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加
耶
考
古
学
の
進
展
と
加
耶
史
研
究
の
現
況

田　

中　

俊　

明

こ
ん
ば
ん
は
。
田
中
俊
明
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
は
「
加
耶
考
古
学
の
進
展
と
加
耶
史
研
究
の

現
況
」
と
い
う
、
こ
れ
を
聞
け
ば
す
べ
て
が
わ
か
る
と
い
う
よ
う
な

感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、実
際
に
は
時
間
の
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
一
部
、
さ
わ
り
だ
け
と
い
う
感
じ
で
お
話
で
き
れ
ば
と
思
い
ま

す
。そ

も
そ
も
加
耶
考
古
学
、加
耶
史
を
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
ま
す
が
、

先
ほ
ど
ご
紹
介
の
あ
っ
た
末
松
保
和
先
生
の
ご
著
書
は
『
任
那
興
亡

史
』
と
い
う
著
書
で
す
。
任
那
と
言
う
の
は
、
そ
の
加
耶
に
当
た
る

の
だ
と
い
う
よ
う
な
理
解
も
あ
り
ま
す
が
、
実
は
置
き
換
え
ら
れ
る

言
葉
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
こ
で
加
耶
と
い
っ
て
お
り
ま
す
の
は
大

体
四
世
紀
か
ら
六
世
紀
な
か
ば
に
か
け
て
、
図
１
に
み
ら
れ
ま
す
よ

う
に
朝
鮮
半
島
の
南
の
ほ
う
で
興
亡
し
た
小
さ
い
国
の
集
ま
り
、
小

国
群
で
す
。
加
耶
諸
国
と
呼
べ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が「
任
那
」

と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
実

は
『
日
本
書
紀
』
の
独
自
の
用
法
で
、
本
来
「
任
那
」
と
い
う
の
は

ひ
と
つ
の
国
の
名
前
、
加
耶
の
国
の
中
の
ひ
と
つ
の
国
、
地
図
の
東

南
の
端
、
朝
鮮
半
島
の
東
南
の
端
に
現
在
は
釜
山
と
い
う
大
き
な
町

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
釜
山
の
隣
の
金
海
市
に
「
金
官
」
と
い
う
国

が
あ
り
、
こ
の
国
の
別
の
名
前
が
「
任
那
」
で
す
。

こ
の
ひ
と
つ
の
国
の
名
前
が
「
任
那
」
な
の
で
す
が
、
位
置
的
に

東
南
の
端
に
あ
る
た
め
、
古
代
の
日
本
と
は
非
常
に
深
い
関
わ
り
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
関
係
も
あ
っ
て
、
任
那
国
の
名
前
が
少
し

広
が
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
た
だ
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し
そ
う
い
う
使
い
方
を
し
て
い
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
だ
け
で
、
ほ

か
で
そ
う
い
う
使
い
方
を
し
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
の
時

代
で
『
日
本
書
紀
』
を
承
け
て
書
い
て
い
る
も
の
は
そ
う
で
す
が
そ

れ
は
後
の
時
代
で
あ
っ
て
、
古
代
の
史
料
に
お
い
て
そ
う
い
う
使
い

方
を
し
て
い
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
の
み
、『
日
本
書
紀
』
の
独
自

の
用
法
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
特
別
の

歴
史
観
と
い
う
か
、「
任
那
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、『
任
那
興
亡

史
』
の
「
任
那
」
が
加
耶
諸
国
、
加
耶
地
域
と
い
う
よ
り
「
任
那
の

官み
や

家け

」
と
い
う
日
本
の
古
代
の
天
皇
が
朝
鮮
半
島
に
持
っ
て
い
た
御

料
地
の
興
亡
が
中
心
で
あ
る
よ
う
に
、
少
し
特
殊
な
意
味
が
加
わ
り

ま
す
。

加
耶
諸
国
は
最
終
的
に
は
新
羅
に
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
が
、
新
羅
が
加

耶
地
域
の
全
体
を
領
有
す
る
こ
と
に

な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
前
に

百
済
が
す
で
に
一
部
を
領
有
し
て
い

る
の
で
、
正
確
に
は
「
分
割
」
と
言
う

べ
き
で
す
。
そ
の
最
終
段
階
、
五
六
二

年
に
残
っ
て
い
た
大
加
耶
と
い
う
国

が
滅
び
ま
す
。
同
時
に
、
そ
の
大
加
耶

を
盟
主
と
す
る
諸
国
連
合
が
あ
っ
た

の
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
国
も
す
べ
て
新

羅
に
下
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

「
任
那
」
を
統
治
す
る
た
め
に
置
か

れ
て
い
た
任
那
日
本
府
と
い
う
機
関

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
末
松

先
生
は
少
し
拡
大
し
て
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
、
そ
の
任
那

日
本
府
が
滅
ぶ
と
い
う
形
で
「
任
那
の

滅
亡
」
を
理
解
し
て
き
た
の
で
し
た
。

図 1　加耶諸国図
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わ
た
し
た
ち
の
世
代
は
、そ
う
い
う
教
育
を
受
け
て
き
た
世
代
で
す
。

そ
の
こ
と
に
も
う
少
し
触
れ
ま
す
と
、
そ
う
い
う
考
え
方
、
古
代

の
日
本
が
朝
鮮
半
島
に
植
民
地
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
考
え
方
は
戦

前
か
ら
あ
る
の
で
す
が
、
戦
後
も
変
わ
る
こ
と
な
く
そ
の
考
え
が
支

持
さ
れ
、
誰
も
が
認
め
る
考
え
と
し
て
続
い
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が

変
わ
る
の
は
一
九
七
〇
年
代
で
す
。
一
九
四
五
年
の
解
放
後
も
そ
の

考
え
方
が
続
い
て
き
た
の
で
す
。
当
た
り
前
の
よ
う
に
。
そ
の
考
え

を
変
え
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
は
、北
朝
鮮
の
研
究
者
で
し
た
。

北
朝
鮮
に
金
錫
亨
と
い
う
先
生
が
い
て
、そ
の
先
生
が
「
分
国
論
」

を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。『
日
本
書
紀
』
に
出
て
く
る
新
羅
と
か
百
済

の
よ
う
な
朝
鮮
半
島
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
地
名
は
実
は
日
本
の
中

に
あ
っ
た
、
日
本
の
中
に
な
ぜ
同
じ
地
名
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
本

国
が
朝
鮮
半
島
に
あ
り
、
そ
の
分
国
が
日
本
に
あ
っ
た
か
ら
で
、『
日

本
書
紀
』
が
そ
こ
と
の
関
係
を
持
っ
た
と
書
い
て
い
る
の
は
、
日
本

列
島
の
中
に
あ
る
分
国
に
対
す
る
話
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

こ
れ
を
「
分
国
論
」
と
い
い
ま
す
。
一
九
六
三
年
に
そ
の
考
え
方
が

発
表
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
の
研
究
者
は
猛
反
発
す
る
の
で
す
。
金
錫
亨
先
生
の
論
文
は

最
初
、『
歴
史
科
学
』
と
い
う
雑
誌
に
載
っ
た
数
頁
の
短
い
論
文
だ
っ

た
の
で
す
が
、
三
年
く
ら
い
し
て
『
初
期
朝
日
関
係
研
究
』
と
い
う

著
書
に
な
り
ま
す
。
体
系
的
な
内
容
で
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
中

で
、
果
た
し
て
昔
の
よ
う
な
考
え
方
と
い
う
か
、
そ
の
当
時
の
一
般

的
な
考
え
方
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
反
省
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
考
え
方
が
変
わ
り
始
め
る
と
言
っ
て
い
い

と
思
い
ま
す
。

実
は
そ
の
金
錫
亨
先
生
は
末
松
先
生
の
お
弟
子
さ
ん
で
す
。
京
城

帝
国
大
学
の
時
代
の
ほ
と
ん
ど
最
後
の
お
弟
子
さ
ん
で
、
わ
た
し
は

金
錫
亨
先
生
に
会
っ
て
話
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
末
松

先
生
を
尊
敬
し
て
い
て
、
批
判
的
な
研
究
を
す
る
の
で
す
が
、
人
間

関
係
は
非
常
に
良
好
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
関
係
だ
っ
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
学
界
で
は
、
意
見
は
違
っ
て
も
友
好
な
関
係
は
あ
る
の
で

