
二通

朝

鮮

出

土

の

磨

製

石

剣

|
|
細
形
銅
剣
を
模
し
た
一
群
に
就
い
て
ー
ー
ー

有

光

数

こ
こ
に
取
扱
う
朝
鮮
の
磨
製
石
剣
は
、
初
め
て
朝
鮮
に
波
及
し
た
大
陸
の
金
属
文
化
が
い
か
な
る
形
で
朝
鮮
石
器
時
代
人
の
聞
に
掻
取
さ
れ

て
行
っ
た
か
を
知
る
恰
好
の
資
料
で
あ
る
o

朝
鮮
文
化
の
後
遺
が
、
大
陸
の
高
い
諸
文
明
の
影
響
に
負
う
所
大
で
あ
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
が
、

そ
の
長
い
接
胸
の
歴
史
の
第
一
章
は
、
大
陸
か
ら
最
初
に
波
及
し
た
金
属
文
化
に
閲
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
代
表
す
る
遺

物
が
銅
剣
・
銅
鉾
類
で
あ
る
の
に
針
し
て
、
そ
れ
を
受
け
た
朝
鮮
土
着
文
化
を
代
表
す
る
の
が
磨
製
石
剣
で
あ
る
。

最
も
早
く
、
か
よ
う
な
意
味
を
認
め
て
謄
製
石
剣
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
型
式
・
分
布
・
出
土
遺
跡
・
伶
出
物
等
に
聞
す
る
研
究
を
準
め
ら
れ

①
 

た
の
は
梅
原
末
治
博
士
・
中
山
卒
攻
郎
博
士
及
び
故
高
橋
健
自
博
士
で
あ
っ
て
、
大
王
の
末
に
一
連
の
論
述
が
あ
る
。
共
の
後
、
私
は
「
朝
鮮
に

於
け
る
耐
脂
製
石
剣
の
形
式
と
分
布
」
に
つ
い
て
見
解
を
後
表
し
た
(
人
類
皐
雑
誌

五
四
巻
五
一
蹴
)
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
諸
先
生
の
研
究
の
範
閣
を
出
る

も
の
で
な
か
っ
た
が
、
な
の
磨
製
石
剣
に
針
す
る
研
究
の
跳
躍
台
と
な
り
、
爾
後
関
係
資
料
の
蒐
集
に
努
め
る
縁
と
な
っ
た
。
然
し
間
も
な
く

戦
争
と
そ
の
結
果
に
よ
り
此
の
研
究
も
中
絶
せ
ぎ
る
を
得
な
い
は
め
と
な
っ
た
。
私
は
嘗
時
朝
鮮
線
督
府
博
物
館
に
勤
務
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る。

朝
鮮
出
土
の
膚
製
石
制
(
信
光
)

，じ
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昭
和
廿
八
年
以
来
、
京
都
大
撃
に
お
い
て
梅
原
博
士
の
朝
鮮
考
古
畢
に
関
す
る
資
料
(
以
'
下
「
梅
原
考
古
資
料
」
と
稲
す
)
の
整
現
に
嘗
る
こ
と

に
な
っ
た
私
は
、
そ
の
中
に
同
博
士
作
製
の
石
剣
の
賞
測
圃
・
寓
異
及
び
記
録
が
多
数
あ
る
事
を
知
り
、
再
び
石
剣
の
問
題
を
考
え
得
る
よ
う

に
な
っ
た
。
蓋
し
プ
ィ

1
Y
ド
と
資
料
を
失
っ
て
引
揚
げ
て
来
た
朝
鮮
考
古
撃
の
畢
徒
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
幸
運
は
な
い
。
本
小
篇
は
右

の
整
理
に
際
し
考
え
及
ん
だ
と
こ
ろ
に
は
か
な
ら
ぬ
が
、
最
近
十
数
年
間
に
後
見
さ
れ
た
開
係
資
料
や
、
後
表
さ
れ
た
新
見
解
に
よ
っ
て
、
前

