
&
や
ゆ
£
荷
、
伊
必

第
十
六
巻
第
三
競
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
義
行

中
関
先
史
時
代
研
究
の

展

望

水

野

清

は

し

カミ

き

つ
ぎ
に
は
中
圏
内
部
の
、
し
か
し
か
ぎ
ら
れ
た
土
地
の
研
究
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

い
ま
で
は
中
圏
全
土
に
わ
た
る
大
規
模
な
研
究
が
く
り
ひ

つ
ぎ
に
は
少
敢
な
が
ら
中
国
人
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で

-1-

研
究
の
回
顧

中
園
の
先
史
時
代
研
究
は
、
ナ
で
に
宇
世
紀
を
こ
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
は
じ
め
は
中
園
周
溢
の
研
究
に
ナ
ぎ
・
な
か
っ
た
が
、

ろ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
研
究
者
も
、
最
初
は
み
ん
な
外
園
人
で
あ
フ
た
が
、

は
多
数
の
、

そ
れ
も
ひ
じ
よ
う
に
多
数
の
中
園
人
が
研
究
に
従
事
し

τい
る
。
中
閣
の
贋
大
な
土
地
で
、
多
数
の
中
園
皐
者
に
よ
っ
て
大
規
模

な
護
掘
が
展
開
さ
れ
、

め
や
J

ら
し
い
護
見
が
か
さ
ね
ら
れ
て
い
る
の
は
よ
ろ
と
ば
し
い
。
ま
こ
と
に
と
の
半
世
紀
聞
の
進
歩
は
絶
大
で
あ
る
。

そ
の
問
、

一
九
一
一
一
年
、
遼
寧
省
錦
西
沙
鍋
屯
と
河
南
省
澗
池
仰
詔
村
で
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
博
士
が
仰
詔
文
化
を
護
見
し
た
こ
と
と
、

一
九
三

O
J一
一
一
一
年
、
山
東
省
歴
城
龍
山
鎮
城
子
崖
で
中
央
研
究
院
が
龍
山
文
化
を
瑳
見
し
た
と
と
と
は
、
二
つ
の
劃
期
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
う

そ
の
背
後
に
は
諸
島
一
者
に
よ
る
股
周
文
化
の
研
究
が
あ
っ
た
。
殿
周
文
化
の
研
究
は
金
石
撃
者
古
代
史
皐
家
必
よ
ぴ
考
古
皐
者
た
ち
に

し
て
、
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よ
っ
て
、
た
え
夕
、
ナ
ナ
診
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
と
く

K
一
九
二
八
年
(
民
園
十
七
年
)
以
来
、
中
央
研
究
院
が
・
9
と
な
っ
た
安
陽
股
嘘
の
褒

掘
は
、
董
作
賓
氏
の
断
代
研
究
を
う
ん
で
面
白
を
一
新
し
た
。
中
国
の
先
史
時
代
研
究
は
、
股
周
文
化
を
出
震
馳
と
し
て
仰
詔
文
化
と
龍
山
文
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化
と
の
関
係
を
中
心

K
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
こ
と
は
、
現
在
で
も
ま
だ
そ
の
と
か
り
で
あ
る
。

研
究
の
現
献
し
か
し、

そ
れ
に
し
て
も
解
放
後
の
情
勢
は
、

ま
っ
た
く
事
情
が

一
山
捜
し
て
し
ま
っ
た
。
大
規
模
な
建
設
工
事
と
こ
れ
に
と

も
な
う
調
査
護
掘
が
、
夜
を
日
に
つ
い
で
あ
た
ら
し
い
事
賓
を
地
中
か
ら
掘
り
だ
し
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
新
事
賓
の
腫
接
に
い

と
ま
が
な
く、

い
さ
さ
か
呆
然
と
し
て
い
る
か
っ
こ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
れ
を
い
く
ら
か
整
理
し
よ
う
と
い
う
努
力
も
、
ナ
で
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
男
達
氏
の

『中
園
新
石
器
時
代
』
(
北
京
一
九
五
五
年
刊
)
は
、
論
文
を
あ
つ
め
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
と
も
、
中
園

新
石
器
時
代
の
大
綱
を
知
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
安
志
敏
氏
の
「
中
園
新
石
器
時
代
的
物
質
文
化」

(
文
物
参
考
資
料
、

一
九
五
五
|
八
、
四
一
-
|

格
柱
臣
氏
の

「古典
河
長
江
中
下
激
新
石
器
文
化
的
分
怖
輿
分
期
」
(
考
古
拳
報
、
一
九
五
七
ノ
二
、
七
|
一一一一良
)
と
は
、
新
設
見
の
事
{
震

を
盛
っ
て
い
る
の
で
重
費
で
あ
る
。
範
囲
は
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
が
、
ヰ
ア
換
章
氏
の

『
華
東
新
石
器
時
代
遣
社
』
(
上
海
一
九
五
五
年
刊
)
も
、
ま

四
九
頁
)
と
、

た
べ
つ
の
方
面
の
観
察
が
の
っ
て
い
る
か
ら
重
要
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
大
綱
を
つ
か
ん
だ
と
い
う
に
は
い
た
ら
ぬ
が
、

こ
う
い
う
も
の
を
手
引

~2~ 

き
に
し
て
、
中
園
先
史
時
代
の
研
究
を
紹
介
し
つ
フ
、

わ
た
く
し
の
か
ん
が
え
を
の
べ
て
み
た
い
。

主L、

苑

文

化

狩
猫
時
代

帝
J

達
氏
の

『中
国
新
石
器
時
代
』
(
北
京
一
九
五
五
年
刊
)
を
み
る
と
、
農
耕
生
活
の
仰
詔
文
化
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
漁
磁

生
活
の
文
化
を
か
ん
が
え

τい
る
。
東
北
、
搬
江
河
畔
の
田却
々
渓
遺
跡
は
、

そ
の
代
表
で
あ
る
。
野
禽
、
野
獣
の
骨
や
魚
骨
魚
鱗
の
堆
積
の
な

か
に
、
細
石
器
と
幼
稚
な
土
器
と
が
み
ら
れ
、
漁
磁
生
活
を
反
映
し
て
い
る
文
化
で
あ
る
。

ζ

の
読
は
、
中
園
先
史
時
代
を
無
反
省
に
仰
詔
文
化
か
ら
と
き
お
こ
し
た
段
階
よ
り

一
歩
前
進
し
た
こ
と
を
し
め
ナ
が
、

そ
れ
に
し
て
も
昂

田町
渓
先
史
文
化
は
年
代
的

K
か
な
ら
や
ノし
も
仰
詔
文
化
に
さ
き
だ
つ
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
二
千
キ
ロ
も
は
な
れ
た
こ
つ
の
文
化
を
た
だ

漁
磁
と
農
耕
と
の
劉
比

K
よ
フ
て
前
後
関
係
に
必
く
こ
と
は
穏
蛍
を
倣
く
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
も
っ
と
手
ち
か
な
と
こ
ろ
に
仰
詔

農
耕
文
化

K
さ
き
だ
つ
も
の
を
も
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



調
査
を
へ
て
確
買
に
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

さ
い
わ
い
、
こ
ん
ど
の
三
門
峡
ダ
ム
の
工
事
に
と
も
・
な
っ
て
、
そ
の
ふ
る
い
文
化
の
一
端

ア
ー
チ
ヤ

が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
一
九
五
五
年
と
五
六
年
の
普
遍
調
査
、
す
な
わ
ち
「
普
査
」
の
結
果

で
、
そ
の
あ
た
ら
し
く
護
見
さ
れ
た
文
化
は
、
沙
苑
文
化
の
名
で
よ
ば
れ
て
い
る
。
遺
跡
は

険
西
省
の
朝
邑
豚
と
大
嘉
際
の
あ
い
だ
に
ひ
る
が
る
砂
丘
地
帯
(
第
一
圃
)
で
、
十
六
ヵ
所
の

洛陽西安 問 遺 跡 回

散
布
地
が
み
つ
か
っ
た
。
な
に
よ
り
も
土
器
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

ひ
と
つ
の
特
徴

で
あ
る
。

そ
う
し
て
散
布
ナ
る
石
器
は
み
な
砺
硲
、
プ
リ
ン
ト
、
石
英
の
打
裂
石
器
で
、
い
わ

ゆ
る
細
石
器
で
あ
る
。
石
鎖
、
石

ι、
そ
れ
に
薄
片
の
石
盟
が
あ
り
、
そ
の
し
ん
に
あ
た
る

石
核
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
ま
っ
た

4
モ
ン
ゴ
ル
砂
丘
地
帯
に
み
る
細
石
器
文
化
に
似
て
い

る
。
砂
丘
に
馳
騎
ナ
る
灘
人
の
文
化
と
ナ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
た
だ
、
ち
が
っ
て
い
る
の
は

-3-

こ
こ
に
土
器
が
な
い
と
と
、
さ
ら
に
石
皿
、

石
棒
の
磨
砕
用
具
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

第一因

し、

ζ

れ
が
本
質
的
K
そ
う
で
あ
る
か
と
う
か
は
、
な
hs
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

な
に
ぷ
ん
、
遺
跡
が
砂
丘
の
散
布
地
で
は
、
共
存
開
係
を
確
認
す
る
ζ

と
は
、

困
難
な
し
と
と
で
あ
る
。

た
い
へ
ん
に

中
原
の
細
石
器
文
化

た
だ
護
見
者
の
い
う
ど
と
く
獣
骨
が
石
化
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

と
れ
を
中
石
器
時
代
と
か
、
新
石
器
時
代
の
初
頭

K
L
S
く
ζ

と
も
可
能
で
あ
る
。
土
器
を
と

も
な
わ
ぬ
の
も
偶
然
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ζ

と
は
、
み
な
今
後
の

い
ま
念
K
、
そ
の
歴
史
的
位
置
を
き
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
の
と
と
ろ
、
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仰
詔
農
耕
文
化
と
ち
が
っ
た
沙
苑
文
化
の
あ
ら
わ
れ
た
ζ

と
に
満
足
す
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
が
仰
詔
文
化
の
さ
か
え
た
黄
河
の
中

原
に
お
け
る
袈
見
で
あ
る
の
は
、
仰
詔
文
化
に
さ
さ
だ
っ
一
種
の
石
器
文
化
で
あ
る
こ
と
を
み
と
め
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
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ζ

の
沙
苑
文
化
が
細
石
器
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
仰
詔
文
化
と
も
連
系
ナ
る
し
、
ま
た
正
員
の
中
石
器
文
化
乃
至
蓄
石
器
晩
期
文
化
と
も

連
系
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
沙
苑
文
化
は
、

そ
の
中
間
的
性
質
を
し
め
ナ
も
の
と
し
て
、
将
来
の
開
明
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ω黄
河
水
郎
考
古
工
作
除
「
積
一例
三
門
峡
水
庫
考
古
調
査
簡
報
」
(
考
古
通
訊
、
一
九
五
六
ノ
五
)
、
二
四
頁
。

ニ

門

峡

ダ

ム

三
門
峡
ダ
ム
の
「
普
査
」
は
刻
々
と
ナ
ナ
ん
で
い
る
。

六
十
人
の
考
古
事
者
が
専
念
し
て
い

る
と
い
う
か
ら
、

h
g

し
て
知
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
園
科
挙
院
考
古
研
究
所
の
直
轄
の
事
業
で
あ
る
。
副
所
長
夏
需
氏
が
主
任
で
あ
り
、
こ
れ
が
補
佐
と
し
て
現
地
に
活
躍

屠
位
関
係

し
て
い
る
の
は
、

日
本
の
研
究
文
献
に
も
た
い
へ
ん
く
わ
し
い
安
志
敏
氏
で
あ
る
。

ダ
ム

の
た
め
に
水
中

K
埋
波
ナ
る
面
積
は
二
千
三
百
五
十
卒
方
同
だ
と
い
う
。
東
は
険
腕
、
西
は
潰
閥
、
清
水
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
臨
澄
ま

で
、
洛
河
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
は
朝
邑
、
大
嘉
に
か
よ
ぴ
、
黄
河
、
滞
水
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
永
済
、
臨
狩
、
部
陽
に
い
た
る
。
こ
の
間
の
「
普

査
」
で
六
十
九
の
仰
詔
遣
社
、
二
十
四
の
龍
山
遣
社
、
十
の
殿
代
遺
社
等
を
渡
見
し
た
。
各
地
で
仰
詔
文
化
と
龍
山
文
化
と
の
上
下
相
墨
の
閥

た
い

へ
ん
重
要
で
あ
る
。
仰
詔
文
化
が
は
や
い
と
か
、
龍
山
文
化
が
は
や
い

と
か
、
爾
者
が
東

- 4ー

係
も
み
と
め
ら
れ
た
と
い
う。

ζ

の
こ
と
は
、

西
に
針
立
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
た。

し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
夕
、

こ
の
天
下
の
中
心
、
黄
河
の
中
流
、
西
安、

洛
陽
の
中
聞
に
お
い
て
、
河
南
省
東
部
の
諸
遺
跡
と
hz
な
じ
よ
う
に
、
仰
詔
文
化
が
下
層
に
、
龍
山
文
化
が
上
層
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
や
ノな

に
よ
り
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

龍
山
文
化
の
名
栴
は
、
た
だ
こ
の
文
化
が
最
初
に
み
い
だ
さ
れ
た
山
東
省
歴
城
豚
龍
山
鎖
城
子
崖
の
名
に
よ
る
と
い
う
だ
け
の
ζ

と
で
あ
る
。

龍
山
文
化
と
い
う
名
稿
だ
か
ら
龍
山
遺
跡
が
も
っ
と
も
代
表
的
で
あ
り
、
純
粋
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
ナ
こ
し
も
な
い
。
ど
う
し
て
も
龍
山

文
化
の
名

K
こ
だ
わ
る
よ
う
な
ら
、

ζ

の
名
を
や
診
て
、
第
一
文
化

K
封
し
て
第
二
文
化
と
よ
ん
で
も
よ
い
。
そ
う
い
う
試
み
は
険
西
省
K
Lよ

い
て
蘇
乗
蹄
氏
に
よ
っ
て
恥
乙
な
わ
れ
て
い
る
。
仰
詔
遺
跡
だ
っ
て
、
仰
詔
文
物
と
龍
山
文
物
と
が
、
あ
の
よ
う
に
混
請
し
て
い
る
扶
態
で
は
、



か
な
ら
や
J

し
も
誼
嘗
な
代
表
遺
跡
と
は
い
え
な
い
。

何
韻
文
化
の
土
器
組
成
こ
の
地
域
内
で
最
大
の
仰
溜
遺
跡
は
華
陰
鯨
西
闘
で
あ
る
。
九
十
二
高
卒
方

m
に
か
よ
ぶ
と
い
う
。
し
か
し
、
い

ま
く
わ
し
い
報
告
の
あ
る
の
は
快
勝
南
関
附
近
、
廟
底
溝
の
遺
跡
(
第
一
圃
)
で
あ
る
。
と
れ
は
約
三
十
六
高
卒
方

m
の
遺
跡
で
、
そ
の
う
ち
二

千
四
百
四
十
八
卒
方

m
を
全
面
装
掘
し
た
。
ふ
か
さ
二

m
。
仰
詔
、
龍
山
、
東
周
の
層
が
相
か
さ
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
仰
詔
層
で
は
八
十

五
の
灰
坑
と
百
五
十
一
の
墓
葬
、
龍
山
層
で
は
三
個
の
友
坑
と
、

あ
さ
く
大
き
な
も
の
は
住
居
祉
で
る
ろ
う
。
た
だ
し
、
柱
孔
は
な
い
と
い
う
。

仰
詔
文
化
の
基
本
的
土
器
は

ω泥
質
の
紅
陶
で
、
倒
砂
質
の
粗
紅
陶
が
ζ

れ
に
つ
ぎ
、

ω泥
質
の
黒
陶
は
ナ
く
な
い
と
い
う
。

ζ

れ
で
、
仰

一
個
の
客
社
と
を
み
つ
け
た
。
八
十
五
の
友
坑
は
筈
も
あ
る
が
、
楕
固
形
で

詔
土
器
の
組
成
が
は
っ
き
り
し
た
と
訟
も
う
。
従
来
は
歩
い
ぶ
ん
あ
い
ま
い
で
、
友
陶
が
あ
る
と
い
う
読
ナ
ら
あ
っ
た
。
と
ん
と
、
わ
れ
わ
れ

が
見
皐
で
き
た
牢
披
の
仰
詔
土
器
も
、
主
任
の
石
輿
邦
氏
に
た
し
か
め
た
と
と
ろ
、
や
は
り
ζ

の
と
、絞
り
の
も
の
で
あ
フ
た
。
仰
詔
文
化
に
夜

陶
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
仰
詔
文
化
に
併
行
す
る
甘
粛
の
宇
山
文
化
で
も
、
モ
ン
ゴ
ル
の
赤
峰
第
一
文
化

で
も
紅
陶
の
ほ
か
は
砂
質
の
粗
陶
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
色
の
う
ナ
い
紅
陶
か
、
黒
褐
色
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
客
の
な
か
で
還
元
措

- 5ー

置
を
講
じ
た
灰
陶
で
は
な
い
。
た
だ
茨
色
と
い
う
ζ

と
ば
は
、
占
y
い
ぶ
ん
包
括
ナ
る
範
囲
が
ひ
ろ
い
。

こ
れ
は
茨
色
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

も
、
粗
陶
の
白
っ
ぽ
い
も
の
な
ら
、

け
っ
し
て
茨
色
で
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
そ
う
い
う
あ
い
ま
い
さ
で
、
中
園
で
も
、

わ
が
園
で
も
茨

陶
が
い
つ
の
時
期
に
も
る
る
よ
う
に
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
に
三
門
峡
ダ
ム
の
報
告
K
も
『
考
古
遁
訊
』

一
九
五
六
ノ
五
(
一
九
五
六
年
九
月

刊
、
五
頁
)
で
は
、
仰
詔
文
化
の
土
器
と
し
て
、

ω細
泥
紅
陶
、

ω砂
質
粗
紅
陶
、

ω泥
質
黒
陶
と
な
ら
ん
で
、

ω泥
質
友
陶
、
伺
砂
質
粗
茨
陶
'

を
主
と
な
ナ
と
か
い
て
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
特
殊
な
ば
あ
い
に
は
、

そ
う
い
う
こ
と
も
命
こ
ら
ぬ
と
は
い
え
な
い
か
ら
別
で
あ
る
が
、

一
般
的

に
は
や
は
り
『
考
古
遁
訊
』

一
九
五
七
ノ
四
(
一
九
五
七
年
七
月
刊
、
二
頁
)
の
記
述
が
た
だ
し
い
の
で
、

ζ

れ
は
中
園
の
考
古
皐
が
そ
れ
だ
け
進

歩
し
た
の
で
あ
る
。
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廟
底
溝
の
土
器

さ
て
、

こ
れ
ら
の
土
器
で
器
形
は
椀
、
鉢
(
盈
)
と
幡
、

そ
れ
に
小
口
尖
底
査
が
多
い
。
躍
は
査
の
一
種
で
あ
る
が
、

そ
れ
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こ
の
名
腕
を
借
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
か
ら
甑
、
鼎
、

