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。



20第 1部・北部九州

吉
野
ヶ
里
│
光
は
朝
鮮
半
島
か
ら

日
本
踏
査
の
魅
力

日
本
の
中
の
朝
鮮
文
化
を
尋
ね
て
日
本
を
旅
行
す
る
踏
査
の
道
は
、
大
き
く
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
大
阪
・
飛
鳥
・

奈
良
・
京
都
の
近
畿
地
方
、
東
京
を
中
心
と
し
た
関
東
地
方
、
我
々
が
対テ

馬マ

島ド

と
呼
ぶ
対
馬
、
そ
し
て
、
今
回
我
々
が

訪
れ
る
九
州
地
方
で
あ
る
。

こ
の
四
地
域
の
踏
査
の
対
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
奈
良
・
京
都
地
方
で
は
日
本
古
代
国

家
誕
生
に
寄
与
し
た
渡
来
人
の
遺
跡
と
寺
院
、
東
京
地
方
で
は
文
明
開
化
期
に
ま
つ
わ
る
物
語
、
対
馬
で
は
倭
寇
と
朝

鮮
通
信
使
の
物
語
、
九
州
地
方
で
は
稲
作
を
日
本
に
伝
え
た
初
期
渡
来
人
と
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
の
時
に
連
れ
て
来
ら
れ

た
朝
鮮
陶
工
が
遺
し
た
痕
跡
を
訪
れ
る
の
が
核
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
る
。

奈
良
・
京
都
の
寺
院
巡
礼
を
の
ぞ
く
と
、
す
べ
て
物
語
と
痕
跡
か
ら
な
っ
て
い
る
。
遺
跡
と
遺
物
自
体
が
も
た
ら
す

感
動
は
弱
い
。
し
か
し
、
日
本
の
中
の
朝
鮮
文
化
を
物
語
る
遺
跡
を
訪
れ
る
と
、
ま
っ
た
く
忘
れ
去
ら
れ
た
我
々
の
歴

史
の
物
語
が
よ
み
が
え
り
、
そ
の
時
そ
の
頃
に
日
本
で
は
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
新
た
な
気
づ
き
を
得
る

こ
と
と
な
る
。
彼
ら
の
遺
跡
を
見
な
が
ら
、
か
え
っ
て
我
々
の
歴
史
の
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
国
内

で
は
求
め
ら
れ
な
い
日
本
踏
査
の
大
き
な
意
義
と
い
え
よ
う
。



21 吉野ヶ里／光は朝鮮半島から

人
の
認
識
体
系
に
は
場
所
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ソ
ウ
ル
に
い
な
が
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
の
地
図
を
見
て
も
頭

に
入
っ
て
こ
な
い
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ホ
テ
ル
の
部
屋
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
地
図
を
見
る
と
、
道
と
建
物
が
鮮
明
に

感
じ
ら
れ
る
。
反
対
に
、
ソ
ウ
ル
に
い
る
と
韓
国
の
状
況
が
頭
の
な
か
で
凝
り
固
ま
っ
て
し
ま
う
が
、
外
国
に
出
て
み

る
と
韓
国
の
姿
が
一
目
で
つ
か
め
る
。
自
分
を
客
観
化
で
き
る
契
機
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
九
州
踏
査
と
関
連
さ
せ
て
言
え
ば
、
吉
野
ヶ
里
遺
跡
に
行
く
と
朝
鮮
の
青
銅
器
時
代
が
見
直
せ
、
太
宰
府
の

水
城
に
行
け
ば
百
済
復
興
の
動
き
が
ど
れ
だ
け
熾
烈
だ
っ
た
か
を
新
た
に
知
る
こ
と
と
な
り
、
唐
津
・
有
田
・
鹿
児
島

に
行
け
ば
朝
鮮
の
陶
磁
器
が
ど
れ
だ
け
偉
大
だ
っ
た
か
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
皮
相
的
に
知
っ
て