不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
に
立
場
も
違

い
国
も
違
っ
て
、
特
に
北
朝
鮮
は
い
ろ
い
ろ
変
化
し
て
い
き
ま
す
の

で
、
そ
う
い
う
中
に
あ
っ
て
も
師
弟
関
係
は
ず
っ
と
変
わ
ら
ず
と
い

う
こ
と
で
し
た
。

わ
た
し
も
実
は
、
加
耶
の
研
究
を
始
め
た
の
は
末
松
先
生
の
『
任

那
興
亡
史
』
に
対
す
る
批
判
的
な
検
討
で
す
。
わ
た
し
は
批
判
的
な

論
文
や
本
を
書
き
ま
し
た
が
、
末
松
先
生
の
研
究
は
非
常
に
評
価
で

き
ま
す
。
加
耶
の
問
題
に
つ
い
て
は
わ
た
し
は
だ
い
ぶ
批
判
し
ま
し

た
が
、『
新
羅
史
の
諸
問
題
』
と
か
今
で
も
わ
れ
わ
れ
が
参
考
す
る

の
に
有
効
な
論
文
を
い
く
つ
も
残
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
わ
た
し
は
大

学
の
卒
業
論
文
は
『
三
国
史
記
』
に
関
す
る
論
文
だ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
を
学
会
誌
に
発
表
し
た
と
き
に
末
松
先
生
に
評
価
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
末
松
先
生
も
『
三
国
史
記
』
に
関
す
る
研
究
を
し
て
お

ら
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
少
し
で
も
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た

か
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
お
言
葉
を
い
た
だ
い
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た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

加
耶
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
小
さ
い
国
の
集
ま

り
で
す
。
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
と

ま
る
こ
と
な
く
百
済
と
新
羅
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
の
で
す
が
、
そ
の
小
さ
な
国
々
は
均
質
、
均
等
で
は
な
く
、
そ

の
中
で
も
強
弱
、
大
小
、
広
が
り
も
違
う
し
、
人
口
も
違
う
わ
け
で

す
。
そ
の
中
に
有
力
な
国
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
そ
れ
を
中
心
と
し

て
い
く
つ
か
の
国
々
が
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

わ
た
し
は
そ
の
中
で
加
耶
南
部
諸
国
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら

大
加
耶
連
盟
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
す
が
、
大
加
耶
を
中
心
と

す
る
諸
国
連
合
を
措
定
し
、
そ
れ
を
軸
と
し
た
加
耶
史
と
い
う
も
の

の
枠
組
み
を
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
形
で
加
耶
史
の

研
究
を
進
め
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

加
耶
史
の
研
究
を
す
る
際
の
大
き
な
障
害
は
、
史
料
が
少
な
い
こ

と
で
す
。
今
回
は
文
献
史
料
と
考
古
学
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
加
耶
史
の
研
究
は
非
常
に
史
料
が
少
な
い
状
況
の
中
で
研
究
し

な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
加
耶
史
だ

け
で
な
く
朝
鮮
半
島
の
古
代
史
を
考
え
る
と
き
に
は
、
高
句
麗
で
も

百
済
で
も
新
羅
で
も
史
料
は
決
し
て
多
く
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の

中
で
加
耶
は
特
に
少
な
い
と
言
え
ま
す
。

そ
う
い
う
史
料
の
少
な
い
中
で
い
か
に
加
耶
の
歴
史
を
考
え
て
い

く
か
と
い
う
と
き
に
は
、
周
辺
科
学
、
特
に
考
古
学
の
成
果
に
頼
ら

な
い
と
い
け
な
い
部
分
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
当
然
で
す
が
、
無

制
限
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
し
か
も
考
古
学
の
学
問
的
な

方
法
論
に
は
限
界
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
ち
ら
が
頼
り
た
い
部
分
が

明
ら
か
に
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
相
互
に
あ
る
わ
け

で
す
が
、
で
す
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
弁
え
な
が
ら
、
し
か
し
頼
ら

な
い
と
い
け
な
い
部
分
が
あ
る
と
い
う
状
況
で
す
。

加
耶
は
、
史
料
が
少
な
い
た
め
に
個
別
の
国
の
歴
史
を
た
ど
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
す
。
先
ほ
ど
言
っ
た
任
那
国
、
別
名
「
金

官
国
」
に
つ
い
て
は
ま
だ
い
く
ら
か
わ
か
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で

す
が
、
し
か
し
そ
ん
な
に
詳
し
く
わ
か
る
と
い
う
状
況
で
は
な
い
の

で
す
。そ
う
い
う
と
き
に
、い
く
つ
か
の
国
々
が
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ

て
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ど
う
し
た
か
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
が
非
常
に
有
効
な
加
耶
史
研
究
の
方
法
に
な
り
う
る

と
い
う
立
場
で
す
。い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
て
、そ
の
グ
ル
ー

プ
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
そ
う
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
国
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ど
う
し
た
か
と
い
う
形
で
あ
れ
ば
い
く
ら

か
話
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
加
耶
の
地
域
に
お
け
る
発
掘
調
査
は
、
開
発
も
ま
だ
続
い
て

お
り
ま
す
の
で
、
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
あ
り
ま
す
。
韓
国
の
現
在
の

発
掘
の
中
心
は
財
団
で
す
。
日
本
と
同
じ
よ
う
に
研
究
発
掘
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
開
発
に
伴
っ
て
発
掘
が
必
要
に
な
っ
て
発
掘
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
か
ら
お
金
が
発
生
し
て
、
そ
れ
を
財
団
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で
運
営
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
昔
前
は
大
学

の
博
物
館
が
発
掘
調
査
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
大

学
の
博
物
館
が
調
査
す
る
の
は
数
カ
所
く
ら
い
で
、
ほ
と
ん
ど
し
て

お
り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
そ
こ
の
考
古
学
出
身
者
が
財
団
に
就
職
し
て
、

そ
の
財
団
が
発
掘
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
現

在
の
状
況
で
す
。

加
耶
の
地
域
は
、
今
の
文
在
寅
大
統
領
が
、
加
耶
研
究
を
推
進
す

る
よ
う
に
と
指
示
し
ま
し
た
。
今
ま
で
の
大
統
領
で
、
個
別
の
歴
史

を
採
り
上
げ
て
言
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
の
大
統
領
朴
槿
恵

は
父
親
の
朴
正
熙
が
特
に
慶
州
に
思
い
入
れ
が
あ
っ
て
仏
国
寺
の
復

興
を
し
た
り
し
て
い
て
、
そ
れ
を
受
け
た
娘
が
慶
州
に
つ
い
て
特
に

強
く
指
示
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
新
羅
の
月
城
と

い
う
王
宮
の
候
補
地
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
を
早
く
調
査
し
ろ
と

い
う
形
で
、
そ
れ
ま
で
調
査
し
て
こ
な
か
っ
た
、
考
古
学
的
な
発
展

が
ま
だ
不
十
分
な
の
で
発
掘
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
し
て
き
た
と

こ
ろ
が
、
大
統
領
の
一
声
で
発
掘
が
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
も
金
は

出
す
か
ら
五
年
で
や
れ
と
言
わ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
実
際
に
は
四
〇

～
五
〇
年
か
け
る
べ
き
発
掘
で
す
。
そ
れ
が
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
の
大
統
領
が
加
耶
研
究

を
推
進
す
る
よ
う
に
指
示
し
、
お
か
げ
で
国
立
の
加
耶
文
化
財
研
究

所
に
も
予
算
が
入
っ
て
、
そ
の
た
め
の
発
掘
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
急
激
に
そ
こ
だ
け
と
い
う
の
は
あ

ま
り
よ
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
進
め
方
も
一
部

あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
す
。

発
掘
で
す
が
、か
つ
て
は
古
墳
群
の
調
査
が
中
心
で
、古
墳
が
残
っ

て
い
る
状
況
が
よ
く
わ
か
る
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。
マ
ウ
ン

ド
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
も
古
墳
群
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き

ま
す
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て
鉄
を

生
産
す
る
、
鉄
器
を
作
る
と
こ
ろ
や
住
居
、
あ
る
い
は
山
城
な
ど
の

古
墳
以
外
の
調
査
も
行
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
い
ま
現
在
、

王
宮
の
追
究
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
王
宮
の
話
か
ら
ま
ず
し
て
い

