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縦
　
長
　
剥
　
片

｜

西
北
九
州
に
お
け
る
経
文
時
代
の
石
器
研
究
一
－

橘

昌
　
　
信

　
　
　
　
た
て
な
が

　
　
　
一
、
縦
長
剥
片
の
概
要

　
後
期
旧
石
器
時
代
の
「
石
刃
」
な
い
し
「
石
刃
状
剥
片
」
と
形
態
的
に
極
め
て
類
似
し
た
黒
耀
石
製
の
縦
長
剥
片
が
西
北
九
州
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
註
―

縄
文
時
代
の
遺
跡
に
お
い
て
注
意
さ
れ
た
の
は
意
外
に
古
く
、
そ
の
最
初
の
も
の
と
し
て
大
正
時
代
の
末
、
佐
賀
県
嬉
野
遺
跡
、
長

　
②
　
註
２

崎
県
有
喜
貝
塚
の
調
査
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
で
は
「
剥
片
鏃
」
に
関
心
の
主
体
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
Ｎ
、

石
鏃
の
素
材
と
し
て
ま
た
縦
長
剥
片
自
体
が
利
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
ョ
ー
ロ
。
パ
旧
石
器

時
代
の
「
マ
デ
レ
ー
ヌ
期
の
も
の
と
相
似
す
る
も
の
」
と
し
て
朗
題
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
は
さ
し
た
る
注
目
も
さ
れ
ず
歳
月
が
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
註
３
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
註
４

れ
、
昭
和
三
十
年
代
の
中
頃
、
長
崎
県
筏
遺
跡
さ
ら
に
佐
賀
県
鈴
桶
遺
跡
の
調
査
に
お
い
て
再
び
注
目
さ
れ
る
こ
と
ｉ
な
る
。
特
に

鈴
桶
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
四
〇
〇
〇
点
余
の
縦
長
剥
片
（
刃
器
・
刃
器
状
剥
片
）
と
二
五
〇
点
を
越
え
る
石
核
が
発
見
さ
れ
、
特

殊
な
刃
器
技
法
ｊ
「
鈴
桶
型
刃
器
技
法
」
―
の
提
唱
と
そ
の
所
産
の
時
代
に
つ
い
て
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
る
と
共
に
西
九
州
に

お
け
る
黒
耀
石
製
の
縦
長
剥
片
の
存
在
を
一
躍
学
界
に
知
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
遺
跡
に
お

　
　
　
　
児
　
学
　
諭
　
叢
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縦
長
剥
片
！
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
｛
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
註
５
？
り

い
て
資
料
の
報
告
が
行
な
わ
れ
、
一

に
つ
い
て
の
論
巧
を
み
る
こ
と
が
で

七

ふ

方
で
は
縦
長
剥
片
を
素
材
に
用
い
た
「
剥
片
鏃
・
つ
ま
み
形
石
万
言
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
」
な
ど

註
１
０
～
１
４

き
る
、
こ
の
様
に
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
に
黒
輝
石
製
の
縦
侵
剥
片
お
よ
び
そ
れ
を
素
材
に
用

い
た
剥
片
石
器
の
一
群
が
存
在
す
る
事
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
に
お
い
で
出
土
し
て
い
る
フ
縦
長
剥
片
」
に
つ
い
て
は
以
卜
の
概
念
規
定
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
①
剥
片
の
雨
両
辺
お
よ
び
背
面
（
主
要
剥
誰
面
七
反
対
の
面
）
の
稜
線
が
は
ゾ
併
行
に
走
り
、
剥
片
の
最
大
幅
に
対
し
て
そ
の

最
大
長
が
二
倍
以
上
あ
る
縦
に
長
い
整
っ
た
形
状
を
有
す
る
こ
と
。
②
剥
片
の
横
断
面
が
薄
く
三
角
形
な
い
し
台
形
状
を
呈
し
、
側

辺
に
鋭
利
な
エ
フ
万
を
具
㈲
し
て
い
る
こ
と
。
③
剥
片
自
体
が
利
器
と
し
て
用
い
ら
れ
る
一
万
他
の
剥
汗
石
器
の
素
材
と
し
て
の
目

的
的
な
剥
片
で
あ
る
こ
と
グ
①
剥
片
の
割
賦
の
方
法
と
し
て
「
首
桶
型
刃
器
技
法
」
な
い
し
そ
れ
と
極
め
て
強
い
関
連
が
想
定
で
き

る
こ
と
。
⑤
石
村
と
し
で
漆
黒
邑
～
里
玉
を
縦
し
ガ
ラ
ス
光
沢
が
強
く
て
半
透
明
な
特
徴
を
も
つ
伊
万
里
心
の
腰
岳
産
と
推
定
さ
れ

る
黒
輝
石
が
集
中
的
に
撰
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
は
従
来
「
刃
器
貢
賠
状
剥
片
丿
石
刃
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
剥
片
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
称

を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、
月
形
と
し
て
の
利
器
以
外
に
他
の
剥
片
石
器
ｉ
剥
片
鏃
・
つ
ま
み
形
石
器
・
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
な
ど
１
の

素
材
と
し
て
の
要
素
を
多
分
に
合
ん
で
い
る
こ
と
を
屯
視
し
た
た
め
で
あ
る
、
ま
た
後
期
旧
石
器
時
代
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
て

い
る
石
刃
と
は
現
時
点
で
は
区
別
し
て
お
く
必
要
を
考
慮
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
縦
長
剥
片
」
と
い
う
名
称

で
は
先
の
概
念
規
定
以
外
の
単
に
長
い
形
態
の
剥
片
と
し
て
理
解
さ
れ
明
確
さ
を
欠
く
た
め
必
ず
し
も
適
当
な
名
作
と
思
わ
れ
な
い

の
で
再
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



＆
I
I
I
I
&

ｉ

　
　
二
、
縦
長
剥
片
と
石
柱

　
縦
長
剥
片
の
基
本
的
な
特
徴
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
こ
ｘ
で
は
校
長
剥
片
お
よ
び
そ
の
石
核
の
形
状
と
剥
離
技

術
に
つ
い
て
観
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
縦
長
剥
片
　
ま
ず
そ
の
大
き
さ
で
あ
る
が
、
打
面
か
ら
末
端
ま
で
の
長
さ
は
五
回
朋
後
に
大
多
数
が
集
中
す
る
傾
向
が
窺
え
る

の
で
あ
る
。
多
量
の
校
長
剥
片
を
出
土
し
て
い
る
鈴
桶
遺
跡
宣
言
図
７
？
1
0
）
で
は
五
～
八
心
の
も
の
が
全
体
の
五
〇
％
以
上
を

　
　
　
　
　
　
　
　
謳
　
　
註
1
5

占
め
て
お
り
、
福
岡
県
拍
田
遺
跡
山
上
の
資
料
（
第
一
図
　
2
2
～
2
5
）
で
は
四
？
五
心
に
集
中
す
る
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
接
岳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
6

の
西
側
に
位
置
す
る
佐
賀
県
平
河
原
遺
跡
（
第
一
因
1
5
～
１
７
）
・
観
合
本
遺
跡
（
第
一
図
石
～
1
4
）
出
土
の
縦
長
剥
片
の
大
多
数
も