務
蓋
、
器
蓋
が
る
J

、
「漏
斗

一
-
Y

あ
り
、

ほ
ど

口
の
し
ま
ら
な

い
七
の
を
・
さ
す
た
め
に
、

こ
ん
ど
は
じ
め
て
報
告
さ
れ
た
も
の
で
、

と
く
に
め
デ
ら
し

い
も
の
と
し
て
電
が
あ
る
。
陶
電
は
、

ζ 

れ
は
よ
う

や わ
く :う五
床 う閣

のの
7G ~ 

備 か
し ん
た て

}ζ 

1ぅ似
るた

も
の
、
通
風
口

は
大
き
く
、
内
部
に
一
一
一

つ
の
凸
起
が
あ
り
、
底

K
三
つ

の
ひ
く
い
足
が
あ
る
。

い
は
木
炭
の
使
用
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

彩
文
は
椀
、

鉢
に
ほ
と
こ
さ
れ
、
宜
、
慨
に
は
な
い
。

ζ

れ
こ
そ
甘
粛
以
外
の
彩
陶
に
共
通
す
る
特
色
で
あ
る。

黒
の
彩
色
を
主
と
し
、
紅

か
な
り
ひ
ろ
い
帯
欣
を
な
す
も
の
は
河
南
の
西
部
と
も
ち
が
う
と
い
う
。
白
色
と
紅
色
の
ス
リ
ッ
プ

色
は
す
く
な
い
。
渦
文
と
国
弧
文
な
と
、

(
陶
衣
)
が
あ
り
、
白
色
の
う
え
に
黒
で
カ
エ
ル
(
カ

エ
ル

と
い
う
よ
り
ガ
マ
、

も
し
く
は
カ
メ
)
を
か
い
た
も
の
が
め
ナ
ら
し
い
。
ガ
マ
、
あ
る

い
は
カ

メ
の
絡
は
甘
淵
馬
家
客
系
の
鉢
に
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
黒
色
土
器
の
僻
片

K
浮
彫
で
ヤ
モ
リ
(
壁
虎
)
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
あ
る
。
品
十

坂
の
彩
陶
に
は
人
面
と
魚
と
鹿
と
が
み
ら
れ
た。

魚
と
鹿
と
は
、
ど
ち
ら
も
主
た
る
食
料
資
源
で
あ
っ
た
か
ら
、
常
然
で
あ
ろ
う
が
、
ガ
マ

と

ヤ
モ
リ
は
ど
う
い
う
関
心
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
(
第
二
岡
)

彩
文
の
ほ
か
に
は
器
面
調
整
と
し
て
撚
糸
文
の
よ
う
な
印
文
(
細
縄
文
)
を
み
る
。

ζ

れ
は
主
と
し
て
小
口

- 6ー

r~鯨廟底務彩陶ーガマ
(考古遁訊.1957-4) 

尖
底
賓
と
慨
に
ほ
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
字
放
に
も
ふ
つ
う
に
み
る
が
、
土
亦
峰
良
質
土
探
の
こ
ま
か
い
弧
線
文

と
も
外
見
だ
け
は
よ
く
似
て
い
る
。

な
か
土
製
品
と
し
て
は
腕
輪
の
陶
獲
が
多
い
。
あ
る
い
は
陶
釧
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ

れ
に
紡
錘
車
(
紡
輸
)
も
あ
り
、

ま
た
陶
片
を
加
工
し
た
陶
万
も
あ
り
、
ま
た
陶
製
の
彊
丸
も
あ
る
。
石
器
は

石
斧
と
石
撃
、

そ
れ
に
皐
孔
石
刀
(
石
庖
丁
)
と
揮
丸
が
あ
る
。

第二閲

龍
山
文
化
と
灰
陶

つ
ぎ
は
龍
山
文
化
で
あ
る
が
、
ま
や
J

そ
の
基
本
の
土
器
で
あ
る
。
さ
き
の
一
般
報
告

で
は

ω細
泥
黒
陶
と
倒
泥
質
茨
陶
に
伺
爽
砂
粗
茨
陶
だ
と
い
い
、
あ
と
の
険
牒
報
告
で
は
こ
の
ほ
か
に

ω泥

質
紅
陶
と
紛
爽
砂
粗
紅
陶
と
を
く
わ
え
て
い
る
。
ζ

れ
も
あ
と
の
方
の
報
告
が
正
確
だ
と
訟
も
う
。
龍
山
文



化
に
紅
陶
を
と
も
な
う
こ
と
は
畿
の
色
彩
を
想
起
し
た
だ
け
で
も
う
な
ナ
か
れ
る
。
た
だ
龍
山
文
化
の
黒
陶
、
紅
胸
以
外
を
茨
陶
の
名
で
よ
ぷ

ζ

と
に
は
若
干
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
還
元
燭
縛
化
を
充
分
ik
意
識
し
て
お
こ
な
っ
た
茨
陶
か
ど
ラ
か
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
茨
陶
を
う

い
っ
と
き
酸
化
で
た
き
あ
げ
た
客
を
急
に
冷
却
す
る
と
か
、
水
蒸
気
を
訟
く
る
と
か

L
T
、
客
の
な
か
を
還
元
状
態
に
し
な
け

る
た
め
に
は
、

と
れ
が
土
器
を
焼
き
し
め
る
秘
訣
で
あ
り
、
友
陶
を
う
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
は
た
し
て
そ
う
い
う
友
陶
で
あ
る
か
ど
う
か
と

い
う
と
と
を
た
し
か
ゆ
て
ほ
し
い
。
わ
た
く
し
の
、
ま
や
ノ
し
い
見
聞
で
は
、
龍
山
文
化
に
お
い
て
黒
陶
と
「
茨
陶
」
と
の
さ
か
い
は
不
安
定
で

あ
る
。
の
み
な
ら
歩
、
紅
陶
と
の
さ
か
い
さ
え
不
安
定
の
よ
う
に
b
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
さ
い
色
彩
は
あ
ま
り
問
題
に
せ
歩
、

ω黒

ア
ン
フ
オ
ラ

陶
以
外
に

ω双
耳
耀
を
ふ
く
む
泥
陶
と
同
高
を
ふ
く
な
粗
陶
と
を
分
類
ナ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

模
製
と
輪
製
と
こ
ろ
が
、
と
の
つ
く
り
か
た
に
つ
い
て
も
、
さ
き
の
報
告
は
手
制
と
模
制
が
主
で
、
輪
制
が
ナ
ζ

し
く
あ
る
と
い
う
に
封

し、

あ
と
の
報
告
で
は
手
製
を
主
と
し
、
輪
製
の
明
謹
あ
る
も
の
を
み
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

ζ

れ
も
あ
と
の
方
が
た
だ
し
い
。
模
制
を
型
制

れ
ば
な
'ら
な
い
。

告
に
は
、
仰
詔
陶
に
つ
い
て
も
手
制
を
主
と
し
一
部
に
模
制
を
採
用
す
る
と
い
っ
て
い
る
が
、

わ
た
く
し
の
み
る
と
と
ろ
で
は
、
み
な
ま
き
あ

- 7 ー

と
す
れ
ば
、
あ
き
ら
か
に
ま
ち
が
い
で
あ
っ
た
し
、
印
文
と
す
れ
ば
手
制
と
模
制
と
は
一
つ
の
技
法
で
あ
っ
て
二
つ
の
技
法
で
は
な
い
。
前
報

げ
法
で
あ
る
か
ら
手
制
で
あ
る
。
内
外
か
ら
き
っ
く
た
た
い
て
接
着
を
密
に
ナ
る
か
ら
、

ど
う
し
て
も
印
文
が
の
こ
る
よ
う
な
と
と
に
な
る
。

も
し
こ
れ
を
模
制
と
い
え
ば
、
手
制
に
し
て
模
制
な
の
だ
。

そ
し
て
そ
の
あ
と
で
て
い
ね
い
に
印
文
を
け
し
た
の
が
彩
陶
で
あ
る
。
こ
れ
以
外

K
方
法
は
な
い
と
訟
も
う
。器

形
は
属
卒
足
の
鼎
、
そ
れ
か
ら
園
筒
形
の
篭
が
あ
る
。
陶
竃
は
底
な
く
、
大
口
が
あ
い
て
、
上
部
に
園
孔
が
三
つ
あ

附川町

る
。
典
型
的
な
輪
制
の
黒
陶
を
み
や
ノ
、
保
管
文
と
縄
滞
文
が
主
で
、
方
格
文
は
ま
れ
で
あ
る
。
母
が
多
く
、
一
局
が
ナ
く
な
い
と
い
う
。
し
た
が

っ
て
河
南
西
部
の
龍
山
文
化
と
も
ち
が
う
。
し
か
し
、
も
こ
の
廟
底
溝
に
掛
ナ
る
三
里
橋
の
遺
跡
は
河
南
西
部
の
龍
山
文
化
に
か
な
じ
だ
か
ら
、

と
の
廟
底
溝
の
様
相
は
龍
山
文
化
の
早
期
を
し
め
ナ
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
Q

ζ

の
貼
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

廟
底
溝
龍
山
居
の
石
器
は
ナ
く
な
い
。
石
撃
が
あ
り
、
長
方
形
車
孔
石
万
吋
半
月
形
隻
孔
石
万
、
三
角
形
扇
卒
石
鎖
が
あ
る
。
骨
銀
、
骨
錐
、

廟
底
溝
と
三
里
橋
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拙
叶
万
が
あ
る
。

客
の
惇
続

客
祉
は
土
地
を
掘
り
、
ナ
さ
い

り
の
粘
土
を
ぬ
っ
た
丸
客
で
あ
る
。
焼
成
室
(
火
雄
)
と
下
室
(
気
口
)
に
わ
か
れ
、
気
道
は
八
つ

そ
の
う
え
が
焼
成
室
で
あ
る
。
こ
れ
は
温
水
流
域
の

に
わ
か
れ
て
す
す
み
、

そ
の
う
え
に
客
箪
が
あ
る
。

客
箪
に
は
二
十
二
の
無
限
が
あ
り
、

龍
山
文
化
の
客
、
そ
れ
か
ら
宇
坂
や
鄭
州
林
山
砦
の
仰
詔
文
化
の
客
に
も
よ
く
似
て
い
る
。
さ
ら
に
洛
陽
孫
旗
屯
、
鄭
州
蛇
塔
王
の
股
代
客
、

ま
た
洛
陽
澗
東
の
東
周
客
に
も
一
貫
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
客
に
は
仰
詔
、
龍
山
、
股
周
文
化
を
遁
じ
た
一
貫
し
た
護
展
が
た
と
ら

れ
、
そ
の
あ
い
だ
の
漣
績
性
が
痛
感
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、

い
や
ノ
れ
に
し
て
も
、

ζ

の
三
門
峡
ダ
ム
の
東
端
に
ち
か
い
険
豚
廟
底
溝
の
仰
詔
、
龍
山
南
文
化
は
、
河
南
西
部
よ
り
も
呂
田
南
、
供

西
の
文
化
に
ち
か
い
と
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

一昨は

ω黄
河
水
庫
考
古
工
作
除
「
世
古
川
三
門
峡
水
廊
考
古
調
査
簡
報
」
(
考
古
遜
訊
、

一
九
五
六
ノ

五)。

仙
刷
蘇
乗
碕
、
呉
汝
一昨
「
西
安
附
近
古
文
化
池
存
的
類
型
分
布
」
(
考
古
通
訊
、

一
九
五
六
ノ
-
一
)
。

例
措
円
相
川
水
廊
考
古
工
作
除
「
一
九
五
六
年
秋
河
南
険
豚
渡
槻
簡
報
」
(
考
古
逝

訊
、
一
九
五
七
ノ
四
)
。

宇
披
と
険
西
三
期

牟
壌
の
住
居
祉

ω』・の
・〉ロ門凶常
的
由
。
ロ
川
河
8
2冷
宮
崎
室
町
ロ
志
向
、
ミ
p
a
H
S
U
D
¥
h
p町
内

F
S
S同

(
宮
口
凹
巾
ロ

5

0同
町
民
何
回
印
同
町
門
口
〉
ロ

Z
A
E
Z
2
・
回
三
-
2
Z
Z
0・
H
m
)
u

g
D
n
r
v
c
-
B
5
8
.
立・

5
ω
1
H
.

伺
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
博
土
の

σ
g
W
2
沼
田
匂
昨

Z
E
に
あ
た
る
が
、
鐙
そ
の
も
の

に
は
閥
係
が
な
い
の
だ
か
ら
依
鑑
女
の
方
が
よ
い
。
わ
が
園
の
後
痕
女
に
似

る
が
、
そ
れ
は
綴
痕
で
印
文
で
は
な
い
。

- 8ー

ぅ
。
遺
跡
は
鑓
水
東
岸
の
ひ
く
い
丘
陵
上
に
あ
り
、

一
九
五
二
年
、

し
か
も
、
も
っ
と
も
重
要
な
仰
詔
遺
跡
と
い
え
ば
、
西
安
の
牢
坂
(
第
一
圃
)
で
あ
ろ

一
九
五
三
年

三
門
峡
ダ
ム
に
も
っ
と
も
ち
か
く
、

十
月
、

一
九
五
四
年
九
J
十
二
月
、

一
九
五
五
年
七
J
九
月
、
十
J
十
二
月
と
護
掘
が
つ
づ
け
ら
れ
た
。
今
日
で
は
、

は
他
に
う
つ
さ
れ
、
も
つ
は
ら
ζ

の
遺
跡
を
ま
も
る
博
物
館
に
な
っ
て
い
る
。
廓
内
に
は
陳
列
館
、
工
作
房
、
客
房
、
宿
房
の
い
く
棟
か
が
で

つ
い
に
護
電
廠
の
建
設

西
安
の
第
二
護
電
廠
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
護
見
さ
れ
た
。



き
、
そ
の
な
か
で
悠
々
と
褒
掘
調
査
を
つ
づ
け

τい
る
。
や
は
り
考
古
研
究
所
の
西
安
考
古
研
究
室
に
麗
し
、
日
本
語
の
た
っ
し
ゃ
な
石
輿
邦

氏
が
主
任
で
あ
る
o

p

-

，

自

両
氏
の
報

h
kよ
る
と
、
丘
は
附
近
よ
り
七
、
八

m
た
か
い
。
南
北
約
二
百
円
東
西
約
百
五
十
円
遺
跡
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
全
域
に
わ
た
る
。

東
北
部
に
漢
代
の
文
化
が
あ
り
、
中
央
部
に
ふ
か
く
ほ
り
と
ん
だ
職
園
時
代
の
基
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長
坑
が
あ
る
ほ
か
、
全
部
が
仰
留
期
の
士
一
化
屠
で
あ
る
均
一
ぃ一
、
主
十

m
の
表
面
耕
土
を

怖
の
ぞ
く
と
、
そ
の
し
た
は
仰
龍
一
暦
が
五
、
六
十
叩
あ
り
、
あ
と
は
黄
土
の
地
山
で
あ

由
る
。
い
ま
ま
で
に
震
掘
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
西
北
の
住
地
と
、
そ
の
北
方
、
む
か
し
の
溝

H

F
 

院

を

ζ

え
た
葬
地
と
で
あ
る
。
一
一
一
十
戸
以
上
の
住
居
が
護
見
さ
れ
、
約
百
三
十
個
の
墓

一
葬
が
み
い
だ
さ
れ
て
い
る

0
2住
居
祉
の
中
央
に
護
見
さ
れ
た
大
住
居
は
東
西
一
一

，
一

中

十
、
南
北
十
二

m
bヤ
の
長
方
形
で
二

m
く
ら
い
あ
つ
い
壁
を
め
ぐ
ら
し
、
な
か
に
六

9

本
の
柱
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
柱
径
約
五
十

m
。
ζ

れ
は
集
舎
所
の
ど
と
き
も
の
だ
と
一

い
う
。
ふ
つ
う
の
家
屋
に
は
四
漣
形
と
固
形
と
が
あ
る
。
四
造
形
は
四

m
k
六

m
く

ら
い
の
長
方
形
で
、
一

m
か
ら
五
十
叩
く
ら
い
ふ
か
く
掘
っ
て
い
る
。
ま
わ
り
に
二

半披住居祉

m
か
ら
十

m
ば
か
り
の
壁
が
ぬ
っ
て
あ
り
、
隅
ま
る
で
あ
る
?
柱
は
・
な
か
に
-
本
と

か
四
本
あ
っ
た
が
、
屋
根
山
似
た
る
き
を
四
方
の
地
上
に
ふ
き
必
ζ

し
、
す
さ
い
り
の

土
を
か
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
出
入
口
は
せ
ま
く
、

や
っ
と
一
人
が
と
必
れ
る
く
ら

い
の
も
の
が
掘
つ
で
あ
る
。
圃
形
の
も
の
に
は
、

と
れ
と
訟
な
じ
く
竪
穴
式
の
幽
構
造

に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
周
壁
に
は
ほ
そ
い
柱
を
た
く
さ
ん
ぬ
一り
と
ゆ

て
い
る
。
竪
穴
で
な
い
、
地
主
式
の
固
形
家
屋
は
直
径
五

m
く
ら
い
。
ま
わ
り
の
壁
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に
ぬ
り
こ
め
た
小
柱
は
六
、

七
十
本
あ
る
。
壁
の
あ
っ
さ
は
五
J
十

m
。
屋
恨
は
周
壁
に
た
る
さ
を
な
ら
ベ
、
ナ
さ
い
り
の
土
を
か
い
た
も
の
、

A
オ

ち
ょ
っ
と
モ
ン
ゴ
ル
包
に
似
た
構
造
で
あ
る
。
内
部
は
二
本
か
六
本
の
柱
、
纏
が
あ
り
、
壇
の
左
右
に
は
し
き
り
が
あ
る
。
(
第
三
園
)

米
の
栽
培

直
径
一

m
、

家
の
ま
わ
り
に
は
か
な
ら
ヂ
若
干
の
客
が
あ
る
。
こ
れ
に
も
方
圃
二
形
式
が
あ
る
が
、

断
面
は
口
が
し
ま
っ
て
袋
欣
を
な
し、

の
ち
に
は
も
っ
と
大
き
な
の
も
あ
る
。
筈
の
用
途
は
も
っ
ぱ
ら
穀
物
の
貯
蔵
用
で
あ
っ
た
と
か
も
う
。

た
か
さ
一

m
く
ら
い
、

そ
れ

K
も
が
か
わ
ら
歩
、
華
北
K こ

こ
で
は
粟
が
設
見
さ
れ
た
が
、
河
南
溜
池
鯨
仰
詔
遺
跡
で
米
が
渡
見
さ
れ
た
と
と
は
有
名
な
事
質
で
あ
る
。

-
な
か
に
は
陸
橋
か
と
う
た
が
う
人
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
量
的
に
は
莱
の
方
が
う
え
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ

か
け
る
米
の
栽
暗
に
疑
問
を
も
ち
、

が
、
稲
米
の
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
古
文
献
に
も
顕
著
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
今
日
の
華
北
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
泉
源
栽
培
を
か
ん
が
え
れ

ば
、
用
水
上
ナ
ζ

し
も
無
理
は
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
石
輿
邦
氏
が
か
い
た
澄
水
流
域
の
現
跡
は
大
い
に
参
考
ナ
る
に
足
る
。
す
な
わ
ち
、
南
の
か
た
秦
嶺
に
護
し
た
謹
水
は
謹
陥

そ
の
う
ち
謹
陥
口

か
ら
五
楼
に
い
た
る
二

-10ー

口
を
で
て
険
西
の
黄
土
高
原
を
北
流
し
、
小
玉
村
で
清
河
に
は
い
る
ま
で
全
長
約
八
十
華
里
あ
る
。

第四間 半坂苦手陶ー魚女

(考古通訊.1956-2) 

十
翠
里
は
叢
林
草
地、

つ
い
で
水
稲
田
に
な
る
。
五
機
か
ら
闘
門
銀
に
い
た
る
三
十
華
里
は
「
地
勢
較
高
、
土
地
肥
美
」
、

「周
代
的
盟
錦
南
京
」
の
地
、

ま
た
先
史
遺
跡
も
多
い
が
、

い
ま
は
褒
畑
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
清
河
に
は
い
る
、
あ
と

の
三
十
筆
里
は
清
水
氾
濫
の
蹴
灘
低
地
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
定
の
地
域
に
は
充
分
に
水
稲
が
栽
情
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
む
か
し
、
牟
城
人
が
樺
水
を
利
用
し
て
水
田
を
つ
く
る
こ
と
は
結
構
あ
り
う
る
ζ

と
で
あ
る
。

家
畜
と
狩
猫

か
れ
ら
の
生
産
道
具
と
な
っ
た
も
の
は
石
斧
、

石
鋳
、

石
万
、
陶
万
で
あ
っ
た
。
た
だ

そ
う
し
て
、

土
掘
り
道
具
が
な
に
で
あ
っ
た
か
が
あ
き
ら
か
で
な
い
。
農
耕
以
外
に
家
畜
が
る
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
豚

と
犬
と
が
飼
育
さ
れ
た
。
家
畜
の
木
柵
か
と
訟
も
わ
れ
る
固
形
に
な
ら
ん
だ
ほ
そ
い
柱
穴
も
あ
っ
た
。

狩
磁
道
具
に
は
弓
矢
と
投
槍
が
あ
り
、
鍛
は
獣
骨
が
主
と
し
て
つ
か
わ
れ
た
。
ま
た
漁
機
用
と
し
て
骨
角
製
の
釣
鈎

が
あ
り
、
話
が
あ
り
、
魚
網
用
の
鍾
石
も
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
生
業
を
象
徴
ナ
る
か
の
ど
と
く
、
彩
陶
の
な
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か
に
シ
カ
と
魚
(
第
四
圃
)
の
み
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
ふ
か
い
。

公
・
壌
の
墓
葬

小
見
を
ほ
う
む
っ
た
聾
棺
は
、

し
ば
し
ば
家
の
ま
わ
り
で
護
一
見
さ
れ
、

そ

(考古遜訊.1956-2) 

一
人
ま
え
に
な
っ
て
い
な
い
小
見
た
ち
は
、
喪
葬
に

お
い
て
も
)
成
人
だ
け
の
あ
っ
か
い
を
う
け
・
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
成
人
た
ち
の
葬
地
は

溝
を
ζ

え
た
丘
陵
の
北
端
に
あ
っ
た
。
長
方
形
の
坑
を
掘
っ
て
西
方
に
頭
し
て
仰
臥
伸
展
の

形
式
で
ほ
う
む
ら
れ
た
。
副
葬
品
と
し
て
は
、
き
ま
っ
て
粗
陶
の
耀
や
細
泥
の
陶
鉢
や
小
口

の
数
は
五
十
以
上
に
か
よ
ん
で
い
る
。

尖
底
査
が
み
ら
れ
た
。
仰
臥
の
ほ
か
に
、
う
つ
ぶ
せ
に
ほ
う
む
っ
た
術
身
葬
も
十
五
例
あ
っ

た
し
、
二
人
合
葬
、
四
人
合
葬
の
二
次
的
な
も
の
も
、

そ
れ
ぞ
れ
一
例
ナ
つ
あ
っ
た
。

一仰詔一

そ
れ
は
快
鯨
廟
底
溝
の

龍
山
文
化
の
客
と
か
念
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
。
土
器
は
さ
き
に
も
い
っ
清
ど
と
く
、

ω

泥
質
の
紅
陶
と

ω粗
質
の
紅
陶
と
倒
泥
質
の
黒
陶
と
で
あ
っ
た
。
泥
質
の
紅
陶
の
椀
や
鉢
に

-11ー

土
器
を
峰
閃
い
た
客
も
五
、
六
個
み
い
だ
さ
れ
た
。

半
壊
の
土
器

11::. 