い
た
我
々
の
も
の
に
対
し
て
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
学
び
を
伴
う
踏
査
の
大
き
な
魅
力
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
踏
査
と
は
基
本
的
に
旅
行
で
あ
る
た
め
、
日
本
旅
行
自
体
が
も
た
ら
す
楽
し
み
も
あ
る
。
異
国
の
風
景
と
南

国
の
花
が
み
せ
る
自
然
の
美
し
さ
が
あ
り
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
温
泉
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
食
べ
物
も
、
口
に
合
わ
な

い
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
日
本
旅
行
は
、
他
の
外
国
旅
行
と
は
異
な
り
、
事
ご
と
に
我
々
と
の
比
較
に
つ
な
が
る
。
車
窓
を
見
て
い

て
も
、
道
を
歩
い
て
い
て
も
、
遺
跡
の
店
に
入
っ
て
も
、
食
事
の
席
に
お
い
て
も
、
建
物
を
見
て
も
、
仏
像
を
見
て
も
、

遺
跡
の
整
備
さ
れ
た
状
況
を
見
て
も
、「
我
々
だ
っ
た
ら
」
と
い
う
言
葉
が
自
ず
と
出
て
く
る
。

彼
ら
の
生
活
文
化
を
み
る
と
、
最
初
は
清
潔
で
秩
序
整
然
と
し
た
様
子
に
感
嘆
す
る
が
、
後
に
は
そ
の
一
本
調
子
な

こ
と
に
息
苦
し
さ
を
感
じ
る
。
日
本
の
庭
園
を
見
る
と
、
最
初
は
隅
々
ま
で
人
の
手
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
感
動
す
る

が
、
後
に
は
我
々
の
庭
園
の
自
然
な
風
情
と
親
し
み
や
す
さ
が
懐
か
し
く
も
な
る
。
そ
う
し
た
相
対
的
な
比
較
を
通
じ
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て
、
一
方
で
は
学
ん
で
、
一
方
で
は
我
々
の
文
化
の
特
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
、
日
本
を
踏
査
す
る
た
び
に
私
の
頭
か
ら
離
れ
な
い
考
え
の
ひ
と
つ
は
、
日
本
文
化
と
韓
国
文
化
を
ミ
キ
サ

ー
に
入
れ
て
混
ぜ
合
わ
せ
た
ら
、
本
当
に
よ
い
も
の
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
京

都
・
龍
安
寺
石
庭
の
清
い
美
し
さ
と
、
順
天
・
仙
巌
寺
の
天
然
の
美
し
さ
が
と
も
に
調
和
す
る
姿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
雑
種
弱
勢
現
象
が
生
み
出
す
中
途
半
端
な
も
の
は
す
べ
て
取
り
除
い
て
、
雑
種
強
勢
現
象
を
起
こ
す
良

い
も
の
の
み
選
り
分
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
っ
た
弁
証
法
的
止
揚
と
な
り
、
東
洋
文
化
の
質
を
一
次
元
高

く
飛
躍
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
日
本
を
、
日
本
は
韓
国
を
正
確
に
知
る
必
要
が
あ
る
。

私
が
日
本
踏
査
記
を
書
く
動
機
の
一
つ
が
そ
こ
に
あ
る
。

吉
野
ヶ
里
に
行
く
道

日
本
の
中
の
朝
鮮
文
化
を
訪
ね
る
九
州
踏
査
の
最
初
の
遺
跡
と
し
て
は
、
佐
賀
県
の
吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
が
ふ
さ
わ

し
い
。
こ
こ
は
、
韓
日
交
流
史
の
最
初
の
頁
を
飾
る
場
所
で
あ
り
、
約
二
三
〇
〇
年
前
、
朝
鮮
半
島
の
古
朝
鮮
と
三
韓

時
代
の
人
々
が
集
団
移
動
し
て
青
銅
器
文
明
と
稲
作
を
伝
え
、
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
弥
生
時
代
を
開
く
こ
と
と
な
る
現

場
で
あ
り
、
福
岡
空
港
か
ら
朝
鮮
陶
工
の
足
跡
を
追
っ
て
唐
津
・
有
田
に
行
く
道
に
あ
り
、
踏
査
の
道
も
自
然
に
つ
な