五
心
前
後
の
値
い
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
幅
に
つ
い
て
は
長
さ
以
上
に
斉
一
性
が
看
守
で
き
、
一
～
二
心
内
に
ね
さ
ま

っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
数
値
は
校
長
剥
片
を
素
材
に
用
い
た
と
推
定
さ
れ
る
剥
片
鏃
や
つ
ま
み
形
石
器
と
も
正
に
符
合
す
る
も
の

で
あ
り
、
い
か
に
目
的
的
な
剥
片
で
あ
っ
た
か
が
察
知
で
き
一
定
の
剥
片
剥
離
技
術
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
校
長
剥
片
の
打
面
構
成
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
半
が
一
回
な
い
し
数
回
の
大
き
な
剥
離
面
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
平
坦
打
面

で
、
し
か
も
そ
の
打
面
は
総
じ
て
小
さ
く
打
面
に
接
し
て
調
整
剥
離
１
頭
部
調
整
１
が
丹
念
に
旛
さ
れ
て
い
る
。
資
料
中
に
は
剥
片

の
背
面
と
打
面
が
交
わ
る
個
所
に
ス
リ
ガ
ラ
ス
状
の
擦
座
が
観
察
さ
れ
頭
部
調
整
の
一
種
と
判
断
で
き
る
。
打
面
近
く
に
認
め
ら
れ

る
こ
れ
ら
の
調
整
は
剥
片
剥
離
作
業
の
過
程
に
お
い
で
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
剥
離
作
業
を
行
う
際
、
そ
の
前
に
剥
離

さ
れ
た
剥
片
の
剥
離
面
の
両
側
辺
に
相
当
す
る
部
分
け
幾
分
盛
り
上
っ
て
お
り
、
特
に
打
面
近
く
で
は
突
出
が
顕
著
な
た
め
予
め
そ

の
部
位
を
入
念
に
調
整
し
そ
の
後
剥
離
を
行
な
っ
た
為
と
号
え
ら
れ
る
。
な
お
剥
片
の
打
面
と
主
要
剥
離
面
の
な
す
角
度
は
二
Ｉ
○

度
前
後
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
。
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縦
長
剥
片
の
打
面
近
く
は
頭
部
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
事
も
あ
っ
て
剥
片
の
最
大
幅
の
数
値
を
下
廻
り
平
面
形
は
緩
や
か
な
山
形
を

呈
す
る
傾
向
が
窺
え
る
。
打
面
と
逆
の
末
端
は
全
般
的
に
薄
く
て
尖
り
ぎ
み
で
あ
る
が
、
ヒ
ン
チ
フ
ラ
ク
チ
ャ
ー
に
よ
り
平
坦
な
形

状
を
示
す
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。

　
西
北
九
州
の
黒
耀
石
製
縦
長
剥
片
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
、
剥
片
符
節
に
観
察
さ
れ
る
上
下
二
方
向
の
剥
離
面
の
存
在
が
挙
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
剥
片
剥
離
作
業
の
過
程
で
一
端
を
打
面
と
し
て
利
府
を
行
な
い
所
定
の
剥
離
が
終
了
す
る
と
そ
れ
ま

で
と
は
逆
の
一
端
を
打
面
と
し
て
用
い
剥
離
作
業
を
継
続
し
て
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
剥
片
の
両
端
に
打
面
を
残
し
て
い

る
例
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
全
て
の
緋
長
剥
片
の
背
面
に
上
下
二
万
向
か
ら
の
剥
前
面
が
観
察
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は

な
く
、
一
方
向
の
み
の
も
の
も
相
当
数
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
縦
長
剥
片
剥
離
技
術

は
、
一
般
的
な
剥
離
技
術
で
は
一
端
の
み
を
打
面
と
し
た
一
方
向
の
み
の
剥
離
を
基
本
と
す
る
中
に
あ
っ
て
上
ド
両
端
を
打
面
と
す

る
特
殊
な
剥
離
技
術
を
具
備
し
て
い
る
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
石
柱
上
述
し
た
こ
と
か
ら
西
北
九
州
の
縄
文
文
化
に
見
ら
れ
る
黒
舗
石
製
の
縦
長
剥
片
が
い
か
に
斉
一
性
を
特
っ
た
目
的
的
な

剥
片
で
あ
っ
た
か
が
理
解
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
縦
長
剥
片
を
剥
離
し
た
石
柱
に
も
当
然
規
劃
化
さ
れ
た
一
定
の
技
術
を
看
守
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
縦
長
剥
片
の
出
土
例
に
見
合
う
多
量
の
石
柱
資
料
を
通
じ
て
の
観
察
’
分
析
を
す
べ
き
で
あ
る
が
こ
れ
ま
で
の

と
こ
ろ
縦
長
剥
片
を
出
土
す
る
遺
跡
数
や
出
土
例
に
比
較
し
て
石
柱
の
そ
れ
は
極
端
に
僅
少
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
為
石
柱
の
観
察
は
数
少
な
い
遺
跡
の
断
片
的
な
資
料
に
寄
ら
ざ
る
を
得
な
い
現
状
で
あ
る
。

　
石
材
は
当
然
縦
長
剥
片
と
同
様
で
あ
り
漆
黒
色
？
黒
色
を
呈
し
介
往
物
が
ほ
と
ん
ど
な
い
良
質
な
も
の
で
ノ
同
然
面
は
縦
に
細
長

い
縞
状
の
流
理
な
い
し
小
さ
な
虫
触
状
の
凹
み
が
認
ら
れ
ほ
ダ
挙
大
の
大
き
さ
の
角
辣
状
の
原
石
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
肉
眼
で
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縦
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縄
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八
〇

観
察
さ
れ
る
諸
特
徴
か
ら
す
れ
ば
伊
万
里
市
腰
岳
産
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
ほ
ｙ
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　
石
核
の
剥
片
剥
離
作
業
面
の
長
さ
は
六
皿
前
後
、
幅
は
四
～
六
皿
で
正
面
観
は
ほ
ｙ
長
方
形
を
呈
し
て
い
る
。
打
面
は
剥
離
作
業

面
か
ら
背
面
に
向
っ
て
の
斜
め
方
向
の
大
き
な
剥
離
面
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
し
か
も
上
下
の
両
端
に
認
め
ら
れ
る
。
剥
離
作
業
面

と
石
核
の
打
面
と
の
な
す
角
度
は
六
〇
度
前
後
と
な
り
縦
長
剥
片
に
示
め
さ
れ
て
い
る
角
度
に
対
応
す
る
値
で
あ
る
。
石
核
の
剥
離

面
は
ほ
ｙ
一
面
の
み
に
限
ら
れ
て
お
り
、
背
面
に
は
自
然
面
あ
る
い
は
節
辺
海
を
大
き
く
残
し
て
い
る
。
な
お
石
核
の
側
面
観
は
両

設
打
面
の
背
面
へ
の
傾
斜
に
よ
っ
て
角
ば
っ
た
「
Ｄ
」
字
形
を
呈
し
て
い
る
。
前
に
触
れ
た
様
に
級
長
剥
片
を
剥
離
し
た
と
想
定
さ

れ
る
石
核
の
出
上
例
が
少
な
い
た
め
全
て
の
組
長
剥
片
が
こ
れ
ら
の
石
核
か
ら
剥
離
さ
れ
た
と
断
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
そ
の
可