'¥.J7 
E三三ヨフ''-lミ

文

は
彩
色
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
直
線
的
な
幾
何
皐
文
で
あ
る
。
西
安
西
部
の
魚
化
案

の
彩
陶
は
こ
れ
と
が
な
じ
で
あ
る
が
、
べ
つ
に
浬
河
上
流
の
五
楼
の
よ
う
な
渦
文
を
も
っ
て

い
る
。
渦
文
の
な
い
こ
と
は
、
半
坂
が
、
仰
詔
文
化
の
う
ち
、
は
や
い
も
の
で
な
い
こ
と
を

し
め
す
よ
う
に
お
も
う
。
小
口
尖
底
壷
の
口
づ
く
り
も
、
安
志
敏
氏
が
あ
げ
た
九
種
の
う
ち

西侠第五園

こ
こ
の
も
の
は
撚
糸
文
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、

で
は
中
期
の
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、

篠
箪
文
で
な
い
離
が
、

ひ
ら
い
た
口
で
な
い
こ
と
と
と
も
に
、
晩
期
と
し
に
く
い
よ
う
で
あ

る
。
白
い
ス
リ
ッ
プ
を
つ
け
た
彩
陶
も
あ
っ
て
、
河
南
と
の
類
似
と
も
い
え
る
が
、
爪
形
文

(
錐
刺
文
)
の
ど
と
き
は
魚
化
案
な
ど
に
み
る
特
色
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
陶
釧
は
多
い
。
玉
製
の
耳
飾
も
あ
り
、
小
玉
を
数
珠
の
よ
う
に
つ
な

い
だ
も
の
も
あ
っ
た
。
孔
を
あ
け
た
貝
殻
、
獣
の
Z
A
、
骨
の
鉾
な
と
、

た
く
み
に
つ

(考古iJ!i訊.1956-2) 

く
ら
れ
た
装
飾
品
も
す
く
な
く
な
い
。

開
瑞
駐
の
三
文
化

ζ

の
牢
披
に
似
た
遺
跡
は
、
滋
河
、
温
河
地
域
で
約
二
十
一

ヵ
所
設
見
さ
れ
て
い

る
。
米
家
崖
、
魚
化
菜
、
開
瑞
荘
(
客
省
荘
)
、
五
機
な
ど
で
あ

る
。
蘇
乗
踊
氏
は
と
れ
を
文
化

一
(
第
五
回
)
と
し
、

仰
詔
文
化
の
名
で
よ
ん
で

い

る。

ζ

れ
に
封
し
文
化
二
(
第
六
圃
)
は
開
瑞
荘
、
河
底
村
な
と
六
力
所
で
、
龍
山
文

一緒山一

化
の
名
を
あ
た
え
る
の
を
ひ
か
え
て
い
る
。

つ
ぎ
の
文
化
三
は
周
文
化
で
、

そ
の
遺

跡
は
九
ヵ
所
あ
る
。
し
か
し
、
べ

つ
K
般
代
併
行
の
遺
跡
は
三
門
峡
ダ
ム
地
域
に
十

ヵ
所
以
ム
麓
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
股
周
文
化
(
第
七
圃
)
と
よ
ん
で
も
よ
い

-12 -

化

で
あ
ろ
う
。

文西

文
化
二
は

ω砂
質
双

ア
今
オ
ラ

(
紅
)
陶
、
倒
泥
質
黒
(
茨
、
紅
)
陶
が
あ
り
、
離
、
高
、
同
年
、
雄
、
双
耳
幡
、
盤
な
と

ま
っ
た
く
龍
山
文
化
で
あ

蘇
乗
靖
氏
の
態
度
は
ナ
ζ

ぷ
る
慎
重
で
あ
る
。

し
か
し
、

の
器
形
が
あ
り
、

方
格
文
の
印
文
が
あ
り
、

E民

保
管
文
、

る
。
と
く
に
開
瑞
荘
で
は
、
り
っ
ぱ
な
薄
手
黒
陶
の
三
足
重
が
あ
り
、
禽
さ
へ
あ
る
。

ア
ン
フ
オ
ラ

そ
れ
に
甘
繭
の
鰍
門
家
文
化
に
も
比
す
べ
き
双
耳
慨
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
開
瑞
荘

の
遺
跡
で
は
、
こ
の
三
種
の
文
化
が
相
つ
い
で

の
こ
し
た
荻
坑
、

基
坑
が
相
接
し
て

第六岡

そ
の
前
後
関
係
が
明
瞭
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仰
詔
文
化

の
圃
底
灰
坑
を
き
っ
て
、
龍
山
文
化
の
卒
底
灰
坑
が
つ
く
ら
れ
、

ζ

れ
ら
二
つ
の
夜

あ
ら
わ
れ
、
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坑
を
切
っ
て
周
代
の
墓
坑
が
い
と
な
ま
れ

τい
る
。

(考古遁訊.1956-2) 

清
水
上
流
さ
ら
に
滑
水
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
事
厭
、
武
功
、
扶
風
、
栴
邑
、
邪
瞬
、
岐

山
に
仰
留
遺
跡
が
あ
る
。
賓
鶏
豚
闘
鶏
蓋
の
遺
跡
は
は
や
く
よ
り
有
名
で
あ
っ
た
が
、
新
石

器
時
代
の
早
規
ど
い
う
よ
り
、
仰
寵
文
化
と
龍
山
文
化
と
の
遺
跡
で
あ
る
。
甘
粛
省
に
は
い

っ
て
も
、
清
水
流
域
の
天
水
、
清
水
、
膿
勝
に
は
険
西
ふ
う
の
仰
詔
遺
跡
が
あ
る
。

鳳
鯨
郭
家
湾
下
居

一と
こ
ろ
が
、
分
布
の
う
え
で
と
く
に
重
要
な
遺
跡
は
秦
嶺
の
南
で
、

甘
粛
省
に
ち
か
い
鳳
鯨
龍
口
村
郭
家
湾
の
遺
跡
で
あ
ろ
う
。

ζ

れ
は
四
川
省
を
な
が
れ
る
嘉

一段周一

陵
江
の
上
源
に
あ
た
り
、
南
北
の
二
丘
よ
り
な
る
。
北
丘
は
約
四
高
四
千
卒
方

m
、
南
丘
は

約
二
高
五
千
卒
方

m
あ
る
。
川
険
公
路
の
開
通
に
あ
た
り
、
東
西
に
分
断
さ
れ
た
。
い
ま
東

丘
、
西
丘
と
よ
ぶ
の
は
、
南
丘
一の
東
西
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
四
月
よ
り
七
月
に
か
け
て
、

タ
ン
ア
ア
ン

侠
西
省
文
化
管
理
委
員
曾
工
作
組
が
十
個
の
「
探
方
」
、
七
百
卒
方

m
の
護
掘
を
し
た
。
と
れ

に
よ
っ
て
茨
坑
二
十
三
、
柱
孔
九
、
客
桂
三
を
裂
見
し
た
。

-13 -

化文商

南
丘
に
は
上
下
の
二
層
が
あ
り
、
北
丘
に
は
南
丘
の
下
層
に
あ
た
る
一
一
層
が
あ
る
。
下
居

の
土
器
は

ω粗
紅
陶
、

ω泥
質
紅
陶
、
制
泥
質
里
山
友
陶
で
、
ほ
か
に
陶
釧
四
、
陶
球
一
、
紡

輪
一
四
、
陶
万
一
が
あ
っ
た
。
椀
鉢
の
容
器
は
も
と
よ
り
多
く
、
小
口
尖
底
査
も
あ
る
が
、

侠第七圏

鼎
足
は
ナ
く
な
く
、
僚
監
文
も
な
い
と
い
う
。
彩
陶
は
わ
歩
か
に
十
二
片
、
黒
と
紫
色
の
か

し
ん
た
ん
な
卒
行
線
、
斜
格
子
文
で
あ
る
。
白
色
の
ス
リ
ッ
プ
が
な
い
と
ζ

ろ
を
み
る
と
非
河

南
的
と
い
え
よ
う
か
。
べ
つ
に
朱
彩
の
卒
行
線
を
も
っ
た
黒
茨
陶
が
あ
る
。

石
器
は
五
百
冊
問
。
石
刀
は
左
右
を
う
ち
か
い
た
剥
片
石
万
が
百
貼
、
単
孔
、
双
孔
の
石
万
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な
ど
が
七
十
八
黙
。
石
斧
は
八
十
融
、
石
盤
二
十
二
黙
、
石
鋳
十
勲
、
網
錘
百
七
十

六
縦
、
磨
石
鉱
十
三
駐
な
ど
。
骨
角
器
も
若
干
あ
る
が
、
貝
製
品
は
す
く
な
い
。

(文物審考資料.1956-2) 

茨
坑
は
上
層
に
も
あ
り
、
下
層
に
も
あ
る
が
、
客
桂
三
は
下
層
に
麗
し
、
地
中
に

も
う
け
ら
れ
た
丸
客
で
あ
る
。
下
室
か
ら
気
道
三
僚
を
遜
じ
た
だ
け
の
も
の
と
、
焼

成
室
と
の
あ
い
だ
に
監
を
も
う
け
た
も
の
と
が
あ
る
。

鳳
螺
郭
家
漕
上
唐
上
層
は
紅
陶
と
荻
陶
だ
が
、
茨
陶
が
大
部
分
を
し
め
、
縄
育

文
が
あ
り
、
輪
製
が
多
い
。
躍
、
鉢
、
一
品
、
一
二
足
器
、
卒
底
器
が
あ
り
、
馬
鞍
形
の

口
を
も
っ
た
双
耳
雄
、

そ
れ
か
ら
尖
底
の
慨
が
あ
る
。
馬
鞍
形
の
双
耳
幡
は
ま
っ
た

鳳豚郭家鴻彩陶等図

く
甘
粛
寺
窪
文
化
の
特
徴
に
一
致
ナ
る
。
骨
角
器
も
あ
る
が
、
注
意
を
ひ
く
の
は
東

丘
か
ら
で
た
九
片
の
卜
骨
で
あ
る
。
文
字
は
な
い
。
灼
だ
け
の
も
の
、
績
を
く
わ
え
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た
も
の
、
鎖
、
撃
、
灼
を
か
ね
そ
な
え
た
も
の
が
あ
る
。

上
層
で
は
墓
葬
五
例
を
諜
掘
し
た
。

一
一
は
屈
葬
、
二
は
瓦
一
品
葬
、
こ
は
瓦
縫
葬
と

い
う
。
瓦
一
局
、
瓦
鰹
葬
は
み
な
小
児
謹
棺
で
あ
る
。

こ
う
み
る
と
、
下
層
は
ほ
ぼ
仰
詔
文
化
の
系
統
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
彩
陶

の
ナ
く
な
い
と
ζ

ろ
を
み
る
と
末
期
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
少
数
な
が
ら
、
刻

第八聞

線
の
格
子
文
、
櫛
目
文
(
箆
文
)
の
あ
る
の
は
斉
家
文
化
と
の
連
開
を
し
め
ナ
も
の

で
あ
る
。
上
層
文
化
は
ト
骨
の
存
在
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
股
周
併
行
の
文
化
三
、
あ

る
い
は
甘
粛
の
辛
居
期
に
庫
、
ヂ
る
も
の
と
訟
も
わ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
の
高
を
み

る
と
足
が
す
ζ

し
み
じ
か
く
・
な
っ
て
、
商
周
ど
ろ
と
み
と
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。



と
と
か
ら
嘉
俊
江
を
く
だ
っ
て
四
川
盆
地
に
は
い
る
と
、
里
山
灰
色
土
器
と
大
形
玉
石
器
を
と
も
な
っ
た
龍
山
系
の
文
化
が
あ
る
が
、
詳
細
な

ζ

と
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。

註

ω考
古
研
究
所
西
安
工
作
除
「
新
石
器
時
代
村
落
遣
社
的
褒
現
|
|
西
安
牟

坂
」
(
考
古
遜
訊
、
一
九
五
五
ノ
三
)
、
七
頁
以
下
。

考
古
研
究
所
西
安
牢
坂
工
作
除
「
西
安
牢
坂
遺
社
第
二
次
褒
掘
的
主
要
牧

穫
」
(
考
古
遁
訊
、
一
九
五
六
ノ
二
)
、
二
三
頁
以
下
。

tω
ζの
ほ
か
同
氏
は
『
人
民
中
関
』

一
九
五
七
ノ
五
、
(
四
二
頁
以
下
)
K
日

交
で
「
西
安
字
放
村
の
遺
跡
か
ら
|
|
氏
族
制
批
舎
の
倭
見
」
と
い
う
一

交
が
あ
る
。

制
石
輿
邦

「
盟
鏑
一
帯
考
古
調
査
簡
報
」
(
考
古
遁
訊
、
一
九
五
五
ノ
一
)
、

二
八

l
三
一
一
良
。

川
明
修
柱
隠
「
黄
河
長
江
中
下
滋
新
石
器
女
化
的
分
怖
輿
分
期
」
(
考
古
撃
報
、

一
九
五
七
/
二
)
、
一
一
頁
に
は
、
は
っ
き
り
泥
質
紅
陶
、
砂
質
双
禍
色

縄
文
陶
、
泥
質
黒
陶
と
い
っ
て
い
る
。

四

甘

粛

期

甘
粛
六
期

チ
ー
ク
ヤ
l

d
n
u
d
シ
ヤ
シ

甘
粛
に
か
け
る
費
家
、
宇
山
(
仰
詔
)
、

マ
ー
チ
ヤ
シ
シ
レ
テ
レ

馬
廠
、
辛
庖
、

一
九
五
六

ノ
五
)
、

伺
「
黄
河
三
門
峡
一
水
庫
考
古
調
査
筒
報
」
(
考
古
遁
風
、

五
頁
、
第
三
岡
。

刷
蘇
乗
務
、
呉
汝
砕
「
西
安
附
近
古
文
化
遺
存
的
顎
型
和
分
怖
」

訊
、
一
九
五
六
ノ
二
)
、
三
二
頁
以
下
。

開
前
引
の
コ
一
一門
峡
水
庫
簡
報
L

(

考
古
遁
訊
、
一
九
五
六
ノ
五
)
、

'一
頁
訟

よ
ぴ
許
金
「
抽
関
西
車
中
係
殿
代
遣
社
調
査
簡
報
」
(
文
物
参
考
資
料
、
一
九
五

七
ノ
三
)
、
六
四
、
六
五
頁
。

ω徐
煩
根
「
険
西
最
近
褒
見
之
新
石
器
時
代
遣
社
」
(
北
卒
研
究
院
院
務
実

報
、
第
七
巻
六
期
)
、
ニ

O
八
頁
。

川
明
快
西
省
女
物
管
理
委
員
禽
「
鳳
脈
古
文
化
遺
社
清
理
簡
報
」

資
料
、
一
九
五
六

ノ
ニ
)
、
三
四

l
四一

一良
。

(
考
古
遜
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(
文
物
参
考

V

シ
ヤ
'
4
T
U

寺
窪
、
沙
井
の
六
期
は
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
博
士
の
つ
く
っ
た
編
年
で
、

だ

つ
け
て
い
る
。
だ
が
、

れ
も
知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
い
た
っ
て
評
判
が
わ
る
い
。
甘
粛
六
期
に
ふ
れ
る
ほ
ど
の
人
は
、
か
な
ら
や
ノ
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
け
ち
を

わ
た
く
し
は
、
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
博
士
の
六
期
に
劃
し
て
は
、
大
い
に
敬
服
し
た
し、

ζ

れ
に
よ
っ
て
考
古
皐
の
方
法
そ

の
も
の
に
射
し
て
も
、
大
い
に
信
頼
感
を
増
大
し
た
ー。
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最
初
、

ア
ン
デ
ル
ソ
ン
博
士
が
も
と
づ
い
た
資
料
は
、

そ
の
後
、
北
京
西
城
の
兵
馬
司
胡
間
に
あ
っ
た
地
質
調
査
所
に
な
ら
べ
て
あ
っ
た
。



234 

こ
れ
を
み
た
か
ぎ
り
で
は
、
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
博
士
の
分
期
は
い
ち
か
う
肯
定
せ
ら
れ
た
。
充
分
に
謹
明
さ
れ
た
と
は
、

も
と
よ
り
い
え
な
い
が
、

形
式
率
的
に
も
っ
と
も
と
か
も
わ
れ
る
駐
が
あ
っ
た
。
多
少
と
も
、
首
時
か
ら
不
安
の
あ
っ
た
の
は
斉
家
期
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
こ
か

ら
と
り
だ
し
て
ど
こ
に
い
れ
る
か
と
な
る
と
、
ま
っ
た
く
あ
て
ナ
つ
ほ
う
以
外
に
方
法
は
・
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
博
士
が
、
あ
の

資
料
で
あ
の
分
期
を
し
た
ζ

と
は
、
卓
見
と
し
て
感
服
ナ
る
か
、

形
式
撃
的
方
法
を
一午
九
に
適
用
し
た
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
み
ナ
と

ナ
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
て
、
な
に
も
非
難
が
ま
し
い
こ
と
は
、
き
く
べ
き
ナ
じ
あ
い
の
も
の
で
は
・
な
か
っ
た
。

ナ
ま
ナ
不
安
定
に
な
っ
て
き
た

の
は
、

や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
と
の
類
似
か
ら
斉
家
期
の
位
置
が
ま

