ア
ジ
ア

の
境
界
領
域
に
あ
る
こ
の
地
域
に
、主
生
業
を
異
に
す
る
集
団
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
共
存
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

図
版
出
典

図
１
、
３
は
筆
者
作
成
。
図
２
は
『
考
古
』
二
〇
〇
〇
年
第
九
期
。
図
４
、
６
は
『
考
古
』
一
九
九
七
年
第
一
期
。
図

５
は
『
文
物
天
地
』
二
〇
〇
二
年
第
一
期
。
図
７
は
『
文
物
天
地
』
二
〇
〇
三
年
第
一
期
。
図
８
は
『
考
古
』
一
九
八
七

年
第
六
期
。
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報 告

モ
ン
ゴ
ル
中
世
城
郭
の
比
較
考
古
学

奈
良
大
学
文
学
部
教
授

千

田

嘉

博

１．

な
ぜ
城
郭
の
比
較
考
古
学
な
の
か

わ
た
く
し
の
報
告
タ
イ
ト
ル
は
、
比
較
考
古
学
と
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
比
較
考
古
学
な
の
か
、
ま
ず
報
告
者
の
視
点
を

明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
地
球
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
と
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
反
映
し
た
城
郭
が
築

か
れ
ま
し
た
。
日
本
の
城
郭
が
武
士
や
侍
の
イ
メ
ー
ジ
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
の
城
郭
は
そ
れ
ぞ
れ
の

国
や
地
域
の
歴
史
と
深
く
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ご
く
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た

ち
は
ふ
つ
う
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
城
を
通
じ
て
国
や
地
域
の
歴
史
を
読
み
解
く
こ
と
は
間
違

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
城
郭
が
も
っ
た
歴
史
性
を
国
や
地
域
史
の
資
料
と
し
て
還
元
す
る
だ
け
で
な

く
、
比
較
研
究
に
よ
っ
て
巨
視
的
に
考
え
る
こ
と
で
、
城
郭
の
発
達
に
共
通
性
や
法
則
性
を
見
い
だ
し
て
、
相
対
的
な
関

係
を
把
握
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
う
考
え
る
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
城
郭
を
日
本
の
視
野
だ
け
で
考
え
る
こ
と
で
、
見
え
な
く
な
っ
て
い

る
問
題
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
日
本
の
城
郭
研
究
の
歴
史
を
遡
っ
て
み
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
、「
日
本
の
城
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郭
は
武
士
道
精
神
の
精
華
で
あ
っ
て
、
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
守
る
た
め
で
は
な
く
攻
め
る
た
め
の
も
の
」
と
い
っ
た
極

端
な
評
価
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
戦
時
中
か
ら
戦
後
に
か
け
た
城
郭
研
究
や
天
守
の
復
元
研

究
・
設
計
に
活
躍
し
た
建
築
史
家
の
城
戸

久
は
、
日
本
の
城
郭
は
防
御
の
た
め
で
は
な
く
、
武
士
道
に
よ
る
攻
撃
精
神
に

満
ち
た
特
別
な
も
の
で
、
そ
れ
が
戦
争
を
進
め
て
い
る
皇
国
の
兵
士
の
武
勲
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
し
ま
し
た（
城
戸

久

『
城
と
要
塞
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
三
年
）
。

日
本
の
城
郭
が
防
御
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
城
戸
の
評
価
の
根
本
に
大
き
な
誤
り
が
あ
る
上
に
、
日
本
の
城
郭

構
造
に
、
侵
略
戦
争
に
つ
な
が
る
精
神
的
源
流
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
城
戸
の
説
は
、
戦
時
中
と
い
う
特
殊
な
状
況
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
と
う
て
い
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
日
で
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
も
と
づ
い
て
城
郭
を
研

究
す
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
城
戸
の
考
え
方
の
根
底
に
あ
る
国
粋
主
義
的
な
意
識
は
、
城
郭
研
究
に
と
っ
て
完
全
に

過
去
の
も
の
と
は
い
い
き
れ
な
い
の
で
す
。

「
最
大
」や「
最
強
」と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
で
地
域
の
城
郭
を
立
派
な
も
の
と
し
て
語
る
行
為
は
今
で
も
一
般
的
で
す
。
地

域
の
城
跡
を
誇
り
に
思
う
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
が
、
往
々
に
し
て
そ
れ
は
お
国
自
慢
や
地
域
の
小
さ
な
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
学
問
領
域
で
も
「
加
藤
清
正
が
築
い
た
名
城
」、「
織
田
信
長
の
独
創

的
な
築
城
」の
よ
う
に
、
無
意
識
に
日
本
の
枠
の
中
で
説
明
を
つ
け
て
、
わ
か
っ
た
こ
と
に
し
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
説
明
は
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
石
垣
を
構
築
し
た
の
は
日
本
の
城
郭
だ
け
で
は
な

く
、
複
雑
な
出
入
り
口
や
張
り
出
し
た
櫓
台
を
城
壁
に
設
け
て
守
り
の
く
ふ
う
を
し
た
の
も
日
本
の
城
郭
だ
け
で
は
あ
り
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ま
せ
ん
で
し
た
。
地
球
規
模
で
共
通
し
て
起
き
た
城
郭
の
発
達
過
程
を
、
国
や
地
域
の
政
治
的
・
地
理
的
境
界
に
従
っ
て
、

そ
の
国
や
地
域
の
歴
史
に
還
元
し
て
読
み
取
る
と
と
も
に
、
そ
の
変
化
の
背
後
に
あ
っ
た
人
類
と
城
郭
の
歴
史
に
共
通
し

た
一
般
法
則
を
解
明
す
る
視
点
を
も
つ
こ
と
も
、
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

一
般
法
則
を
念
頭
に
置
い
た
研
究
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
に
歴
史
研
究
と
し
て
新
た
に
立
ち
上
が
っ
た
城
郭
研
究