能
性
は
極
め
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
観
音
木
遺
跡
（
第
一
図
４
～
６
）
、
拍
田
遺
跡
（
第
一
図
2
6
）
な
ど
の
資
料
で
剥
離
作
業
の
順
序
を
観
察
し
た
結
果
、
石
核
の
両

側
辺
に
ま
ず
剥
離
が
行
な
わ
れ
た
後
、
中
央
の
部
分
に
数
回
の
剥
離
が
施
さ
れ
て
お
り
、
石
核
の
外
側
か
ら
中
央
へ
と
い
う
順
序
で

繰
り
返
し
剥
離
作
業
が
進
め
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
剥
離
順
序
は
剥
離
さ
れ
た
組
長
剥
片
に
も
表
れ
る
は
ず
で
あ
り
、

ち
な
み
に
組
長
剥
片
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
側
辺
に
自
然
商
工
即
理
面
な
い
し
石
核
調
整
剥
離
面
を
残
し
て
い
る
資
料
の
剥
離
面
の
切

り
合
い
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
そ
の
大
多
数
で
は
外
側
す
な
わ
ち
剥
片
の
自
然
面
な
ど
に
接
す
る
個
所
の
剥
離
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
後

に
そ
の
剥
離
面
の
内
側
の
一
部
を
切
る
形
で
次
の
剥
離
が
施
さ
れ
て
お
り
、
石
核
で
観
察
さ
れ
る
外
側
か
ら
内
側
へ
と
い
う
順
序
に

　
　
　
　
　
　
註
1
7

符
合
す
る
の
で
あ
る
。

　
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
に
お
い
て
出
土
す
る
縦
長
剥
片
お
よ
び
散
発
的
に
知
ら
れ
る
縦
長
剥
片
の
石
核
と
想
定
さ
れ
る
資

料
の
諸
特
徴
は
佐
賀
県
伊
万
里
市
所
在
の
鈴
桶
遺
跡
出
土
の
多
量
の
刃
器
・
刃
器
状
剥
片
と
そ
の
石
核
つ
第
一
図
１
～
４
）
に
認
ら
れ



る
特
徴
と
合
致
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
。
す
な
わ
ち
「
鈴
桶
型
刃
器
技
法
」
に
極
め
て
強
い
関
連
性
・
類
似
性
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
西
北
九
州
の
地
に
お
い
て
縦
長
剥
片
を
は
じ
め
剥
片
鏃
・
つ
ま
み
形
石
器
Ｉ
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
な
ど
黒
耀
石
製

の
剥
片
石
器
の
存
在
は
鈴
桶
刃
器
技
法
そ
の
も
の
あ
る
い
は
そ
れ
と
強
い
関
連
を
有
す
る
剥
片
技
術
の
上
に
立
っ
て
は
じ
め
て
理
解

さ
れ
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
剥
離
技
術
に
対
し
て
、
「
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
技
術
」
と
い
う
仮
称
を
与
え
る
こ

と
に
し
た
い
。
あ
え
て
刃
器
と
し
な
か
っ
た
の
は
先
述
し
た
様
に
素
材
と
し
て
の
ウ
ェ
イ
ト
を
強
く
考
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
技
法
と

用
い
な
か
っ
た
の
は
、
「
鈴
桶
型
刃
器
技
法
」
が
多
量
の
資
料
分
析
を
通
し
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
西
北
九
州
一
帯
の

縦
長
剥
片
に
つ
い
て
の
技
術
的
な
問
題
が
十
分
な
資
料
を
も
っ
て
導
き
出
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
現
時
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点
で
は
鈴
桶
型
刃
器
技
法
な
ら
び
に
そ
れ
と
深
い
関
連
が
予
想
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
便
宜
的
な
呼
称
と
し
て
用
い
て
お
き
た
い
。

　
　
三
、
縦
長
剥
片
出
土
の
遺
跡
（
第
二
図
）

　
黒
埼
石
製
の
縦
長
剥
片
が
山
上
し
て
い
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
は
現
在
の
時
点
で
西
北
九
州
（
福
岡
・
佐
賀
・
長
崎
・
熊
本
）
に
お

い
て
中
期
・
後
期
を
主
体
に
五
〇
個
所
近
く
が
知
ら
れ
て
い
る
。
縦
長
剥
片
を
素
材
に
し
た
と
考
ら
れ
る
剥
片
鏃
・
つ
ま
み
形
石
器
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・
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
な
ど
の
剥
片
石
器
の
出
土
遺
跡
を
加
え
る
と
七
〇
個
所
を
越
え
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
遺
跡
数
は
西
北

九
州
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
数
か
ら
す
れ
ば
、
縦
長
剥
片
の
利
用
頻
度
の
差
こ
そ
あ
れ
か
な
り
普
遍
的
な
存
在
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

之
ら
Ｉ。

縦
長
剥
片
の
石
核
と
推
定
さ
れ
る
資
料
の
出
上
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
縦
長
剥
片
お
よ
び
そ
れ
を
素
材
に
し
た
剥
片
石

器
が
少
な
い
遺
跡
に
お
い
て
「
鈴
桶
梨
縦
長
剥
片
技
術
」
に
よ
る
も
の
と
直
ち
に
断
定
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
遺
跡
の
分
布
や

時
期
を
考
慮
す
れ
ば
そ
の
蓋
然
性
は
極
め
て
良
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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庸２図縦擬剥片出土追跡分布図（数字は本文中の遺跡番号：
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二

　
遺
跡
の
類
型
　
縦
長
剥
片
お
よ
び
そ
れ
を
素
材
と
し

た
剥
片
石
器
の
出
土
遺
跡
は
縦
長
剥
片
の
石
柱
の
有
無
や

あ
り
方
を
一
つ
の
基
準
に
類
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
七
〇

個
所
を
越
え
る
遺
跡
の
中
で
縦
長
剥
片
を
剥
離
し
た
と
推

定
さ
れ
る
石
柱
の
出
上
例
は
乏
し
く
、
一
〇
個
所
足
ら
ず

し
か
坤
ら
れ
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
。
例
え
ば
長
崎
県
の

⑧
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

岩
下
洞
穴
よ
石
谷
口
岩
陰
遺
跡
、
佐
賀
県
の
坂
ノ
下
遺
跡

⑥
　
　
註
2
1
⑩
　
　
　
　
⑩
　
　
　
註
2
2

白
蛇
山
洞
穴
・
金
剛
島
遺
跡
・
源
平
岩
澗
六
な
ど
で
少
数

出
土
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
い
ず
れ

も
腰
岳
の
周
辺
に
立
地
し
、
し
か
も
共
伴
す
る
土
器
は
縄

文
時
代
中
期
お
よ
び
一
部
前
期
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
は
逆
に
時
期
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
得
な
い
が

校
長
剥
片
の
右
核
を
玉
屋
に
山
上
す
る
遺
跡
と
し
て
腰
岳

の
山
腹
に
立
地
す
る
鈴
桶
遺
跡
、
そ
れ
に
長
崎
県
北
松
浦

郡
世
知
原
町
の
観
音
木
造
跡
、
同
年
河
原
遺
跡
な
ど
が
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
遺
跡
の
？
り
ノ
ち
正
式
な
調
査
が