一
九
三
七
年
に
パ
ッ

フ
ォ

l
フ
ェ
ル
応
は
、
仰
詔
、
馬
廠
、

暗
門
家
と

費
家
期
の
位
置

し
か
し
、

そ
の
の
ち
山
東
城
子
崖
の
龍
山
文
化
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

ソ
ン
博
士
も
、

む
し
ろ
大
臆
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
ア
ン
デ
ル

一
九
四
三
年
に
は
、
融
門
家
期
の
方
が
、
仰
担
問
期
よ
り
も
家
畜
が
ゆ
た
か
に
な
っ
た
ζ

と
を
注
意
し
て
い

&。

仰
詔
期
の
臨
挑
鯨

順
序
づ
け
た
と
い
う
が
、
営
時
の
資
料
か
ら
ナ
れ
ば
、
先
見
の
明
を
ほ
め
る
よ
り
、

馬
家
客
に
は
プ

タ
と
イ
ヌ
、
貴
徳
鯨
羅
漢
堂
に
は
イ
ヌ
と
ヒ
ツ
ジ
し
か
な
い
の
に
、

調
門
家
坪
遺
跡
に
は
ブ
夕
、

ギ
や
ウ
シ
が
あ
る
。
ま
た
、
羅
漢
堂
と
費
家
坪
の
土
器
を
比
較
し
た
プ
リ
ン
・
ア
ル
テ
ィ
ン
女
売
も
、
土
器
の
う
え
か
ら
ζ

の
ζ

と
を
論
じ
て

J
t
ヌ

ヒ
ツ
ジ
の
ほ
か
に
ヤ
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いマ匂。

こ
の
問
題
に
決
定
的
事
質
を
あ
た
え
た
の
は
一
九
四
五
年
五
月
、

一一夏繍
氏
が
甘
粛
康
遁
(
寧
定
)
瞬
宇
山
魂
家
阻
陽
窪
漕
の
稿
門
家
期
墓

葬
を
設
掘
し
た
と
き
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
夏
蕪
氏
は
、

ζ

の
斉
家
期
の
墓
中
zk
b
T
山
式
三
一
陶
片
を
護
日
刷
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
と

そ
れ
で
も
ま
た
、
馬
廠
と
か
辛
庖
と
の
閥
係
に
つ
い
て
は
、
ま
つ

e:玉
、

ふ
れ

4μ

う
し
て
も
宇
山
は
ふ
る
く
、
滞
家
は
あ
た
ら
し
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

同
州

一
九
五
六
年
五
月
、
黄
河
上
流
劉
家
峡
ダ
ム
の
建
設
に
と
も
な
い
、
黄
河
、
挑
河
、
大
夏
河
の
一
帯
が
大
々
的
に
調
査
さ
れ
た
。
そ
の
結
果

百
七
十
六
ヵ
所
の
遺
跡
が
喪
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
わ
け
は
仰
詔
四
十
七
、
湾
家
六
十
五
、
「
唐
庄
」
一
、
辛
庖
七
十
九
、

-寺
窪
一
、
下
客
二

乙
の
う
ち
、
永
婿
勝
張
家
噴
と
呉
家
の
二
貴
所
に
恥
い
て
、
辛
庖
暦
が
斉
家
層
の
う
え
に
護
見
さ
れ
た
の
で
、
斉
家
期

と
い
う
と
と
で
あ
る
。



が
辛
庖
期
の
ま
え
に
挿
入
さ
る
べ
き
と
と
が
明
白
に
な
っ
た
。

仰
甑
二
期
と
費
家
二
期

ア
ン
デ
ル
ソ
ン
博
士
以
来
、
甘
粛
の
仰
詔
文
化
に
は
宇
山
の
葬
地
文
化
と
馬
家
客
の
住
地
文
化
と
の
ち
が
い
が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
安
志
敏
氏
も
、
永
靖
牒
三
坪
の
葬
地
か
ら
馬
家
客
式
の
査
が
で
た
と
い
う
の
で
、

み
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
宇
山
影
陶
と
馬
廠
彩
陶
と
の
縫
承
開
係
よ
り
、

ζ

の
葬
地
と
住
地
と
の
併
行
関
係
を

つ
ぎ
の
と
と
き
併
行
の
シ
ェ
マ
を
つ
く
っ
て
い
る
。

〔
住
地
〕

馬
家
客
前
期

l
wv馬
家
客
後
期

〔
葬
地
〕

壬ド

山

期
i
↓
馬

廠

期

ζ

の
馬
家
客
期
の
二
分
読
は
、
な
か
今
後
に
検
討
さ
る
べ
き
課
題
と
か
も
う
が
、

と
に
か
く
宇
山
と
馬
廠
期
を
一
括
し
て
斉
家
期
に
先
行
せ
し

め
る
と
と
は
、

こ
れ
で
決
定
し
た
と
み
て
よ
い
。

と
れ
に
劃
し
て
六
十
五
ヵ
所
の
斉
家
文
化
の
遺
跡
は
、

ま
や

J

白
茨
面
の
あ
る
住
居
祉
に
よ
っ
て
、
龍
山
文
化
と
の
一
致
が
知
ら
れ
た
。

の
み

- 17ー

な
ら
や
J

、
全
世
的

K
険
西
の
龍
山
文
化
と
近
似
す
る
と
と
が
痛
感
さ
れ
た
。
し
か
し
、
開
門
家
文
化
は
、
腰
以
下
に
僚
監
文
の
あ
る
高
大
な
双
耳

ア
ン
フ
ォ
ラ
式
双
耳
憾
と
孟
を
主
と
し
、
一
局
が
多
く
、
号
、
置
の
あ
る
も
の
の
二
種
に
わ
け
ら
れ
た
。
前
者

健
が
あ
り
、
一
雨
が
な
い
も
の
と
、

は
ふ
る
く
、
後
者
が
あ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
な
L
S

臨
夏
雀
家
荘
で
は
直
線
幾
何
皐
文
の
彩
陶
躍
が
稜
見
さ
れ
、
棋
門
家
期
に
も
彩
陶
の
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
従
来
賓
家
文
化
の
特
色
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
た
櫛
目
文
が
、

た
だ
の
二
片
し
か
で
や
ノ
、
あ
ま
り
主
要
な
も
の
で

は
な
い
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。

-
辛
庖
期
の
少
敷
民
族
文
化
さ

τつ
ぎ
に
、
彩
陶
の
粗
末
簡
単
に
な
り
、
若
干
の
銅
器
を
と
も
な
う
辛
庖
文
化
は
、
斉
家
文
化
の
あ
と
に
必

タ
ud
p
uv

こ
り
、
中
原
の
段
周
時
期
に
併
行
す
る
。
た
ぶ
ん
、
少
数
民
族
の
文
化
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
し
か
も
辛
庖
期
は
「
唐
証
」
式
土
器
を
も
っ
た
前

期
の
も
の
と
、

ζ

れ
を
も
た
歩
、
一
両
一
の
幾
化
L
た
後
期
の
も
の
と
が
あ
る
と
と
く
。

こ
れ
に
封
し
、
青
銅
器
の
寺
窪
文
化
は
馬
鞍
式
口
縁
を
も
っ
た
双
耳
憾
を
特
色
と
ナ
る
が
、
こ
の
分
布
は
臨
挑
寺
窪
山
、
石
家
坪
の
葬
地
に

か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
火
葬
を
み
る
と
と
か
ら
夏
謂
氏
の
か
つ
て
指
摘
し
た
ど
と
し
、
反
蒐
民
族
の
原
始
文
化
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
、
時
期
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的
に
は
辛
庖
期
併
行
で
あ
る
。

カ
ー
ヤ
ヲ

と
ζ

ろ
が
、
青
海
西
寧
の
下
客
か
ら
下
西

回以一

4

地
に
か
け
て
分
布
ナ
る
下
客
文
化
は
鼎
一
簡
を
み
歩
、
銅
器
も
ち
が
い
、
寺

」が

7
1
u
m
窪
文
化
と
も
ま
た
ち
が
う
。
辛
居
期
の
別
種
文
化
で
、
少
数
民
族
の
も
の

晴
棚

で
あ
ろ
う
。
永
端
黄
河
治
岸
に
も
一

一
ヵ
所
の
同
種
遺
跡
を
護
見
し
た
が
、

古
一
な
や
や
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
ま
た
同
期
の
別
種
の
文
化
か
も
知

第

れ
ぬ
と
い
う
。

さ
て
沙
井
文
化
は
銅
器
が
豊
富
で
、
城
廓
ナ
ら
あ
る
。
分
布
は
民
勤
、
永
昌
、
古
浪
一

帯
、
い
わ
ゆ
る
「
河
西
走
廊
」
地
区
に
か
ぎ
ら
れ
る
。

寺
窪
と
か
な
じ
で
よ
い
。

け
っ
し
て
劉
家
峡
ダ
ム
地
域
に
か
よ
ん
で
い
な
い
。
た
ぶ
ん
大
月
氏
以
前
K
い
た
一
種
の
少
数
民
族
の
文
化
で
あ
ろ
う
。
時
期
的
に
は
辛
宿
、

ま
た
新
設
見
の
「
腐
託
」
文
化
の
土
器
(
第
九
岡
)
は
粗
質
陶
で
、
紅
色

ス
リ
ッ
プ
が
あ
り
、
渦
文
を
主
と
す
る
。
形
は
小
口
健
、
間
早
耳
雌
、

双
大
耳
雄
、
四
耳
階
、
単
耳
杯
、

一
五
、
高
等
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
豆
は
宇
山
馬
廠
文
化
の
ど
と
く
、
大
双
耳
慨
は
組
問
家
文
化
に
ち
か
く
、

四
耳

- 18ー

い
か
、
併
行
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

高
は
麿
注
猫
特
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
-
な
か
な
か
複
雑
な
様
相
を
し
め
ナ
が
、
半
応
文
化
よ
り
は
や

維
は
辛
庖
に
似
、
車
耳
雌
、
問
中
耳
杯
、

ス
ー
パ

・な
か
も
う
一
種
あ
た
ら
し
く
渡
見
さ
れ
た
の
は
四
域
文
化
で
あ
る
。
や
は
り
「
河
西
歩
廊
」

の
山
丹
牒
に
あ
る
。

い
ま
ま
で

の
彩
陶
に
似
歩
、

双
耳
維
を
主
と
し
、
単
耳
幡
、
間
早
耳
杯
が
あ
る
。
沙
井
文
化
と
ま
っ
た
く
一
致
し
な
い
。
遺
跡
は
大
き
く
、
四
高
卒
方

m
に
L
U

よ
び
、
包
含
層

一
種
の
新
石

都
文
化
で
、
沙
井
文
化
よ
り
以
前
だ
と
い
う
。

の
堆
積
は
あ
つ
い
。
農
業
を
生
活
の
基
礎
に
し
た
と
と
は
あ
き
ら
か
で
、
大
月
氏
、
旬
奴
と
は
ち
が
う
。
一
雨
な
く
、
銅
器
な
く
、

甘
粛
三
期

い
ま
こ
れ
ら
を
表
示
す
る
と
別
表
の
ど
と
く
に
な
る
か
と
訟
も
う
が
、
大
綱
は
仰
商
、
斉
家
、
辛
庖
の
三
期
で
、
寺
窪
、
唐
在
、

下
客
、
沙
井
を
辛
庖
併
行
の
少
数
民
族
文
化

K
自
問
し
た
と
こ
ろ
が
あ
た
ら
し
い
意
見
で
あ
る
。
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
博
士
の
六
期
と
く
ら
べ
て
大
い
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石
山
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留

器

文
中

廠
化

期 期

新
龍

石
山

器 四

覇
文

後
文 イ七

期 化

青 沙 l唐 寺

注 段
銅

弁 文 窪 周
器 イヒ 下

文 客 文 文
文

文 化
化 化 イじ

分
河 西 商 臨 臨

期 西 寧 寧 U永B 
書下慌走 東 永

廊 郷 靖 yg 靖

地 地
域

域 黄河上流地域

の
信
頼
感
を
え
た
と
い
う
の
は
、

こ
の
た
め
で
あ
る
。

に
か
わ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
大
綱
は
あ
ま
り
蹴
炭
化
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る
。
わ
た
く
し
が
考
古
畢
の
形
式
皐
的
方
法
に
つ
い
て
、
あ
る
種

そ
れ
に
し
て
も
、
宇
山
馬
廠
葬
地
と
馬
家
客
住
地
と
の
併
行
関
係
は
、
ま
だ
人
々
を
納

こ
れ
に
劃
し
て
批
判
が
あ
る
ら
し
い
が
、
安
志
敏
氏
は
、
そ
れ
に
答
え
て
、
こ
う
し
た
住
地
と
葬
地
の

閥
係
は
劉
家
峡
ダ
ム

k
h
F
い
て
は
普
遍
的
だ
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
く
わ
し
い
資
料
の
護
表
を
ま
つ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
、
安
志
敏

氏

は

、

と

の

貼

も

ま

だ

ま

だ

問

題

が

あ

り

そ

う

だ

か

ら

、

得
せ
し
め
な
い
。
中
園
に
お
い
て
も
、

ζ

の
辛
庖
期
の
文
化
の
地
方
差
を
、

今
後
の
調
査
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。
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た
だ
ち
に
民
族
的
差
遣
に
む
ナ
び
つ
け
た
が
、
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ω夏
粛
「
斉
家
期
墓
葬
的
新
設
現
及
其
年
代
的
改
訂
」
(
考
古
事
報
、
三
)
、

一
九
四
八
年
刊
。

伺
「
劉
家
峡
地
区
的
考
古
調
査
」
(
考
古
遁
訊
二
九
五
六
ノ
五
)
。
安
志
敏
「
甘

粛
遠
古
文
化
及
其
有
閥
的
幾
個
問
題
」
(
考
古
遁
訊
二
九
五
六
ノ
六
)
。

同
「
略
論
甘
粛
東
郷
自
治
豚
唐
注
川
的
陶
器
」
(
考
古
皐
報
二
九
五
七
ノ

一
一)。

例
夏
鶏
「
臨
挑
寺
窪
山
稜
掘
記
」
(
考
古
事
報
、
四
)
、
一
九
四
九
年
刊
。
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州

W
馬
承
源
「
中
園
新
石
器
時
代
的
物
質
文
化
一
文
商
権
」
(
文
物
参
考
資
料
、

一
九
五
七
/
一
一
)
、
四
二
、
四
三
頁
。

ω安
志
敏
「
関
子
中
国
新
石
器
時
代
物
質
文
化
的
幾
個
問
題
」

資
料
、
一
九
五
七
ノ
一
一
)
、
四
五
、
四
六
頁
。

(
文
物
参
考

...L. ，、

河
南
の
仰
留
期
と
龍
山
期

山
西
と
河
北
三
門
映
の
ダ
ム
地
帯
か
ら
山
西
に
は
い
る
と
、
ナ
ぐ
夏
燃
の
西
陰
村
、
高
策
(
高
泉
)
の
荊
村
、
臨
紛
の
劉
村
な
と
、
以
前
か

ら
有
名
な
仰
詔
、
龍
山
の
遺
跡
が
あ
る
。
最
近
に
は
、
西
南
部
で
曲
沃
、
翼
城
、
褒
粉
、
臨
扮
、
洪
地
ゲ
と
の
遺
跡
、
中
部
で
太
原
光
社
、

義
如
、
耶
問
問
梁
村
の
仰
詔
遺
跡
、
東
南
部
で
査
開
好
牢
村
の
龍
山
遺
跡
な
ど
が
護
見
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
ぐ
股
周
遺
跡
も
若
干
知
ら
れ
て
い
る
。

不
召
案
の
遺
跡
が
あ
る
。
最
近
K
は
そ
の
南
の
洛
水
流
域
、
洛
寧
豚
で
十
三

ヵ
所
の
仰
留
、
龍
山
遺
跡
が
稜
見
さ
れ
て
い
る
。
組
池
豚
の
も
の

K
よ
く
似
、
城
子
崖
の
よ
う
な
薄
手
の
黒
陶
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
洛

河
南
で
は
険
腕
の
ナ
ぐ
東
に
、

か
の
有
名
な
湘
池
腕
仰
詔
村
、

陽
の
諸
遺
跡
、
も
と
康
武
臓
の
秦
王
案、

池
構
築
、
青
蓋
、
陳
溝
の
諸
遺
跡
が
あ
り
、
鄭
州
の
大
遺
跡
が
あ
る
。
さ
ら
に
太
行
山
服
に
そ
っ
て

北
上
ナ
る
と
淡
牒
辛
村
、
大
賓
居
、
劉
荘
、
問
祭
案
、
安
陽
後
岡
、
侯
家
荘
等
が
あ
り
、
河
北
省
に
は
い
る
と
正
定
南
楊
荘
、
曲
陽
釣
魚
蓋
、

卒
山
ダ
ム
で
彩
陶
遺
跡
が
設
見
さ
れ
、
唐
山
大
城
山
で
龍
山
遺
跡
が
み
い
だ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ζ

れ
よ
り
東
南
、

黄
河
下
流
の
卒
原
地

帯
に
で
る
と
、
永
城
造
律
蓋
、
山
東
省
歴
城
龍
山
鎮
城
子
崖
等
の
龍
山
遺
跡
が
有
名
で
、
影
陶
を
み
や
ノ
、
い
よ
い
よ
龍
山
文
化
の
闇
内
K
な
る
。
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中
国
文
明
の
設
祥
地

ζ

の
河
南
省
の
黄
河
流
域
は
、
仰
詔
、
龍
山、

殿
周
の
三
文
化
が
、

も
っ
と
も
ま
ん
べ
ん
な
く
分
布
し
、

そ
の
前
後

相
星
の
開
係
も
、
も
っ
と
も
明
瞭
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
山
西
の
南
部
'と
快
西
清
水
の
流
域
と
を
く
わ
え
た
地
匪
は
、
文
献
上
に
も
開
中
、

三
一
例
の
地
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
現
在
知
ら
わ
れ
て
い
る
だ
け
の
考
古
率
的
知
見
か
ら
い
つ
マ
も
、

や
は
り
中
園
文
明
の
護
群
地
で
あ
る
感

が
ふ
か
い
。
だ
か
ら
、

わ
た
く
し
に
は
、

と
r

う
し
マ
も
仰
詔
、
龍
山
、
設
周
文
化
の
展
開
は
、

ζ

の
地
に
か
い
て
お
と
り
、

そ
の
他
の
土
地
は

こ
の
文
化
の
波
及
に
よ
っ
て
し
だ
い

K
文
明
が
ひ
ら
け
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
重
要
な
遺
跡
と
し
て
、
洛
陽
と
鄭

州
の
護
掘
を
と
り
あ
げ
た
い
と
必
も
う
。
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洛
陽
で
は
、
西
郊
、
澗
水
の
南
岸
に
慶
大
な
仰
詔
遺
跡
が
あ
る
。
そ
の
橋
西
、
新
聞
の
道
路
の
南
側
に
百

m
以
上
の
大
包
含
層

が
あ
ら
わ
れ
た
。
う
え
か
ら

0
・
五
J
二

m
聞
は
肢
周
漢
の
混
雑
居
、
二

l
三

m
聞
は
龍
山
文
化
層
、
三

1
四
m
聞
は
仰
詔
文
化
一層
、
そ
う
し

洛
陽
滴
漬

τ六
J
七

m
聞
に
往
々
西
漢
の
墓
坑
の
掘
り
と
ま
れ
た
の
を
み
る
。

褐
陶
、
ゆ
茨
陶
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
一
々
の
器
形
を
検
ナ
る
と
友
陶
の
存
在
は
あ
き
ら
か
で
な
い
。
む
し
ろ
、