に
も
っ
と
も
欠
け
て
い
た
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
視
点
を
も
た
な
け
れ
ば
、
日
本
の
城
郭
の
発
達
過
程
が
特
異

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
評
価
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
日
本
の
城
郭
を
特
別
視
す
る

評
価
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
の
で
す
。
世
界
の
城
郭
と
日
本
の
城
郭
と
を
物
質
資
料
と
し
て
比
較
し
て
、
は
じ
め
て
日
本
の

城
郭
発
達
の
中
に
人
類
史
に
共
通
し
た
普
遍
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
の
城
郭
を
世
界
の
城
郭
の
中
で
相
対
化
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
す
で
に
日
本
の
視
点
の
枠
組
み
で
評
価
し
た
こ

と
も
、
ま
っ
た
く
別
の
視
点
か
ら
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
織
田
信
長
が
築
い
た
安
土
城
で
は
、
外

枡
形
と
呼
ぶ
Ｌ
形
の
石
垣
を
築
い
て
、
効
率
よ
く
守
り
、
効
率
よ
く
攻
め
出
せ
る
出
入
り
口
を
実
現
し
て
い
ま
し
た
。
日

本
城
郭
史
の
視
点
で
は
、
定
型
的
な
外
枡
形
は
安
土
城
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
、
各
地
に
成
立
し
た
近
世
城
郭
に
取
り
入

れ
ら
れ
て
近
世
城
郭
を
特
徴
づ
け
る
要
素
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
世
界
の
城
郭
の
中
で
安
土
城
に
現
れ
た
外
枡
形
を
、
ど
う
評
価
し
て
よ
い
か
に
は
日
本
城
郭
史
の
視
点
か
ら
で

は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
実
は
後
ほ
ど
モ
ン
ゴ
ル
の
城
郭
都
市
に
関
し
て
分
析
す
る
よ
う
に
、
Ｌ
形
の
突
出
城
壁
を
出
入
り

口
の
前
に
設
け
る
防
御
の
く
ふ
う
は
、
安
土
城
の
成
立
の
は
る
か
前
か
ら
世
界
中
の
城
郭
が
用
い
た
普
遍
的
な
も
の
で
し
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た（
千
田
二
〇
〇
九
）。
日
本
で
は
確
か
に
織
田
信
長
の
安
土
城
で
創
出
さ
れ
た
防
御
の
く
ふ
う
で
し
た
が
、
そ
れ
を
人
類

史
上
で
見
れ
ば
、
普
遍
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
日
本
の
城
郭
が
到
達
し
た
瞬
間
だ
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
も
歴
史
研
究
の
分
野
で
は
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
比
較
研
究
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

う
し
た
研
究
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
な
も
の
で
し
た
が
、
理
念
的
な
事
象
の
比
較
で
は
な
く
、
具
体
的
な
物
質
資
料
や

空
間
の
比
較
研
究
は
遅
れ
て
い
ま
す
。
考
古
学
は
、
物
質
資
料
（
遺
跡
・
遺
構
、
遺
物
）
を
も
と
に
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
、

国
・
地
域
の
壁
を
越
え
た
比
較
研
究
に
適
し
て
い
ま
す
。
札
幌
学
院
大
学
の
総
合
研
究
所
で
は
、
鶴
丸
俊
明
先
生
を
中
心

に
モ
ン
ゴ
ル
の
旧
石
器
文
化
研
究
を
推
進
さ
れ
、
ア
ジ
ア
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
の
比
較
研
究
に
取
り
組
ん
で
お
ら

れ
ま
す
。ま
た
臼
杵

勲
先
生
は
ロ
シ
ア
の
極
東
地
域
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
に
か
け
た
広
大
な
地
域
の
中
世
考
古
学
で
大
き
な
成

果
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
山
越
康
裕
先
生
は
、
言
語
学
の
視
点
か
ら
や
は
り
実
証
的
な
比
較
研
究
を
重
ね
、
シ

ネ
ヘ
ン
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
研
究
に
お
け
る
第
一
人
者
と
お
聞
き
し
ま
す
。

こ
う
し
た
札
幌
学
院
大
学
の
国
際
的
で
重
層
的
な
取
り
組
み
は
、
人
文
学
研
究
の
理
想
的
な
あ
り
方
と
い
え
ま
す
。
今

回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
日
本
だ
け
で
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
と
中
国
の
研
究
者
が
加
わ
っ
て
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
札
幌
学
院
大
学
が
も
つ
研
究
視
野
の
大
き
さ
と
、
知
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
と
思

い
ま
す
。

本
日
の
報
告
は
比
較
考
古
学
の
視
点
か
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
に
あ
る
一
一
世
紀
の
契
丹
（
遼
）
時
代
の
城
郭
都
市
を
取
り
上

げ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
城
郭
と
比
べ
て
、
人
類
史
的
な
位
置
づ
け
を
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
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２．

モ
ン
ゴ
ル
中
世
城
郭
を
比
較
す
る

⑴

ハ
ル
ブ
ヒ
ン
・
バ
ル
ガ
ス

そ
れ
で
は
モ
ン
ゴ
ル
の
契
丹
（
遼
）
時
代
の
土
城
に
つ
い
て
比
較
研
究
を
進
め
て
い
き
ま
す
。『
遼
史
』
に
よ
り
ま
す
と
、

一
〇
〇
四
年
に
契
丹
（
遼
）
は
、
遊
牧
民
の
阻
卜
（
そ
ぼ
く
）
の
攻
撃
に
備
え
た
西
方
の
防
御
拠
点
と
し
て
鎮
州
城
、
防
州