の
な
見
を
補
正
し
朝
鮮
勝
製
石
剣
の
正
し
い
理
解
に
資
す
る
事
が
出
来
れ
ば
幸
で
あ
る
。

起
草
に
嘗
り
、
資
料
を
向
由
に
使
う
事
を
許
さ
れ
た
梅
原
博
士
の
寛
容
に
針
し
深
謝
す
る
と
と
も
に
、
分
布
聞
の
滞
害
そ
の
他
で
商
谷
岡
県
次

氏
の
少
な
か
ら
ぬ
援
助
を
受
け
た
事
を
銘
記
す
る
。

朝
鮮
及
び
日
本
に
分
布
す
る
磨
製
石
剣
の
形
式
分
類
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
梅
原
末
治
博
士
の
案
が
あ
る
。
梅
原
博
士
は
石
剣
を
「
銅
剣
の
形

「
軍
な
る
細
長
き
石
槍
形
」
の
第
二
種
と
に
大
別
し
、

①
 

成
圃
」
に
よ
っ
て
、
雨
者
を
通
じ
て

I
-
E
・
E
-
w
の
四
類
に
分
つ
こ
と
を
示
さ
れ
た
。

「
勝
製
石
剣
形
式
分
類
集

を
石
に
移
せ
り
と
認
む
べ
き
特
徴
顕
著
な
る
」
第
一
種
と
、

-
次
い
で
故
高
橋
健
自
博
士
は
右
の
梅
原
博
士
の
分
類
を
踏
襲
し
、
そ
の
「
銅
剣
銅
鉾
の
研
究
」
に
於
て
各
類
に
形
式
名
を
輿
え
ら
れ
た
。
邸

ち
高
橋
博
士
の
分
類
は
第
一
類
鍛
剣
形
、
第
二
類
有
柄
式
、
第
三
類
有
樋
式
、
第
四
類
グ
リ
ス
形
の
四
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
梅
原

博
士
の

I
-
E
-
w
-
E
に
嘗
る
。
雨
博
士
の
分
類
は
、
そ
の
後
多
数
の
新
資
料
が
出
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
某
本
的
な
痩
改
を
加
え
る
必
要
な

し
と
す
ロ
わ
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

然
し
こ
の
分
類
に
は
一
貫
し
た
基
準
が
な
い
。
即
ち
、

あ
る
い
は
全
形
に
よ
り
、

あ
る
い
は
部
分
の
特
色
に
よ
り
分
類
さ
れ
て
い
る
。
犯
は
、

朝
鮮
後
見
の
石
剣
を
集
め
て
形
式
分
類
を
試
み
た
際
、
右
の
分
類
法
に
撮
っ
た
と
こ
ろ
、
高
橋
博
士
の
い
わ
ゆ
る
有
柄
式
の
中
に
も
、
鍛
剣
形

に
相
賞
す
る
も
の
の
中
に
も
有
樋
の
例
が
あ
っ
て
重
抱
し
、
混
飢
を
招
く
事
を
経
験
し
た
。
ま
た
ク
リ
ス
形
に
該
蛍
す
る
石
剣
は
、
朝
鮮
に
な

い
事
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
別
の
分
類
を
試
み
、
さ
き
の
拙
稿
「
朝
鮮
に
於
け
る
贈
製
石
剣
の
形
式
と
分
布
」
の
中
に
記
し
て
世
に
問
う
た
円
そ
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れ
は
基
部
の
形
妖
に
よ
る
わ
け
か
た
で
あ
っ
て
、