こ
う
と
思
い
ま
す
。

王
宮
の
候
補
地
が
あ
る
国
が
四
つ
あ
り
ま
す
。
加
耶
の
国
の
中
で

四
つ
し
か
な
い
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
そ
の
一
つ
は
金

官
国
、
任
那
国
で
す
。
加
耶
諸
国
の
中
の
主
要
な
国
の
一
つ
が
金
官

国
で
す
。
こ
れ
が
現
在
の
金
海
に
あ
っ
た
国
で
す
。

先
に
挙
げ
た
地
図
（
図
１
）
で
太
字
で
記
し
て
い
る
の
が
加
耶
の

国
々
で
す
。
こ
の
地
図
の
中
で
、
上
の
ほ
う
が
現
在
の
慶
尚
北
道
、

下
の
ほ
う
が
慶
尚
南
道
で
す
。
範
囲
に
つ
い
て
は
一
定
の
決
ま
っ
た

考
え
方
で
は
な
く
、
大
き
く
は
二
通
り
あ
り
ま
す
。
慶
尚
南
道
を
中

心
と
し
た
地
域
だ
け
で
加
耶
を
考
え
る
と
い
う
考
え
方
と
、
慶
尚
北

道
ま
で
入
れ
た
形
で
捉
え
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
古
く
か

ら
こ
の
両
方
の
立
場
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
す
。
一
般
的
に
は
慶

尚
南
道
を
中
心
と
し
た
考
え
方
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
挙

げ
た
国
々
が
加
耶
の
国
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
非
常
に
接
し
て
い
る
と
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い
う
か
。
基
本
的
に
は
ひ
と
つ
の
盆
地
を
中
心
に
し
て
成
り
立
っ
て

い
る
国
と
考
え
て
い
た
だ
い
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
金
官
国
も
山

に
囲
ま
れ
た
国
と
言
っ
て
い
い
の
で
す
が
、
南
の
ほ
う
は
海
で
す
。

そ
の
中
心
に
は
少
し
小
高
い
丘
陵
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
鳳
凰
台
と

言
い
ま
す
。
図
２
を
ご
覧
下
さ
い
。
こ
の
国
の
始
祖
の
神
話
が
残
っ

て
い
ま
し
て
、
始
祖
は
首
露
王
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
王
の
陵
と
さ

れ
る
も
の
が
近
く
に
あ
り
ま
す
。
国
立
の
博
物
館
も
近
く
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
範
囲
が
金
官
国
の
大
体
の
範
囲
で
す
。
こ
の
な
か
の
鳳
凰

台
が
王
宮
の
候
補
地
で
す
。
そ
の
北
に
大
成
洞
古
墳
群
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
王
の
墓
を
含
ん
で
い
る
古
墳
群
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

見
渡
せ
る
範
囲
が
金
官
国
の
主
た
る
範
囲
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
盆
地
を
中
心
に
成
り
立
っ
て
い
る
加
耶
諸
国
で
す

が
、そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
空
間
的
に
構
成
す
る
の
は
ま
ず
古
墳
群
で
す
。

そ
れ
は
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
か
見
つ
け
や
す
い
と
こ
ろ
で
、
そ
れ

以
外
に
山
城
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
王
宮
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
か
ら
、
一
般
の
人
が
住
む
集
落
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
で
構
成
さ
れ
る
の
が
そ
れ
ぞ
れ

の
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
基
本
的
な
セ
ッ
ト
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
す
が
、
こ

れ
ま
で
こ
れ
ら
が
そ
ろ
っ
て
確
認
さ
れ
た
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
墳

群
が
あ
り
山
城
も
あ
る
、
た
だ
山
城
の
年
代
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

集
落
が
あ
っ
て
生
産
遺
跡
も
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り

問
題
は
王
宮
が
確
定
で
き
て
い
な
い
。
現
在
は
王
宮
の
追
究
が
こ
れ

ま
で
に
な
く
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
時
期
と
言
え
ま
す
が
、
ま
だ
こ

こ
が
王
宮
で
あ
る
と
確
定
的
に
言
え
る
段
階
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
う
し
た
例
を
少
し
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

金
官
国
の
あ
っ
た
現
在
の
金
海
は
朝
鮮
半
島
の
東
南
端
に
位
置
し

て
い
ま
す
。
日
本
列
島
か
ら
す
れ
ば
最
も
近
い
位
置
に
あ
る
国
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。『
魏
志
』
倭
人
伝
の
前
に
あ
る
韓
伝

に
は
弁
韓
の
狗
邪
国
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
帯
方
郡
か
ら
倭
王
の
卑

弥
呼
の
い
る
邪
馬
台
国
ま
で
の
行
程
が
倭
人
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
の

図 2　金海遺跡分布図
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は
ご
存
じ
の
通
り
で
す
が
、
朝
鮮
半
島
内
で
は
帯
方
郡
か
ら
出
発
し

て
西
海
岸
を
通
っ
て
、
さ
ら
に
南
海
岸
を
通
っ
て
東
南
の
端
に
あ
る

狗
邪
国
に
至
っ
て
、
そ
れ
か
ら
大
海
を
渡
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

実
際
に
は
も
っ
と
西
寄
り
の
と
こ
ろ
か
ら
対
馬
に
向
か
っ
た
ほ
う

が
い
い
と
言
え
ま
す
が
、
し
か
し
狗
邪
国
に
寄
っ
て
い
る
。
そ
れ
が

必
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
帯
方
郡
か
ら
狗
邪
国
に
至
る
ル
ー
ト
は

古
く
か
ら
の
ル
ー
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
魏
の
使
者
は
そ
れ

を
利
用
し
た
だ
け
で
、
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
反
対
に
、
日
本
列
島
か
ら
朝
鮮
半
島
に
行
く
う
え
で
も
金
官
国

の
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
最
初
の
到
達
点
、
朝
鮮
半
島
の
東
南
端
に
当
た

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

釜
山
の
国
際
空
港
は
金
海
空
港
と
い
い
ま
す
。
現
在
空
港
は
、
釜

山
市
に
編
入
さ
れ
た
の
で
名
実
と
も
に
釜
山
空
港
な
の
で
す
が
、
以

前
は
金
海
郡
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
空
港
に
降
り
立
つ
前
に
見

え
る
よ
う
な
範
囲
。
中
心
に
鳳
凰
台
が
あ
っ
て
、
首
露
王
と
い
う
始

祖
の
王
陵
が
あ
っ
て
、
大
成
洞
古
墳
群
が
あ
る
（
図
2
）。
そ
こ
を

中
心
と
す
る
一
帯
が
金
官
国
の
範
囲
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
範
囲
で
す
。
加
耶
の
国
々

は
大
体
そ
う
い
う
ふ
う
な
広
が
り
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え

ま
す
。

金
官
国
に
も
王
が
い
て
王
宮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、『
新

増
東
国
輿
地
勝
覧
』
と
い
う
、
一
五
世
紀
の
終
わ
り
の
地
理
書
が
あ

り
ま
す
。「
新
増
」
と
い
う
の
は
増
補
版
で
一
五
三
〇
年
代
く
ら
い

の
も
の
で
す
が
、そ
の
本
に
は「
首
露
王
宮
が
あ
る
」と
書
い
て
あ
り
、

そ
の
跡
が
当
時
の
金
海
府
に
あ
る
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
で
は

具
体
的
に
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況

の
中
で
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
鳳
凰
台
が
古
く
か
ら
の
候
補
地
で
あ

り
、
そ
こ
が
そ
う
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
鳳
凰
台
の
発
掘
調
査
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
す
ぐ
横

に
貝
塚
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
韓
国
で
最
初
に
発
見
さ
れ
た
貝
塚
で

金
海
貝
塚
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
い
ま
で
も
貝
殻
が
た
く
さ
ん
残
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
近
く
ま
で
海
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
鳳
凰
台

の
一
郭
が
木
柵
な
ど
で
囲
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
鳳
凰
台
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
く
、
丘
陵
で
す
。
そ
こ
を
登

る
と
、
天
を
祭
る
祭
壇
が
あ
り
ま
す
。

鳳
凰
台
に
王
宮
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
こ
れ

が
王
宮
だ
と
断
定
で
き
る
も
の
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
中

で
、
二
〇
〇
二
年
頃
か
ら
鳳
凰
台
の
周
囲
の
調
査
で
城
壁
が
見
つ
か

り
ま
す
。
明
ら
か
に
人
工
的
な
城
壁
で
す
。
少
し
後
に
反
対
側
で
も

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
結
ぶ
推
定
ラ
イ
ン
で
す
が
、
そ
の
後

に
大
体
こ
れ
に
沿
っ
た
形
で
他
の
地
点
で
も
何
カ
所
か
で
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
（
図
3
）。
で
す
か
ら
、
鳳
凰
台
を
囲
む
城
壁
が
あ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昔
か
ら
推
定
で
鳳
凰
台
は
王
宮
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
考
え

て
き
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
囲
む
城
壁
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
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況
で
す
。
昔
か
ら
推
定
に
基
づ
い
て
こ
こ
が
始
祖
の
王
宮
で
あ
ろ
う

と
言
っ
て
い
る
の
は
鳳
凰
台
の
上
で
は
な
く
鳳
凰
台
の
下
に
あ
り
ま

す
。
実
は
そ
こ
で
最
近
、
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
が
発
掘
調
査
を

