
　

一
九
九
四
年
末
に
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
で
発
見
さ
れ
た
シ
ョ
ヴ
ェ
洞
窟
の
彩
色
壁
画
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
を
、

き
わ
め
て
洗
練
さ
れ
た
筆
致
で
描
き
出
し
て
い
る
（C

hauvet, D
escham

ps &
 H

illaire, 1996

）。
最
近
、
そ
れ
が

お
そ
ら
く
三
万
年
ほ
ど
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
法
に
よ
っ
て
正
式
に
確
認
さ
れ
た

（Valladas, et al., 2001

）。
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
、
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
南
西
部
の
ラ
ス
コ
ー
洞
窟
に
あ
る
壁

画
は
、
一
万
八
千
年
前
に
描
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
し
、
ス
ペ
イ
ン
北
部
に
あ
る
ア
ル
タ
ミ
ラ
の
洞
窟
壁
画

は
、
一
万
三
、四
千
年
前
の
も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ョ
ヴ
ェ
洞
窟
の
壁
画
は
、
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
よ

り
も
さ
ら
に
一
万
年
以
上
前
に
描
か
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
技
法
や
洗
練
度
に
お
い
て
は
、
両
者
の
間
に
大
き
な

差
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
見
か
た
に
よ
っ
て
は
、
シ
ョ
ヴ
ェ
洞
窟
壁
画
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と
さ
え
言
え

る
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
南
部
の
ホ
ー
レ
岩
窟
か
ら
も
、
や
は
り
三
万
年
か
ら
三
万
三
千
年
ほ
ど
前
に
マ
ン
モ
ス
の

牙
で
作
ら
れ
た
、
小
さ
な
彫
刻
が
三
点
見
つ
か
っ
て
い
る
（C

onard, 2003

）。
こ
れ
ら
も
、
か
な
り
高
度
な
も
の

に
見
え
る
。

　

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
現
生
人
類
が
登
場
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、

シ
ョ
ヴ
ェ
洞
窟
の
壁
画
や
ホ
ー
レ
岩
窟
の
彫
刻
が
本
当
に
三
万
年
前
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
ご
く
初
期
の
現
生
人
類
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に
よ
る
作
品
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
ら
れ
た
に
せ
よ
、
そ
の
当
時
の
人
類
に
、
現

在
の
わ
れ
わ
れ
と
共
通
す
る
感
性
や
美
意
識
や
描
写
力
が
備
わ
っ
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
定

説
と
は
違
っ
て
、 

人
間
の
感
性
や
能
力
は
、 

徐
々
に
進
歩
し
て
き
た
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
で
展
開
さ
れ
る
の
は
、
従
来
の
も
の
と
は
根
本
的
に
異
な
る
人
間
観
で
あ
る
。
私
が
独
自
に
開
発
し
た
心

理
療
法
の
視
点
に
立
つ
と
、
人
間
に
対
す
る
見
か
た
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
く
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
何
度
か

述
べ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
に
言
及
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
私
の
人
間
観
で
は
、
意

識
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
自
ら
の
本
性
や
能
力
を
覆
い
隠
す
た
め
の
手
段
と
見
な
さ
れ
る
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、

心
の
実
在
を
基
盤
と
し
て
、
無
意
識
に
視
点
を
置
い
た
人
間
観
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
従

来
の
人
間
観
は
、
脳
を
基
盤
と
し
て
、
意
識
に
視
点
を
置
い
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
天

文
学
的
な
時
間
を
か
け
た
進
化
の
末
、
よ
う
や
く
明
瞭
な
意
識
や
知
性
を
手
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の

性
悪
な
（
原
始
的
）
欲
求
や
感
情
に
翻
弄
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
自
ら
が
置
か
れ
た
環
境
に
も
大
き
く
翻
弄
さ
れ
る
、

痛
々
し
い
ほ
ど
脆
弱
な
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

本
書
の
第
１
部
で
は
、
私
の
人
間
観
の
概
略
を
示
し
た
う
え
、
長
年
、
心
因
性
疾
患
全
般
の
心
理
療
法
を
専
門

と
し
て
き
た
人
間
が
、
か
く
も
奇
妙
な
人
間
観
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
る
。
最
初
は
精
神
分

裂
病
（
昨
今
の
用
語
で
は
、
統
合
失
調﹇
註
１
﹈

症
）
を
、
そ
の
後
は
主
と
し
て
心
身
症
を
対
象
に
し
て
心
理
療
法
を
続
け
る

中
で
、
反
応
お
よ
び
抵
抗
と
い
う
現
象
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
無
意
識
と
い
う
も
の
が
、
精
神
分

析
で
言
わ
れ
て
き
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
反
応
と
い
う
明
確

な
手
が
か
り
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
続
け
た
結
果
、
心
因
性
疾
患
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
に
は
誰
に
で
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も
、
反
応
や
抵
抗
の
起
こ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
異
常
と
正
常
を
切
り