が
る
。

二
〇
一
二
年
冬
、
私
は
明
知
大
学
美
術
史
学
科
の
学
部
生
・
大
学
院
生
四
〇
名
と
と
も
に
北
九
州
地
方
を
二
泊
三
日

で
踏
査
し
た
。
学
生
た
ち
の
踏
査
経
費
を
減
ら
す
た
め
に
、
三
泊
四
日
コ
ー
ス
を
一
日
減
ら
す
大
変
な
強
行
軍
だ
っ
た
。

朝
八
時
の
飛
行
機
で
行
っ
て
夜
九
時
の
飛
行
機
で
帰
っ
て
く
る
の
で
、
家
か
ら
朝
五
時
に
出
発
し
て
二
日
後
の
夜
一
二
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時
を
超
え
て
帰
宅
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
踏
査
は
き
つ
い
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
私
が
い
つ
も
遊
び
歩
い
て
い
る
と
人
々
か
ら
思
わ
れ

て
い
る
の
が
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
度
の
踏
査
は
と
て

も
楽
で
あ
っ
た
。
尹
龍
二
教
授
が
引
率
責
任
を
引
き
受
け
て

く
れ
た
た
め
、
私
は
後
ろ
に
座
っ
て
車
窓
を
見
な
が
ら
、
尹

教
授
の
解
説
を
聞
き
つ
つ
、
つ
い
て
行
け
ば
よ
か
っ
た
。

学
生
た
ち
は
よ
く
知
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
が
、
尹
教
授

は
た
い
へ
ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る
、
生
き
た
「
ラ

ジ
オ
教
育
放
送
」
で
あ
る
。
メ
モ
も
な
し
に
あ
の
多
く
の
年

代
を
全
部
記
憶
し
て
話
を
し
て
、
助
詞
の
一
つ
も
間
違
え
な

い
。
そ
れ
も
、
間
に
「
広
告
」
ひ
と
つ
も
な
し
に
マ
イ
ク
を

握
っ
て
、
次
の
遺
跡
に
到
着
す
る
ま
で
に
途
絶
え
る
こ
と
が

な
い
。
尹
教
授
の
雅
号
は
、
恵
山
で
あ
る
。

福
岡
空
港
か
ら
吉
野
ヶ
里
ま
で
は
、
一
時
間
ほ
ど
か
か
る
。

バ
ス
に
乗
る
と
す
ぐ
に
、
恵
山
先
生
が
マ
イ
ク
を
握
っ
て
講

義
を
は
じ
め
た
。

吉野ヶ里遺跡全景
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「
さ
て
、
今
度
の
踏
査
の
最
初
の
テ
ー
マ
は
、
日
本
に
文
明
の
光
が
ど
の
よ
う
に
照
ら
さ
れ
た
の
か
で
す
。
今
我
々

が
向
か
っ
て
い
る
吉
野
ヶ
里
遺
跡
は
、
そ
れ
を
明
確
に
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
日
本
で
も
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
中
期
旧
石
器
遺
跡
は
少
な
く
、
大
部
分
は
約
四
万
年
前
か
ら
は
じ
ま
っ
た
後
期
旧
石
器
遺
跡
で
す
。
ア

フ
リ
カ
か
ら
始
ま
っ
た
人
類
の
長
い
旅
の
末
に
日
本
列
島
に
到
達
し
た
旧
石
器
人
は
、
南
か
ら
上
が
っ
て
来
た
も
の
も

お
り
、
ま
た
、
北
か
ら
下
っ
て
来
た
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
、
日
本
は
島
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
、
一
万
五
〇
〇
〇
年
前
、
最
後
の
氷
河
期
が
終
わ
っ
て
海
水
面
が
数
十
メ
ー
ト
ル
も
上
が
る
と
、
日
本
列
島

が
大
陸
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
島
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
列
島
に
残
っ
て
い
た
旧
石
器
人
は
、
島
に
孤
立
し
て
生
き