始
め
て
い
ま
す
。
始
め
た
の
は
二
〇
一
五
年
か
ら
で
現
在
も
続
い
て

い
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
一
〇
年
く
ら
い
は
続
け
な
い
と
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
鳳
凰
台
の
東
側
の
下
で
す
。
竪
穴
住

居
な
ど
は
出
て
い
ま
す
が
、
王
宮
に
関
係
す
る
と
思
え
る
よ
う
な
も

の
は
ま
っ
た
く
出
て
き
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
れ
を
広
げ
て
い
っ
て

上
の
ほ
う
に
上
が
っ
て
い
っ
て
も
ら
え
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
上
の
ほ
う
は
削

平
も
さ
れ
て
い
る
の
で
、
遺
構
が
残
っ
て

い
る
か
ど
う
か
は
何
と
も
わ
か
ら
な
い
の

で
す
が
、
こ
こ
が
一
番
王
宮
の
可
能
性
が

高
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
発
掘
は
進
め
て
い
た
だ
い
て
そ
れ
に

期
待
す
る
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
う
い
う
計
画
で
発
掘
が
始

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど

韓
国
の
発
掘
も
研
究
発
掘
は
ほ
と
ん
ど
な

い
と
言
い
ま
し
た
が
、
一
部
、
研
究
発
掘

し
て
い
る
の
が
国
立
文
化
財
研
究
所
で

す
。
国
立
の
文
化
財
研
究
所
は
い
く
つ
か

に
分
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
加
耶
の
こ

と
を
や
る
の
は
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
で
す
。
国
立
加
耶
文
化
財

研
究
所
は
い
ま
、
王
宮
の
跡
を
二
カ
所
で
発
掘
し
て
い
ま
す
。
年
次

計
画
で
何
年
も
計
画
し
た
形
で
発
掘
を
進
め
て
い
て
、
そ
の
一
カ
所

が
こ
こ
で
す
。

現
在
の
海
抜
二
ｍ
の
と
こ
ろ
ま
で
水
が
入
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

鳳
凰
台
は
海
に
面
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
少
し
海
岸

か
ら
離
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
干
拓

も
あ
っ
て
海
岸
線
が
遠
の
い
た
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
、
そ
れ
ま

図 3　鳳凰土城



169　　加耶考古学の進展と加耶史研究の現況　　田中

で
は
海
岸
が
近
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
金
海
は
そ
の
よ
う
に
海

が
入
り
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

金
官
国
の
港
は
、そ
の
大
き
な
湾
の
西
側
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

実
は
鳳
凰
台
の
横
で
も
港
の
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
加
耶
時

代
の
港
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
市
内
の
ホ
テ
ル
か
ら
現
在

の
海
岸
を
望
む
と
、
は
る
か
遠
く
ま
で
ほ
と
ん
ど
農
地
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

発
掘
さ
れ
た
港
は
、
栗
下
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
い
ま
は

小
さ
な
展
示
館
が
で
き
て
い
て
、
そ
こ
に
模
型
が
置
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
発
掘
に
わ
た
し
も
一
〇
年
以
上
前
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
わ
た
し
は
文
献
の
研
究
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
韓
国
に
お

い
て
は
む
し
ろ
考
古
学
者
と
の
付
き
合
い
が
多
く
て
知
り
合
い
が
い

ま
す
の
で
、
現
場
を
多
く
見
る
機
会
が
あ
り
ま
す
。

金
官
国
に
お
い
て
は
王
宮
の
候
補
地
と
し
て
鳳
凰
台
が
あ
っ
て
、

そ
こ
の
調
査
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
生
産
遺
跡
、
特
に
製
鉄

の
遺
跡
で
最
も
メ
イ
ン
と
な
る
は
ず
の
遺
跡
が
智
士
洞
と
い
う
と
こ

ろ
で
、
こ
こ
に
工
業
団
地
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
事
前
の
発
掘
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
周
り
が
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
鉄
鉱
山
で

す
。
そ
こ
は
朝
鮮
時
代
ま
で
ず
っ
と
製
鉄
が
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

で
す
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
発
掘
は
途
中
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。早
く
開
発
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

最
近
、
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
で
加
耶
の
資
料
叢
書
と
し
て
全

七
巻
の
大
部
の
書
物
が
出
ま
し
た
。
韓
国
の
国
立
文
化
財
研
究
所
が

発
刊
し
た
本
は
す
べ
て
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
わ

た
し
は
こ
の
本
を
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
フ
ァ
イ
ル
で
も
持
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
が
七
冊
出
て
い
て
、
資
料
編
が
あ
り
、
戦
前
の
調
査
編

が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
発
掘
調
査
資
料
編
と
い
う
こ
と
で
そ
の
後
の

発
掘
に
つ
い
て
地
域
ご
と
に
書
い
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
先

ほ
ど
言
っ
た
智
士
洞
は
取
り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
。
発
掘
し
た
と
い
う

こ
と
も
書
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
問
題
で
、
わ
た
し
は
た
ま
た
ま

現
場
に
行
っ
た
の
で
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
、
古
代
の
製
鉄
遺
構
の
調
査
に
ま
で
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

古
代
の
製
鉄
に
関
わ
っ
て
い
た
人
た
ち
の
墓
が
あ
っ
て
、
そ
の
調
査

ま
で
し
て
い
ま
す
。
発
掘
は
新
し
い
時
代
か
ら
掘
り
進
め
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で
、
後
の
時
代
の
製
鉄
遺
構
は
調
査
し
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
肝
心
の
古
代
の
加
耶
時
代
の
発
掘
ま
で
行
か
ず
に
お
そ
ら

く
止
め
ら
れ
た
の
だ
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
報
告
書

も
出
な
い
ま
ま
で
す
。
略
報
は
出
た
の
で
す
が
、
そ
れ
す
ら
取
り
上

げ
て
い
な
い
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
加
耶
の

製
鉄
遺
構
で
一
番
重
要
な
の
は
こ
の
智
士
洞
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
。
製
鉄
遺
構
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
さ
え
知
ら
な
い
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
問
題
で

す
。鳳

凰
台
の
す
ぐ
北
に
大
成
洞
古
墳
群
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
五
世

紀
初
め
ま
で
し
か
古
墳
の
造
営
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
問

題
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
王
陵
を
探
す
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
発
掘
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が
始
ま
り
ま
し
た
。
発
掘
す
る
前
に
、
慶
星
大
に
い
た
申
敬
澈
教
授

が
王
陵
探
し
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
わ
た
し
も
事
前
に
連
れ
て

い
っ
て
も
ら
っ
て
、
こ
こ
だ
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
マ
ウ
ン
ド
は
何

も
な
い
状
態
で
し
た
。
そ
こ
を
調
査
し
て
、
調
査
し
て
い
る
間
は
わ

た
し
も
毎
年
の
よ
う
に
行
き
ま
し
た
。
巴
形
銅
器
、
こ
れ
は
日
本
製

と
い
う
考
え
の
ほ
う
が
有
力
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
日
本
と

関
わ
り
の
あ
る
も
の
も
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
大
き
な
器
台
も

あ
り
、
土
器
・
鉄
鋌
な
ど
遺
物
が
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
古
墳
群
が
近
く
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
背
後
に
山
城
が
あ

り
ま
す
。
山
城
は
い
ま
は
整
備
さ
れ
て
し
ま
っ
て
昔
の
面
影
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
山
城
も
発
掘
さ
れ
て
加
耶
ま
で
遡
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
石
築
が
本
当
に
加
耶
ま
で
遡
る
か
ど
う

か
と
い
う
の
は
問
題
な
の
で
す
が
、
山
城
が
あ
り
、
平
地
に
は
王
宮

が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
に
古
墳
群
が
加
わ
る
、
と
い
う
セ
ッ
ト
。
そ

れ
が
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
で
す
。し
か
し
、

王
宮
が
確
定
し
て
い
な
い
の
で
完
結
は
し
て
い
な
い
状
況
と
言
え
る

か
と
思
い
ま
す
。

金
官
国
と
並
ん
で
有
力
な
国
の
ひ
と
つ
が
大
加
耶
国
で
す
。
現
在

の
高
霊
と
い
う
町
に
あ
っ
た
の
が
大
加
耶
国
で
す
。『
日
本
書
紀
』

に
は
「
伴
跛
」
と
い
う
名
前
で
出
て
き
ま
す
。「
伴
跛
」
が
固
有
の

名
前
で
す
。
大
加
耶
と
い
う
の
は
「
偉
大
な
加
耶
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
他
の
国
か
ら
呼
ば
れ
た
尊
称
と
い
う
か
美
称
と
い
う
か
そ
う