と
こ
に
ト
レ

γ
チ
(
探
溝
)
を
二
本
い
れ
た
が
、
仰
詔
の
文
化
層
は
い
た
っ
て
豊
富
。
そ
こ
か
ら
採
集
さ
れ
た
土
器
は

ω泥
質
紅
陶
、

ω爽
砂

こ
こ
で
は
爽
砂
黒
褐
陶
の

出
現
に
意
味
が
あ
る
。

西
安
半
壊
の
粗
紅
陶
に
あ
た
る
も
の
だ
。
鼎
、
催
、
椀
、
蓋
な
ど
の
器
形
を
み
る
が
、
小
口
尖

と
こ
で
も
粗
紅
陶
で
あ
る
。
泥
質
紅
陶
は
椀
鉢
の
類
で
、

mm陶
は
黒
、
紅
、
紫
の
か
ん
た
ん
な
彩
色
が
あ
り
、
自
の
ス
リ
ッ
プ

も
あ
る
。
石
}器
は
双
側
を
敏
い
た
楕
圃
石
万
に
石
斧
、
石
錆
、
石
釧
な
と
で
あ
る
。
(
第
一

O
圃
)

こ
れ
は
快
勝
廟
底
溝
、

底
壷
だ
け
は
、

澗
漬
灰
坑

ζ
ζ
か
ら
爽
砂
黒
褐
の
鼎
、
雄
、
椀
、
泥
質
紅
陶
の
鉢
、
そ
れ
に
黒
陶
十
一
片
と
車
孔
長
方
の
石
万
が
で
た
。
と
の
黒
陶
は
あ
っ
さ
一
・
五
乃

至
二

m
の
純
然
た
る
龍
山
黒
陶
で
あ
る
。
報
告
書
は
、

ζ

れ
が
自
製
で
あ
る
か
、
初
製
で
あ
る
か
、
職
入
で
あ
る
か
と
設
問
し
て
い
る
が

初
製
に
し
て
も
職
入
に
し
て
も
、
東
方
K
有
力
な
龍
山
文
化
の
存
在
を
か
ん
が
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
方
法
か
も
知
れ
な

興
味
を
ひ
く
の
は
東
岸
で
護
見
さ
れ
た
仰
寵
の
灰
坑

H
5
で
あ
る
。
こ
れ
は
焼
土
を
ふ
く
ん
だ
筈
だ
が
、

・純
粋
の
仰
詔
系
で
、
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ぃ
。
し
か
し
、

そ
う
す
れ
ば
、

ω仰
詔
文
化
に
あ
る
薄
手
で
な
い
黒
陶
の
存
在
は
ど
う
読
明
ナ
る
か
、
倒
あ
る
い
は
黒
紅
色
わ
け
の
土
器
を
と

う
説
明
ナ
る
か
、
ま
た
、
倒
ζ
ζ

の
黒
褐
色
粗
陶
を
い
か
に
み
る
か
。
こ
う
い
う
問
題
が
恥
こ
っ
て
く
る
。
わ
た
く
し
は

ωω
の
ζ

と
か
ら
、

仰
詔
文
化
の
う
ち
に
黒
陶
の
う
ま
れ
て
く
る
情
況
が
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
川
仰
の
こ
と
が
ら
か
ら
も
、
険
西
の
仰
詔
文
化
が
河
南
に
・
2

い
て
紅
色
を
う
し
な
い
、
黒
褐
色
、
茨
褐
色
に
な
っ
て
ゆ
く
道
程
、
そ
の
う
ち
に
鼎
を
う
み
、
さ
ら
に
高
を
う
み
、
黒
陶
化
が
ナ
ナ
む
の
で
は

な
一い
か
と
hs
も
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
河
南
の
仰
詔
文
化
は
侠
西
の
仰
詔
文
化
K
比
し
て
、
粗
褐
陶
を
も
ち
、
粗
紅
陶
を
も
た
歩
、
ま
た
鼎
を

も
っ
て
凶
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
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ζ

れ
，に
劃
し
て
澗
演
の
龍
山
文
化
は
ナ
く
な
'ぃ。

そ
れ
で
も
、

は
っ
き
り
龍
山
文
化
の
器
形
を
も
っ
た
黒
陶
鉢
、
黒
陶
蓋
が
あ
り
、
有
光
の
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闇
足
が
あ
る
。
ま
た
篠
智
文
と
方
格
方
文
の
惟
査
(
第
一
一
回
)
も
あ
っ
て
、
龍
山
文
化
た
る

(考古事報.1956-1) 

洛
陽
孫
旗
屯

こ
と
は
明
瞭
で
、
険
西
の
龍
山
文
化
よ
り
は
、
よ
り
龍
山
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

初

澗
演
の
西
に
孫
旗
屯
が
あ
る
。
秦
嶺
の

一
支
脈
た
る
丘
陵
が
ま
さ
に
き
え

ょ
う
と
ナ
る
東
端
に
あ
り
、
東
と
北
と
は
洛
陽
の
卒
野
に
劃
し
て
い
る
。

m
、
南
北
約
五
百

m
の
大
遺
跡
だ
が
、

そ
の
北
部
四
千
卒
方

m
の
地
を
整
理
し
て
仰
詔
の
荻

東
西
約
百
八
十

坑
四
、
仰
詔
晩
期
の
茨
坑
二
十
四
を
調
査
し
た
。
仰
詔
の
灰
坑
は
彩
陶
と
紅
陶
が
ほ
と
ん
ど

洛陽j問古里彩陶岡

詔
文
化
の
遺
物
で
あ
る
が
、
仰
詔
晩
期
と
い
わ
れ
る
方

で
、
細
縄
文
が
あ
り
、
小
口
尖
底
鰹
あ
り
、
鉢
あ
り
、
陶
釧
あ
り
、
石
斧
あ
り
、
ま
さ
に
仰

は
か
わ
っ
て
い
る
。

第一O圃

友
坑
は
三
、
五
あ
る
い
は
七
、
八
と
群
在
し
、

た
が
い

に
相
き
る
か
ら
前
後
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
に
ち
が
い

な
い
。
だ
が
、

そ
の
時
期
は
あ
ま
り
へ
だ
た
っ
て
は
い

な
い
。
器
物
は
大
部
分
が
茨
色
(
た
ぶ
ん
茨
褐
色
)
、
あ
る
い
は
紅
色
素
文
陶
で
、
彩
陶
と
線
文
陶
が
あ
り
、

卵
殻
陶
(
蛋
殻
陶
)
と
磨
光
黒
陶
が
ナ
ζ

し
あ
る
。
僚
監
文
、
縄
鳶
文
、
方
格
文
が
あ
り
、
鼎
足
多
く
、
園

足
も
あ
る
。
移
陶
鉢
、
小
口
尖
底
査
、
甑
、
直
壁
杯
、
高
圏
足
豆
、
陶
釧
、
骨
銀
、
石
斧
、
石
万
等
あ

り
、
そ
の
鼎
、
甑
、
杯
、
豆
、
卒
底
椀
(
第
一
一
一
圃
)
は
龍
山
文
化
に
一
致
す
る
。
報
告
者
は
龍
山
文
化
の

と
し
て
、

影
響
と
と
く
が
、
自
生
の
可
能
性
が
・
な
い
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
は
、

む
し
ろ
仰
詔
末
期
の
過
渡
的
様
相

こ
う
い
う
よ
う
な
状
態
が
あ
っ
た
の
で
は
・
な
か
ろ
う
か
と
想
像
し
て
い
る
。
修
柱
臣
民
の
見
解

も
同
様
で
あ
る
。

i

(考古事報.1956-1) 
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洛
陽
で
は
、
澗
演
に
も
、
孫
旗
屯
に
も
股
代
の
遺
跡
が
あ
る
。
市
の
東
郊
に
も
あ
る
。
ま
た
、
周
代
の
遺
跡
は
、
も
と
よ
り
も
っ
と
多
く
、

成
周
、
王
械
の
域
社
さ
え
あ
ふら
わ
れ
て
い
る
。
孫
旗
屯
の
肢
代
響
祉
は
下
室
に
た
て
の
し
き
り
が
あ
り
、
焼
成
室
の
床
に
ま
る
い
気
限
が
不
規

則
に
あ
り
、
鄭
州
銘
功
路
の
客
祉
と
完
全
に
一
致
す
る
。

部
州
の
新
設
見
鄭
州
で
も
、
仰
寵
文
化
の
遺
跡
は
林
山
砦
、
白
荘
、
費
瞳
閣
の
コ
ヲ
所
に
あ
る
。
龍
山
文
化
の
遺
跡
は
林
山
砦
、
二
塁
岡
、

費
瞳
閣
、
牛
砦
等
の
十
一
角
所
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
ζ

で
と
く
に
問
題
に
な
る
の
は
龍
山
文
化
と
肢
周
文
化
と
の
む
ナ
び
つ
き
で
あ
ろ
う
。

鄭
州
k
h
x
け
る
股
代
文
化
屠
は
、
安
陽
小
屯
よ
り
も
ふ
る
く
さ
か
の
ぼ
り
、

ω南
関
外
層
、

ω二
塁
岡
下
層
、

ω二
塁
岡
上
層
、

ω人
民
公
園

咽

層
の
四
フ
に
編
年
さ
れ
て
い
る
最
後
の
人
民
公
園
期
は
、
安
陽
の
小
屯
期
に
比
定
さ
れ
、
二
塁
岡
上
層
と
下
層
と
は
股
代
の
前
期
と
さ
れ
マ

い
る
。

倒

南
開
外
層
は
、
こ
ん
ど
は
じ
め
て
安
金
塊
氏
の
紹
介
に
み
え
る
が
、
鄭
州
の
河
南
文
物
工
作
除
に
は
大
き
な
敵
、
と
が
っ
た
三
脚
町
高
、
無

柱
ま
た
有
柱
の
母
、
擦
痕
の
耀
、
縄
育
文
の
査
な
と
が
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
。
思
干
の
護
達
は
い
ち
じ
る
し
い
が
、
纏
子
嵩
高
麗
案
の
よ
う
な
、

た
か
い
離
は
特
色
が
あ
る
。
黒
褐
色
土
器
で
、
砂
質
の
も
の
も
あ
る
。
南
関
外
に
あ
り
、
二
里
岡
層
よ
り
も
し
た
の
層
で
あ
る
。
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洛
達
廟
屠
と
い
う
の
は
、
一
九
五
六
年
春
、
酋
郊
洛
達
廟
で
み
い
だ
さ
れ
た
も
の
で
、
今
春
、
萱
荘
の
護
掘
で
は
二
塁
岡
下
層
の
し
た
に
護

見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
底
の
ま
る
く
な
っ
た
特
別
な
躍
が
あ
り
、
足
の
た
か
い
特
殊
な
豆
が
あ
り
、
ふ
か
い
ま
た
あ
さ
い
鼎
が
あ
り
、
南
と
俸
が

-
な
い
。
龍
山
文
化
に
似
て
縄
庸
文
は
護
達
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
離
で
南
開
外
層
に
さ
き
だ
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、

股
周
文
化
と
龍
山
文
化
の
あ
い
だ
に
、
い
ろ
い
ろ
の
文
化
唐
が
護
見
さ
れ
る
と
と
は
、
そ
の
南
者
の
餐
化
し
た
過
程
を
知
る
う
え
に
重
要
で
あ

る
。
ま
だ
と
れ
で
自
生
で
あ
る
と
か
、
よ
そ
か
ら
影
響
さ
れ
た
と
か
い
う
剣
定
は
つ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
、
そ
う
い
う
結
論
に
ち
か

ナ
く
期
待
が
大
き
く
な
る
。

鄭
蛸
の
龍
山
と
仰
詔

鄭
州
の
龍
山
文
化
は
鼎
、
商
、
語
、
重
、
単
耳
曜
、
深
腹
催
、
豆
、
鉢
、
直
壁
杯
、
器
蓋
、
紡
輪
、
陶
釧
が
あ
り
、
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縄
薦
文
、
保
鑑
文
、
守
格
子
文
が
あ
り
、
磨
光
も
一
般
的
で
あ
る
。
国
間
色
亮
光
の
も
の
、
灰
色
薄
胎
の
卵
殻
土
器
が
あ
る
。
石
器
は
鐘
あ
り
、
斧
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あ
り
、
単
孔
ま
た
隻
孔
の
万
が
あ
る
。
そ
れ
に
骨
鉄
と
骨
錐
が
あ
る
。

鄭
州
の
仰
詔
文
化
で
は
、
林
山
砦
で
四
十
八

の
袋
紋
友
坑
が
護
見
さ
れ
、

た
い
て
い

上
径
約

一

m
、
底
径
約
二

m
、
ふ
か
さ

一
・
五

m
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
の
一
個
か
ら
は
黍
と
粟
が
み
い

だ
さ
れ
た
。
客
社
も
あ
る
。
砂
質
の
鼎
、
催
、
椀
あ
り
、
泥
質
の
鉢
、
縦
、
豆
、
紡
輪
、
陶
釧

と
よ
り
黒
色
で
あ
る
が
、
紅
色
の
も
あ
り
、

が
あ
る
。
彩
陶
は
黒
、
紫
、
紅
の
三
色
で
え
が
く
が
、
白
色
の
ス
リ

ッ
プ
は
た
だ

ご
一
片
の
み。

し
か
も
亮
光
薄
胎
の
卵
殻
土
器
が
あ
り
、
も

こ
れ
は
洛
陽
澗
演
の
茨
坑

H
5
と
か
な
じ
現
象
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
は
み
な
直
壁
杯
だ
と
い
う
。

あ
る
い
は
黒
陶
護
生
の
事
情
を
し
め
す
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

hu
な
じ
鄭
州
で
も
白
妊
の
表
面
採
集
で
は
白
色
ス
リ
ッ
プ
の
も
の
が
多
く
、

時
期
の
相
遣
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
と
い
う
。

註

ω山
西
省
文
物
管
理
委
員
合
「
晋
南
五
豚
古
代
人
類
文
化
遺
社
初
歩
調
査
簡

報
」
(
文
物
参
考
資
料
、
一
九
五
六
ノ
九
)
、
五
三
1

五
六
頁
。

ω修
柱
臣
、
前
引
書
、
九
頁
。

帥
楊
宮
斗
、
越
岐
「
山
西
郁
豚
梁
村
仰
間
同
文
化
遺
社
調
査
簡
朗
報
」

(
考
古
遁

ー訊
、
一
九
五
六

ノ一

一
)
、
四
一
一
良
以
下
。

川
明
劉
機
「
山
西
査
閥
文
物
此
日
査
組
設
現
古
遣
社
三
慮
」
(
考
古
通
訊
、
一
九

五
七
l
-
一
)
、
五
一
、
五
二
頁
。

仙

w
李
健
永
、
裂
瑛
、
買
峨
「
洛
単
勝
洛
河
南
岸
古
池
社
調
査
棉
間
報
」
(
考
古

通
訊
、
一
九
五
六
ノ
一

一)
、
五

一
頁
以
下
。

納
骨
J

達、

前
引
番
、
八
九
頁
。
周
到
「
河
南
波
豚
新
石
器
時
代
遣
社
」

古
泡
訊
、
一
九
五
七
ノ
こ
、
一
一
|
一
三
頁
。

肋
孟
昭
林

「河
北
正
定
賑
南
陽
妊
臥
飽
岡
彩
陶
文
化
遺
枇」

料
、
一
九
五
五
ノ

一
一
)
、
七
三
頁
以
下
。

ω越
印
掌
、
楊
剣
豪

「幽
陽
豚
附
近
新
設
見
古
文
化
治
社
」

一
九
五
五
ノ
一
)
、
四
五
頁
以
下
。

(
文
物
参
考
資

(
考
古
遁
凱
、

(
女
物
参
考
資
料
、

( 

考

萱
増
凱
、
孟
昭
林
「
河
北
省
曲
陽
豚
護
現
彩
陶
遺
品札」

一
九
五
五
ノ
一
)
、
一
一
九
、
一
二

O
頁。

刷
修
柱
臣
、
前
引
書
七
八
頁
。
河
北
省
文
化
局
女
物
設
掘
組

「河
北
省
幾
年

来
四
段
現
的
考
古
資
料
」
(
文
物
参
考
資
料
、
一
九
五
六

ノ
七
)
、
一
五
|
一

七
頁
。

制
李
景
勝
「
聴
席
東
商
郎
永
城
調
査
及
造
律
台
黒
孤
堆
首
橋
三
庭
小
夜
掘
」
(
考

古
拳
報
、
ニ
)
、一

九
四
八
年
刊
。

ω郭
賓
鈎
等
「
洛
陽
澗
潰
古
文
化
巡
礼札
及
制
限
基
」(
考
古
島
a

報、

一
九
五
六

ノ

ご
、
一
一
一
良
以
下
。

同
洛
陽
文
化
工
作
第
二
除

「洛
陽
澗
西
孫
銀
屯
古
遣
社」
(
寸
人
物
参
考
資
料
、

一
九
五
五

/
九
)
、
五
八
頁
以
下
。

帥
修
柱
臣
、
前
引
書
、
二
ニ
一
良
O

M
W
郷
衡
「
試
論
鄭
州
新
設
見
的
般
商
文
化
遺
社
L

(

考
古
筆
報
、
一
九
五
六
ノ

三
)
、
七
七
頁
以
下
。
河
南
省
文
物
工
作
除
第
一
除
「
鄭
州
商
代
遣
社
的
閥
抗

掘
」
(
考
古
事
報
、
一
九
五
七
ノ
一
)
、
五
三
頁
以
下
。
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制
判
安
金
塊
「
鄭
州
地
区
的
古
代
遺
存
介
紹
」

江
准
の
龍
山
文
化

(
文
物
参
考
資
料
、

一
九
五
七
ノ

八
)
、

一
六
|
二

O
頁。

七
河
南
省
に
hr
け
る
龍
山
文
化
と
仰
商
文
化
と
の
前
後
関
係
は
、
層
位
的
に
た
し
か
め
ら
れ
て
い
る
z

。
し
か
し
、
山
東
陀

必
い
て
は
仰
詔
文
化
の
遺
跡
が
護
見
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
と
こ
の
龍
山
文
化
の
ふ
る
さ
は
層
位
的
に
賓
謹
で
き
な
い
。
遺
跡
は
龍
山
の
名
が

由
来
し
た
歴
城
豚
龍
山
鎮
城
子
崖
を
は
じ
め
と
し
て
日
照
雨
城
鎮
、
青
島
暢
山
、
高
城
周
芦
荘
、
即
墨
昔
一
宮
家
泊
、
牒
賑
宮
内
圧
、
岡
上
、
安
上

村
、
都
鯨
七
女
城
、
歴
城
大
辛
荘
、
臨
城
鳳
恩
蓋
等
、
み
な
龍
山
文
化
の
遺
跡
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
高
城
周
歩
荘
、
牒
鯨
宮
家
荘
、
都
豚
七
女

城
、
歴
城
大
辛
荘
は
、
み
な
龍
山
文
化
唐
の
う
え
に
段
代
文
化
屠
が
あ
る
か
ら
、
山
東
に
恥
け
る
龍
山
文
化
を
股
代
以
後
と
ナ
る
読
は
成
立
し

山
東
の
龍
山
文
化

が
た
い
。

勝
廓
向
上
こ
れ
ら
龍
山
文
化
の
遺
跡
の
う
ち
、
勝
瞬
間
上
村
の
遺
跡
か
ら
は
彩
陶
が
出
土
し
て
い
る
。
牒
鯨
は
山
東
省
の
南

部
に
あ
り
、
む
し
ろ
准
河
流
域
と
い
っ
て
よ
い
地
勢
に
あ
る
が
、
岡
上
遺
跡
は
沙
河
の
西
岸
に
あ
り
、
東
西
五
百

m
k
b
よ
ぷ
大
遺
跡
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
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包
含
層
は
す
こ
ぶ
る
遺
物
ゆ
た
か
で
、
下
層
に
石
器
と
里
山
陶
片
、
資
陶
片
が
あ
り
、
み
な
泥
質
で
磨
光
が
あ
る
。
上
層
は
灰
陶
片
と
獣
骨
で
、

茨
陶
に
は
縄
滞
文
催
、

一
局
、
客
な
と
が
あ
っ
て
、

訟
の
A
Y
か
ら
殿
周
文
化
で
あ
る
と
と
が
わ
か
る
。
彩
陶
椀
破
片
四
個
が
採
集
さ
れ
た
が
、

そ

れ
は
河
岸
の
砂
原
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
下
層
に
は
同
質
の
紅
陶
を
み
る
か
ら
、
彩
陶
は
こ
の
下
層
の
龍
山
文
化
暦
に
属
ナ
る
と
推