城
、
維
州
城
を
築
き
、
二
万
余
騎
を
屯
田
兵
と
し
て
駐
留
さ
せ
ま
し
た
（
臼
杵

勲
・
Ａ

エ
ン
フ
ト
ル
『
チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
城
跡
の

研
究

』
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
・
札
幌
学

院
大
学
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
）
。
こ
れ
か
ら
検
討
す
る

城
は
、
そ
の
三
つ
の
城
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

ハ
ル
ブ
ヒ
ン
・
バ
ル
ガ
ス
は
、
東
西
八
〇
〇
ｍ
×
南

北
七
〇
〇
ｍ
の
規
模
で
方
形
に
囲
郭
を
め
ぐ
ら
し
ま
し

た（
図
１
）。
囲
郭
は
版
築
の
城
壁
と
、
そ
の
外
側
に
堀

を
組
み
合
わ
せ
て
お
り
、
城
壁
に
は
馬
面
を
備
え
て
い

ま
し
た
。
出
入
り
口
は
甕
城
（
外
枡
形
）
の
形
態
で
し

た
。
中
国
で
は
紀
元
前
四
〇
〇
〇
年
こ
ろ
に
は
す
で
に

初
源
的
な
甕
城
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
ひ
じ
ょ
う
に

阻
卜阻

卜
（
そ
ぼ
く
）
は
、

タ
タ
ー
ル
部
族
に
属
し

た
遊
牧
民
の
ひ
と
つ

で
、
契
丹
（
遼
）
に
し

ば
し
ば
反
旗
を
翻
し

た
。

馬
面馬

面
（
ば
め
ん
）
と

は
、
城
壁
に
迫
っ
た
敵

に
対
し
て
側
面
か
ら
防

射
す
る
た
め
の
城
壁
の

張
り
出
し
。
日
本
で
は

側
面
か
ら
の
防
射
を
特

に
「
横
矢
」
と
呼
ん
だ
。

攻
城
者
の
側
面
を
狙
う

た
め
、
防
御
の
効
果
が

高
か
っ
た
。
日
本
の
城

郭
で
は
弥
生
時
代
の
紀

元
後
三
世
紀
に
吉
野
ヶ

里
遺
跡
・
北
内
郭
の
塁

線
に
設
け
た
櫓
台
の
張

り
出
し
が
知
り
得
る
最

古
の
事
例
。
世
界
史
的

に
は
ギ
リ
シ
ャ
の
シ
ロ

ス
島
に
あ
る
紀
元
前
二

四
〇
〇
年
の
カ
ス
ト
リ

（K
a
stri

）遺
跡
に
馬
面

図１ ハルブヒン・バルガス（ツェヴェンドルジ
監修『ハル・ブフ城跡とトーラ川流域の契
丹都市・集落』2005年より）
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早
く
か
ら
甕
城
（
外
枡
形
）
が
成
立
し
ま
し
た
。
そ
し
て
契
丹
（
遼
）

国
の
中
心
で
あ
っ
た
遼
上
京（
図
２
）、
中
京
や
祖
州
城
な
ど
に
も
外

枡
形
が
見
ら
れ
ま
す
。
中
国
で
の
甕
城
が
契
丹
（
遼
）
時
代
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
に
見
ら
れ
る
甕
城

は
、
モ
ン
ゴ
ル
で
独
自
に
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
伝
播
的
に
獲

得
さ
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
ま
す
。

⑵

チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
・
バ
ル
ガ
ス

チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
・
バ
ル
ガ
ス
は
一
〇
〇
四
年
に
契
丹
国
が
設
置
し

た
鎮
州
城
に
相
当
す
る
城
郭
都
市
と
比
定
さ
れ
、
城
壁
の
大
き
さ
は

東
西
六
五
〇
ｍ
×
南
北
一
二
五
〇
ｍ
で
、
南
北
に
二
城
が
並
ぶ
形
態

を
と
り
ま
し
た（
図
３
）。
実
際
に
は
城
壁
外
の
周
囲
に
も
市
街
が
広

が
り
、
ま
た
北
城
の
北
側
城
壁
の
北
側
一
三
〇
〇
ｍ
ほ
ど
に
あ
る
丘

陵
上
に
、
烽
火
台
と
礎
石
建
ち
の
離
宮
も
し
く
は
寺
院
と
思
わ
れ
る

施
設
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
都
市
域
の
範
囲
は
囲
郭
を
越
え
て
広
大
で

し
た
。
南
北
に
二
城
が
並
び
立
つ
都
市
プ
ラ
ン
は
、
ほ
か
の
二
城
に

が
認
め
ら
れ
、
エ
ジ
プ

ト
に
あ
っ
た
紀
元
前
一

八
〇
〇
年
の
城
郭
ブ
ー

ヘ
ン
（B

u
h
en

）の
城
壁

に
は
、
等
間
隔
で
密
に

配
置
し
た
馬
面
が
あ
っ

た
（Ia

n S
h
a
w
 
1991,

E
g
y
p
tia
n
 
W
a
rfa

re
 

a n d
 
W
 
e a p o n s

,

S
h
ire

 
E
g
y
p
to
lo
g
y
,

S
h i r e

 
P u b l i c a

-

tio
n
s.

）。

甕
城甕

城（
お
う
じ
ょ
う
）

と
は
、
防
御
に
く
ふ
う

し
た
出
入
り
口
の
一
形

態
。
城
壁
外
へ
塁
線
が

突
出
し
て
城
道
を
屈
曲

さ
せ
る
と
と
も
に
、
城

門
の
前
後
に
特
別
な
広

場
を
備
え
た
。
四
角
い

甕
城
だ
け
で
な
く
、
半

円
形
の
甕
城
も
あ
っ

た
。
日
本
の
城
郭
で
は

外
枡
形
に
相
当
し
た
。

馬
面
で
紹
介
し
た
カ
ス

ト
リ
遺
跡
で
は
、
張
り

出
し
た
馬
面
の
ひ
と
つ

図２ 中国 遼上京の甕城（手前の城壁）と城壁の馬面

52



は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。特
筆
す
べ
き
点
で
す
。

皇
城
に
相
当
し
た
北
城
の
北
端
に
は
宮
殿（
官
衙
）

施
設
と
寺
院
が
並
び
立
ち
、街
区
は
条
坊
制
を
と
り
、

都
市
設
計
の
基
準
尺
は
日
本
の
平
城
京
と
同
じ
唐
尺

を
も
ち
い
て
い
ま
し
た
（
臼
杵

勲
・
Ａ

エ
ン
フ
ト
ル

『
チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
城
跡
の
研
究

』
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
考
古
学
研
究
所
・
札
幌
学
院
大
学
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇

九
年
）
。
ま
た
城
外
の
南
に
は
瓦
と
土
器
を
焼
い
た
窯
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
・
バ
ル
ガ
ス
は
、
多
く
の
軍
人
、
職
人
・
商
人
が
集

住
し
て
、
き
わ
め
て
高
い
政
治
機
能
と
経
済
・
生
産
機
能
を
も
ち
、
こ
の
地

域
に
お
け
る
中
心
地
機
能
を
発
揮
し
た
こ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
・
バ
ル
ガ
ス
の
囲
郭
は
堀
と
城
壁
の
組
み
合
わ
せ
で
、
城

壁
に
は
馬
面
を
規
則
的
に
も
ち
ま
し
た
。
出
入
り
口
は
い
ず
れ
も
甕
城（
外
枡

形
）
を
備
え
（
図
４
）、
先
の
ハ
ル
ブ
ヒ
ン
・
バ
ル
ガ
ス
と
共
通
し
た
防
御
施

設
で
設
計
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
遺
跡
は
基
本
的
に
よ
く
残
っ
て
い

ま
す
が
、
過
去
の
航
空
写
真
と
現
状
と
を
比
べ
る
と
、
急
激
に
城
壁
の
版
築

に
出
入
り
口
を
設
け

て
、甕
城
と
し
て
い
た
。

馬
面
の
ひ
と
つ
が
甕
城

と
し
て
機
能
し
た
同
様

の
事
例
は
、
沖
縄
県
に

あ
る
一
五
世
紀
の
糸
数

グ
ス
ク
に
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

図３ チントルゴイ・バルガス
（臼杵・エンフトル・千田ほ

かによる）

図４ チントルゴイ・バルガスの
甕城（外枡形）
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土
の
流
出
と
堀
の
埋
没
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
地
球
環
境
の
変
化
が
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
今
回
は
く
わ
し
く
お
話
し
で
き
ま
せ
ん
が
、
未
来
に
向
け
て
遺
跡
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
て
い
く
か
も
大

き
な
課
題
で
す
。
わ
た
く
し
た
ち
の
調
査
は
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
ま
で
、
何
ら
か
の
方
法
を
模
索
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
。⑶

ウ
ラ
ン
ヘ
レ
ム
・
バ
ル
ガ
ス

ウ
ラ
ン
ヘ
レ
ム
・
バ
ル
ガ
ス
は
東
西
四
〇
〇
ｍ
×
南
北
四
〇
〇
ｍ
の
規
模
で
（
図
５
）、
城
外
の
西
側
に
中
央
に
塚
が
あ

る
四
つ
の
四
角
い
土
塁
の
囲
み
が
あ
り
ま
し
た

墳
墓
跡
か
と
思
わ
れ

ま
す
）。や
は
り
紀
元
後
一
一
世
紀
〜
一
二
世
紀
に
か
け
て
、阻
卜

そ

ぼ
く
）
に
備
え
た
契
丹
国
の
北
方
防
衛
の
拠
点
城
郭
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
で
は
先
の
ハ
ル
ブ
ヒ
ン
・
バ
ル
ガ
ス
、
チ

ン
ト
ル
ゴ
イ
・
バ
ル
ガ
ス
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
防
御
施
設

の
組
み
立
て
を
く
わ
し
く
見
て
み
る
と
、
ふ
た
つ
の
城
と
は
大
き

く
異
な
っ
た
守
り
の
く
ふ
う
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
解
け
ま
す
。

ま
ず
囲
郭
は
主
城
壁
直
下
に
帯
曲
輪
を
組
み
合
わ
せ
た
点
に
違

い
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
堀
が
主
城
壁
の
直
下
に
あ
っ
た
の
で

図５ ウランヘレム・バルガス
(前川 要・山口欧志による)
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は
な
く
、
帯
曲
輪
を
挟
ん
だ
先
に
設
置
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
堀
と
主
城
壁
の
間
の
帯
曲
輪
を
置
く
こ
と
で
、
敵
が
突

入
し
て
き
た
と
き
の
進
退
を
阻
害
し
、
主
城
壁
か
ら
弓
矢
や
弩
、
投
石
な
ど
を
用
い
て
効
率
的
に
敵
兵
を
殺
傷
す
る
た
め

の
く
ふ
う
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
主
城
壁
の
馬
面
は
、
こ
の
帯
曲
輪
に
向
か
っ
て
張
り
出
し
た
の
で
、
馬
面
上
か
ら
の
攻
撃
は
き
わ
め
て
大
き
な

効
果
を
発
揮
し
ま
し
た
。
ま
た
甕
城
は
帯
曲
輪
を
越
え
て
そ
の
先
の
堀
の
位
置
ま
で
大
き
く
突
出
し
て
い
た
点
も
重
要
な

変
化
と
い
え
ま
す
。
甕
城
が
大
き
く
堀
の
ラ
イ
ン
ま
で
張
り
出
し
た
こ
と
で
、
甕
城
が
出
入
り
口
を
守
る
拠
点
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
城
壁
の
防
御
拠
点
と
し
て
も
機
能
し
た
の
で
す
。
一
般
化
し
て
理
解
す
れ
ば
、
甕
城
が
出
入
り