い
う
名
前
で
す
。
金
官
国
も
「
大
加
耶
」
と
呼
ば
れ
た
時
期
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
大
加
耶
と
は
時
期
が
違
い
ま
す
が
、
早
い
時
期
に
大
加

耶
だ
っ
た
の
は
金
官
国
で
、
後
の
時
代
に
大
加
耶
に
な
っ
た
の
は
伴

跛
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

後
の
時
代
の
大
加
耶
を
こ
こ
で
は
大
加
耶
と
呼
ん
で
お
き
ま
す

が
、
大
加
耶
国
も
盆
地
に
あ
り
ま
す
。
す
ぐ
背
後
に
古
墳
群
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
が
加
耶
で
最
大
と
さ
れ
る
池
山
洞
古
墳
群
で
す
。
や

は
り
こ
の
範
囲
が
大
加
耶
国
の
全
体
と
言
え
ま
す
。
そ
の
中
に
あ
る

主
山
と
い
う
山
の
稜
線
か
ら
伸
び
て
く
る
先
端
部
分
に
王
宮
の
候
補

地
が
あ
り
ま
す
。
丘
陵
の
先
端
部
で
す
。
昔
か
ら
こ
こ
も
、
大
加
耶

国
の
中
心
だ
っ
た
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
で
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
い

ま
も
丘
陵
の
上
に
建
っ
て
い
ま
す
。

延
詔
里
と
い
う
地
名
で
、
山
か
ら
伸
び
た
先
端
部
の
と
こ
ろ
に
延

詔
土
城
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
土
城
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
、
こ
こ
が
王
宮
だ
ろ
う
と
い
う
推
定
に
基
づ
い
て
、
二
〇
〇
〇

～
〇
一
年
に
慶
北
大
学
の
朴
天
秀
教
授
が
王
宮
探
索
の
一
環
と
し
て

発
掘
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
図
4
）。
わ
た
し
も
行
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
王
宮
ら
し
い
も
の
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
か
、
そ

の
上
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
削
平
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
痕
跡
は
ま
っ

た
く
な
い
状
況
で
し
た
。
斜
面
で
大
壁
建
物
が
出
た
く
ら
い
で
、
め

ぼ
し
い
も
の
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
状
況
で
発
掘
は
終
わ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
丘
陵
の
周
り
か
ら
城
壁
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

先
の
延
詔
土
城
と
推
定
さ
れ
る
も
の
と
は
別
で
す
。
こ
れ
も
ぐ
る
っ

と
囲
ん
で
い
る
全
体
の
状
況
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
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ま
せ
ん
が
、
北
側
で
城
壁
と
濠
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
丘
陵
は
城
壁
で

囲
ま
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
城
壁
と
い
う
の
は
内
部
を
守
る
た
め
で
す
か
ら
、
そ
の
中
に
王

宮
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
王

宮
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
と
こ
ろ
を
調
査
し
た
結
果
は
、
も
う

何
も
残
っ
て
い
な
い
状
況
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
上
に
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
郷
校
と
い

う
朝
鮮
時
代
の
教
育
施
設
が
あ
っ
た
り
と
い
う

こ
と
で
、
全
部
が
削
平
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
状
況
は
先

ほ
ど
の
鳳
凰
台
と
同
じ
で
、
周
り
を
囲
む
城
壁

が
あ
り
、
小
高
い
丘
の
上
が
王
宮
だ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
か
ら
は
古

墳
群
も
よ
く
見
え
ま
す
。

そ
れ
か
ら
御
井
と
い
う
井
戸
が
右
の
延
詔
土

城
の
丘
陵
か
ら
四
～
五
〇
〇
ｍ
離
れ
た
と
こ
ろ

に
位
置
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
ま
で
王
宮
が
広

が
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、

井
戸
自
体
は
昔
の
発
掘
調
査
で
五
世
紀
頃
ま
で

遡
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
い

う
使
わ
れ
方
を
し
た
の
か
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ

ん
。そ
れ
か
ら
、西
の
山
の
上
の
山
城（
主
山
城
）

も
発
掘
さ
れ
て
い
て
石
築
の
城
壁
は
加
耶
ま
で

遡
る
と
い
う
主
張
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
異
論
が
あ
っ
て
、
そ
う

で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
な
く
は
な
い
の
で
す
が
、
発
掘
を
担
当
し

た
人
た
ち
は
加
耶
の
石
築
山
城
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
王
宮
は
候
補
地
で
し
か
な
い
の
で
す
が
、
周
り
を
囲

む
城
壁
が
見
つ
か
り
、
古
墳
群
が
あ
り
、
山
城
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
大
加
耶
に
お
い
て
も
生
産
基
盤
は
鉄
と
言
え
ま
す
。
大
加
耶

博
物
館
が
あ
り
、
そ
の
申
鍾
煥
館
長
は
鉄
を
専
門
に
し
て
い
て
彼
が

図 4　大加耶国延詔洞土城位置図
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歩
き
回
っ
て
見
つ
け
た
ス
ラ
ッ
グ
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
加
耶

の
北
の
山
で
美
崇
山
と
い
う
山
が
や
は
り
鉄
鉱
山
で
す
。
そ
の
大
加

耶
側
で
こ
う
い
う
も
の
が
拾
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
製
鉄
遺
構
は
大
加
耶
側
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る

の
で
す
が
、
ま
だ
発
掘
調
査
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
製
鉄
遺
構
が
あ

る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。美
崇
山
の
南
側
で
す
。

反
対
側
に
は
冶
爐
と
い
う
地
名
が
現
在
も
あ
っ
て
、
そ
こ
で
も
後
の

時
代
に
な
っ
て
製
鉄
が
行
わ
れ
て
そ
う
い
う
名
前
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
古
代
に
お
い
て
は
反
対
側
の
大
加
耶
側
で
製
鉄
が
行
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

王
宮
の
候
補
地
は
四
つ
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
三
つ
め
は
安
羅

国
で
す
。
現
在
の
慶
尚
南
道
咸
安
と
い
う
と
こ
ろ
が
中
心
に
な
り
ま

す
。
真
ん
中
に
末
伊
山
古
墳
群
と
い
う
大
き
な
古
墳
群
が
あ
り
、
周

り
を
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
で
す
。
王
宮
の
候
補
地
は
古
墳
群
の
北
西

で
加
耶
里
に
あ
り
ま
す
（
図
５
）。
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
が
発

掘
を
始
め
て
い
ま
す
。

丘
陵
の
下
は
公
園
み
た
い
に
な
っ
て
い
て
、
池
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
も
と
も
と
池
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
し

た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
昔
か
ら
農
地
が
少
し
盛
り
上
が

り
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
土
塁
の
痕
跡
と
考
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
発
掘
を
二
〇
〇
八
年
に
ウ
リ
文
化
財
研
究
院

と
い
う
財
団
が
行
っ
て
、
基
底
部
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
地
上
部
は

ほ
と
ん
ど
削
平
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
発
掘
す
る
と
基

礎
の
構
造
が
見
つ
か
っ
て
、
発
掘
を
担
当
し
た
ウ
リ
文
化
財
研
究
院

は
高
麗
時
代
の
堤
防
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を

王
宮
を
囲
む
城
壁
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
囲
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
丘
陵
の
高
い
と
こ
ろ

を
い
ま
発
掘
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
ま
だ
そ
れ
ら
し
い
遺
構
が
見

つ
か
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
も
今
後
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
す
。
そ
こ
か
ら
は
末
伊
山
古
墳
群
が
よ
く
見
え
ま
す
。
こ
ち
ら
も

ま
だ
王
宮
と
み

ら
れ
る
も
の
自

体
が
見
つ
か
っ

て
い
る
段
階
で

は
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
他
と

同
じ
よ
う
な
状

況
で
す
。

最
初
に
話
し

た
金
官
国
の
鳳

凰
台
も
こ
れ
か

ら
発
掘
が
始
ま

り
ま
す
し
、
安

羅
国
に
つ
い
て

は
丘
陵
上
部
の

発
掘
が
続
い
て

図 5　咸安遺跡分布図
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い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
に
期
待
さ
れ
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
王
宮
候
補
地
は
多
羅
国
で
す
。
こ
れ
は
現
在
の
陜

川
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
陜
川
郡
の
中
に
双
冊
面
と
い
う
と

こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
玉
田
古
墳
群
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
古
墳
群

の
す
ぐ
近
く
に
城
山
土
城
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
が
推
定
王
宮
地
で
す
。