(
A
〉
基
部
に
細
く
短
い
ナ
カ
ゴ
を
有
す
る
有
家
式
、

(
B
〉
基
部
が
ツ
カ
の
着
裳
を
象
る

有
柄
式
、

(
C
〉
基
部
を
真
直
ぐ
に
織
り
ナ
カ
ゴ
も
ヅ
カ
も
作
ら
ぬ
無
撃
無
柄
式
、

(
D
〉
穂
部
か
ら
向
然
に
柄
に
移
行
し
て
そ
の
間
に
明
概

な
マ
チ
を
作
ら
ぬ
柳
葉
形
と
し
た
。

以
上
の
う
ち
、

A
及
び
B
は
明
ら
か
に
梅
原
博
士
の
第
一
種
に
相
賞
す
る
。
即
ち
銅
剣
の
形
を
石
に
移
し
た
こ
と
の
明
搬
な
種
類
で
あ
る

o

A
札
艶
の
存
在
が
著
し
く
、

B
は
俳
め
の
形
に
よ
っ
て
察
知
出
来
、
と
も
に
樋
を
彫
る
も
の
が
あ
っ
て
い
よ
い
よ
疑
い
を
存
し
な
い
事
以
下
に

述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
針
し
、

C
及
び
D
の
形
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
銅
剣
と
の
聞
に
直
接
の
つ
な
が
り
を
認
め
難
く
、
而
も
出
土
数
が

前
二
者
に
比
し
て
甚
だ
寡
少
で
あ
る
c

本
篇
で
は
、
ま
ず
、
朝
鮮
出
土
の
剣
形
石
器
の
大
部
分
を
占
め
る

A
及
び

B
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
形

の
由
来
と
分
布
の
問
題
を
考
察
す
る
。

右
に
述
べ
た
梅
原
考
古
資
料
の
整
理
に
従
事
中
、
私
は
A
及
び
B
の
石
剣
の
形
式
に
更
に
亜
形
を
設
け
る
必
要
を
感
じ
、
次
の
如
き
新
た
な

分
類
を
試
み
、
そ
れ
を
拙
稿
「
南
朝
鮮
土
着
文
化
の
考
古
皐
的
考
察
」
(
史
林

八
径
六
披
)
中
に
援
用
し
た
。

す
な
わ
ち
A
形
式
1
1
1
ナ
カ
ゴ
式

ー
ー
を
剣
身
に
樋
を
刻
ん
だ
A
a
及
び
樋
の
な
い

A
b
に
分
け
た
。

つ
ま
り
A
a
は
有
樋
・
有
輩
式
で
あ
り
、

A

b
は
無
樋
・
有
輩
一
式
で
あ
る
。

ま
た

B
形
式
即
ち
吋
ノ
カ
式
を
、
ま
ず
ヅ
カ
の
部
分
の
中
央
に
溝
を
挟
っ
て
上
下
二
段
に
作
っ
た
形
の
引
と
、
そ
の
よ
う
な
く
び
れ
を
作
ら
ぬ
即

の
二
つ
に
分
ち
、
更
に
身
に
樋
を
有
す
る

a
と
樋
の
な
い

b
と
を
区
分
し
て
、

m
a
l
l有
樋
・
二
段
柄
式
、
日

b
l無
樋
・
二
段
柄
式
、
及

び
即
-
|
無
樋
・
一
段
柄
式
と
し
た
口
こ
の
場
合
即
に
は
有
樋
の

m
a
に
嘗
る
例
が
皆
無
な
の
で
、
す
べ
て

m
b
と
い
う
事
に
な
る
。
こ
こ
で
も

形
式
分
類
の
根
本
を
基
部
の
形
に
お
く
プ
リ
ン
シ
プ
Y

に
は
費
り
な
く
、
樋
の
有
無
と
柄
の
形
に
よ
り
亜
型
を
た
て
た
わ
け
で
あ
る
。

A
-
B
と
も
に
銅
剣
の
形
を
模
倣
し
た
こ
と
の
確
か
な
石
剣
の
グ

v
l
プ
即
ち
梅
原
博
士
の
第
一
種
に
腐
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
銅
剣
の
形

を
最
も
忠
貰
に
寓
し
た
形
の
も
の
を
分
類
の
間
後
黙
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
嘗
然
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
に
は
ま
ず
租
形
と
な
っ
た
銅
剣
の
形
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
の
検
討
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
o