口
防
御
の
施
設
か
ら
、
城
壁
防
衛
の
要
で
あ
っ
た
門
塔
へ
と
進
化
し
た
と
い
え
ま
す
。
甕
城
が
堀
底
へ
横
矢
を
掛
け
る
位

置
ま
で
突
出
し
た
こ
と
で
、
主
城
壁
の
馬
面
か
ら
の
横
矢
と
合
わ
せ
た
二
重
の
横
矢
シ
ス
テ
ム
と
な
り
ま
し
た
。
強
力
な

防
御
機
能
を
ウ
ラ
ン
ヘ
レ
ム
・
バ
ル
ガ
ス
は
備
え
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
契
丹
（
遼
）
の
時
代
に
属
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
三
つ
の
城
（
城
郭
都
市
）
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
・
バ
ル
ガ
ス
は
、
圧
倒
的
な
規
模
と
整
っ
た
南
北
二
城
制
を
と
っ
て
中
心
地
機
能

が
卓
越
し
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ば
首
都
的
な
拠
点
機
能
を
も
っ
た
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
ル
ブ
ヒ
ン
・
バ
ル
ガ

ス
は
チ
ン
ト
ル
ゴ
イ
・
バ
ル
ガ
ス
と
比
較
す
る
と
副
都
的
な
機
能
を
も
ち
、
ウ
ラ
ン
ヘ
レ
ム
・
バ
ル
ガ
ス
は
最
も
小
規
模
で

し
た
が
防
御
機
能
が
卓
越
し
た
軍
事
要
塞
的
機
能
を
果
た
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
契
丹
（
遼
）
は
領
国
の
西

端
に
同
じ
よ
う
な
三
城
を
整
備
し
た
の
で
は
な
く
、機
能
を
補
完
し
あ
う
三
つ
の
城
を
配
置
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
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３．

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
城
郭
と
の
比
較

一
一
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
に
築
か
れ
た
城
郭
は
、
世
界
史
的
な
視
点
か
ら
見
て
、
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
か
を
考
え
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
城
郭
と
、
城
郭
構
造
を
比
較
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
一
世
紀
か
ら

一
三
世
紀
に
か
け
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
後
の
騎
士
の
拠
点
と
し
て
現

れ
た
モ
ッ
ト
・
ア
ン
ド
・
ベ
ー
リ
ー
型
城
郭
か
ら
、
高
い
城
壁
を
め
ぐ

ら
し
塔
が
そ
び
え
た
中
世
城
郭
へ
と
発
達
し
、
さ
ら
に
十
字
軍
に
よ
る

中
東
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
の
城
づ
く
り
に
影
響
を
受
け
た

新
形
式
の
城
へ
と
、
城
郭
が
大
き
く
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

一
般
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
城
郭
は
十
字
軍
以

前
の
も
の
で
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
に
魅
力
的
な
城
郭
が
多
く
築
か

れ
ま
し
た
。
世
界
遺
産
に
な
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
川
沿
い
に
あ

る
一
二
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
ブ
ル
グ
城
（M

a
rk
sb
u
rg

）
は
、
そ
の
典
型

例
で
す
（
図
６
）。
こ
の
城
は
高
い
天
守
（B

erg
fried

：
ベ
ル
ク
フ
リ
ー

ド
）
を
中
心
に
し
た
山
城
で
し
た
。
こ
う
し
た
城
郭
が
各
国
に
築
か
れ

て
い
っ
た
な
か
で
、
十
字
軍
か
ら
帰
国
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ド
ワ
ー
ド

世
が
築
い
た
城
を
事
例
に
、
城
郭
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ

図６ ドイツ マルクスブルグ城

十
字
軍

一
〇
九
五
年
に
ロ
ー

マ
教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス

世
の
呼
び
か
け
に
よ
る

第
一
回
十
字
軍
か
ら
、

一
二
七
二
年
の
第
九
回

十
字
軍
ま
で
行
わ
れ
た

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ

ス
ト
教
国
の
諸
侯
に
よ

る
軍
事
遠
征
。
聖
地
エ

ル
サ
レ
ム
を
イ
ス
ラ
ム

教
国
か
ら
回
復
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
。
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た
か
を
検
討
し
ま
す
。

最
後
の
十
字
軍
遠
征
で
あ
っ
た
第
九
回
十
字
軍
に
参
加
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ド
ワ
ー
ド

世
は
、
一
二
七
三
年
に

帰
国
し
て
イ
ギ
リ
ス
王
と
な
り
、
彼
に
従
わ
な
か
っ
た
ウ
エ
ー
ル
ズ
公
国
を
征
服
し
ま
し
た
。
そ
し
て
ウ
エ
ー
ル
ズ
を
支

配
す
る
た
め
に
一
三
世
紀
末
に
ウ
エ
ー
ル
ズ
の
要
所
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
城
と
城
下
を
建
設
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ

で
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
ボ
ー
マ
リ
ス
城
（B

ea
u
m
a
ris

）
は
、
一
二
九
五
年
か
ら
建
設
さ
れ
た
城
で
し
た
。

こ
の
城
に
は
、
そ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
当
た
り
前
だ
っ
た
高
く
そ
び
え
た
天
守
は
な
く
、
ほ
ぼ
同
じ
形
態
の
櫓
を
等
間
隔

に
規
則
正
し
く
配
置
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
本
丸
の
塁
線
の
周
囲
に
は
帯
曲
輪
を
備
え
、
主
城
壁
が
直
接
攻
撃
に
さ
ら
さ

れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
本
丸
の
出
入
り
口
は
、
大
規
模
な
門
塔
と
な
っ
て
大
き
く
帯
曲
輪
へ
張
り
出
し
、

塁
線
防
御
の
要
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
ま
し
た（
図
７
）。
ボ
ー
マ
リ
ス
城
の
構
造
は
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城