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
ら
は
氏
族
単
位
で
、
果
実
を
と
っ
て
食
べ
た
り
魚
を
捕
ま
え
て
食
べ
た
り
し
な
が
ら
生

活
し
て
い
ま
し
た
が
、
幸
い
に
も
日
本
列
島
は
自
然
産
物
が
豊
富
で
し
た
。

彼
ら
は
食
べ
物
を
入
れ
る
器
を
作
っ
て
新
石
器
文
明
を
生
み
出
し
ま
す
。
本
来
、
新
石
器
文
明
は
、
農
業
・
牧
畜
・

土
器
か
ら
成
り
立
ち
ま
す
が
、
彼
ら
は
た
だ
土
器
を
作
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
が
作
っ
た
土
器
を
縄

文
土
器
と
い
い
ま
す
。
土
器
の
外
側
を
ま
る
で
縄
を
つ
け
た
よ
う
に
飾
っ
た
た
め
で
す
。
そ
し
て
、
紀
元
前
四
世
紀
つ

ま
り
二
三
〇
〇
年
前
に
稲
作
が
始
ま
っ
て
弥
生
時
代
に
入
る
ま
で
の
一
万
年
近
く
を
、
縄
文
時
代
と
呼
び
ま
す
」

縄
文
人
、
エ
ミ
シ
、
ア
イ
ヌ

縄
文
人
と
は
、
現
在
の
日
本
人
と
は
異
な
る
ア
イ
ヌ
の
祖
先
を
い
う
。
主
に
北
海
道
に
住
む
ア
イ
ヌ
は
、
蝦
夷
ま
た

は
毛
人
と
書
き
、
エ
ゾ
ま
た
は
エ
ミ
シ
と
読
む
。
彼
ら
は
髭
が
濃
い
が
、
そ
の
髭
が
エ
ビ
の
よ
う
に
長
く
て
立
派
だ
と

い
う
こ
と
で
蝦
と
毛
が
入
る
名
前
で
呼
ん
だ
の
で
あ
る〔
蝦
夷
、
毛
人
と
い
う
呼
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
挙
げ
て
い
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る
も
の
以
外
に
も
諸
説
あ
る
〕。

一
八
六
九
年
、
明
治
政
府
は
「
エ
ゾ
の
地
」
と
い
う
意
味
で
呼
ば
れ
た
「
蝦
夷
地
」
を
「
北
海
道
」
と
い
う
名
称
に

変
え
た
。
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
は
、
二
〇
〇
六
年
現
在
で
二
万
三
七
八
二
人
と
集
計
さ
れ
る
。

恵
山
先
生
は
、
縄
文
土
器
に
対
す
る
説
明
を
続
け
た
。

「
と
こ
ろ
で
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
縄
文
土
器
は
現
在
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
中
で
は
、
世
界
で
最
も
古
い
土
器
だ
そ

う
で
す
。
さ
ら
に
、
土
器
が
と
て
も
大
き
く
神
秘
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
中
に
は
、
器
の
口
を
炎
の
文
様
で
飾
っ
た
も

の
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。

日
本
を
無
視
し
て
し
ま
う
の
は
い
け
ま
せ
ん
。
日
本
の
縄
文
時
代
は
と
て
も
立
派
な
新
石
器
土
器
文
化
を
も
っ
て
い

た
と
記
憶
し
て
、
博
物
館
に
行
っ
た
ら
よ
く
観
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」

縄
文
土
器

縄
文
土
器
の
年
代
は
、
一
九
六
〇
年
に
九
州
南
端
で
発
見
さ
れ
た
も
の
を
放
射
線
炭
素
で
測
定
し
た
結
果
、
一
万
二

七
〇
〇
年
前
に
作
ら
れ
た
も
の
と
わ
か
り
、
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
の
考
古
学
者
を
驚
か
せ
た
。
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
土
器