実
施
さ
れ
て
い
る
の
は
鈴
桶
遺
跡
だ
け
で
あ
る
が
、
残
り



二
遺
跡
に
お
い
て
も
多
量
の
石
核
が
採
集
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
遺
跡
に
お
け
る
石
器
類
の
組
成
は
極
め
て
単

純
で
限
定
さ
れ
た
器
種
１
石
核
・
縦
長
剥
片
・
つ
ま
み
形
石
器
な
ぢ
ー
が
多
く
出
土
す
る
傾
向
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
遺
跡

の
立
地
に
つ
い
て
も
ほ
ｙ
同
様
な
要
素
が
抽
出
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
’
な
わ
ち
鈴
桶
遺
跡
は
三
方
が
急
斜
面
で
谷
へ
落
ち
込
み
、

強
い
高
距
性
を
示
め
す
や
せ
屋
根
上
で
生
活
の
立
地
と
し
て
の
条
件
は
必
ず
し
も
恵
ま
れ
て
な
い
点
は
大
い
に
注
目
さ
れ
よ
う
・
観

音
木
―
平
河
原
の
両
遺
跡
は
腰
防
と
直
線
距
離
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
約
七
～
九
に
１
１
‐
１
１
を
計
り
、
伊
万
里
市
と
の
境
を
な
す
国
見
岳
（
七
七

六
Ｍ
）
の
両
側
に
隣
接
す
る
山
中
に
立
地
し
、
そ
の
標
高
は
五
一
〇
Ｍ
と
六
四
〇
Ｍ
と
極
端
に
高
く
縄
文
時
代
の
遺
跡
に
あ
っ
て
は
特

異
な
占
地
を
示
め
す
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
諸
遺
跡
に
お
い
て
は
縦
長
剥
片
の
石
核
が
出
土
し
て
い
る
も
の
乙
残
り
の
大
多
数

だ
製
品
が
出
土
す
る
に
も
か
ｘ
わ
ら
ず
石
核
に
つ
い
で
は
階
無
の
状
態
で
あ
る
。
例
え
ば
福

は
縦
長
剥
片
や
そ
れ
を
用
い

賀
遺
跡
で
は
ハ
○
点
余
り
の

縦
長
剥
片
と
そ
の
製
品
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
漆
黒
色
～
黒
色
を
し
た
黒
耀
石
製
の
石
柱
は
一
点
の
山
上
も
み
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
縄
文
時
代
後
期
を
主
体
と
す
る
福
岡
県
柏
田
遺
跡
に
お
い
て
は
コ
ー
○
○
余
点
の
膨
大
な
量
の
縦
長
剥
片
と
そ
れ
を
用
い
た
剥

片
石
器
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
石
核
と
推
定
さ
れ
る
も
の
は
僅
か
散
点
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　
以
上
の
様
に
縦
長
剥
片
に
関
連
す
る
遺
物
の
出
土
状
態
は
遺
跡
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
様
相
が
窺
え
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
大

ま
か
に
三
つ
の
類
型
に
区
別
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
①
腰
言
近
く
に
立
地
し
縦
反
側
片
や
限
ら
れ
た
器
種
の
石
器
、
そ
れ
に
多
量
の
石

核
を
出
土
す
る
遺
跡
群
。
こ
れ
を
仮
に
「
鈴
桶
型
遺
跡
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
②
量
的
に
は
少
な
い
が
縦
長
剥
の
石
核
が
存
在
し

縦
長
剥
片
お
よ
び
そ
の
製
品
が
認
め
ら
れ
る
遺
跡
群
。
腰
岳
に
隣
接
す
る
地
域
に
占
地
し
て
お
り
、
時
期
的
に
は
縄
文
時
代
前
～
中

期
２
ｔ
ｙ
限
定
さ
れ
る
。
「
坂
ノ
下
梨
遺
跡
」
と
呼
称
す
る
。
③
級
長
剥
片
や
そ
れ
を
用
い
た
剥
片
石
器
が
径
行
し
な
が
ら
そ
の
石
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核
が
見
ら
れ
な
い
遺
跡
群
。
大
多
数
の
遺
跡
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
推
定
さ
れ
、
一
応
「
北
古
賀
梨
遺
跡
」
と
し
て
お
く
。

　
こ
の
三
つ
の
遺
跡
の
類
型
は
西
北
九
州
に
お
け
る
縦
長
剥
片
を
素
材
と
し
た
「
縦
長
剥
片
石
器
文
化
」
を
究
明
す
る
上
で
、
遺
跡
の

性
格
や
あ
り
方
を
表
徴
す
る
基
本
的
な
要
素
の
Ｉ
つ
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
遺
跡
間
の
交
流
に
つ
い
て
の
問
題
解
決
の
糸
口
と

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
「
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
技
術
」
を
主
た
る
要
素
と
し
て
展
開
し
た
と
推
定
さ
れ
る
「
縦
長
剥
片
石
器
文
化
」

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
礎
的
作
業
で
あ
る
分
布
と
時
期
に
つ
い
て
の
予
察
を
行
ｙ
っ
″
こ
と
に
し
た
い
。

　
分
布
縦
長
剥
片
の
玉
要
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
伊
万
里
市
腰
岳
を
中
心
に
そ
の
拡
が
り
、
特
に
周
辺
地
域
を

抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
で
分
布
圈
の
見
通
し
を
た
て
る
と
、
ま
ず
北
お
よ
び
東
で
は
福
岡
県
の
ほ
ｙ
中
央
を
北
流
す
る
遠
賀
川
沿
い
の
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註
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諸
遺
跡
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
遠
賀
郡
の
山
鹿
貝
塚
・
榎
坂
遺
跡
、
嘉
穂
郡
の
北
古
賀
遺
跡
、
田
川
郡
の
上
野
遺
跡
な
ど
後
期

を
主
体
と
す
る
遺
跡
に
お
い
て
班
長
剥
片
お
よ
び
そ
の
製
品
が
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
榎
坂
丿
北
古
賀
の
両
遺
跡
で
は
比
較
的
ま
と

ま
っ
た
資
料
が
出
土
し
て
お
り
、
石
柱
は
臣
ら
れ
な
い
が
縦
長
剥
片
に
観
察
さ
れ
る
諸
特
徴
は
最
初
に
述
べ
た
概
念
規
定
に
符
合
し

「
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
技
術
」
の
存
在
を
物
語
っ
て
い
る
。
南
の
地
域
で
の
拡
が
り
に
つ
い
て
現
時
点
で
は
明
確
に
し
得
な
い
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
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⑩
　
　
詰
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⑩

る
が
、
熊
本
県
泗
水
町
三
万
円
東
原
遺
跡
、
宇
土
半
島
突
端
に
接
す
る
戸
馳
島
の
浜
の
洲
貝
塚
、
本
渡
市
人
松
戸
遺
跡
・
同
妻
の
鼻
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だ
五
島
列
島
で
は
福
江
島
の
百
千
貝
塚
・
女
亀
遺
跡
、
若
松
島
の
土
井
ノ
浦
、
中
通
島
の
立
石
・
小
串
さ
ら
に
北
の
宇
久
島
の
平
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
3
1