こ
の
土
城
は
、
最
初
は
二
〇
〇
九
年
に
慶
尚
大
学
校
の
博
物
館
が

発
掘
し
ま
し
た
（
図
6
）。
そ
の
と
き
に
は
こ
れ
か
ら
王
宮
候
補
地

を
発
掘
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
わ
た
し
も
現
地
に
行
き
ま
し
た
。
そ

の
後
、
東
西
文
物
研
究
院
と
い
う
財
団
が
そ
れ
を
引
き
継
い
で
城
内

の
発
掘
を
進
め
て
い
ま
す
。
丘
陵
を
囲
む
形
で
土
塁
が
あ

り
ま
す
。
城
内
で
は
大
壁
建
物
の
跡
も
出
て
い
ま
す
。
た

だ
、
こ
れ
が
王
宮
で
あ
る
と
言
え
る
も
の
は
出
て
い
ま
せ

ん
。
古
墳
群
の
す
ぐ
横
に
あ
っ
て
土
塁
が
つ
く
ら
れ
て
い

る
の
で
、
候
補
地
と
し
て
は
有
力
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
は
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。
城
壁
に

い
く
つ
か
ト
レ
ン
チ
を
入
れ
て
断
面
調
査
を
し
て
い
ま

す
。
版
築
と
は
言
え
な
い
の
で
す
が
、人
工
的
な
も
の
で
、

加
耶
以
外
の
遺
物
は
出
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ほ
か
の

箇
所
の
断
面
調
査
で
は
、
新
羅
の
時
代
に
加
え
た
石
築
も

あ
り
ま
す
。
す
ぐ
近
く
に
あ
る
玉
田
古
墳
群
は
、
多
羅
国

の
王
陵
と
考
え
ら
れ
る
古
墳
群
で
、整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
大
部
な
叢
書
の
中
で
、
玉
田
古
墳
群
の
発
掘

の
歴
史
を
書
い
た
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
資
料
に
添
付
し

ま
し
た
が
、
そ
の
年
表
を
み
て
い
た
だ
く
と
、
こ
こ
の
発
掘
調
査
は
、

一
九
八
五
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
も
始
ま
っ
て
す
ぐ
に

見
に
行
き
ま
し
た
。
一
九
九
四
年
ま
で
継
続
し
て
い
ま
し
た
。
土
城

の
調
査
は
そ
の
後
で
す
。

加
耶
の
古
墳
は
基
本
的
に
は
竪
穴
式
ま
た
は
竪
穴
系
横
口
式
と
い

わ
れ
る
も
の
で
、
横
穴
式
石
室
は
少
し
後
の
時
代
で
す
。
そ
の
大
型

の
古
墳
が
玉
田
古
墳
群
の
中
に
あ
り
ま
す
。
中
心
的
な
大
き
な
古
墳

は
五
世
紀
後
半
頃
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
玉
田
古
墳
群
の
場
合
に
は

中
心
的
な
も
の
を
か
な
り
発
掘
し
て
い
る
の
で
す
が
、
大
加
耶
の
池

図 6　多羅国城山土城位置図
（調査地域とあるのは玉田古墳群）
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山
洞
古
墳
群
で
は
一
番
大
き
い
ク
ラ
ス
の
古
墳
は
発
掘
し
て
い
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、
単
純
に
残
さ
れ
た
遺
物
だ
け
で
は
比
較
・
判
断
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
玉
田
古
墳
群
の
ほ
う
が
遺
物
が
多
い
の
で
勢
力
が

大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
あ
る
の
で
す
が
、
玉
田

古
墳
群
で
は
主
要
な
古
墳
が
す
べ
て
発
掘
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
大
加
耶
国
の
池
山
洞
古
墳
群
で
は
主
要
な
古
墳
を
発
掘
で
き
て

い
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
単
純
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

王
宮
が
ど
こ
ま
で
調
査
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。

四
つ
の
国
の
候
補
地
が
あ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
現
在
の
と
こ
ろ

は
ど
れ
ひ
と
つ
も
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
継

続
し
て
い
る
の
が
安
羅
国
と
金
官
国
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
十

分
に
期
待
で
き
る
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
連
盟
論
と
文
化
圏
と
い
う
項
目
で
、
加
耶
史
に
対
す
る
わ
た

し
の
考
え
を
少
し
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
と
、
ま
ず
「
連
盟
論
」
と

言
っ
て
い
ま
す
が
、
加
耶
の
歴
史
を
前
期
加
耶
連
盟
、
後
期
加
耶
連

盟
と
い
う
形
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
金
泰
植
と
い
う
韓
国
の
加

耶
史
研
究
者
で
す
。

加
耶
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
る
こ
と

が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
く
つ
か
は
連
合
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
連
盟
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
金

泰
植
も
「
前
期
加
耶
連
盟
」「
後
期
加
耶
連
盟
」
と
い
う
形
で
呼
ん

で
い
ま
す
。
わ
た
し
は
こ
の
考
え
に
反
対
な
の
で
す
が
、
前
期
加
耶

連
盟
・
後
期
加
耶
連
盟
の
考
え
方
は
、
前
期
に
お
い
て
は
金
官
国
を

中
心
と
し
て
加
耶
諸
国
が
一
体
、
ひ
と
つ
の
連
合
を
つ
く
っ
て
い 

た
。
後
期
加
耶
連
盟
は
大
加
耶
国
を
中
心
と
し
て
全
体
が
ひ
と
つ
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
考
え
方
で
す
。

わ
た
し
は
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
い
ま
し
た

が
、
前
期
で
あ
ろ
う
と
後
期
で
あ
ろ
う
と
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

な
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
加
耶
の
歴
史
は
む
し
ろ
そ

う
い
う
形
で
見
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
金
泰
植

の
考
え
方
は
金
官
国
あ
る
い
は
大
加
耶
国
を
中
心
に
ひ
と
つ
に
ま
と

ま
っ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
問
題
で
す
。
金
泰
植
は
初
め
て
と

言
っ
て
い
い
く
ら
い
『
日
本
書
紀
』
を
加
耶
史
研
究
に
利
用
し
た
韓

国
の
研
究
者
で
す
。
そ
れ
ま
で
『
日
本
書
紀
』
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な

か
っ
た
。「
任
那
の
官
家
」
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
『
日
本
書
紀
』

は
扱
わ
な
い
。
あ
る
い
は
、
北
朝
鮮
の
金
錫
亨
の
よ
う
に
ま
っ
た
く

違
う
理
解
が
あ
り
ま
し
た
が
、
一
般
的
に
は
『
日
本
書
紀
』
か
ら
離

れ
た
と
こ
ろ
で
考
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま

す
。し

か
し
、『
日
本
書
紀
』
を
使
わ
な
い
と
加
耶
史
の
研
究
は
で
き

な
い
の
で
す
。
加
耶
史
の
史
料
は
多
く
な
い
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ

の
多
く
な
い
中
に
い
く
ら
か
残
っ
て
い
る
の
が
『
日
本
書
紀
』
な
の

で
す
。
で
す
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
を
い
か
に
使
う
か
と
い
う
こ
と

が
加
耶
史
の
理
解
に
つ
な
が
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
避
け
て
き
た
と
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言
っ
て
い
い
。
そ
れ
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
の
が
金
泰
植
で
す
。

彼
が
、
後
期
の
加
耶
は
大
加
耶
を
中
心
に
し
た
諸
国
連
合
で
あ
る
と

主
張
し
ま
し
た
。

わ
た
し
は
、
そ
れ
を
全
体
の
連
合
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
、
そ
れ

に
は
反
対
で
す
が
、
し
か
し
大
加
耶
を
中
心
に
し
た
諸
国
連
合
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
い
い
と
い
う
か
、
そ
れ
を
軸
に
し
て

考
え
る
べ
き
と
い
う
立
場
で
す
。
そ
の
辺
に
違
い
が
あ
っ
て
わ
た
し

は
「
大
加
耶
連
盟
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

『
三
国
遺
事
』
と
い
う
本
に
は
、
加
耶
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
記

述
が
あ
り
ま
す
。「
駕
洛
国
記
」
と
い
う
項
目
で
、
実
際
に
『
駕
洛

国
記
』
と
い
う
現
在
は
伝
わ
ら
な
い
本
を
、
ほ
ぼ
引
用
し
て
い
ま

す
。『
三
国
遺
事
』
は
末
松
先
生
が
こ
こ
学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所

の
学
東
叢
書
と
し
て
一
五
一
二
年
の
版
本
を
影
印
し
た
も
の
を
手
軽

に
入
手
で
き
る
よ
う
な
形
で
刊
行
し
て
い
ま
す
。『
三
国
史
記
』
も

一
五
一
二
年
版
本
が
残
っ
て
い
て
、
そ
の
影
印
本
が
手
軽
な
値
段
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
基
本
的
な
史
料
で
す
。