郭
と
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
エ
ド
ワ
ー
ド

世
が
ウ
エ
ー
ル
ズ
北
部
に
相
前
後
し
て
築
い
た
七
つ

の
城
郭
す
べ
て
が
、
同
じ
考
え
方
で
築
か
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
構
造
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
三
世
紀
第

４
四
半
期
に
お
け
る
城
郭
プ
ラ
ン
の
到
達
点
を
示
し
た
と
評
価
で
き
ま
す
。

こ
う
し
た
ボ
ー
マ
リ
ス
城
の
構
造
の
特
徴
は
、
先
に
検
討
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
ウ
ラ
ン
ヘ
レ
ム
・
バ
ル
ガ
ス
と
驚
く
ほ
ど

高
い
共
通
性
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
ボ
ー
マ
リ
ス
城
の
等
間
隔
で
規
則
的
な
塁
線
へ
の
塔
の
配
置
は
、
ウ
ラ
ン
ヘ
レ
ム
・

バ
ル
ガ
ス
の
規
則
的
な
馬
面
の
配
置
に
相
当
し
、
主
城
壁
と
堀
と
の
間
に
帯
曲
輪
を
配
置
し
た
点
も
両
城
に
共
通
し
ま
し

た
。
こ
の
帯
曲
輪
は
、
日
常
的
に
は
多
目
的
な
空
地
と
し
て
使
用
さ
れ
、
戦
時
に
は
防
御
の
拠
点
と
な
り
、
一
旦
、
敵
が
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侵
入
す
れ
ば
、
主
城
壁

直
下
で
敵
を
撃
退
す
る

空
間
と
し
て
機
能
し
ま

し
た
。

両
城
と
も
大
き
く
帯

曲
輪
に
張
り
出
し
て
塁

線
の
防
御
拠
点
と
し
て

機
能
し
た
虎
口
空
間
を

も
っ
た
こ
と
も
注
目
さ

れ
ま
す
。
ボ
ー
マ
リ
ス

城
で
は
門
塔
（G
a
te-

h
o
u
se

）と
し
て
、
ウ
ラ

ン
ヘ
レ
ム
・
バ
ル
ガ
ス

で
は
甕
城
と
し
て
虎
口
空
間
が
あ
り
ま
し
た
。
ボ
ー
マ
リ
ス
城
の
門
塔
が
城
主
の
主
要
御
殿
と
し
て
の
機
能
を
も
備
え
た

点
は
、
ウ
ラ
ン
ヘ
レ
ム
・
バ
ル
ガ
ス
と
異
な
り
ま
し
た
が
、
軍
事
的
な
機
能
は
基
本
的
に
同
じ
で
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
郭
を
比
較
す
る
と
、
一
一
〜
一
二
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
お
け
る
契
丹
（
遼
）
城
郭

図７ イギリス ボーマリス城（Arnold Taylor, The
 

Welsh Castles of Edward , The Hambledon
 

Press,London,1986）より
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は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
字
軍
以
降
の
城
郭
に
匹
敵
し
、
城
郭
プ
ラ
ン
と
し
て
は
、
よ
り
早
く
進
ん
で
い
た
と
評
価
で
き
る

の
で
す
。
つ
ま
り
契
丹
（
遼
）
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
城
郭
は
、
世
界
史
的
に
見
て
も
最
先
端
の
城
郭
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

こ
れ
ま
で
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
郭
構
造
を
具
体
的
に
比
較
し
た
研
究
は
少
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
城
郭
の
先
進
性
を
世

界
史
的
視
点
で
提
示
で
き
た
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
郭
の
変
化
は
中
東
の
城
郭
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、
モ
ン
ゴ
ル
の
城
郭
は
先
述
の
よ
う
に
中
国
か

ら
の
影
響
が
濃
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
西
と
東
と
い
っ
た
対
比
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
切
り
口
で

考
え
て
も
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
モ
ン
ゴ
ル
の
契
丹
（
遼
）
城
郭
は
、
中
東
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
の
城
郭
と
も
、

塔
の
規
則
的
配
置
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
全
体
構
造
、
甕
城
の
成
立
な
ど
、
城
郭
の
基
本
骨
格
に
つ
い
て
、
強
い
近
似
性
を

も
っ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
中
東
の
城
が
そ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
十
字
軍
以
降
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

城
郭
に
、
ボ
ー
マ
リ
ス
城
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

つ
ま
り
東
と
西
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
極
的
な
伝
播
と
い
う
単
純
な
理
解
で
は
、
世
界
史
的
な
中
世
城
郭
の
構
造
発
達
を
充

分
説
明
し
き
れ
な
い
部
分
が
残
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
視
点
を
逆
転
さ
せ
て
、
中
東
｜
中
央
ユ
ー
ラ
シ

ア
地
域
の
中
世
城
郭
こ
そ
が
、
汎
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
城
郭
に
き
わ
め
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
考
え
る
と
こ
ろ

か
ら
研
究
を
組
み
立
て
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。だ
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
の
中
世
城
郭
を
究
明
す
る
こ
と
は
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
｜
中
東
｜
中
央
ア
ジ
ア
｜
極
東
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
お
け
る
城
郭
構
造
の
相
互
関
係
を
読
み
解
く
鍵

を
握
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
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４．

日
本
城
郭
と
の
比
較

日
本
の
城
郭
で
モ
ン
ゴ
ル
の
中
世
城
郭
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
城
郭
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
出
入
り
口
に
Ｌ
形

の
張
り
出
し
城
壁
（
外
枡
形
）
を
設
け
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
の
は
、
一
六
世
紀
第
３
四
半
期
に
な
っ
て
か
ら
で
し
た
。
織

田
信
長
が
築
い
た
安
土
城
、
豊
臣
秀
吉
の
大
坂
城
な
ど
は
そ
の
典
型
例
で
あ
り
、
そ
れ
ら
天
下
人
の
居
城
が
諸
大
名
の
城