分
け
る
こ
と
は
、
容
易
に
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

第
２
部
で
は
、
現
在
の
私
の
人
間
観
や
理
論
の
全
体
像
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
そ
れ
に
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
私
の
長
年
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
、

幸
福
否
定
と
い
う
、
人
間
全
般
に
見
ら
れ
る
（
本
能
的
と
も
言
う
べ
き
）
こ
の
う
え
な
く
強
い
意
志
と
、
そ
の
裏

に
見
え
隠
れ
す
る
人
間
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、
具
体
例
を
掲
げ
な
が
ら
、
あ
る
程
度
の

紙
幅
を
割
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
無
意
識
の
重
要
性
や
、
生
き
た
心
を
扱
う
こ
と
の
重
要
性
に

つ
い
て
も
、
そ
の
中
で
、
自
然
に
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
心
が
脳
と
は
別
に
実
在
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
人
間
を
対
象
と
し
た
科
学
分
野
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。
そ
の
代
表
格
は
、
物
理
現
象
を
基
盤
と
し
た
脳
研
究
で
あ
り
、〝
偶
然
〞
を
基

盤
に
推
測
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
、
現
行
の
進
化
論
で
あ
ろ
う
﹇
註
２
﹈。
ネ
オ
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
（
総
合
説
進
化
論
）
と
呼

ば
れ
る
そ
の
進
化
論
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
原
始
的
な
単
細
胞
生
物
か
ら
、
突
然
変
異
と
自
然
選
択
に
よ
っ
て
、

と
て
つ
も
な
く
長
い
時
間
を
か
け
て
、 

徐
々
に
進
化
し
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
進
化

論
で
は
、
肉
体
の
進
化
し
か
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、（
そ
の
立
場
か
ら
は
当
然
の
こ
と
に
な
る
が
）
心
の
進
化
は
問

題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
の
科
学
知
識
に
よ
れ
ば
、 
そ
う
し
た
進
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
人
間
の
大
脳
は
、 

単

な
る
精
密
機
械
（
い
わ
ば
〝
自
己
増
殖
型
自オ
ー
ト
マ
ト
ン

動
機
械
〞）
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
操
る
主
体
も
、
脳
内
の
ど
こ
か
に
局

在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
か
た
こ
そ
が
〝
科
学
的
〞
と
さ
れ
、
心
の
独
立
的
実

在
を
唱
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
自
動
的
に
〝
宗
教
〞
の
仲
間
入
り
を
宣
告
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
完
全
に



幸福否定の構造

vi

無
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

専
門
家
と
い
え
ど
も
、
す
べ
て
専
門
家
の
立
場
で
発
言
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
理
論
の
根
幹
に
か
か
わ
る
部
分

で
は
、
専
門
家
の
中
の
非
専
門
家
が
い
つ
の
ま
に
か
顔
を
出
し
、
当
の
本
人
も
意
識
で
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
専
門

家
の
顔
を
し
て
発
言
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
象
は
、
心
が
関
係
す
る
領
域
で
、
特
に
際
立
っ

て
い
る
。
科
学
的
方
法
を
使
っ
て
得
ら
れ
た
、
客
観
的
な
観
察
事
実
か
ら
発
言
で
き
る
範
囲
に
自
ら
を
留
め
る
こ

と
が
で
き
ず
、
私
の
言
う
（
幸
福
に
対
す
る
）
抵
抗
の
た
め
、
そ
こ
に
む
り
や
り
個
人
的
〝
解
釈
〞
を
割
り
込
ま

せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
抵
抗
は
、
ほ
と
ん
ど
の
者
で
共
通
し
て
い
る
た
め
、
分
野
に
よ
っ
て
は
、
理
論
（
定

説
）
全
体
が
、
一
種
の
共
同
妄
想
と
化
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
基
本
的
骨
格
が
没
論
理
的
論
証
で
構
築
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
自
覚
を
完
全
に
欠
く
と
い
う
、
精
神
病
的
な
妄
想
と
同
じ
構
造
が
観
察
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

八
年
ほ
ど
前
に
刊
行
し
た
、
唯
物
論
の
幻
想
を
扱
っ
た
拙
著
（
笠
原
、
一
九
九
五
年
）
の
中
で
、
私
は
、
人
間

が
関
係
す
る
科
学
分
野
は
、
心
の
実
在
の
否
定
を
暗
黙
の
大
前
提
に
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い

た
。
そ
の
点
で
、
本
書
は
、
そ
の
続
編
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
前
著
で
は
、
人
間
の
隠
さ
れ
た
能
力
を
中
心
に
扱
っ

た
の
に
対
し
て
、
今
回
は
、
主
と
し
て
、
人
間
の
隠
さ
れ
た
人
格
的
側
面
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、