お
い
て
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
諸
遺
跡
が
現
在
知
り
得
る
接
岳
か
ら
最
も
離
れ
た
遺
跡
と
し
て
分
布
で
の
周
辺
地
域
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
・
な
お
縦
長
剥
片
を
素
材
に
用
い
た
と
判
断
さ
れ
る
剥
片
鏃
な
ど
の
山
上
遺
跡
を
加
え
る
と
そ
の
分
布
域
は
多
少
拡
が
る
で
あ
ろ
う

ど
で
出
上
例
が
即
ら
れ
て
い
る
。
一
方
長
崎
県
で
は
長
崎
半
島
先
端

宇
土
半
島
突
端
に
接
す
る
戸
馳
島
の
浜
の
洲
貝
塚
、
本
渡
市
人
杉
戸
逗
剖
・
目
１
び
蔵
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註
2
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な
侵
喩
県
で
は
長
崎
半
島
先
端
の
脇
岬
遺
跡
に
お
い
て
好
資
料
が
出
土
し
て
お
り
、
ま
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が
大
勢
を
変
化
さ
せ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
様
に
分
布
の
上
で
は
長
崎
・
佐
賀
を
は
じ
め
福
岡
の
西
側
、
熊
本
の
北
西
地
域
と

ま
さ
に
九
州
の
北
西
部
の
地
域
に
限
ら
れ
て
お
り
一
定
の
分
布
圏
を
形
成
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
当
然
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
分

布
の
集
中
す
る
地
域
は
腰
岳
に
近
接
す
る
佐
賀
県
の
西
松
浦
郡
お
よ
び
長
崎
県
北
松
浦
郡
で
あ
り
、
そ
れ
も
腰
岳
の
西
側
に
顕
著
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
北
側
の
東
松
浦
半
島
や
東
側
の
佐
賀
郡
や
神
崎
郡
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
様
で
あ
り
、
腰
岳
と
の
距
離

の
遠
近
だ
け
で
必
ず
し
も
把
握
で
き
な
い
面
が
予
想
さ
れ
今
後
の
問
題
提
起
と
さ
れ
る
。

　
時
期
縦
長
剥
片
の
出
自
に
つ
い
て
は
極
め
て
整
っ
た
剥
離
技
術
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
に
殼
大
の
関
心
が
払
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
か
っ
て
鈴
桶
遺
跡
の
調
査
で
は
そ
の
技
術
の
見
事
さ
か
ら
先
土
器
時
代
の
所
産
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
所
、
縄
文

時
代
早
期
に
お
け
る
確
実
な
出
上
例
を
聞
か
な
い
の
で
前
期
の
時
期
で
の
存
在
が
問
題
視
さ
れ
る
。
こ
こ
十
数
年
間
、
佐
賀
・
長
崎
で

の
調
査
に
お
い
て
縄
文
時
代
前
期
の
後
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
曽
畑
式
土
器
に
共
伴
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

岩
下
洞
穴
・
白
蛇
山
岩
陰
乙
石
谷
口
第
一
岩
陰
な
ど
の
諸
遺
跡
で
は
曽
畑
式
土
器
に
伴
う
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
金
副
島
遺
跡
で
は
曽

畑
式
土
器
が
ほ
ダ
単
純
に
出
土
し
て
い
る
だ
け
に
共
伴
の
可
能
性
は
特
に
強
い
と
み
な
さ
れ
る
c
　
k
）
各
遺
跡
の
曽
畑
式
土
器
を
出

土
す
る
文
化
層
（
包
含
胴
）
か
ら
中
期
あ
る
い
は
後
期
と
推
定
さ
れ
る
土
器
片
が
若
干
見
ら
れ
る
た
め
や
ｙ
明
確
さ
を
欠
く
と
も
思

え
る
が
、
遺
物
の
全
体
的
な
あ
り
方
を
考
慮
す
れ
ば
前
期
の
後
半
の
時
期
に
登
場
す
る
石
器
技
術
と
し
て
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
中
期
の
時
期
で
は
単
純
遺
跡
で
の
出
上
例
か
ら
確
実
に
共
伴
す
る
と
判
断
で
き
、
し
か
も
共
伴
土
器
は
中
期
の
中
葉
か
ら
後

葉
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
阿
高
式
系
土
器
で
あ
る
。
前
葉
の
並
本
式
土
器
に
つ
い
て
は
遺
跡
数
そ
の
も
の
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
共
伴
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
中
期
の
代
表
的
な
阿
高
式
土
器
の
主

要
な
拡
が
り
Ｉ
阿
高
文
化
圏
１
に
つ
い
て
は
福
岡
・
大
分
d
M
I
F
の
東
側
の
一
部
を
の
ぞ
く
九
州
の
中
央
部
か
ら
西
側
一
帯
の
広
い
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註
3
2

範
囲
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
時
点
で
は
組
長
剥
片
を
伴
出
す
る
同
高
式
系
土
器
の
遺
跡
の
分
布
範
囲
は
腰
岳
に
近

接
す
る
西
側
地
域
に
ほ
ｙ
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
阿
高
式
茅
土
器
は
南
九
州
と
福
岡
～
長
崎
に
か
け
て
の
地
域
、
そ
れ
に
、

有
明
Ｉ
ハ
代
海
の
地
域
の
三
つ
の
地
域
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
示
摘
さ
れ
で
お
り
、
中
期
の
縦
長
剥
片
の
分
布
域
は
ま
さ
に
そ
の
Ｉ
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つ
で
あ
る
福
岡
か
ら
長
崎
に
か
け
て
の
阿
高
式
系
土
器
の
そ
れ
に
一
致
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
で
、
縦
長
剥
片
お
よ
び
そ
れ
を
素
材
と
し
た
剥
片
石
器
が
最
も
盛
行
す
る
時
期
は
従
来
か
ら
考
え
ら
れ
で
い
る
通
り
縄
文
時
代

後
期
に
置
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
分
布
範
囲
に
つ
い
て
も
先
に
述
べ
た
周
辺
地
域
ま
で
拡
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
用
い
ら
れ

て
い
る
土
器
の
型
式
名
に
従
え
ば
、
後
期
の
前
葉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
阿
高
浅
茅
土
器
、
節
崎
式
土
器
、
北
久
桐
山
式
土
器
、
西
平
式

土
器
、
そ
れ
に
三
万
田
式
土
器
の
各
土
器
群
に
伴
う
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
群
の
主
要
な
分
布
域
が
ほ
ｙ
西
北
九
州

に
想
定
さ
れ
る
だ
け
に
縦
長
剥
片
と
の
関
連
も
当
然
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
細
部
に
わ
た
っ
て
の
共
伴
関
係
の
検
討
は
今
後
の

課
題
と
さ
れ
よ
う
。

　
最
後
に
縄
文
時
代
晩
期
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
遺
跡
で
明
確
に
「
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
技
術
」
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る

縦
長
剥
片
、
石
核
、
そ
れ
に
そ
の
製
品
が
伴
う
と
判
断
さ
れ
る
例
は
今
日
ま
で
の
段
階
で
は
、
肝
煎
に
近
い
状
況
と
思
わ
れ
前
期
の
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状
況
以
上
に
明
瞭
さ
を
欠
く
の
で
あ
る
。
八
万
長
崎
県
五
島
の
三
井
楽
員
塚
な
ど
弥
生
時
代
の
若
干
の
遺
跡
に
お
い
て
剥
片
鏃
の
出