そ
の
『
三
国
遺
事
』
の
中
に
加
耶
の
史
料
が
あ
り
ま
す
。『
三
国

史
記
』
よ
り
む
し
ろ
『
三
国
遺
事
』
の
ほ
う
に
加
耶
の
史
料
は
多
い

と
言
っ
て
い
い
の
で
す
が
、
た
だ
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
五

伽
耶
で
あ
り
、
あ
る
い
は
も
う
ひ
と
つ
加
え
た
六
伽
耶
と
い
う
表
現

で
、
五
つ
あ
る
い
は
六
つ
の
国
の
名
前
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、そ
れ
が
連
合
体
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

よ
く
そ
う
考
え
る
人
が
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
は
言
え
な
い
。
五
伽

耶
・
六
伽
耶
と
い
っ
て
も
五
つ
・
六
つ
国
名
が
並
ん
で
い
る
だ
け
で
、

そ
れ
ら
が
連
合
体
で
あ
る
、
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
形
で
結
び
つ
い
て

い
る
、
関
わ
り
の
あ
る
国
々
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
な
け

れ
ば
連
合
体
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
中
で
、『
三
国
遺
事
』
の
中
に
「
浦
上
八
国
」
と
い
う

海
岸
に
あ
る
八
国
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
連
合
し

て
戦
争
す
る
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
で
、
連
合
体
を
形
成
し

て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
年
代
的
に
は
問
題

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
と
は
違
っ
た
形
で
、
金
泰
植
は
前
期
は
金
官

国
を
中
心
に
す
べ
て
の
国
が
一
体
と
な
る
よ
う
な
諸
国
連
合
が
あ
っ

た
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

わ
た
し
は
金
泰
植
の
大
加
耶
国
の
成
長
に
関
す
る
研
究
、主
に『
日

本
書
紀
』
を
使
っ
た
そ
れ
ま
で
に
な
い
よ
う
な
研
究
に
導
か
れ
な
が

ら
加
耶
史
の
研
究
を
始
め
ま
し
た
が
、
全
体
的
な
連
盟
は
想
定
で
き

な
い
と
い
う
立
場
で
す
。
そ
こ
が
大
き
な
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
韓
国
の
考
古
学
界
で
も
わ
た
し
の
使
っ
て
い
る
「
大
加
耶
連

盟
」
と
い
っ
た
言
葉
を
使
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
金
泰
植
の
考
え
と

同
じ
も
の
だ
と
い
う
捉
え
方
が
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
。
何
が
違
う
か

と
い
う
と
、
全
域
で
は
な
く
て
大
加
耶
を
中
心
と
す
る
一
部
だ
け
と

い
う
違
い
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
が
よ
う
や
く
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
全
体
が
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
国
の
連
合
体
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で

す
。
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そ
し
て
、
そ
う
し
た
連
合
体
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
限
ら
れ

た
文
献
史
料
を
通
し
て
い
く
ら
か
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
大
加
耶
と
い
う
の
は
五
世
紀
の
半
ば
以
来
、
百
済
の
強
い
影

響
下
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
四
七
〇
年
代
、
百
済
自
体
が
高
句
麗

の
攻
撃
を
受
け
て
弱
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
大
加
耶
国

に
対
す
る
影
響
力
も
弱
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う

時
期
に
大
加
耶
を
中
心
と
し
た
諸
国
連
合
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
て

い
ま
す
。

そ
の
大
加
耶
で
は
嘉
悉
王
と
い
う
王
が
出
て
、
四
七
九
年
に
、
す

で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
連
盟
諸
国
を
通
っ
て
外
海
に
出
ま
す
。

通
っ
た
の
は
蟾
津
江
と
い
う
川
で
す
。
大
加
耶
国
の
近
く
に
あ
っ
た

の
は
洛
東
江
と
い
う
川
で
す
が
、こ
の
河
口
に
金
官
国
が
あ
り
ま
す
。

中
国
の
揚
子
江
の
下
流
に
都
の
あ
っ
た
南
斉
と
い
う
国
に「
加
羅
国
」

が
使
者
を
送
っ
て
い
る
記
録
が
あ
る
の
で
す
が
、
送
っ
た
国
は
大
加

耶
国
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大
加
耶
国
は
内
陸
な
の
で
、
ま
ず
海
に
出

な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
出
た
の
は
蟾
津
江
を
経
由
し
て
そ
の

河
口
の
海
岸
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
間
に
通

る
国
々
は
連
合
体
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
で
洛
東
江
と
い
う
川
に
は
別
の
勢
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
金
官
国
、
安
羅
国
と
い
う
の
は
少
し
対
立
的
な
国
々
で
あ
っ

た
の
で
、
そ
こ
を
通
過
し
て
い
っ
た
は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
西
側
の
諸
国
が
集
ま
っ
た
形
で
の
諸

国
連
合
が
で
き
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、
そ
の
政

治
的
な
グ
ル
ー
プ
で
は
高
霊
タ
イ
プ
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
土
器
が
分

布
す
る
範
囲
と
重
な
っ
て
い
ま
す
。

高
霊
タ
イ
プ
と
呼
ば
れ
る
、
大
加
耶
国
か
ら
出
る
の
と
似
た
よ
う

な
形
の
土
器
が
出
る
地
域
、
そ
れ
は
土
器
の
文
化
圏
と
言
え
る
も
の

で
す
が
、
そ
の
広
が
り
は
蟾
津
江
と
い
う
川
の
河
口
に
向
か
っ
て
い

く
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
い
る
国
々
と
重
な
り
ま
す
。

図
７
に
示
し
て
い
る
範
囲
が
わ
た
し
の
い
う
大
加
耶
連
盟
の
国
々

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
政
治
的
な
地
域
と
、
先
ほ
ど
の
高
霊
タ

イ
プ
の
土
器
の
出
る
と
こ
ろ
で
あ
る
文
化
圏
が
重
な
る
、
そ
れ
は
文

化
圏
に
と
ど
ま
ら
ず
政
治
的
な
結
び
つ
き
の
あ
る
国
々
で
あ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
土
器
の
分
布
だ
け
で
は
言
え

な
い
話
で
す
。
土
器
の
分
布
が
ど
う
な
っ
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
で
政

治
圏
が
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
政
治
的
な
つ
な
が
り
の
あ

る
国
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
献
を
通
し
て
言
う
し
か
な
い
の

で
す
。

大
加
耶
を
中
心
と
す
る
諸
国
連
合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
あ
る
程

度
言
え
る
の
で
こ
う
い
う
形
で
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
示
し
て

い
る
図
は
、
そ
う
し
た
大
加
耶
の
文
化
圏
が
蟾
津
江
よ
り
さ
ら
に
広

が
っ
た
形
で
全
羅
道
ま
で
広
が
っ
て
い
た
。
順
天
と
い
う
町
が
あ
り

ま
す
が
、そ
こ
に
あ
る
古
墳
か
ら
も
高
霊
タ
イ
プ
の
土
器
が
出
た
り
、

北
の
ほ
う
で
は
全
羅
北
道
の
長
水
と
か
任
実
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
も

高
霊
タ
イ
プ
の
土
器
が
出
て
い
る
。
単
に
高
霊
式
の
土
器
が
出
る
と

い
う
だ
け
で
は
だ
め
で
す
が
、
そ
れ
が
副
葬
さ
れ
る
中
で
の
主
た
る
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土
器
に
な
っ
て
い
る
。
一
点
、
二
点
が
よ
そ
か
ら
流
入
し
た
状
態
で

は
な
く
、
そ
れ
が
中
心
を
な
す
よ
う
な
あ
り
方
と
い
う
こ
と
が
必
要

で
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
の
文
化
圏
と
し
て
少
し
広
が
り
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
政
治
圏
と
言
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん

が
、
し
か
し
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
な
形
で
文
献
を
も
と
に
し
て
考
え

る
こ
と
の
で
き
る
政
治
圏
と
か
な
り
重
な
っ
て
、
そ
れ
が
少
し
広
が

る
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
以
外
に
、
小
加
耶
式
土
器
の
分
布
圏
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど

紹
介
し
た
加
耶
の
資
料
叢
書
と
い
う
加
耶
文
化
財
研
究
所
が
出
し
て

い
る
発
掘
調
査
資
料
の
一
巻
に
、
小
加
耶
式
土
器
の
分
布
の
図
が
あ

り
ま
す
。
細
か
い
地
名
を
確
認
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
が
、
小
加
耶

式
土
器
が
分
布
す
る
範
囲
が
あ
る
程
度
の
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
の