何
故
な
ら
ば
石
剣
の
形
の
成
立
に
影
響
を
輿
え
た
と
推
定
さ
れ
る
銅
剣
即

朝
鮮
出
土
の
鵬
製
石
創
(
有
光
)
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ち
東
北
ア
ジ
ア
に
分
布
す
る
銅
剣
の
種
類
は
軍
一
で
な
い
か
ら
で
あ
る
o

央
等
の
銅
剣
の
中
に
は
剣
把
付
き
の
も
の
も
あ
る
が
、
剣
身
の
み
で

後
見
さ
れ
る
事
の
普
通
な
細
形
銅
剣
も
あ
っ
て
、
別
に
作
ら
れ
た
柄
や
、
或
い
は
輸
の
ご
と
き
、
所
開
外
装
の
形
も
か
え
り
み
ら
れ
ね
ば
な
ら

p
t

除、。
え
し

ナ
カ
ゴ
式
と
ヅ
カ
式
と
の
二
型
式
に
更
に
樋
の
有
無
と
柄
の
形
妖
に
よ
る
亜
型
を
設
け
た
私
の
右
の
分
類
は
、

漣
を
辿
る
の
に
役
立
つ
と
信
ず
る
。
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銅愈.uを模した石~Ijの形式
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第一・圃

:平安閑遁大同郡秋乙美面美林用実林里Aa 

Ah 平安南道大同郡秋乙実面美林旦

BJa:慶尚北道鹿州都慶州邑紳堂里

そ
う
し
た
租
形
と
の
開

lHb:忠清南道扶余君s扶余面佳増県

BII :忠清南道扶余君E扶余面佳培里
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康尚北沼鹿1H部外東国入室
県現見細形銅剣(梅原考古

世帯rNo.:WOU) 

2) 平安南道殻見と{事える支那

式銅剣 (i梅原考古賀、併

No.lG95) 

南鮮殻見と博えるスキート

・シペリヤ式短創(梅原考

古資制 No.18iO)

第二附銅剣3桶形式圃

(阿谷虞弐君圃)
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・・

凡
そ
三
種
類
に
分
た
れ
る
(
「
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
」
第
一
巻

朝
鮮
半
島
を
含
む
ア
ジ
ア
東
北
部
に
分
布
す
る
銅
剣
は
、
梅
原
末
治
博
士
指
摘
の
如
く
、

第
二
は
所
謂
支
部
式
銅
剣
す
な
わ
ち
「
考
工
記
」
の
桃
氏
剣
、
ま
た
第

第
一
は
所
謂
ユ
キ

1
ト
・
シ
ペ
リ
ヤ
系
統
の
短
剣
で
あ
り
、

綜続一一一
)
0

こ
の
三
種
類
の
銅
剣
の
形
と
、
私
の

A

・
B
柄
型
式
の
石
剣
の
形
を
比
較
す
る
と
次
の
様
な
類
似
が
見
ら
れ
る
。

一
一
は
所
謂
細
形
銅
剣
で
あ
る
ο

第
一
の
ス
キ

1
ト
・
シ
ペ

y
ヤ
系
統
の
短
剣
は
身
と
柄
と
を
一
成
の
鋳
造
と
し
、
身
の
断
面
は
周
平
な
菱
形
を
皐
す
る
。
即
ち
身
に
は
棒
朕

叉
樋
を
設
け
な
い
。
そ
の
剣
把
は
幅
が
狭
い
が
、
剣
鼻
と
把
頭
を
斗
出
さ
せ
て
「
工
」
字
形
の
柄
部
を
作
る
。
全
長
概
ね
三
十
純

の
鏑
な
く
、

か
よ
う
な
形
態
上
の
特
徴
を
最
も
よ
く
表
現
し
た
石
剣
が
聞
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、

m
b
と
難
も
亦
近
似
の
形
と
一
一
ほ
う

市
J

を
得
ょ
う
。
嘗
て
鳥
居
龍
造
博
士
が
朝
鮮
の
磨
製
石
剣
を
以
て
某
づ
く
と
こ
ろ
土
耳
古
式
剣
に
あ
り
と
主
張
さ
れ
た
の
は
担
式
論
に
閲
す
る
限