を
作
れ
た
の
か
と
い
う
理
由
を
今
で
も
十
分
に
説
明
で
き
ず
に
い
る
。

縄
文
土
器
は
と
て
も
大
き
く
て
変
わ
っ
た
形
を
し
て
お
り
、
縄
文
人
に
優
れ
た
土
器
文
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
中
に
は
、
同
じ
新
石
器
時
代
で
あ
る
が
、
韓
国
の
櫛
目
文
土
器
よ
り
も
日
本
の
縄

文
土
器
が
ず
っ
と
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
と
自
慢
し
た
り
す
る
人
が
い
る
一
方
、
韓
国
人
の
中
に
は
、
縄
文
土
器
の
器
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に
押
さ
れ
て
、
我
々
の
新
石
器
文
化
が
貧
弱
だ
っ
た
と
萎
縮
す
る
人
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
文
明
の
尺
度
は
そ
の
よ
う
に
は
か
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
土
器
文
化
の
優
劣
が
、
そ
の
ま
ま
文
明
の
尺

度
に
は
な
ら
な
い
。
縄
文
人
が
依
然
と
し
て
狩
猟
・
採
集
に
満
足
し
て
定
住
せ
ず
に
生
活
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
朝

鮮
半
島
で
は
す
で
に
紀
元
前
一
〇
〇
〇
年
か
ら
櫛
目
文
土
器
の
新
石
器
時
代
を
清
算
し
て
青
銅
器
時
代
に
入
っ
て
、
新

た
な
文
明
を
開
拓
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
は
国
土
の
約
七
〇
％
が
山
岳
地
帯
で
あ
り
、
豊
富
な
降
水
量
を
持
っ
て
お
り
、
木
が
と
て
も
よ
く
育
つ
。
ク

リ
・
ド
ン
グ
リ
・
ク
ル
ミ
の
よ
う
な
実
の
な
る
木
が
多
い
。
さ
ら
に
、
島
で
あ
る
た
め
海
産
物
も
豊
富
で
あ
る
。
カ
キ

や
貝
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
毎
年
戻
っ
て
く
る
サ
ケ
は
手
で
も
捕
ま
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

縄
文
人
が
文
明
の
次
の
段
階
に
飛
躍
し
う
る
契
機
を
遮
断
す
る
結
果
を
生
ん
だ
。
彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
狩
猟
・
採
集

し
た
魚
と
実
を
盛
っ
た
り
彼
ら
の
信
仰
を
表
し
た
り
す
る
土
器
を
作
る
こ
と
に
の
み
、
優
れ
た
技
術
を
発
揮
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
の
豊
饒
の
た
め
に
文
明
の
発
達
が
遅
れ
た
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
没
落
過
程
と
似
て
い
る
。

Easy-going

が
産
ん
だ
結
果
だ
っ
た
。

縄
文
人
の
大
変
な
生
活

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
縄
文
人
が
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
農
業
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
安
定
し
た

食
料
調
達
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
米
や
小
麦
の
よ
う
な
穀
物
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
施
設
が
な
く
て
も
長

期
間
貯
蔵
で
き
、
冬
も
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
縄
文
人
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
異
常
気

象
で
食
糧
と
し
て
い
た
実
の
採
集
量
が
少
な
か
っ
た
時
に
は
、
さ
ら
に
苦
労
し
た
。
そ
の
た
め
、
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
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縄
文
時
代
の
人
々
の
人
骨
に
は
何
度
も
飢
え
に
苦
し
ん
だ
痕
跡
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

縄
文
人
の
人
骨
は
、
男
性
は
三
〇
代
、
女
性
は
二
〇
代
が
多
い
と
い
う
。
縄
文
時
代
の
人
口
は
、
初
期
に
は
二
万
人

ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
二
五
万
人
に
増
え
、
そ
の
後
、
異
常
気
象
に
よ
り
多
く
が
死
に
、
末
期
に
は
わ
ず
か
七
万
人
ほ
ど

し
か
日
本
列
島
に
住
ん
で
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

縄
文
人
は
、
こ
の
よ
う
に
自
然
に
頼
っ
て
生
き
て
組
織
社
会
を
形
成
せ
ず
に
い
た
が
、
紀
元
前
三
〇
〇
年
頃
に
突
然
、