剛山
町

定
さ
れ
て
い
伝
。
紅
色
の
ス
リ
ッ
プ
が
あ
り
、
黒
と
紫
と
で
、
か
ん
た
ん
な
卒
行
線
と
三
角
形
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

膏
蓮
岡

ζ

れ
に
似
た
遺
跡
は
江
蘇
省
准
安
青
蓮
聞
に
あ
る
。
准
安
鯨
と
い
う
が
、
漣
水
燃
に
ち
か
い
蔵
黄
河
の
南
に
あ
る
丘
で
あ
る
。
泥

質
と
砂
質
の
土
器
よ
り
な
り
、
紅
、
紅
灰
、
灰
色
を
主
と
ナ
る
が
、
随
一
山
陶
も
少
々
あ
る
。
紅
色
の
ス
リ
ッ
プ
は
さ
か
ん
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
。

小
査
あ
り
、
椀
鉢
も
多
い
。

そ
の
う
ち
に
は
末
期
の
仰
詔
椀
に
似
た
ま
る
い
も
の
も
あ
る
。
圏
足
も
あ
り
、
三
足
も
あ
る
。
豆
や
甑
も
あ
る
。
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注
口
の
小
査
に
は
め
や
ノ
ら
し
い
。
彩
陶
の
文
様
は
里
山
色
で
え
が
き
、

か
ん
た
ん
な
直
線
を
ま
じ
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
う
し
た
わ
け
か
縄
滞
文
、
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格
子
文
、
保
管
文
が
な
い
。

陶
釧
あ
り
、
陶
製
蛍
板
も
あ
る
。
石
器
は
す
く
な
い
が
、
大
孔

の
屑
卒
石
斧
が
あ
り
、
石
斧
、
石
鏡
、
硝
石
を
み
る
。

信
陽
さ
ら
に
こ
ζ

か
ら
西
方
に
ゆ
き
、
治
水
の
本
流
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
大
別
山
の
北
麓

に
い
た
る
と
、
河
南
省
信
陽
鯨
の
三
里
屈
と
陽
山
に
彩
陶
を
出
土
し
た
遺
跡
が
あ
弘
。
三
皇

居
の
飽
家
山
は
上
層

κ石
斧
、
網
錘
、
縄
薦
文
陶
高
、
固
底
器
、
黒
一
次
素
文
豆
、
箪
な
ど
が

あ
り
、
下
層
は
黒
双
素
文
陶
と
彩
陶
が
あ
り
、
鼎
が
あ
る
。

燦
笹
文
、
縄
薦
文
が
あ
り
、
陶

釧
が
あ
る
。
下
層
は
彩
陶
、
黒
灰
陶
が
あ
り
、
鼎
が
あ
る
と
い
え
ば
、
洛
陽
附
近
の
仰
詔
文

化
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
黒
茨
陶
は
も
っ
と
龍
山
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
塁
庖
の
北
丘

は
鼎
が
あ
っ
て
一
簡
が
な
く
、
飽
家
山
の
下
暦
に
似
る
。
た
だ
し、

上
下
の
二
層
あ
り、

上
層

は
黒
陶
、
下
層
は
彩
陶
と

い
う
。
報
告
の
う
え
だ
け
で
判
断
す
れ
ば
左
の
ど
と
く
な
り
、
ω

は
仰
商
、
ω
は
そ
の
晩
期
、
ω
は
龍
山
で
、
ω
は
段
周
期
に
あ
た
る
よ
う
で
あ
る
。

ω
北
丘
下
層
|
|
ω
飽
家
山
下
層
ー
ー
ー
ω
北
丘
上
層
ー
ー
ー
ω
胞
家
山
上
層

彩

彩

陶

、

黒

茨

陶

|

|

黒

荻

黒

陶

陶

陶
ー
ー
ー

陶

(
鼎
)
|
|

期}

(
鼎
)

(
一
同
)

洛陽 孫旗屯豆 略悶

(洛陽洞南省博物館縫備盛)

第一二園
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し
か
し
、
信
陽
北
部
に
あ
る
陽
山
で
は
彩
陶
と
黒
陶
と
が
い
っ
し
ょ

K
出
土
し
ち

黒

陶

は

輪
製
で
、
卵
設
の
も
の
が
あ
る
。
卒
底
椀
、
圏

底
椀
、
特
殊
な
高
足
査
、
高
足
鍵
空
豆
、
細
形
杯
(
第
一
三
園
)
、
器
蓋
あ
り
、
僚
管
文
、
縄
滞
文
あ
り
、
紡
輸
が
あ
る
。
石
器
は
石
斧
、
石
刀
、

磨
石
鍛
も
出
土
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ζ

こ
に
も
鼎
が
あ
フ
て
高
が
な
い
。

ω
ー

ω
層
に
あ
た
る
が
、
そ
の
基
本
は
龍
山
文
化
に
あ
る
ζ

と

そ
れ
に
彩
陶
が
と
も
な
っ
て
い
る
か
っ
ζ

う
で
あ
る
。
そ
の
貼
、
准
安
青
蓮
岡
、
牒
鯨
岡
上
に
似
た
遺
跡
で
あ
る
。
し
か
も

石
家
河
も
ま
た
、
揚
子
江
流
域
の
彩
陶
を
と
も
な
う
遺
跡
で
あ
る
。

が
あ
き
ら
か
で
、

こ
ζ

か
ら
で
た
特
殊
・
な
高
足
壷
は
湖
北
省
天
門
石
家
洞
K
似
て
い
る
が
、
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陰
陽
皆

つ
ぎ
に
准
河
域
を
は
な
れ
て
揚
子
江
畔
に
で
る
と
、
南
京
陰
陽
替
の
遺
跡
が

影
陶
を
だ
ナ
。
青
蓮
岡
K
似
た
影
陶
の
ほ
か

K
丹
彩
の
土
器
(
第
一
四
圃
)
も
あ
り
、
花
腐

同
様
の
殺
が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
ひ
く
い
扇
、
三
足
の
注
口
小
査
、
属
足
の
鼎
、
縄
滞
文
の

鉢
、
黒
陶
の
鍵
空
豆
が
あ
る
。
だ
い
た
い
泥
質
だ
が
、
砂
質
も
あ
る
。
黒
灰
色
、
紅
色
を

主
と
ナ
る
。
大
孔
の
属
一
や
石
斧
は
准
安
育
蓮
聞
に
訟
な
じ
く
、
大
形
の
方
柱
朕
石
斧
、
小

形
の
石
撃
、
半
月
形
隻
孔
石
万
、
そ
れ
か
ら
球
朕
耳
錦
、
玉
環
、
玉
瑛
な
と
の
装
飾
具
が

信 陽 陽 山 土 器圃

多
い
が
、

こ
れ
ら
は
み
な
杭
鯨
老
和
山
、
抵
順
四
卒
山
に
似
て
、
龍
山
文
化
的
で
あ
る
。

長
方
形
の
竪
穴
住
居
や
墓
葬
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
は
術
身
葬
が
あ
る
。
.

以
上
は
み
な
下
層
文
化
で
あ
る
が
、
上
層
文
化
(
第
一
五
圃
)
も
細
縄
文
の
あ
る
黒
陶
に

-?:1-

ち
か
い
萱
、
刻
文
、
印
文
の
あ
る
輩
、
黒
褐
陶
の
鼎
、
鐘
空
の
豆
な
と
が
あ
り
、
あ
ま
り

は
な
れ
た
時
期
と
も
お
も
え
な
い
。
し
か
し
、
南
京
博
物
院
の
調
査
に
よ
る
と
川
軟
質
印

第一三園

文
陶
と
微
量
の
硬
質
印
文
陶
が
あ
り
、
印
文
K
は
雷
文
が
あ
る
と
と
も
に
銅
銭
が
あ
り
、

幽

閲

ま
た
銅
津
が
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
い
た
い
南
京
鎖
金
村
、
丹
徒
大
港
の
遺
跡
に
一
致
ナ
る

つ
ま
り
金

が
、
前
者
で
は
銅
万
子
が
あ
り
、
他
民
掴
揖
銅
鉱
が
あ
り
、
後
者
で
も
銅
万
、
銅
え
を
ま
ね
た
と
必
も
わ
れ
る
石
刀
、

石
え
が
あ
っ
た
。

石
併
用
時
代
で
、
股
、
西
周
K
あ
た
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

屈
家
嶺
と
石
家
河

と
ζ

か
ら
揚
子
江
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
漢
水
流
域
に
で
る
と
、
湖
北
省
京
山
屈
家
嶺
と
天
門
石
家
河
の
遺
跡
が
あ
公
判
。
屈

家
嶺
の
影
陶
に
は
扇
査
、
鼎
足
、
杯
、
器
蓋
が
あ
り
、
紡
輪
も
あ
る
。
-
な
か
に
卵
殻
彩
陶
と
よ
ば
れ
る
、
う
ナ
M
V

彩
陶
片
(
第
一
六
聞
)
が
あ
る
。

た
い
て
い
杯
の
破
片
で
あ
る
ら
し
い
。
あ
っ
さ
一

m
内
外
、
輪
製
で
あ
る
。
泥
質
で
、
夜
白
か
ら
紅
色
の
あ
い
だ
に
あ
り
、
黒
、
賞
、
紅
の
ス

リ
ッ
プ
を
か
け
、
そ
の
う
え
に
黒
、
紅
二
色
で
彩
色
ナ
る
。
共
存
遺
物
と
し
て
は
卵
殻
黒
陶
あ
り
、
ま
た
黒
陶
圏
足
小
椀
、
楕
固
形
小
杯
あ
り
、

245 
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割5一四園 南京陰陽管下層土器略図 (南京博物院)
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紅
陶
の
小
土
偶
が
あ
る
。

ζ

と
に
鐘
空
豆
、
三
足
椀
、
甑
が
あ
る
の
で
龍
山
文

化
で
あ
る
と
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
卵
殻
彩
陶
は
鄭
州
林
山
砦
の

-
仰
語
文
化
一に
似
マ
い
る
と
い
う
。

石
家
河
か
ら
は
影
文
の
紡
輸
(
第
一
六
圃
)
が
で
て
い
る
。
泥
質
黄
陶
で
、
か

ん
た
ん
な
直
線
文
と
弧
線
文
の
彩
色
が
あ
る
。
影
陶
の
器
形
は
杯
が
多
く
、
あ

っ
さ
は
二
・
五

0
1五
m
の
問
、
責
胎
に
紅
色
の
彩
色
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

247 
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黒
、
友
、
紅
、
資
の
土
器
が
あ
る
。
器
形
は
設
、
圏
足
の
童
、
圏
足
の
雄
、
閤
足
の
豆
、
圏
足
の
杯
、
高
足
の
腕
、
高
足
の
皿
な
ど
。
そ
れ
に

玩
具
の
よ
う
な
鳥
や
獣
の
土
製
品
が
多
い
。
石
器
は
大
孔
石
斧
、
た
だ
の
石
斧
、
柱
紋
石
斧
、
踏
石
鉱
が
多
い
。
著
者
た
ち
の
分
析
に
よ
れ
ぼ
、

的

地
層
は
第

一
に
玉
と
銅
器
の
暦
、
第
二
に
客
祉
の
居
、
第
三
に
彩
、
紅
、

黒
、
次
陶
の
層
が
あ
る
と
い
う。

第
一
は
あ
き
ら
か
に
殿
周
の
玉
器

で
、
第
三
は
龍
山
文
化
を
基
調
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
膝
腺
岡
上
、
治
安
青
蓮
岡
、
南
京
陰
陽
替
、
信
陽
三
塁
広
と
陽
山
、
京
山
屈
家
嶺
と
天
門
石
家
河
の
諸
遺
跡
は
彩
陶
を
と
も

な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
彩
陶
は
よ
ほ
ど
の
獲
穫
で
あ
る
。
の
み
な
ら
や
ノ、
遺
跡
の
基
本
的
様
相
は
龍
山
文
化
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ζ

の
江
准

か
ら
漢
水
に
か
け
た
地
域
は
、

ζ

の
種
の
龍
山
文
化
が
そ
う
と
う
濃
密
に
分
布
し
て
い
る
。
最
近
知
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
も
、

か
な
り
の
遺
跡

数
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
重
要
な
遺
跡
と
し
て
江
蘇
省
新
祈
花
鹿
、
安
徽
省
蕎
牒
説
家
部
、
嘉
山
泊
岡
、
湖
江
省
杭
腕
良
渚
と
老
和
山
が
あ
げ

ω
 

ら
れ
る。

ζ

れ
ら
は
、

も
ち
ろ
ん
彩
陶
を
み
な
い
が
、
新
祈
花
聴
な
ど

の
友
陶
に
み
る
紅
色
の
ス
リ
ッ
プ
は
仰
詔
文
化
の
俸
統
と
み
て
よ
い
で

花
鹿

花
臆
遺
跡
は
徐
荘
、
北
海
闘
の
住
地
と
徐
荘

一
橋
の
葬
地
と
よ
り
な
る
。
墓
葬
は
二
十
例
ば
か
り
あ
る。

副
葬
品
は
ゆ
た
か
で
興
味

- 30ー

あ
ろ
う
。

た
い
て
い
泥
質
陶
で
あ
る
。

ω三
足
器
は
み
な
賓
足
、
つ
ま

り
鼎
で
、
一
局
は
な
い
。
認
は
あ
る
。
一
一
一
脚
の
鉢
は
あ
る
。
南
京
陰
陽
管
の
も
の
に
よ
く
似
て
い
る
。

ω圏
足
器
は
査
が
あ
り
、
把
手
の
杯
が
あ

り
、
豆
が
あ
り
、
鉢
が
あ
る
。
雨
耳
の
査
は
杭
腕
良
渚
、
嘉
輿
双
橋
の
も
の
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
鎮
孔
の
豆
は
不
召
案
以
下
の
豆
に
よ
く
似

て
い

る。

ω卒
底
器
と
し
て
は
鉢
と
維
と
が
あ
り
、
憾
に
は
把
手
つ
き
の
も
の
が
あ
り
、
陰
陽
管
下
層
に
似
る
。
紅
色
の
ス
リ
ッ
プ
が
あ
る
。

石
器
は
有
孔
石
斧
が
い
ち
じ
る
し
い
ほ
か
、
有
段
石
斧
、
玉
釧
、
玉
環
、
小
玉
類
が
注
意
さ
れ
る
。
同
{
円
角
器
は
錐
、
縫
針
、
鎖
、
話
、
環
等
が

を
ひ
く
が
、

い
ま
は
使
に
し
た
が
い
省
略
ナ
る
。
こ
こ
か
ら
出
土
す
る
土
器
は
、

つ
く
ら
れ
て
い
る
。

王
湘
氏
は
欝
燃
周
泊
涯
の
十
二
遺
跡
を
調
査
し
た
。
説
家
邸
、
彰
家
野
な
ど
の
蓋
形
遺
跡
で
、
貝
殻
が
多
い
。

稜
掘
し
・
な
か
っ
た
た
め
層
序
関
係
は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
銀
、
阪
、
鼎
、
三
脚
の
出
問
、
鬼
験
脚
が
あ
り
、
方
格
文
、
僚
監
文
が
あ
る
。

ζ

毒
鯨
の
近
傍

一
九
三
四
年
、



れ
ら
は
あ
き
ら
か

K
龍
山
文
化
で
あ
る
が
、

と
れ
と
と
も
に
高
、
豆
、
縄
薦
文
の
股
文
化
が
あ
り
、

こ
の
地

K
龍
山
文
化
と
肢
文
化
の
継
起
し

た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。

ζ

の
調
査
の
と
き
に
は
、
ま
た
純
粋
な
薄
胎
の
黒
陶
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
一た
が
、
最
近
、
安
徽
省
博
物
館
の
調
査
ナ
る
と
こ
ろ
で
は
、

般

K
、
貝
鎌
、
貝
錯
、
貝
万
が
あ
り
、
陶
懇
、

石
鎌
、
屑
卒
大
孔
石
斧
が
あ
り
、
白
灰
面
の
床
が
あ
っ
て
、
龍
山
的
色
諺
が

つ
よ
い
う
え
に
、

官
宅
豚
釣
魚
蓋
か
ら
は
標
準
的
な
黒
陶
が
出
土
し
た
と
い
う
。

良
渚
鎮

杭
廓
良
渚
に
つ
い
て
は
、

は
や
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、

間

一
九
五
五
年
K
あ
た
ら
し
い
遺
跡
が
護
見
さ
れ
、
調
査
さ
れ
た
。

そ

れ
に
よ
る
と
、
良
渚
の
遺
跡
は
ひ
じ
よ
う
に
康
大
で
、
東
は
良
渚
鎮
よ
り
西
は
資
泥
糊
に
い
た
る
六
回
の
地
に
わ
た
っ
て
い
る
。
護
掘
地
駐
は

ω地
表
か
ら

0・
五

m
が
表
土
で
、
印
文
陶
そ
の
他
が
で
る
。

ω0・
五
J
一
・
五

m
の
あ
い
だ
は
黒
陶
が
あ
り
、
三
足
器
が
あ
り
、
石
斧
、

石
錘
等
が
あ
る
。

ω一
・
五
J
三

m
の
聞
に
も
黒
陶
あ
り
、
鍵
空
の
黒
陶
あ
り
、
石
器
は
ほ
ぼ
似
て
い
る
。
黒
陶
は
黒
、
灰
、

程
賞
、
踏
紅
と
い
ろ
い
ろ
の
色
彩
を
有
し
、
手
製
、
輸
製
で
精
良
で
あ
る
。
薄
胎
黒
陶
よ
り
も
黒
皮
黒
陶
で
あ
る
。
器
形
は
と
く
に
環
耳
査
、

石
鋳
が
あ
り
、
銭
形
石
斧
が
あ
り
、
磨
石
銑
が
あ
る
。
玉
環
、

石
刀
、

石
錆
、

- 31ー

筆
、
鐘
空
豆
は
み
と
と
で
あ
る
。
石
器
は
み
と
と
な
扇
卒
大
孔
石
斧
が
あ
り
、

玉
演
な
と
玉
製
品
の
多
い
の
も
、
龍
山
文
化
の
一
様
相
で
あ
る
。

ζ

の
遺
跡
は
も
と
古
蕩
と
よ
ば
れ
た
が
、
老
和
山
と
い
う
方
が
た
だ
し
い
。

老
和
山

一
九
五
三
年
、
漸
江
大
挙
建
設
に
と
も
な
っ
て
調
査

さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
包
含
層
か
ら
は
泥
質
陶
が
で
る
。
慰
問
色
か
ら
灰
色
に
お
よ
び
、
黒
皮
茨
胎
の
も
の
も
で
る
。
泥
質
紅
陶
も
あ
る
が
、

砂
質
の
紅
陶
、
友
陶
も
あ
り
、

ぜ
ん
た
い
か
ら
い
う
と
黒
陶
よ
り
も
紅
陶
の
方
が
多
い
。
賓
心
の
三
足
器
が
多
く
、
う
つ
く
し
い
黒
陶
の
豆
が

あ
り
、
環
耳
査
が
あ
り
、
鉢
型
の
筆
が
あ
り
、
把
つ
き
の
杯
が
あ
る
。
大
孔
の
扇
卒
斧
、
石
斧
、
石
鏡
、
石
盤
、
隻
孔
長
方
形
石
万
、
石
鎌
、

石
錐
、
紡
輪
、
網
錘
が
あ
る
。
の
み
な
ら
や
ノ
注
意
ナ
べ
き
は
有
肩
石
斧
、
有
段
石
斧
の
存
在
で
あ
る
が
、
層
位
は
不
明
で
あ
る
。