は
確
か
で
す
。
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
文
化
圏
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
そ
う
い
う
広
が
り
が
文
化
圏
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
小
加
耶
は
小
加
耶
国
を
中
心
と
す
る
ひ
と
つ
の
連
合

体
で
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
土

器
の
広
が
り
だ
け
か
ら
は
言
え
な
い
。
土
器
文
化
圏
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
間
違
い
な
く
言
え
る
の
で
す
が
、
政
治
的
な
つ
な
が
り
が
ど

う
か
と
い
う
こ
と
は
文
献
な
し
で
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
ど
の
よ
う
な
考
古
遺
物
が
出
よ
う
と
、
政
治
的
な
つ

な
が
り
を
示
す
に
は
弱
い
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
政
治
的
な
つ

な
が
り
を
示
す
も
の
も
な
い
で
は
な
い
の
で
ゼ
ロ
と
は
言
い
ま
せ
ん

が
、
連
合
体
が
あ
る
こ
と
を
示
す
と
な
る
と
文
献
史
料
が
あ
る
程
度

そ
ろ
っ
て
い
な
い
と
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
辺

が
方
法
の
違
い
で
す
。

小
加
耶
地
域
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
最
終
段
階
で
あ
る
六
世
紀
半

ば
く
ら
い
に
は
こ
の
地
域
か
ら
も
高
霊
式
の
土
器
が
出
て
き
ま
す
。

中
心
古
墳
か
ら
も
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
政
治
圏
に
含
ま
れ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
文
献
的
な
材
料
も
あ
り
ま
す
の
で
、

わ
た
し
は
小
加
耶
も
最
終
的
に
は
大
加
耶
連
盟
に
入
っ
た
と
い
う
形

図 7　大加耶連盟の地理的範囲
●は于勒十二曲とされた国名。

スクリーン・トーンをかけたところが、およその大加耶連盟の範囲
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で
考
え
て
い
ま
す
。

大
加
耶
国
の
中
心
は
池
山
洞
古
墳
群
で
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し

た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
一
番
大
き
い
古
墳
群
が
高
い
と
こ
ろ
に
並

ん
で
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
一
帯
は
発
掘
さ
れ
て
い
な
く
て
、
一

段
低
い
と
こ
ろ
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
す
。
こ
の
地
域

の
発
掘
は
一
九
七
七
年
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
加
耶
の
調
査
に
お

い
て
は
最
初
に
行
わ
れ
た
の
が
こ
の
あ
た
り
と
言
っ
て
い
い
と
思
い

ま
す
。
そ
の
翌
年
、
そ
の
下
の
三
二
～
三
五
号
墳
が
発
掘
さ
れ
、
わ

た
し
が
見
た
発
掘
調
査
は
そ
れ
が
最
初
で
し
た
。
池
山
洞
古
墳
群
で

は
、
頂
部
の
大
き
な
古
墳
は
発
掘
さ
れ
て
い
な
く
て
、
少
し
下
の

四
四
・
四
五
号
墳
が
発
掘
さ
れ
た
の
が
一
九
七
七
年
で
す
。

時
代
で
い
う
と
五
世
紀
の
後
半
く
ら
い
か
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
時

期
の
王
墓
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
池
山
洞
古

墳
群
は
、そ
れ
か
ら
後
も
、ご
く
最
近
も
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。た
だ
、

上
の
ほ
う
の
大
き
な
古
墳
で
は
な
く
七
三
～
七
五
号
墳
な
ど
、
博
物

館
の
す
ぐ
横
で
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
は
断
続
的

で
は
あ
り
ま
す
が
最
近
ま
で
古
墳
の
発
掘
が
続
い
て
い
る
と
言
え
ま

す
。
加
耶
の
古
墳
群
と
し
て
は
最
大
の
古
墳
群
と
い
う
こ
と
で
世
界

遺
産
に
も
な
り
ま
し
た
。

整
備
し
て
い
く
過
程
で
調
査
せ
ず
に
整
備
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が

増
え
て
い
ま
す
。
四
四
号
・
四
五
号
で
は
、
殉
葬
が
非
常
に
多
い
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
耶
の
資
料
叢
書
に
は
、
大
加
耶
式
土
器
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
か
ら

高
霊
タ
イ
プ
土
器
と
言
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
と
耳
飾
り
を

取
り
上
げ
て
大
加
耶
圏
域
を
示
し
た
図
も
あ
り
ま
す
。
朴
天
秀
教
授

が
作
っ
て
い
ま
す
。
文
化
的
広
が
り
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
の

で
す
が
、
そ
れ
に
政
治
的
な
つ
な
が
り
が
ど
う
重
な
る
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
で
す
。
土
器
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
土
器
以
外
の
こ
う
し

た
も
の
を
通
し
て
文
化
圏
は
想
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
文
献
研
究
の
課
題

で
す
。
そ
う
い
う
情
報
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と

言
え
ま
す
。

先
ほ
ど
、「
浦
上
八
国
」
と
い
う
南
の
ほ
う
の
海
岸
に
あ
る
国
々

に
つ
い
て
連
合
体
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
可
能
性
が

あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。
実
は
そ
の
な
か
に
小
加
耶
に
あ
た
る
「
古
自

国
」
が
含
ま
れ
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、「
久
嗟
（
古
嗟
）」
と

表
記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
名
前
は
い
わ
ゆ
る
「
任
那
復
興
会
議
」
に

も
登
場
し
て
く
る
の
で
す
が
、
最
終
段
階
で
は
そ
の
国
か
ら
も
高
霊

タ
イ
プ
の
土
器
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
前
に
は
別
の
政
治
圏
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
比
斯
伐
文
化
圏
と
い
う
別
の
文
化
圏
が
あ
り
、
現

在
の
昌
寧
と
い
う
と
こ
ろ
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
そ
の
地
域
の
広
が

り
を
少
し
言
い
ま
す
と
、
昌
寧
地
域
で
は
校
洞
・
松
峴
洞
古
墳
群
が

中
心
古
墳
に
な
り
ま
す
。こ
れ
が
最
大
の
規
模
を
持
っ
た
古
墳
群
で
、

そ
こ
が
中
心
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
判
断
で
き
る
と
言
え
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ま
す
が
、
文
化
圏
と
し
て
は
そ
の
最
大
古
墳
群
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

よ
り
南
の
桂
城
面
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
古
墳
群
が
あ
り
、
あ
る
い
は

霊
山
面
と
い
う
さ
ら
に
南
の
と
こ
ろ
に
も
古
墳
群
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
発
掘
調
査
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
も
桂
城
や
霊
山
は
昌
寧
郡
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
比

斯
伐
国
の
中
心
が
北
に
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
南
の
別
の
古
墳
群
を

持
っ
て
い
る
勢
力
ま
で
含
ん
だ
形
で
政
治
圏
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
国
と
し

て
国
の
中
で
の
勢
力
の
違
い
と
し
て
、
中
心
と
な
る
の
は
北
の
ほ
う

の
校
洞
・
松
峴
洞
古
墳
群
の
勢
力
で
あ
り
、
そ
の
下
に
位
置
す
る
の

が
他
の
古
墳
群
の
勢
力
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
逆
に
、
考
古
学
的
な
材
料
を
元
に
し
て
そ
の
国
の

広
が
り
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
も

な
り
ま
す
が
、
そ
の
問
題
も
文
化
圏
と
文
化
圏
の
つ
な
が
り
、
あ
る

い
は
文
化
圏
そ
の
も
の
と
政
治
圏
と
の
つ
な
が
り
を
ど
う
い
う
ふ
う

に
捉
え
る
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
範
囲
の
中
で
の
つ
な
が
り
方
を
ど

う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
文
献
を
通
し
て
考
え
る
し
か
な
い
よ

う
な
問
題
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
逆
に
、
考
古
学
的
な

材
料
が
な
い
と
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
ま
で
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
中
途
半
端
な
形
で
し
か
お
話
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ

の
辺
は
実
際
の
課
題
で
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
政
治
圏
と
文
化

圏
の
つ
な
が
り
を
も
う
少
し
具
体
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
王
宮
の
追
跡
・
追
究
も
そ
う
で
す
し
、
そ
れ
か
ら
、
そ
う
し

た
ひ
と
つ
の
国
単
独
で
は
な
か
な
か
話
せ
な
い
こ
と
が
政
治
圏
と
し

て
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
い
う
形
で
説
明
し
や
す
く
は
な
る
の
で
す

が
、
そ
れ
を
示
す
形
の
考
古
学
的
な
資
料
が
ど
う
い
う
形
で
活
か
せ

る
か
、
使
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
い
く
ら
か
ご
理
解

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
了
）