俎
上
に
載
せ
る
の
は
、
長
年
、
私
が
か
か
わ
っ
て
き
た
精
神
分
裂
病
の
原
因
論
に
対
す
る
専
門
家
の
姿
勢
で
あ
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
書
を
読
み
進
む
に
つ
れ
て
、
自
然
に
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
で
展
開
さ
れ
る
、
従
来
の 

〝
定
説
〞 

と
は
根
本
か
ら
異
な
る
主
張
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
論
が
出

さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
行
の
科
学
知
識
に
基
づ
い
て
批
判
を
行
な
う
前
に
、
本
書
の
主
張
の
妥
当
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性
を
、
各
人
に
可
能
な
範
囲
で
、
実
際
に
検
証
し
て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。
専
門
家
で
な
く
と
も
、
実
生

活
の
中
で
起
こ
る
現
象
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
本
書
で
紹
介
さ
れ
る
現
象
に
つ
い
て
、
本
書
で
提
示
さ
れ
る
方
法

に
従
っ
て
検
討
し
、
本
書
で
主
張
さ
れ
て
い
る
通
り
の
結
果
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
、
ぜ
ひ
と
も
見
極
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　

そ
の
こ
と
に
も
関
連
す
る
が
、
本
書
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
無
意
識
的
な
強
い
抵
抗
を
生
み
や
す
い
。
そ

の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
説
得
力
を
欠
く
こ
と
に
加
え
て
、
複
雑
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
何
度
読
ん
で
も
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
箇
所
が
、
随
所
に
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
部

分
を
繰
り
返
し
読
も
う
と
す
る
と
、
私
の
言
う
（
後
述
す
る
）
反
応
が
出
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
反
応
が

出
現
す
る
と
い
う
現
象
自
体
が
、
私
の
言
う
抵
抗
が
実
在
す
る
こ
と
の
裏
づ
け
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
反
応
が
起
こ
る
箇
所
に
こ
そ
、
重
要
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
本
書
の
存
在
意

義
が
理
解
し
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
綴
り
出
さ
れ
て
い
る
物
語
が
、
少
数
例
か
ら
私
が
強
引
に
引
き
出

し
た
机
上
の
空
論
で
あ
り
、
根
拠
を
欠
い
た
単
な
る
妄
想
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
私
が
主
張
す
る
よ
う

に
、
一
般
化
が
可
能
な
真
性
の
現
象
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
読
者
の
方
々
が
、
反
応
や
抵
抗
を
自
分
で
経
験
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
目
で
じ
か
に
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　

こ
こ
で
、
二
、三
の
お
断
り
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
は
、
本
書
は
専
門
書
で
は
な
い
た
め
、

本
来
な
ら
留
保
を
付
す
べ
き
と
こ
ろ
で
も
、
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
て
、
少
々
断
定
的
な
書
き
か
た
を
し
て
い
る

箇
所
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
、
論
証
や
説
明
が
不
十
分
な

箇
所
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
一
部
の
疾
患
、
特
に
精
神
分
裂
病
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
持
つ
人
た
ち
に
特
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有
の
性
格
傾
向
や
生
き
か
た
が
観
察
さ
れ
る
た
め
、 

そ
う
し
た
特
徴
を
、 

で
き
る
限
り
客
観
的
に
描
写
す
る
よ
う

努
め
た
が
、
そ
の
描
写
は
、
か
な
り
辛
辣
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
疾

患
を
持
つ
方
々
を
揶や
　
ゆ揄

し
た
い
た
め
で
も
な
け
れ
ば
、
批
判
し
た
い
た
め
で
も
な
い
。
何
よ
り
も
肝
心
な
の
は
、

政
治
的
な
思
惑
や
運
動
で
は
な
く
、
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
通
し
て
、
真
の

意
味
で
効
果
的
な
対
処
法
や
治
療
法
を
探
り
当
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
よ
り
精
密
な
観
察
事
実

を
正
確
に
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
書
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、
一
部
の
人

た
ち
の
観
察
か
ら
生
ま
れ
た
私
見
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
異
論
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
否
定
す
る
根
拠

を
明
示
し
た
う
え
で
反
論
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
切
に
願
う
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
従
来
の
治
療
者
・
被
治
療
者
関
係
と
は
多
少
な
り
と
も
異
な
る
、
い
わ
ば
共
同
研
究
者
的

な
立
場
か
ら
、
長
年
に
わ
た
っ
て
、
私
の
心
理
療
法
に
お
つ
き
合
い
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
深

く
感
謝
し
た
い
。
二
〇
年
以
上
に
な
る
数
名
を
筆
頭
に
、
一
〇
年
以
上
の
方
が
三
五
名
ほ
ど
に
も
な
る
、
ふ
つ
う

の
心
理
療
法
で
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
心
理
療
法
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
方
々

の
熱
意
が
な
か
っ
た
ら
、
私
の
治
療
理
論
で
あ
れ
人
間
観
で
あ
れ
、
進
展
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
ま
ち
が
い

な
い
。

　
　

二
〇
〇
三
年
一
二
月

笠
原
敏
雄