石
銀
、第

一
、
第
二
の
周
圏

こ
う
い
う
朕
態
か
ら
み
る
と
、
江
准
漢
の
流
域
に
仰
詔
文
化
が
は
い
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
一、
そ
れ
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は
仰
間
文
化
の
末
期
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
ま
り
匪
倒
的
で
は
な
か
っ
た
し
、
あ
ま
り
濃
密
な
分
布
も
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、
中
原
文
化
の
周
囲
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に
山
束
、
江
蘇
、
安
徴
、
湖
北
と
ひ
ろ
く
、
か
っ
一
幅
建
、
蓋
濁
と
と
か
く
ま
で
ひ
ろ
が
っ
た
。
と
に
か
く
、
そ
れ
は
龍
山
文
化
が
基
礎
に
な
っ

て
、
彩
陶
を
と
も
な
っ
た
文
化
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
黒
光
の
あ
る
務
胎
黒
陶
は
ナ
く
な
い
。
か
え
フ
て
黒
双
陶
で
あ
り
、
黒
皮
陶
で
あ
り
、

か
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

あ
る
い
は
紅
陶
や
茨
黒
陶
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
安
徽
省
の
害
問
問
ま
で
は
白
茨
面
の
住
居
を
も
ち
こ
ん
だ
が
、

ム
ギ
を
つ
く

そ
れ
か
ら
南
は
ど
う
で
あ
っ
た

っ
た
ζ

と、

ウ
シ
、
ウ
マ
を
や
し
な
っ
た
ζ

と、

い
わ
ゆ
る
蓋
形
遺
跡
の
多
い
ζ

と
は
、
今
日
の
ど
と
き
水
田
の
な
か
の
生
活
が
想
像
さ
れ
る
。
イ
ネ
、

ス
ッ

シ
カ
を
と
っ
た
ζ

と
、
鱒
魚
、
育
魚
、
草
魚
、

ア
サ
リ
を
あ
つ
め
た
こ
と
は
、
遺
物
の
誼
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
出
。

イ
ヌ
、
ブ
夕
、

ヒ
ツ

J

ジ
、

ポ
ン
、

カ
メ
、
タ
ニ
シ、

ド
ブ
ガ
イ
、

こ
の
蹟
大
な
地
域
K
、
濃
密
な
分
布
を
も
っ
龍
山
文
化
は、

イ
ノ
シ
シ
、

必
要
が
痛
感
さ
れ
る
。
だ
が
、

そ
の
ζ

と
は
将
来
の
と
と
で
あ
る
。 さ

ナ
が
に
出
炭
化
が
多
く
、
多
く
の
地
域
、
多
く
の
時
期
K
わ
け
て
か
ん
が
え
る

い
ま
は
、

か
ん
た
ん
な
展
望
で
満
足
ナ
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
。
ま
、
ヂ
黄

河
中
原
を
直
接
に
と
り
ま
く
第
一
周
聞
、
山
東
の
西
部
、

そ
れ
か
ら
准
河
の
流
域
、

監
文
が
護
達
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
し
て
必
そ
ら
く
漢
水
流
域
は
、
縄
滞
文
、
方
格
文
、
篠
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ζ

の
そ
と
に
あ
る
第
二
の
周
聞
、

山
東
の
東
部
、

江
街
地
方
か
ら
江
西
、
湖
南
に
は
縄
薦
文
、
方
格
文、

候
笹
文
が
護
達
し
な
い
。
そ
れ
だ
け
非
中
原
的
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、

ζ

の
直
接
ナ
る
第
一
周
圏
に
は
、
そ
の
縄
薦
文
を
う
け
つ
い
だ

般
周
文
化
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
も
、
も
と
よ
り
中
原
か
ら
の
波
及
で
あ
る
が
、
第
二
の
周
閏
で
あ
る
山
東
東
部
、
江
湖
で
は
、

ζ

の
文
化
は

あ
ま
り
願
著
で
な
い
。
そ
う
し
て
、
と
く
に
揚
子
江
域
と
そ
の
以
南
で
は
、
あ
ら
た
な
印
文
陶
文
化
が
興
隆
し
た
の
で
あ
る
。

註

ω山
東
省
文
物
管
理
由
地
「
日
照
雨
城
銀
等
七
個
退
社
初
歩
助
査
」
(
文
物
参
考

資
料
、
一
九
五
五
ノ
一
二
)
、
二
O
l
四
一頁。

ω王
子
先

「育
島
勝
山
稜
現
新
石
探
時
代
的
石
総
」
(
考
古
逝
訊
二
九
五
五

ノ
五
)
、
五
六
、
五
七
頁
。

ω「
山
東
高
城
設
現
新
石
器
時
代
古
文
化
遺
枇」

(
文
物
参
考
資
料
、
一
九
五

四
|
一
一
一
)
、
七
頁
。

川W
帯
ノ
崎
間
章
『
華
東
新
石
訴
時
代
遺
社
』、
上
海
一九
五
五
年
刊
、
七
|
一
六
頁
。

同
署
ノ
燥
章
、

前
引
書
、
一
四
、
一
五
頁
。
修
柱
臣
、
前
引
書
、
二
ハ
頁
。

安
志
敏

「
一
九
五
三
年
我
園
考
古
的
新
設
現
」
(
考
古
通
訊
、

一
九
五
五
ノ

一)、

四
八
頁
。

川明華
東
文
化
工
作
除
「
准
安
勝
背
蓮
岡
新
石
器
時
代
遣
社
調
査
報
告
」(
考
古

皐
報
、
九
)
、
一
九
五
五
年
刊
、
一
一
一
一
1
二
四
頁
。

州
川
崎
恰
柱
臣
、
前
引
書
、
二
二
、

一四
頁。

ω
「
河
南
信
陽
三
里
庖
古
文
化
遺
社
」
(
文
物
参
考
資
料
二
九
五
四
ノ
六
)
、



二
五

l
=一
一
頁
。

川
明
河
南
女
物
工
作
除
「
河
南
信
陽
市
陽
山
新
石
器
時
代
遣
社
試
掘
記
」
(
文
物

参
考
資
料
、
一
九
五
五
ノ
八
)
、
五
九

l
六
七
頁
。

帥
4
T
換
章
、
前
引
書
、
三

二
、
三
三
頁
。
王
士
山
敏
「
南
京
域
内
端
技
現
新
石
器

時
代
遣
社
」
(
文
物
参
考
資
料
、
一
九
五
四
ノ
一

O
、
一
三
七
頁
)
O

F
換
章

「
南
京
城
内
陰
陽
後
設
現
的
新
石
器
時
代
巡
祉
勘
査
情
況
」
(
文
物

多
考
資
料
、
一
九
五
五
ノ
ご
、
ご
一
八
頁
。

帥
修
柱
臣
、
前
引
書、

一
七
頁
に
よ
る
。
同
蓄
に
は
南
京
博
物
院
江
蘇
女
管

禽
「
東
南
地
区
印
女
硬
陶
的
初
歩
推
測
」
(
未
刊
稿
)
を
引
用
し
て
い
る
。

帥
李
鑑
昭
「
南
京
鎖
金
村
開
放
現
的
新
石
器
時
代
退
社
」
(
考
古
漣
訊
、
一
九
五

六
ノ
四
)
、
三
三
頁
。

帥
茅
貞
「
丹
徒
裂
現
新
石
器
時
代
遣
社
」
(
考
古
通
認
、
一
九
五
五

ノ
四
)
、

六
一
頁
。
茅
貞
「
値
得
重
視
的
丹
徒
地
下
室
嬢
」
(
考
古
通
訊
二
九
五
七

ノ
一
一
)
、
五

O
頁。

帥
王
勤
、
呉
瑞
生
、
海
維
四
「
湖
北
京
山
鯨
石
飽
過
江
水
庫
工
程
中
溌
現
的

新
石
器
時
代
遺
祉
簡
報
」
(
女
物
参
考
資
料
、
一
九
五
五
ノ
四
)
、
四
一
|

四
豆
頁
。

石
龍
過
江
水
庫
文
物
工
作
隊
「
湖
北
京
山
天
門
考
古
設
掘
簡
報
」
(
考
古
遁

訊
、
一
九
五
六
ノ
三
)
、
一
一

I
-
一
一
頁
。

程
欣
人
「
京
山
脈
屈
家
債
遣
社
継
績
設
現
重
要
遺
物
」
(
文
物
参
考
資
料
、

一
九
五
六
ノ
一

O
)、
八

O
頁。

腕
乙
の
容
祉
の
層
訟
よ
ぴ
構
造
は
理
解
し
が
た
い
。
こ
の
褒
掘
に
封
し
、
張

雲
鵬
「
由
湖
北
石
家
河
遣
社
汲
掘
方
法
的
主
要
錯
誤
談
皐
蘇
聯
先
進
経
験
」
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(
考
古
遁
訊
二
九
五
七
/
二
)
、
六
八
|
七
三
頁
と
い
う
批
判
も
あ
る

O

M
W
修
柱
臣
、
前
引
書
、
二
ハ
頁
。

制
南
京
博
物
院
「
新
祈
花
鹿
村
石
器
時
伐
遺
社
概
況
」
(
文
物
参
考
資
料
、
一

九
五
六
ノ

a

七
二
)
、
三
|
二
六
頁
。

制
王
湘
「
安
徽
祷
豚
史
前
遣
社
調
査
報
告
」
(
考
古
拳
報
、
二
)
、
一
九
四
七

年
刊
、
一
七
九
|
二
五

O
頁。

同
開
安
徽
博
物
館
「
安
徽
新
石
碑
帥
時
代
遣
社
的
調
査
」
(
考
古
等
報
、
一
九
五
七

ノ
一
)
、
二
一
!
三
五
頁
。

M
判
断
江
文
管
曾

「
良
渚
黒
陶
又

一
次
重
要
設
現
」
(
文
物
参
考
資
料
二
九
五

六
ノ
二
)
、
二
玄
|
二
八
頁
。

注
済
英
、

議
肇

「
良
渚
長
攻
盟
…
陶
遺
社
清
理
工
作
概
況
」
(
文
物
参
考
資
料
、

一
九
五
六

ノコ
一)
、
八
四
頁
。

帥
黛
華

「
二
年
来
漸
江
渡
現
的
新
石
器
時
代
浩
社
輿
遺
物
」
(
文
物
参
考
資
料
、

一
九
五
五

ノ
八
)
。
葦
東
文
物
工
作
除
「
四
年
来
華
東
区
文
物
工
作
及
其
重

要
的
波
現
」
(
文
物
参
考
資
料
一
九
五
四

ノ
八
)
。

同
同
安
徽
省
博
物
館
「
安
徽
新
石
器
時
代
浩
社
的
調
査
L

(

考
古
皐
報
二
九
五

七
ノ
二
、
二
六
、
二
七
頁
。

海
信
殻
「
漸
江
崇
徳
羅
家
家
古
遺
品
品
調
査
記
」
(
考
古
遁
訊
、
一
九
五
七
ノ

四
)
、
四
九
頁
。

劉
憲
亭
「
湖
北
宜
昌
享
家
河
新
石
器
時
代
遁
社
中
的
魚
骨
」
(
考
古
遁
訊
、

一
九
五
七
ノ
三
)
、
七
八
頁
。

胡
悦
謙

「
安
徽
霊
壁
豚
荘
廟
村
新
石
器
時
代
遣
社
調
査
報
告
」
(
考
古
遁
訊
、

一
九
五
五
ノ
五
)
、
一
六
頁
。
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八

江
南
の
印
文
陶
文
化

杭
腺
老
和
山
、
良
滞
の
遺
跡
で
は
、
上
層
の
耕
土
か
ら
印
文
陶
が
で
る
と
い
っ
た
が
、

ζ

の
こ
と
は
嘉
輿
双
蜘
K
L
U
い
て

も
み
と
め
ら
れ
、
崇
徳
州
泉
鎮
の
北
道
橋
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
明
瞭
な
居
位
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
一
暦
の
耕
土
を
の

印
文
陶
の
居
位

ぞ
き
、
第
二
層
が
印
文
陶
、
第
三
層
が
黒
茨
陶
、
紅
陶
、

石
器
を
包
含
ナ
る
。
石
器
は
石
刀
、

石
矛
、

石
銑
、
紡
輪
、
土
器
は
縄
滞
文
砂
質
の

紅
陶
鼎
、
砂
質
の
紅
陶
雄
、
黒
陶
筆
、

そ
れ
に
シ
カ
、

ヒ
ツ
ジ

ノ
ロ
の
骨
や
角
が
あ
っ
て
、

ま
さ
し
く
龍
山
系
の
文
化
で
あ
る
。

王
志
敏
氏
の
「
江
蘇
省
南
部
新
石
器
時
代
文
化
」
(
考
古
遁
訊

一
九
五
五
/
て
三
二
、

三
三
頁
)
に
よ
る
と
、
淑
江
省
に
接
し
た
金
山
豚
金
山

上
暦
印
文
陶
文
化
が
あ
る
。
ま
た
常
州
湘
塘
橋
は
黒
陶
の
龍
山
系
文
化
の
み
で
、
印
文
陶
は
な
い
し
、
呉
蘇
陽
山、

蘇
州
五
峯
山
、
漂
陽
園
管
農
場
は
印
文
陶
だ
け
で
、
黒
駒
系
の
遺
物
は
な
い
と
い
う
。
し
か
も
、

ζ

の
印
文
陶
だ
け
の
三
遺
跡
に
も
、
み
な
石

衛
に
は
下
層
龍
山
系
文
化
、

-34-

斧
乃
至
有
肩
石
斧
を
み
る
。
者
J

燥
章
氏
は
、
印
文
陶
と
青
銅
器
の
あ
る
南
京
陰
陽
管
の
上
層
を
金
石
併
用
期
と
規
定
し

T
い
る
。
中
原
の
段
周

文
化
で
あ
り
、
甘
粛
の
辛
庖
文
化
に
相
嘗
ナ
る
。

印
文
陶
の
分
布

と
こ
ろ
が
、
ζ

の
印
文
陶
の
分
布
は
い
た
っ
て
特
徴
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
揚
子
江
の
雨
岸
か
ら
以
南
で
、
漸
江
、
江
西
、

湖
南
か
ら
一
隅
建
、
康
東
に
お
よ
ん
で
い
る
。
江
蘇
省
で
も
江
南
は
濃
厚
な
分
布
を
し
め
す
が
、
江
北
は
揚
州
あ
た
り
ま
で
で
、
准
河
の
流
域
K

b
よ
ん
で
い
な
い
。
進
安
青
蓮
岡
、
新
祈
花
聴
に
は
み
ら
れ
な
い
。
安
徽
省
で
も
北
は
だ
い
た
い
ム
ロ
肥
ま
で
で
、
進
河
流
域
の
嘉
山
泊
岡
や
欝

臓
の
各
遺
跡
に
は
み
る
た
ら
な
W
。
湖
北
省
で
は
祈
春
鯨
の
各
地
、
漢
口
一
戴
家
山

K
は
あ
る
が
、
黄
石
市
の
各
地
に
は
な
い
。
天
門
石
家
河
に

は
記
述
が
な
く
、
京
山
屈
家
嶺
に
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
顕
著
で
は
な
い
ら
し
い
。
さ
ら
に
揚
子
江
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
宜
昌
李
家
河
に
い
た
る
と
、

龍
山
系
の
遺
物
は
知
ら
れ
て

い
る
が
、

印
文
陶
に
閥
ナ
る
報
告
は
な
い
。

軟
陶
と
硬
陶
印
文
陶
は
印
文
軟
陶
と
硬
陶
と
が
あ
る
。
揚
子
江
下
流
k
h
z
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
印
文
硬
陶
で
あ
る。

印
文
軟
陶
に
つ
い
て
は
、
た
だ
蘇
北
治
滋
文
物
工
作
組
の

「
江
蘇
揚
州
附
近
鳳
且
河
遺
壮
麗
掘
簡
報
」
(
考
古
逝
訊
、

一
九
五
七
ノ

一
)
に
記
述
が



関襲撃

あ
る
。

ζ

こ
は
三
層
に
わ
か
れ
る
が
、

ω砂
質
粗
陶
、
倒
泥
質
紅
陶
、

ω印
文
硬
陶
は
各
層

か
ら
出
土
、

ω泥
質
夜
陶
・と
伺
泥
質
黒
陶
は
最
下
層
に
の
み
で
る
。
こ
の
う
ち
泥
質
紅
陶
で
、

印
文
の
あ
る
も
の
が
印
文
軟
陶
で
あ
る
。
し

τみ
る
と
、
爾
方
の
印
文
陶
が
龍
山
系
の
も
の

第ー七闘丹徒軟陶印文

(考古ji!i訊.1955-4) 

よ
り
あ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
乙
に
な
る
が
、
印
文
軟
陶
と
硬
陶
と
の
層
位
的
匝
別
は
み
と
め

ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
圃
版
に
し
め
さ
れ
た
破
片
か
ら
み
る
と
、
前
者
に
は
格
子
文
、
網
代

文
、
雷
文
が
あ
り
、
後
者
K
は
格
子
文
、
羽
朕
文
、
階
段
文
、
穀
粒
格
子
文
、
穀
粒
方
格
文

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
印
文
の
ち
が
う
と
と
ろ
を
み
る
と
、
時
期
の
ち
が
う
可
能
性

も
あ
る
。

ζ
ζ

で
は
印
文
硬
陶
に
比
し
て
軟
陶
が
塵
倒
的
K
多
い
。

ヨ
埼
蝋
総
額

湖一三一議瀦
る
が
、
そ
こ
に
あ
げ
た
印
文
は
、
偶
然
か
揚
州
鳳
恩
河
の
泥
質
紅
陶
、
す
な
わ
ち

ま
た
茅
貞
「
丹
徒
費
現
新
石
器
時
代
文
化
遺
杜
」
(
考
古
通
訊

一
九
五
五
ノ
四
、
六
一

一良)
を

- 35ー

ζ

の
あ
た
り
の
砂
質
紅
陶
と
灰
陶
に
印
文
の
あ
る
こ
と
を
い
い
、
前
者
の
匪
倒
的

み
る
と
、

印
文
軟
陶
(
第
一
七
圃
)
の
も
の
に
似
て
い
る
。
淑
江
省
の
崇
徳
州
泉
北
道
橋
や
双
橋
の
印
文
(
第
一
八
圃
)

ら
し
い
。
し
か
し
、

は
、
さ
き
に
引
用
し
た
繁
華
氏
の
報
告
中
に
た
く
さ
ん
圃
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
h
M

は
ほ
と
ん
と
印
文
硬
陶

べ
つ
に
附
近
出
土
の
泥
質
茨
陶
の
印
文
に
は
銅
器
に
み
る
よ
う
な
胆
龍
文
が
あ
る
と
い

て
い
る
。

ぅ
。
茅
貞
「
丹
徒
又
護
現
古
遺
枇
」
(
考
古
遜
訊
、
一
九
五
六
ノ
一
、
三
五
頁
)
に
も
、
襲
撃
文
の
陶
片
を
報
告
し

町
文
陶
の
年
代

親
百
齢
氏
の
「
江
蘇
丹
徒
癒
竃
敬
譲
現
新
石
器
時
代
遣
社
」
(
考
古
遁
訊、

一
種
は
印
文
が
あ
さ
く
、
火
度
が
た
か
い
。
他
は

一
九
五
六
ノ
六
、

五
八
頁
一
)
を
み
る
と
、
印
文
夜
陶
を
二
つ
に
わ
け
て
い
る
。

253 

印
文
が
ふ
か
く
、
火
度
が
ひ
く
い
。
や
わ
ら
か
い
う
え
に
、
銅
器
文
様
に
似
て
い
る
。
後
者
は
ふ
る
い
が
、

第一八圏 双橋硬陶印文

(考古遁訊.1955-5) 
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漢
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

か
つ
て
無
錫
の
職
園
墓
よ
り
で
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
に
よ
る
と
印
文
硬
陶
の
や
わ
ら
か
い
方
が
戦
園
、

か
た
い
方
が

こ
れ
は
硬
陶
だ
け
の
細
分
で
あ
る
。
さ
き
の
揚
州
鳳
国
河
の
報
告
で
は
、
戦
園
基
の
出
土
品
と
く
ら
べ

て
、
軟
陶
、
硬
陶
と
も
そ
れ
よ
り
ふ
る
い
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
南
京
陰
陽
管
の
上
層
、
丹
徒
大
港
の
遺
跡
と
く
ら
べ
て
、
前
者
の
銅
鎖
、
後