弥
生
人
が
登
場
し
た
。
彼
ら
は
定
住
生
活
を
し
な
が
ら
稲
作
を
行
っ
て
食
糧
を
備
蓄
し
て
生
き
て
い
き
、
青
銅
器
と
い

う
文
明
的
な
金
属
器
を
使
用
し
て
集
団
集
落
を
な
し
て
力
の
結
集
が
可
能
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
弥
生
人
に
、
縄
文
人
は

敵
わ
な
か
っ
た
。
一
部
の
縄
文
人
は
、
弥
生
人
と
血
を
分
け
て
暮
ら
し
た
が
、
結
局
、
縄
文
人
は
弥
生
人
に
生
活
の
場

を
奪
わ
れ
て
環
境
が
劣
悪
な
北
方
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

光
は
朝
鮮
半
島
か
ら

恵
山
先
生
の
講
義
は
自
然
と
弥
生
時
代
に
続
い
た
。
弥
生
時
代
と
は
、
紀
元
前
三
世
紀
頃
か
ら
紀
元
後
三
世
紀
ま
で

の
六
〇
〇
年
あ
ま
り
を
指
す
。
一
八
八
四
年
、
現
在
の
東
京
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
付
近
の
弥
生
と
い
う
場
所
で
土
器

が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
縄
文
土
器
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
半
島
の
無
紋
土
器
と
似
た
無
紋
の
土

器
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
こ
う
し
た
種
類
の
土
器
が
日
本
各
地
で
出
土
し
た
。
そ
れ
が
、
お
お
よ
そ
紀
元

後
三
世
紀
ま
で
の
遺
跡
か
ら
出
て
き
た
た
め
に
、
こ
の
時
期
を
弥
生
時
代
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

「
二
三
〇
〇
年
前
、
つ
い
に
日
本
列
島
に
文
明
の
光
が
朝
鮮
半
島
か
ら
照
ら
さ
れ
ま
し
た
。
稲
作
と
青
銅
器
文
化
が
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朝
鮮
半
島
か
ら
入
っ
て
き
た
の
で
す
。
弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
、
慶
尚
道
の
弁
韓
・
辰
韓
時
代
の
も
の
と
同
じ
細
形

銅
剣
、
青
銅
鈴
、
無
紋
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
朝
鮮
半
島
の
三
国
時
代
の
も
の
と
全
く
同
じ
半
月
型
包
丁
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
鎌
も
で
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
を
物
語
り
ま
す
か
。
農
業
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
稲
作
を

始
め
た
の
で
す
。
ま
た
、
牧
畜
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

農
業
文
化
と
い
う
文
明
の
光
が
入
る
こ
と
で
、
弥
生
人
の
生
活
が
豊
か
に
な
り
ま
し
た
。
最
近
の
言
葉
で
い
え
ば
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
急
激
な
増
加
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。
本
格
的
に
農
業
を
始
め
る
と
共
同
作
業
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め

氏
族
が
集
ま
り
、
自
然
に
村
が
生
ま
れ
て
初
歩
的
な
社
会
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
剰
余
農
産
物
と
い
う
富
が

創
出
さ
れ
る
こ
と
で
階
級
が
生
ま
れ
、
略
奪
と
戦
争
が
起
き
る
こ
と
で
氏
族
が
連
合
し
て
部
族
国
家
に
発
展
し
て
い
く

の
は
、
人
類
史
の
普
遍
的
な
足
跡
そ
の
も
の
で
す
。

そ
れ
を
我
々
は
、
文
明
の
段
階
的
発
展
過
程
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
す
べ
て
の
も
の
が
朝
鮮
半
島
の
渡
来
人
が
も
た

ら
し
た
稲
作
と
青
銅
器
文
化
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
日
本
が
文
明
の
恵
み
を
受
け
て
弥
生
時
代
を
開
い
て
い
っ
た
こ
と