上
例
が
聞
か
れ
る
が
、
こ
れ
が
は
た
し
て
縄
文
時
代
中
・
後
期
に
盛
行
し
た
「
鈴
桶
型
級
長
剥
片
技
術
」
の
上
に
立
脚
し
た
も
の
か

ど
う
か
の
判
断
が
ま
ず
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
仮
に
三
井
楽
ほ
塚
出
土
の
縦
長
剥
片
や
剥
片
鏃
が
そ
う
で
あ
れ
ば

遺
跡
の
所
在
と
共
に
そ
の
時
期
に
大
き
な
興
味
が
も
た
れ
、
縄
文
時
代
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
の
縦
長
剥
片
技
術
の
問
題
が

大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。



　
縦
長
剥
片
お
よ
び
そ
れ
を
素
材
と
す
る
剥
片
石
器
文
化
は
西
北
九
州
の
縄
文
時
代
に
あ
っ
て
極
め
て
特
徴
的
な
存
在
と
し
て
受
け

と
め
ら
れ
る
だ
け
に
、
現
時
点
で
は
そ
の
時
期
に
つ
い
て
も
縄
文
時
代
の
中
・
後
期
す
な
わ
ち
西
北
九
州
の
阿
高
式
系
土
器
の
展
開

以
後
か
ら
黒
色
磨
研
土
器
の
盛
行
以
前
と
い
う
現
定
し
た
時
期
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。
た
ｙ
そ
の
出
自
の
時
期
も
含
め
て
曽
畑
式

土
器
と
の
関
連
性
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
か
ら
前
期
後
半
ま
で
潮
り
得
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
四
、
縦
長
剥
片
石
器
文
化
の
問
題

　
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
技
術
が
西
北
九
州
の
縄
文
文
化
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
明
ら
か
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
時
期
や
分
布
に
つ
い
て
も
あ
る
見
通
し
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
後

究
明
さ
れ
る
べ
き
課
題
を
残
し
て
い
る
事
も
確
し
か
で
あ
り
、
そ
の
幾
つ
か
の
問
題
点
と
予
察
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
出
自
　
縦
長
剥
片
の
出
現
の
時
期
に
つ
い
で
は
前
期
の
後
半
ま
で
淵
り
得
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
ｘ
そ
の
背
景
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
基
本
的
い
く
つ
か
の
考
え
方
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
Ｉ
つ
と
し
て
縦
長
剥
片
出
現
以
前
の
縄
文
時
代

前
期
あ
る
い
は
早
期
の
剥
片
石
器
技
術
と
の
何
ら
か
の
関
連
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
潮
っ
て
後
期
旧
石
器
時
代
に
お
け
る
剥
片
石
器
文

化
の
系
統
の
上
で
理
解
さ
れ
得
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
縦
長
剥
片
の
出
自
を
そ
れ
以
前
の
系
統
あ
る
い
は
伝
統
の

中
に
兄
い
出
そ
う
と
す
る
考
え
方
と
さ
れ
よ
う
。
今
一
つ
は
全
く
新
た
な
剥
片
技
術
と
し
て
登
場
す
る
も
の
と
し
て
の
把
握
の
方
法

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
西
北
九
州
の
地
に
お
い
て
独
自
に
展
開
し
た
の
か
、
ま
た
は
他
所
か
ら
の
直
接
的
な
い
し
間
接
的
な
影
響
に
よ

る
も
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
所
か
ら
の
何
ら
か
の
影
響
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
可
能
性
が
よ

り
大
き
い
と
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
縦
長
剥
片
技
術
の
全
体
的
な
拡
が
り
お
よ
び
、
よ
り
先
行
す
る
と
推
定
さ
れ
る
遺
跡
の
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縦
長
剥
片
―
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

分
布
か
ら
考
慮
し
て
東
の
方
に
求
め
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
り
、
北
お
よ
び
西
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
必
然
的
に
韓
半
島

南
部
と
の
関
連
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
ｙ
な
ろ
う
。

　
韓
半
島
の
縦
長
剥
片
お
よ
び
そ
の
製
品
に
つ
い
て
断
片
的
に
し
か
知
り
得
な
い
時
点
で
彼
我
と
の
関
連
は
極
力
控
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
前
？
後
期
の
こ
れ
ま
で
の
知
見
か
ら
あ
る
程
度
の
予
測
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
Ｉ

つ
と
し
て
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
東
三
洞
貝
塚
を
介
し
て
の
韓
半
島
の
構
文
土
器
と
西
北
九
州
に
主
要
な
拡
が
り
を
み
せ
る
曽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

畑
式
土
器
と
の
関
連
が
挙
げ
ら
れ
る
。
両
者
の
Ｃ
に
よ
る
実
年
代
を
は
じ
め
、
土
器
の
器
形
・
文
様
、
そ
れ
に
滑
石
混
入
の
胎
土
な

ど
共
通
す
る
要
素
が
抽
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
様
に
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
技
術
に
よ
る
縦
長

剥
片
や
剥
片
鏃
が
白
銅
式
土
器
に
共
伴
す
る
可
能
性
が
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
関
連
性
の
一
端
が
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
ま
た
彼
我
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
れ
ま
た
常
時
登
場
す
る
石
器
と
し
て
の
コ
石
組
」
や
「
石
鈷
」
の
存
在
、
さ
ら
に
大
形
の

「
結
合
式
釣
針
」
に
つ
い
て
も
両
者
の
比
較
の
上
で
重
要
な
類
似
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
韓
半
島
南
部
と
何
ら

か
の
関
連
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
る
資
料
は
あ
る
一
定
の
時
期
に
の
み
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
何
度
と
な
く
あ
る
い
は
絶
え
間

な
い
交
流
の
過
程
で
の
産
物
と
し
て
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
技
術
に
つ
い
て
も
腰
岳
と
い
う
良
質
な
黒

擢
石
の
産
出
地
の
存
在
と
い
う
基
本
的
な
条
件
の
上
に
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
な
影
響
が
予
測
さ
れ
よ
う
。

　
縦
長
剥
片
技
術
の
出
自
に
つ
い
て
の
一
つ
の
仮
説
と
し
て
韓
半
島
と
の
何
ら
か
の
交
流
の
上
で
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
が
、
も
う
一
方
の
旧
石
器
時
代
を
含
め
た
剥
片
石
器
技
術
の
系
統
に
つ
い
て
も
当
然
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
遺
跡
の
類
型
と
性
格
　
　
縦
長
剥
片
お
よ
び
そ
の
製
品
を
出
土
す
る
遺
跡
は
石
柱
の
あ
り
方
か
ら
犬
ま
か
に
三
つ
の
類
型
に

区
別
さ
れ
得
る
と
考
え
、
こ
れ
に
関
し
て
若
干
の
問
題
点
を
挙
げ
て
み
た
い
。



　
ま
ず
腰
岳
に
近
接
す
る
鈴
桶
遺
跡
、
観
音
木
遺
跡
、
平
河
原
遺
跡
の
存
在
は
そ
の
立
地
か
ら
す
れ
ば
必
ず
し
も
生
活
条
件
は
良
好