者
の
高
か
ら
周
の
中
期
、

も
し
く
は
早
期
と
か
ん
が
え
て
い
る
。
こ
れ
に
射
し、

さ
さ
に
あ
げ
た
南
京
博
物
館
の
諸
皐
者
の
意
見
で
は
、
印
文

硬
陶
を
春
秋
以
後
、
印
文
軟
陶
を
股
か
ら
西
周
に
い
た
る
と
し
て
い
る
。

陶
の
あ
る
こ
と
は
事
質
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

ζ

れ
ら
は
、

南
京
諸
撃
者
の
意
見
は
穏
や
固
だ
と
L
Z

も
う
。
江
南
に
か
け
る
印
文
陶
の
傍
統
は
ひ
じ
よ
う
に
つ
よ
い
か
ら
、
戦
園
暑
に
も
、
漢
塾
に
も
印
文

も
は
や
特
殊
な
存
在
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
戦
園
や
漢
代
に
な
っ
て
、
中
原
と

ζ

の
あ
た
り
に
い
と
な
ま
れ
る
ζ

と
自
健
が
、
地
方
文
化
で
あ
る
印
文
陶
の
盛
時
が
す
で
に
す
ぎ
さ
っ
た
こ
と
を
意
味

か
わ
ら
な
い
墳
墓
が
、

す
る
と
お
も
う
。
だ
か
ら
、

わ
た
く
し
は
春
秋
以
後
と
い
う
よ
り
、
春
秋
を
ふ
く
め
た
春
秋
以
後
に
そ
の
盛
時
を
み
と
め
た
い
と
訟
も
っ
て
い

あ
る
い
は
呉
越
時
代
(
前
回
九
五
|
三
三
四
四
)

-36ー

る
。
漢
代
の
印
文
硬
陶
、
戦
園
の
印
文
硬
陶
は
べ
つ
で
あ
る
。
春
秋
時
代

(
前
七
七
l
O
四
O
三
)
、

と
こ
で
は
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

に
鯖
す
べ
き
印
文
硬
陶
を
、

っ
て
、
以
前
に
よ
ば
れ
て
い
た
「
呉
越
文
化
」
の
稿
も
、
な
お
ナ
て
が
た

こ
の
と
と
に
関
連
し
て
、
最
近
の
重
要
な
事

園略

)
豆

湖

巷

制

策

創

出

閉

疎

無
江

印
文
陶
の
墳
墓

闘
酬
番
目
叫
に
hz
い
て
護
見
さ
れ
た
。
構
造
は
か
な
ら
や
J

し
も
明
瞭
で
な
い
が
、

九

(

第

い
魅
力
が
あ
る
と
お
も
う
。

賓
は
、
印
文
陶
の
墳
墓
と
客
祉
の
瑳
見
で
あ
ろ
う
。

墳
墓
は
蘇
州
五
峯
山
と
無
錫
峰
山、

策
巷
、
橋
門、

五
峯
山
々
下
の
一
例
、

祭
巷
の

一
例
は
土
坑
で
あ
り
、
峰
山
の
一
例
は
石

榔
で
t
p
.る
。
石
榔
は
東
西
に
な
が
く
三
・
八
五

m
、
南
北

0
・
四
五

m
、

た
か
さ

0
・
四

O
m
と
い
う
。
北
壁
は
五
塊
の
石
、
南
壁
は
六
塊
の
石
、



，古
木
壁
は
範
石
、
西
壁
は
一
大
石
よ
り
な
る
。
石
榔
の
な
か
か
ら
皿
二
、
軸
豆
一
、
健
五
が
で
た
が
、
維
は
印
文
硬
陶
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
墓

葬
も
、
た
い

T
い
ζ

の
程
度
の
副
葬
品
が
あ
っ
た
。
土
器
は
紫
黒
色
を
主
と
し
、
夜
色
ま
た
紅
色
を
お
び
る
も
の
が
す
と
し
あ
る
。
土
は
精
良

で
あ
る
が
、
こ
ま
か
い
砂
粒
を
ふ
く
む
。
焼
成
火
度
た
か
く
、
硬
陶
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
か
た
い
。
紬
は
青
褐
色
で
う
ナ
く
、
豆
の
ほ
か
に
傘
、

杯
、
椀
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
特
徴
的
な
も
の
は
豆
と
舎
で
あ
る
。

刷、，
』、‘

ζ

の
種
の
友
紬
豆
(
第
一
九
園
)
は
、
長
安
普
渡
村
、
洛
陽
老
城
一
向
や
丹
徒
煙
敬
山
川
の
西
周
墓

か
ら
出
土
し
て
い
る
。
西
周
と
い
う
け
れ
ど
も
、
紬
の
な
い
も
の
な
ら
、
安
陽
小
屯
に
も
み
ら
れ
仇
』
肢
末
以
来
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
る
ろ

'う
。
し
か
し
、

ζ

こ
の
出
土
品
は
皿
部
が
や
や
大
き
く
、

も
の
と
み
る
の
が
杢
嘗
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
れ
ば
西
周
後
期
か
、
東
周
前
期
と
い
え
よ
う
。
さ
き
の

255 

2 

口
が
ひ
ら
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
す
と
し
ち
が
う
。

い
く
ら
か
必
く
れ
た

年
代
観
と
も
あ
う
わ
け
で
あ
る
。

- 37-

鄭州殿代印女陶略図

(歯医州河南文物工作隊第一隊)

そ
れ
か
ら
大
腹
九
修
口
、
圏
蓋
の
傘
は
銅
器
の
隼
と
共
通
し
た
、
と
こ
ろ
が
あ
る
。
銅
器
の
等
か
ら

源
生
し
た
も
の
と
し
て
西
周
と
ろ
と
み
と
め
ら
れ
る
。

ζ

れ
と
ち
が
っ
て
、
羽
紋
刻
文
の
盆
は
晩
周

の
盆
K
一
致
し
、
獣
形
の
耳
も
職
園
銅
器
の
装
飾
を
訟
も
わ
ナ
も
の
が
あ
る
。
華
利
議
問
古
墓
の
報
文

(
四
八
頁
)
で
は
、

漸
江
寧
波
の
戟
園
墓
か
ら
で
た
紬
陶
の
提
梁
惹
を
あ
げ
て
い
る
が
、
と
れ
は
た
ぶ

同
町
ぬ
る

5
5
司
む
さ

(
O門
広
三
色
〉
3
・ロ
lH)
第
一
一
一
固
に
み

ζ

れ
が
職
園
時
代
と
ナ
る
と
、
こ
こ
に
あ
げ
た
も
の
は
、

ん

0
・
カ
ー
ル
ベ
ッ
ク
氏
の

え
る
提
梁
重
と
同
類
と
訟
も
う
。
も
し
、

第二O園

そ
れ
よ
り
も
幼
稚
で
あ
る
か
ら
、

っ
く
り
か
ら
、
紬
か
ら
、

そ
れ
よ
り
は
ふ
る
い
と
ナ
る
ζ

と
が
で

骨
己
句
@
。

町
文
陶
の
客
祉

さ
れ
旬
。
客
の
構
造
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
燥
さ
ぞ
こ
な
い
や
紬
塊
の
か
ら
が
い
っ
ぱ
い
あ
る

客
祉
は
漸
江
省
粛
山
鯨
茅
里
湾
、
唐
子
山
、
馬
面
山
の
一
二
刃
所
k
b
い
て
殻
見
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か
ら
客
社
で
あ
る
と
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
土
器
は

ω印
文
硬
陶
、

ω紬
陶
、
同
泥
質
陶
、

ω砂
質
陶
で
あ
る
。
印
文
は
方
格
文
、
市
松
文
、

米
字
文
、
稲
荷
文
等
あ
り
、
軸
陶
は
黄
味
が
か
っ
た
青
色
の
茨
紬
が
が
う
ナ
く
か
か
っ
て
い
る
。
泥
陶
は
粗
彩
で
、
黄
色
と
灰
色
を
呈
し
、
印

文
は
な
い
。
砂
質
陶
は
紅
色
と
灰
色
で
、
属
卒
な
鼎
足
ば
か
り
で
あ
る
。
時
代
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
蘇
州
、
無
錫
の
基
葬
と
同

時
代
と
み
て
よ
い
。
こ
と
に
、
う
ナ
い
茨
紬
の
か
か
っ
た
椀
(
孟
)
は
ま
っ
た
く
同
様
な
も
の
が
双
方
に
あ
る
。
こ
の
茨
軸
孟
は
、

回

の
が
康
東
省
か
ら
も
で
て
い
て
注
意
を
ひ
く
。

よ
く
似
た
も

印
文
陶
の
源
流

こ
う
い
う
ふ
う
に
印
文
破
陶
を
か
ん
が
え
る
と
、
印
文
軟
陶
は
西
周
、

ま
た
股
K
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
た

だ
印
文
硬
陶
と
軟
陶
の
医
別
は
胎
に
つ
い
て
み
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
印
文
だ
け
で
は
匡
別
し
に
く
い
。
雷
文
、
羽
扶
文
、
網
代
文
な

ど
の
ふ
る
く
、
米
字
文
、
複
合
文
な
ど
の
あ
た
ら
し
い
の
は
、
ほ
ほ
い
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
ほ
か
は
載
然
と
医
別
し
が
た
い
と
お
も
う
。
し
か

し
、
と
に
か
く
印
文
硬
陶
に
さ
き
だ
っ
て

一
定
の
流
行
の
時
期
が
あ
っ
た
ζ

と
は
み
と
砂
て
よ

い。

印
文
陶
の
は
じ
ま
り
を
、
殿
ま
で
ひ
き
あ

げ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、

そ
の
印
文
の
出
自
が
あ
き
ら
か
K
な
る
よ
う
に
か
も
う
。
殿
ま
で
あ
げ
る
と
、
江
域
の
印
文
陶
が
股
文
化
の
影
響
に
よ

-38ー

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
近
時
設
掘
の
鄭
州
で
は
、
股
代
、
と
く
に
二
塁
同
期
の
印
文
が
ゆ
た
か
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
と
く
に
、

そ
の
羽
扶
印
文
を
全
面
に
ほ
と
ζ

し
た
紅
褐
色
の
小
tE一
、
雷
文
を
全
面
に
し
た
軸
陶
査
(
第
二

O
闘
)
は
印
文
陶
の
源
流
と
ナ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

も
と
も
と
龍
山
文
化
に
か
け
る
細
薦
文
、
保
箆
文
、
方
格
文
は
印
文
と
か
な
じ
手
法
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
江
漸
の
龍
山
遺
跡
に
は
縄
蒋
文

も
、
係
蟹
文
も
、
方
格
文
も
す
べ
て
な
く
な
っ
て
い
た
。
あ
た
ら
し
い
印
文
陶
は
殿
文
化
と
の
接
絢
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
、

つ
い
で
周
文
化
と

の
接
個
別
に
よ
っ
て
紬
陶
を
い
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
要
ナ
る
に
江
域
k
h
z
け
る
印
文
陶
文
化
は
中
原
の
殿
周
文
化
に
相
嘗
し
、

そ
の
影
響

を
多
分
に
う
け
、

つ
い
に
完
全
K
中
原
化
さ
れ
た
の
が
職
閣
時
代
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
(
第
二
一
圃
)

註

ω議
華

「
漸
江
嘉
閣
内
双
橋
設
現
新
石
器
時
代
治
社
」
(
考
古
逝
訊
、
一
九
五
五

ふ

ノ
五
)
、
二
二
|
二
五
頁
。

川

w策
車
中
「
二
年
来
漸
江
渡
現
的
新
石
器
時
代
遣
社
奥
遺
物
」
(
文
物
参
考
資
料
、

一
九
五
五
ノ
八
)
、
七
四
頁
。

川

w安
徽
省
博
物
館
「
安
徽
新
石
器
時
代
遣
社
的
調
査
」
(
考
古
謬
報
、
一
九
五

七
ノ
こ
、
二
一
|
三

O
頁
。



川
明
湖
品
物
省
す
人
物
管
理
委
員
曾
「
湖
北
好
春
易
家
山
新
石
棒
時
代
遣
社
調
査
簡

報
」
円
考
古
遁
訊
、
、
一
九
五
六
ノ
三
)
、
二
四
頁
。

定
蔚
「
略
談
三
年
来
武
漢
市
的
女
物
保
護
褒
現
」
(
文
物
参
考
資
料
、
一
九

五
六
ノ
七
)
、
一
七
、
一
八
頁
。

制
高
感
動
、
周
抱
楼
「
湖
北
責
石
市
六
蕗
古
遣
社
調
査
紀
要
」
(
文
物
参
考
資

料
、
一
九
五
六

l
一
二
)
、
四
九

l
五
二
一
員
。

ω王
効
、
呉
瑞
生
、
語
維
四
「
湖
北
京
山
鯨
石
穏
過
江
水
庫
工
程
中
設
現
的

新
石
舞
時
代
遣
社
簡
報
」
(
文
物
参
考
資
料
、
一
九
五
五
ノ
四
)
、
四
二
|
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四
六
頁
に
印
文
陶
の
ζ

と
を
い
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
は
み
な
い
。

開
賀
高
波
「
湖
北
宜
昌
的
新
石
器
時
代
遣
社
」
(
考
古
遁
訊
、
一
九
五
七
ノ
一
二
)
、

五
七
|
六

O
頁。

紛
前
引
の
「
鳳
風
河
遺
祉
」
、
一
七
頁
。

ω紹
興
離
渚
、
湖
南
長
沙
。

帥
朱
江
「
呉
豚
五
峰
山
燦
燈
懲
病
理
筒
報
」
(
考
古
通
訊
二
九
五
五
ノ
四
)
、

五

O
l五
三
頁
。

朱
江
「
江
蘇
南
部
旬
磁
陶
輿
紬
陶
u
遺
存
清
理
」
(
考
古
遁
訊
二
九
五
七

ノ
三
)
、
八

l
一一一一頁。

貌
吉
勝
、
謝
春
統
「
無
錫
華
利
融
問
古
基
情
理
簡
報
」
(
文
物
参
考
資
料
、
一

九
五
六
ノ
一
二
)
、
四
七
、
四
八
頁
。

帥
侠
西
省
文
管
舎
『
長
安
普
波
村
西
周
墓
的
護
槻
」
(
考
古
通
訊
二
九
五
七

ノ
ニ
、
園
版
五
1
0
『
洛
陽
出
土
帝
人
物
選
集
』
第
一
一
瞬
、
一
四
頁
。

ω江
蘇
省
文
管
舎
「
江
蘇
丹
徒
豚
社
山
出
土
的
古
代
背
銅
器
」
(
文
物
参
考
資

料
、
一
九
五
五
ノ
五
)
、
五
八
頁
。

帥
郷
衡
「
試
論
鄭
州
殿
周
文
化
遺
社
」
(
前
引
)
、
圃
四
。

帥
王
土
倫
「
漸
江
粛
山
並
化
庖
古
代
客
社
的
妥
現
」
(
考
古
遁
訊
二
九
五
七

ノ
ニ
)
、
二
四

l
二
九
頁
。

制
『
世
界
陶
磁
全
集
』
第
八
巻
、
第
コ
二
七
圏
O

M
W
安
金
塊
「
郷
州
古
代
遺
存
介
紹
」
(
前
引
)
、
一
九
頁
。

〔
後
記
〕
な
hs
わ
た
く
し
は
綴
期
間
の
印
女
陶
、
関
与
の
印
文
陶
に
つ
い
て
書

く
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
紙
数
も
倍
以
上
に
な
っ
た
し
期
限
も
き
れ
た
の
で
、

い
ち
伝
う
ζ

れ
で
摘
筆
ナ
る
が
、
贋
東
の
ζ

と
に
つ
い
て
は
『
中
園
考
古
皐

の
旅
』
(
近
刊
)
の
な
か
で
、
ナ
ζ

し
ふ
れ
て
あ
る
。
(
一
九
五
七
、
九
、
一
二
三

(

一

O
八
頁
へ
)
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第二一圃
噂， '‘ 、
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(=
一九
頁
よ
り
)

〔
中
園
先
史
文
化
闘
の
説
明
〕
こ
う
い
う
闘
を
つ
く
っ
て
み
る
と
、
町
医
は

仰
溜
層
、
詑
山
層
と
股
周
層
と
の
上
下
閥
係
が
み
ら
れ
る
地
帯
。
P
匿
は
仰

詔
層
、
斉
家
時
閣
と
辛
庖
厨
と
が
上
下
閥
係
を
な
し
、

P
区
は
仰
詔
屠
(
赤
峰

第
二
と
辛
庖
層
(
赤
峰
第
二
)
と
が
み
と
め
ら
れ
る
地
幣
。
南
の

B
E
は

龍
山
、
も
し
く
は
穏
山
系
の
文
化
の
訟
よ
ぷ
地
待
。
た
だ
し
、

a
d
a
線
ま
で

は
縄
薦
文
が
顕
著
で
、
段
周
縄
滞
文
茨
陶
も
豊
富
。
b

M

U

線
は
印
女
陶
の
褒

達
を
み
A
Y
、
線
内
の
E
U

鹿
は
穏
山
系
文
化
層
と
印
文
陶
文
化
層
と
が
上
下
関

係
に
あ
る
。
と
れ
に
反
し
宮
医
は
ま
だ
雨
者
の
層
序
関
係
が
不
明
で
あ
る
。

(
一
九
五
七
、
一

O
、
七
)

-108-



Prehistoric Studies in China 

Seiichi Mizuno 

After the Revolution prehistoric study in China has made a remark-
able progress. As the result of archeological researches made in the course 
of the construction of the Huang-ho黄河 damsSha-yuan沙疋 culture
microliths， which preceded the Yang-shao仰詔 culture，have been discove-
red at Ch'ao・i朝邑，Shensi険西. These microliths belong to the hunting 
stage before the introduction of agriculture. Sites of the Yang-shao and 
Lung-shan龍山 cultureshave been found with rich artifacts. If we com-
pare these findings with those from the Yang-shao site at Pan-p'o牢波 in
Shensi Province， it seems that Yang-shao culture in Honan河南 andShensi 
gave birth to Yang-shao culture at Iarge， and the same may be said 
of the later cultures of Lung-shan as welI as of Yin股 andChou周. In 
Kansu甘粛 toothe dam construction has Ied to a number discoveries of 
various sites， where the chronological order of the Yang-shao， Ch'i-chia 
斉家 andHsin-tien辛居 cultures，which correspond to that of Yang-shao， 
Lung-shan and Yin-Chou cultures， can be observed_ Though these three 
distinct cultures were successively diffused to Kiangsu江蘇，Anhui安徽 and
Hupei湖北， it was the modified Lung-shan culture that played the leading 
role. StiII later， the diffusion of Lung-shan culture to the south of the 
Yang-tzu gave birth to impressed pottery culture which corresponds to 
Yin-Chou culture. 

On the Newly Discovered Chinese Bronzes 

Takayasu Higuchi 

It is a noteworthy fact that those bronzes which have been discovered 
after the Revolution are the result of systematic excavations afid， con-
sequently， their sites are known. In the present article are taken up those 
bronzes from the Western Chou周 sitesat Tan-t'u丹徒 Hsienand I-cheng 
儀徴 inKiangsu江蘇 Province，at Liang-yuan凌源 Hsienin Liao-ning遼寧

Province， at Hung-chao洪越 inShan-si山西 Province，and at Ch'ang引 1

長安 andMei眉 Hsienin Shensi i吹西 Province. AlI these sites were in the 
cultural area of Western Chou， while at that time the other parts of China 
still remained in the stone age. This area may be divided into four dis-
tinct sub-areas. It might be， therefore， supposed that each of them reveals 
its own local characteristics， but， in fact， alI of them are so closely related 
with the bronzes from Lo-yang洛陽 andShantung山東 thatIittle local 
di任erenceis observed. At some of these sites bronzes of di任erentdates 
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