を
証
言
す
る
場
所
が
、
ま
さ
に
我
々
が
行
く
吉
野
ヶ
里
遺
跡
で
す
」

吉
野
ヶ
里
遺
跡

吉
野
ヶ
里
遺
跡
は
、
佐
賀
県
の
吉
野
ヶ
里
町
と
神
埼
市
に
ま
た
が
っ
て
存
在
す
る
。
一
九
八
六
年
、
工
業
団
地
開
発

の
た
め
に
事
前
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
膨
大
な
遺
跡
と
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
、
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
の
学
界

を
驚
か
せ
た
場
所
で
あ
る
。
吉
野
ヶ
里
遺
跡
は
、
紀
元
前
三
世
紀
か
ら
紀
元
後
三
世
紀
ま
で
の
弥
生
時
代
六
〇
〇
年
間

に
お
け
る
全
期
間
の
村
の
発
展
像
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
貴
重
な
遺
跡
で
あ
る
。
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本
来
、
青
銅
器
時
代
の
最
も
大
き
な
歴
史
的
論
点
は
、
村
落
の
形
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
青
銅
器
時
代
の
村
落
遺
跡

は
少
し
も
発
見
さ
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
青
銅
器
人
が
住
ん
で
い
た
場
所
は
、
現
在
も
住
み
や
す
い
場
所
で
あ
る
た

め
、
現
在
の
生
活
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
扶
余
・
松
菊
里
遺
跡
が
重
要
な
の
は
、
二
八
〇
〇
年
前
の
青

銅
器
時
代
に
お
け
る
村
落
の
痕
跡
を
み
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
吉
野
ヶ
里
か
ら
は
、
六
〇
〇
年
間
に

お
よ
ぶ
四
〇
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
規
模
の
村
落
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
世
界
が
驚
か
な
い
わ
け
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

発
掘
結
果
を
み
る
と
、
前
期（
紀
元
前
三
〜
二
世
紀
）に
は
吉
野
ヶ
里
丘
陵
一
帯
に
分
散
し
て
「
ム
ラ
」
が
誕
生
し
た
。

中
期（
紀
元
前
二
世
紀
〜
紀
元
後
一
世
紀
）に
な
る
と
、
南
側
丘
陵
の
外
側
に
溝
を
掘
っ
て
水
を
た
た
え
て
防
御
壁
を
形
成

し
た
円
形
の
環
濠
が
作
ら
れ
る
。
集
落
の
発
展
と
と
も
に
防
御
が
厳
重
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
紛
争
が
激
し
く

な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。「
ム
ラ
」
か
ら
「
ク
ニ
」
に
発
展
す
る
兆
候
が
見
え
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
首

長
を
埋
葬
す
る
丸
い
墓
と
、
多
く
の
甕
棺
墓
が
み
ら
れ
る
。

後
期（
紀
元
後
一
〜
三
世
紀
）に
は
、
大
規
模
集
落
に
発
展
し
て
、
Ｖ
字
型
に
深
く
掘
っ
た
環
濠
で
囲
ま
れ
た
二
つ
の
特

別
な
空
間
で
あ
る
北
内
郭
と
南
内
郭
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
北
内
郭
に
は
大
型
の
建
物
が
登
場
し
、
吉
野
ヶ
里

の
最
大
の
全
盛
期
を
迎
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
ム
ラ
に
は
、
支
配
者
の
生
活
空
間
お
よ
び
ム
ラ
の
祭
祀
空
間
、
収

穫
物
を
保
管
す
る
倉
庫
、
周
辺
の
ム
ラ
の
人
々
と
交
易
し
た
市
場
区
域
な
ど
も
あ
る
。
こ
う
し
た
規
模
か
ら
み
て
吉
野

ヶ
里
遺
跡
は
、
日
本
初
期
国
家
の
中
心
村
落
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
世
紀
末
な
い
し
四
世
紀
初
め
に
、
こ
の
ム
ラ
が
突
然
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
理
由
は
ま
だ
断

定
し
が
た
い
が
、
生
活
土
器
な
ど
を
捨
て
て
い
っ
た
点
な
ど
か
ら
す
る
と
、
侵
略
に
よ
っ
て
廃
墟
に
な
っ
た
の
で
は
な
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