と
は
思
わ
れ
ず
む
し
ろ
特
殊
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
状
況
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
遺
跡
に
お
け
る
出
土
遺
物
は
縦
長
剥
片
や
そ
の

石
柱
な
ど
限
ら
れ
た
器
種
が
多
量
に
存
在
す
る
と
い
う
傾
向
が
窺
え
、
し
か
も
良
質
な
黒
耀
石
の
原
産
地
に
隣
接
す
る
と
い
う
基
本

的
な
条
件
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
は
あ
た
か
も
剥
片
石
器
の
素
材
や
特
定
の
製
品
の
製
作
す
る
場
所
を
彷
彿

さ
せ
る
要
素
と
さ
れ
よ
う
。
一
方
、
縦
長
剥
片
や
そ
の
製
品
が
相
当
数
発
見
さ
れ
て
い
な
が
ら
そ
れ
で
い
て
石
柱
が
階
無
も
し
く
は

見
合
う
数
見
ら
れ
な
い
北
占
賀
型
遺
跡
の
存
在
す
る
こ
と
も
明
瞭
な
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
で
は
当
然
朗
ら
か
の
方
法
に
よ

っ
て
剥
片
石
器
の
素
材
あ
る
い
は
製
品
を
入
手
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
は
縦
長
剥
片
の
問
題
を
離
れ
て
腰
岳
産
の
黒
桟
石

の
使
用
と
い
う
事
か
ら
も
原
石
地
と
直
接
的
な
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
中
継
地
を
介
し
て
生
沃
地
と
の
結
び
つ
き
が
何
ら
か
手
段
に

よ
っ
て
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
鈴
桶
型
遺
跡
の
存
在
が
改
め
て
ク
ロ
ズ
ア
。
プ
さ
れ
る

こ
と
な
り
、
ま
た
多
く
の
北
占
賀
型
遺
跡
の
存
在
の
理
解
が
初
め
て
容
易
に
な
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
鈴
桶
型
遺
跡
を
黒
桟
石
の
素
材
も
し
く
は
石
器
の
製
作
地
と
し
て
想
定
す
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
方
法
で

集
中
的
に
製
作
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
北
古
賀
型
遺
跡
で
は
い
か
な
る
過
程
を
経
て
入
手
し
た
な
ど
か
の
具
体
的
な
問
題
を
含
め
て
そ

の
社
会
的
な
背
景
に
つ
い
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
基
本
的
な
問
題
と
し
て
横
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
原
石
の
問
題
に
つ
い

て
も
、
腰
岳
産
以
外
の
石
材
の
使
用
、
す
な
わ
ち
北
占
賀
遺
跡
で
は
鈴
桶
型
刃
器
技
法
と
類
似
し
た
姫
島
蔭
黒
燧
石
製
石
柱
の
存
在
が

報
告
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
畿
つ
か
の
遺
跡
に
お
い
て
肉
眼
的
な
観
察
に
よ
る
限
り
で
は
腰
岳
産
黒
燧
石
の
諸
特
徴
と
は
異
な
る
黒
柿

石
が
少
数
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
西
北
九
州
に
原
石
地
が
存
在
す
る
サ
ヌ
カ
イ
ト
質
製
の
剥
片
石
器
と
の
関
連
も
同
様
に

問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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縄
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縦
長
剥
片
石
器
文
化
　
「
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
絃
言
に
よ
る
縦
長
剥
片
お
よ
び
そ
れ
を
用
い
た
石
器
群
が
縄
文
時
代
の
中
・
後

期
を
主
体
と
し
て
西
北
九
州
の
一
帯
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
も
は
や
明
白
な
事
実
と
し
て
受
と
め
得
る
と
考
え
、
こ
の
技

術
を
一
つ
の
基
礎
と
す
る
文
化
に
対
し
て
仮
に
「
縦
長
剥
片
石
器
文
化
」
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
文
化

は
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
技
術
を
は
じ
め
と
し
て
、
剥
片
鏃
の
盛
行
や
組
合
せ
石
器
と
推
定
さ
れ
る
石
鋸
を
含
め
た
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
の

存
在
、
さ
ら
に
鋸
歯
状
の
側
辺
を
具
備
す
る
石
鈷
と
し
て
の
用
途
が
与
え
ら
れ
る
石
器
、
そ
れ
に
西
北
九
州
型
の
結
合
式
釣
針
、

土
器
底
部
の
面
接
哺
乳
類
骨
の
圧
痕
な
ど
そ
れ
以
前
の
時
期
に
階
無
に
近
い
状
態
で
あ
り
、
し
か
も
西
北
九
州
の
地
域
に
お
い
て
集

中
的
な
出
上
例
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
が
時
期
的
に
全
く
同
時
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
分
布
域

が
常
に
重
な
る
も
の
で
も
な
い
が
、
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
技
術
を
基
礎
と
す
る
縦
長
剥
片
石
器
文
化
を
構
成
す
る
土
で
の
要
素
と
し
て

把
握
で
き
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
縦
長
剥
片
な
ど
の
遺
物
を
出
土
す
る
遺
跡
で
の
様
相
の
違
い
か
ら
製
作
地
的
な
も
の

ｘ
存
在
が
予
想
さ
れ
、
製
作
の
さ
れ
方
や
用
い
ら
れ
万
も
こ
の
文
化
を
考
察
す
る
上
で
の
重
要
な
課
題
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
今
後
「
縦
長
剥
片
文
化
」
を
構
成
す
る
と
予
測
さ
れ
る
諸
要
素
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
基
本
的
な
要
素
と
し
て
縦
長
剥
片
を
抽
出
し
問
題
提
起
と
し
た
い
。

　
註

Ｌ
　
島
田
貞
彦
「
肥
前
国
嬉
野
石
器
時
代
遺
跡
」
人
類
学
雑
誌
、
四
〇
‐
こ
Ｉ
、
一
九
二
五

2
.
　
浜
田
耕
作
―
小
牧
実
繁
・
島
田
貞
彦
「
肥
前
国
有
喜
貝
塚
発
堀
報
告
」
人
類
学
雑
誌
、
四
一
Ｉ
ス
　
ー
九
二
六

3
.
　
賀
川
光
夫
・
古
田
正
隆
・
上
田
俊
之
「
剥
片
利
用
の
石
器
文
化
」
西
日
本
史
学
会
研
究
発
表
要
旨
、
一
九
六
二



4
.
　
杉
原
荘
介
・
戸
沢
充
則
・
横
田
義
章
「
九
州
に
お
け
る
特
殊
な
刃
器
技
法
」
考
古
学
雑
誌
、
五
一
－
三
、
一
九
六
六

ｉ
　
麻
生
擾
「
岩
下
洞
穴
の
発
掘
記
録
」
佐
世
保
市
教
育
委
員
会
、
一
九
六
八

6
.
　
木
下
之
治
・
柴
元
静
雄
・
森
醇
一
郎
「
坂
の
下
遺
跡
」
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
　
一
八
、
一
九
六
九

７
１
．
　
永
井
昌
文
こ
朋
川
威
洋
・
橘
昌
信
・
他
「
山
鹿
貝
塚
」
山
鹿
貝
塚
調
査
団
　
一
九
七
二

8
.
　
潮
見
活
「
北
古
賀
遺
跡
」
嘉
穂
地
方
史
Ｉ
先
史
篇
　
　
一
九
七
三

9
.
　
片
岡
肇
「
長
崎
県
北
松
浦
郡
世
知
原
町
岩
谷
口
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
」
平
安
博
物
館
紀
要
　
六
、
一
九
七
六

印
　
賀
川
光
夫
「
北
九
州
西
北
部
に
み
ら
れ
る
サ
イ
ド
ブ
ン
イ
ド
に
つ
い
て
」
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
ヱ
ハ
・
　
一
七
、
一
九
六
八

Ｈ
　
片
岡
懐
「
い
わ
ゆ
る
『
つ
ま
み
形
石
器
』
に
つ
い
て
」
古
代
文
化
　
二
七
１
四
　
一
九
七
八

1
2 .