の
手
本
と
な
っ
た
た
め
、
近
世
初
頭
に
は
信
長
・
秀
吉
の
城
を
規
範
と
し
た
城
郭
｜
織
豊
系
城
郭
（
し
ょ
く
ほ
う
け
い
じ
ょ
う

か
く
）
｜
が
日
本
列
島
に
広
く
成
立
し
ま
し
た（
図
８
）。
こ
れ
は
古
墳
時
代
に
前
方
後
円
墳
が
首
長
層
に
共
有
の
墳
墓
形
式

と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
酷
似
し
て
お
り
、
近
世
の
政
治
体
制
は
城
郭
研
究
の
立
場
か
ら
は「
織
豊
系
城
郭
体
制
」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

モ
ン
ゴ
ル
中
世
城
郭
は
ア
ジ
ア
の
中
世
城
郭
の
主
流
に
属
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
の
中
世
城
郭
は
不
正

形
の
形
態
、
山
城
の
比
率
の
高
さ
、
く
ふ
う
し
た
出
入
り
口
の
出
現
の
遅
さ
と
非
伝
播
的
成
立
と
い
っ
た
諸
点
で
、
ア
ジ

ア
世
界
の
中
で
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
山
城
が
多
く
分
布
し
た
こ
と
は
東
ア
ジ
ア
で
も
朝
鮮

半
島
や
ロ
シ
ア
の
極
東
地
域
、
そ
し
て
日
本
列
島
に
特
徴
的
な
こ
と
で
、
周
縁
的
な
特
性
が
表
れ
た
と
評
価
で
き
ま
す
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
反
対
側
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
先
に
紹
介
し
た
マ
ル
ク
ス
ブ
ル
グ
城
の
よ
う
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は

多
く
の
山
城
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
周
縁
的
な
位
置
づ
け
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
中
国
や
モ
ン
ゴ
ル
に
山
城
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
モ
ン
ゴ
ル
で
は
山
城
を
築
く
の
に
適
し

た
山
が
周
囲
に
あ
っ
て
も
、
か
た
く
な
に
平
地
城
郭
を
築
い
て
い
ま
し
た
。
城
郭
の
築
き
方
に
対
す
る
規
範
意
識
と
い
う
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図８ 日本における16世紀後半～17世紀初頭にかけた外枡形の発達
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べ
き
か
、
文
化
的
な
型
に
よ
る
規
制
と
い
う
べ
き
か
、
日
本
の
よ
う
に
不
正
形
の
山
城
を
了
と
し
た
意
識
と
は
、
か
な
り

大
き
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
日
本
列
島
の
中
世
城
郭
は
、
ア
ジ
ア
の
中
で
の
孤
立
的
な
構

造
形
態
と
い
っ
た
特
徴
を
も
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
的
な
城
郭
の
な
か
で
の
周
縁
的
存
在
と
し
て
の
特
性
を
も
ち
、

そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
城
郭
の
周
縁
的
特
性
を
も
っ
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
郭
と
近
似
性
を
も
っ
た
、
と
い
う
複
雑
な

構
造
特
徴
を
も
っ
た
と
規
定
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
視
角
か
ら
日
本
列
島
の
城
郭
に
迫
れ
る
の
も
、
比
較
研
究
な
れ
ば
こ

そ
、
と
思
い
ま
す
。

ま
と
め

外
枡
形
な
ど
の
枡
形
を
備
え
た
出
入
り
口
形
式
は
、
防
御
と
出
撃
の
バ
ラ
ン
ス
に
も
っ
と
も
優
れ
た
最
適
解
で
あ
っ
た

と
評
価
で
き
ま
す
。だ
か
ら
出
入
り
口
の
進
化
に
お
い
て
、外
枡
形
は
広
く
世
界
の
城
郭
｜
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
も
の
｜
に

共
通
し
た
の
で
す
。
世
界
の
城
郭
の
出
入
り
口
の
歴
史
を
俯
瞰
す
る
と
、
紀
元
前
五
〇
〇
〇
年
頃
に
初
源
的
な
外
枡
形
が

ア
ジ
ア
で
成
立
し
、
紀
元
前
二
四
〇
〇
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
最
初
の
外
枡
形
を
用
い
ま
し
た
。
日
本
で
は
外
枡
形
は

紀
元
後
二
〇
〇
年
頃
に
一
旦
、
現
れ
た
の
ち
、
紀
元
後
一
五
七
〇
年
代
以
降
の
戦
国
時
代
に
本
格
的
に
使
わ
れ
た
、
と
ま

と
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
地
球
上
で
も
っ
と
も
遅
く
外
枡
形
が
出
現
し
た
の
は
紀
元
後
一
八
〇
〇
年
代
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
の
マ
オ
リ
族
の
砦
で
し
た
。

今
日
の
報
告
で
概
観
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
中
世
城
郭
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
の
城
郭
だ
け
で
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な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
東
の
城
郭
を
も
射
程
に
入
れ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
城
郭
を
考
え
る
最
も
重
要
な
糸
口
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
現
地
調
査
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
苦
心
が
あ
り
ま
す
が
、
札
幌
学
院
大
学
総
合
研
究
所
の
す
ぐ
れ
た
先
生
方
と

の
学
術
的
な
連
携
を
深
め
つ
つ
、
一
層
、
魅
力
的
な
城
郭
の
謎
に
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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札
幌
学
院
大
学
総
合
研
究
所
に
つ
い
て

札
幌
学
院
大
学
の
前
身
で
あ
る
札
幌
文
科
専
門
学
院
の
創
設
は
一
九
四
六
年
、
爾
来
、

「
学
の
自
由
」「
独
創
的
研
鑚
」「
個
性
の
尊
重
」
を
大
学
の
理
念
と
し
て
、
研
究
と
教
育
に

あ
た
っ
て
き
ま
し
た
。
本
研
究
所
は
、
こ
れ
ま
で
の
札
幌
学
院
大
学
の
研
究
活
動
の
蓄
積
を

継
承
し
、
学
内
の
研
究
活
動
の
い
っ
そ
う
の
活
性
化
、
研
究
成
果
の
積
極
的
な
発
信
と
地
域

社
会
へ
の
貢
献
を
目
的
に
、
二
〇
〇
八
年
四
月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
は
五
学
部
八
学