　
下
川
達
側
「
剥
片
俺
考
」
長
崎
県
立
美
術
館
研
究
紀
要
　
一
、
一
九
七
三

１
３
　
萩
原
博
文
・
久
原
巻
二
「
九
州
西
北
部
の
石
鋸
、
サ
イ
ド
プ
レ
イ
に
つ
い
て
」
古
代
文
化
　
二
七
一
四
。
一
九
七
五

1
4
　
横
田
義
章
「
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
一
剥
片
石
器
群
」
九
州
歴
史
資
料
館
研
究
論
集
　
二
、
一
九
七
六

1
5
　
橘
昌
信
「
西
北
九
州
に
お
け
る
黒
壇
石
製
の
縦
長
剥
片
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
　
山
陽
新
幹
線
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
　
第
四
集
　
一

　
九
七
七

1
6
　
観
音
米
・
平
河
原
の
両
遺
跡
の
資
料
に
つ
い
て
は
か
っ
て
地
米
で
丹
念
な
採
集
を
行
な
っ
て
い
る
岡
村
広
法
氏
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
拝
見
さ

　
せ
て
r
.
4
25
4
く
機
会
を
持
っ
た
。
な
お
観
音
木
遺
跡
に
つ
い
て
は
註
1
0
・
1
1
・
1
2
　
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

1
7
　
柏
田
遺
跡
出
土
の
該
当
す
る
資
耕
二
七
点
の
観
察
の
結
果
、
二
五
点
に
認
め
ら
れ
た
。

1
8 .

　
註
1
4
に
お
い
て
、
「
鈴
桶
型
刃
器
技
法
を
『
基
盤
技
術
』
と
す
る
石
器
群
」
と
い
う
興
味
あ
る
見
解
が
示
め
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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縦
長
剥
片
Ｉ
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
】
！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

1
9
　
註
1
2
に
お
い
て
侵
略
Ｔ
佐
賀
県
内
の
「
剥
片
　
出
土
遺
跡
一
覧
」
　
（
一
九
七
三
年
）
で
四
七
遺
跡
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
調
査
お
よ

　
び
福
岡
・
熊
氷
雨
県
の
出
土
例
を
加
え
る
と
七
〇
個
所
近
く
に
な
ろ
う
。

2
0
　
佐
賀
県
立
博
物
館
「
九
州
の
原
始
文
様
展
」
　
二
九
七
七
）
の
図
録
所
収
の
遺
跡
地
名
義
に
よ
る
と
、
縄
文
時
代
中
・
後
期
の
長
崎
・
佐
賀
丿

　
福
岡
・
熊
本
四
蹟
で
二
二
四
遺
跡
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
数
に
は
中
・
後
期
に
ま
た
が
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
数
に
入
れ
て
お
り
、
し
か

　
も
福
岡
の
東
部
、
熊
本
の
東
部
、
南
部
も
含
ま
れ
て
い
る
事
を
考
慮
す
る
と
西
北
九
州
に
お
け
る
「
縦
侵
剥
片
技
術
」
に
関
連
す
る
遺
跡
数
が
Ｉ

　
段
と
普
稲
的
存
在
と
見
な
さ
れ
る
。

2
1
　
森
　
一
郎
「
白
蛇
山
岩
陪
遺
跡
」
佐
賀
県
立
博
物
館
調
査
報
告
書
　
一
　
・
　
一
九
七
四

９
９
一
　
佐
賀
県
教
育
委
員
会
「
金
副
島
遺
跡
・
源
平
岩
洞
穴
遺
跡
発
堀
調
査
戦
報
」
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
　
二
三
、
一
九
七
三

2
3 .

　
小
田
富
士
雄
「
榎
坂
遺
跡
」
日
本
考
古
学
年
報
二
四
、
一
九
七
三

2
4
　
九
州
考
古
学
会
「
北
九
州
占
文
化
図
鑑
」
一
、
一
九
五
〇

2
5
　
坂
氷
経
　
・
他
「
三
万
田
楽
原
―
調
査
戦
報
！
」
　
一
九
七
二

2
6 .

　
乙
益
重
隆
・
前
川
威
洋
「
縄
文
後
期
文
化
１
九
州
」
新
版
考
古
学
講
座
　
三
、
一
九
六
九

2
7 .

　
山
崎
純
男
「
天
草
地
方
の
始
原
文
化
の
一
側
面
」
熊
本
史
学
　
四
〇
、
一
九
七
二

2
8
　
賀
川
光
夫
「
脇
岬
貝
塚
」
日
本
考
古
学
年
報
　
二
四
、
一
九
七
三

2
9
　
賀
川
光
夫
「
宮
下
貝
塚
」
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
　
九
、
一
九
七
一

3
0
　
女
亀
遺
跡
の
資
料
に
つ
い
て
は
桑
山
龍
北
氏
の
ご
好
意
に
よ
っ
て
拝
見
す
る
機
会
を
得
た
。
ま
だ
土
井
ノ
油
に
つ
い
て
は
同
氏
の
ご
教
唇
に
よ



3
1
　
地
本
の
高
校
お
よ
び
瀬
尾
拳
平
氏
の
採
集
さ
れ
て
い
る
資
料
を
実
見
す
る
機
会
を
得
た
。
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

3
2
　
前
川
威
洋
「
九
州
に
お
け
る
縄
文
中
期
研
究
の
現
状
」
占
代
文
化
　
二
Ｉ
大
子
四
、
一
九
六
九

3
3
　
宮
内
克
巳
・
田
中
良
之
「
縄
文
武
土
器
」
福
岡
県
山
門
即
瀬
高
町
所
在
天
道
端
遺
跡
の
調
査
、
九
州
縦
貫
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

　
一
四
、
一
九
七
七
　
こ
の
中
で
阿
高
式
土
器
分
布
圈
は
中
期
の
後
葉
か
ら
終
末
に
か
け
て
、
福
岡
か
ら
長
崎
に
か
け
て
の
地
域
有
明
で
八
代
海

　
周
辺
地
域
、
南
九
州
の
地
域
と
い
う
三
つ
の
地
域
に
分
解
す
る
こ
と
が
唇
　
さ
れ
て
い
る
。
な
お
南
九
州
は
独
自
の
発
展
を
示
す
の
に
対
し
て
他

　
の
二
者
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
保
た
れ
て
い
る
の
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

3
4 .

　
鈴
木
重
治
「
三
井
楽
貝
塚
」
　
『
孤
島
遺
跡
調
査
報
告
』
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
　
二
二
九
六
五

兜
　
学
　
論
　
叢

九
三
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