科
か
ら
な
る
文
系
総
合
大
学
で
、
百
二
十
名
を
超
え
る
研
究
者
が
所
属
し
て
い
ま
す
。
そ
の

専
門
領
域
も
、
経
営
学
、
経
済
学
、
法
学
、
社
会
学
な
ど
の
社
会
科
学
を
中
心
に
、
心
理
学

や
言
語
・
文
化
研
究
な
ど
人
間
の
生
活
に
関
る
多
様
な
領
域
を
網
羅
し
て
い
ま
す
。
本
研
究

所
は
こ
う
し
た
強
み
を
生
か
し
て
、
学
際
的
な
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

札
幌
学
院
大
学
総
合
研
究
所
所
長
・
人
文
学
部
教
授

松

本

伊
智
朗



董
新
林

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
研
究
員

内
蒙
古
第
二
工
作
隊
隊

長
。
一
九
六
六
年
生

吉
林
大
学
考
古
学
系
卒
業

北
京
大
学
研
究

生
院
修
了
。
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
副
研
究
員
を
経
て
二
〇

〇
九
年
よ
り
現
職
。

『
中
国
古
代
陵
墓
考
古
研
究
』
福
建
人
民
出
版
社

「
遼
上
京
城
址
的
発
現
和
研
究
述
論
」『
北
方
文
物
』
二
〇
〇
六
｜
三

千
田
嘉
博

一
九
六
三
年
愛
知
県
生
ま
れ
。
奈
良
大
学
・
文
学
部
・
文
化
財
学

科
卒
業
。
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
ド
イ
ツ
考
古
学
研
究
所
へ
留

学
。
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
・
学
芸
員
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・

考
古
研
究
部
・
助
手
、
助
教
授
を
経
て
、
現
在
、
奈
良
大
学
・
文
学

部
・
文
化
財
学
科
・
教
授
。
大
阪
大
学
博
士
（
文
学
）。
主
な
著
書
に

『
城
館
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
新
人
物
往
来
社
、『
織
豊
系
城
郭
の
形

成
』
東
京
大
学
出
版
会
、『
戦
国
の
城
を
歩
く
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

な
ど
が
あ
る
。

佐
川
正
敏

東
北
学
院
大
学
文
学
部
教
授
。東
北
大
学
大
学
院
博
士
課
程
中
退
。

東
北
大
学
助
手
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
主
任
研
究
官
を
経
て
二

〇
〇
一
年
よ
り
現
職
。

「
日
本
の
旧
石
器
文
化
｜
東
・
北
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
」『
倭
国
誕
生

（
日
本
の
時
代
史
１
）』
吉
川
弘
文
館

「
中
国
都
城
の
発
展
史
と
古
代
日
本
へ
の
影
響
」『
東
ア
ジ
ア
と
日
本

の
考
古
学

集
落
と
都
市
』
同
成
社

「
中
国
遼
西
地
区
新
石
器
時
代
中
期
興
隆
窪
文
化
段
階
の
文
物
集
成
」

『
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』
４

山
越
康
裕

札
幌
学
院
大
学
人
文
学
部
准
教
授
。
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
博
士
後
期
課
程
修
了

博
士（
文
学
）。
日
本
学
術
振
興
会
特
別

研
究
員
、
札
幌
学
院
大
学
人
文
学
部
講
師
を
経
て
二
〇
〇
九
年
よ
り

現
職
。「
モ
ン
ゴ
ル
語
」『
事
典：

世
界
の
こ
と
ば
１
４
１
』（
梶
茂
樹
・

中
島
由
美
・
林
徹
編
）
大
修
館
書
店

「
新
天
地
を
め
ざ
し
た
白
鳥
の
子
孫
」『
北
の
こ
と
ば
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ノ
ー
ト
』（
津
曲
敏
郎
編
）
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

臼
杵
勲

札
幌
学
院
大
学
人
文
学
部
教
授
。
筑
波
大
学
大
学
大
学
院
博
士
課

程
単
位
取
得
退
学

博
士（
歴
史
学
）。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
主

任
研
究
官
、文
化
庁
文
化
財
調
査
官
を
経
て
二
〇
〇
七
年
よ
り
現
職
。

『
鉄
器
時
代
の
東
北
ア
ジ
ア
』
同
成
社

『
北
方
社
会
の
交
流
と
変
容
』
山
川
出
版
社
（
共
編
）

鶴
丸
俊
明

札
幌
学
院
大
学
人
文
学
部
准
教
授
。
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

満
期
退
学
。
日
本
女
子
大
学
・
明
治
大
学
・
東
海
大
学
・
東
京
学
芸

大
学
等
の
非
常
勤
講
師
を
兼
任
し
て
、
一
九
八
七
年
よ
り
現
職
。

『
石
器
の
基
礎
知
識
』

・

柏
書
房
（
共
著
）

「
北
海
道
地
方
の
細
石
刃
文
化
」『
駿
台
史
学
』
47

ダ
ム
デ
ィ
ン
ス
レ
ン
・
ツ
ェ
ヴ
ェ
ン
ド
ル
ジ

モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
所
長
。
モ
ス
ク
ワ
大

学
歴
史
学
部
卒
業

歴
史
学
博
士
。
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
歴

史
研
究
所
考
古
学
セ
ン
タ
ー
長
を
経
て
二
〇
〇
二
年
よ
り
現
職
。『
モ

ン
ゴ
ル
考
古
学
研
究
』
１
〜
５
等
著
作
多
数
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