以
下
で
あ
る
。

り
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ユ
キ

l
ト
・
シ
イ
リ
ア
系
短
剣
同
様
、
身
に
棒
獄
の
鏑
な
く
、
樋
を
作
ら
ず
、
雨
刃
に
檎
々
目
立
っ
た
稜
が
沿
う

第
二
の
支
那
式
銅
剣
は
、

が
や
は
り
局
菱
形
の
断
面
を
呈
す
る
。
剣
把
は
概
ね
身
と
共
鋳
で
細
い
棒
吠
で
あ
り
、
そ
の
中
間
に
算
盤
珠
形
の
節
を
二
つ
設
け
、
把
頭
は
凶

じ

jl~ 

朝
鮮
出
土
の
騨
製
石
創
(
有
光
)



五

十

周

年

記

念

論

集

F

4

、ノ.、

I
1
〆
k-
」

/

盤
形
に
作
る
。
従
っ
て
剣
把
の
こ
の
ま
ま
の
形
に
似
た
石
剣
の
ツ
カ
は
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
剣
把
に
紐
を
谷
い
て
把
握
に
便
な

ら
し
め
た
原
欣
を
停
え
る
銅
剣
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
平
面
形
を
考
え
る
な
ら
ば
聞
は
勿
論
、

m
b
の
石
剣
の
組
形
と
す
る
理
由
は
充

分
と
言
え
よ
う
。
特
に
鋒
先
の
雨
前
A

が
囲
味
を
お
び
た
輪
郭
の
類
似
は
著
る
し
く
、
亦
町
b
の
石
剣
の
二
段
に
な
っ
た
把
部
の
形
の
由
来
も
設

明
が
つ
く
。

第
三
の
細
形
銅
剣
は
短
い
ナ
カ
プ
を
つ
け
た
剣
身
の
み
が
後
見
さ
れ
る
場
合
が
最
も
普
通
で
あ
る
。
然
し
少
数
で
は
あ
る
が
、
別
鍛
の
剣
把

①
 

金
具
又
は
石
製
・
銅
製
の
把
頭
飾
を
伴
っ
た
後
見
例
が
あ
っ
て
、
元
来
別
に
作
ら
れ
た
剣
把
に
掃
入
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
事
質
ナ
カ
ゴ

が
頗
る
一
卸
小
で
剣
身
の
み
で
は
利
器
と
し
て
役
に
立
た
ぬ
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
剣
身
に
は
雨
面
に
高
い
鈎
が
あ
り
、

況
と
の
聞
に
悩
を

通
し
、
被
雑
な
形
の
断
面
を
呈
す
る
。
樋
を
作
っ
た

A
式
石
剣
即
ち
A
a
が
最
も
忠
賞
に
そ
の
特
徴
を
寓
し
て
い
る
事
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
同
時
に
剣
把
を
持
つ

B
式
石
剣
中
、
有
樋
の
回

a
が
、
把
に
装
備
さ
れ
た
細
形
銅
剣
を
模
倣
し
た
形
で
あ
る
事
も
容
易
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

以
上
要
す
る
に
、
柄
を
象
り
身
に
樋
を
持
た
ぬ

m
b
と
加
と
は
、

ス
キ

l
ト
・
シ
ぺ
リ
ノ
ア
系
短
剣
或
い
は
支
那
式
銅
剣
に
類
似
し
、

ナ
カ
ゴ

を
象
る

A
式
特
に
樋
を
つ
け
た
A
a
と、

ヅ
カ
を
具
え
樋
を
つ
け
た

m
a
と
は
細
形
銅
剣
に
最
も
近
似
す
る
。
然
し
こ
れ
は
会
く
形
態
の
比
較

だ
け
に
よ
っ
て
到
達
し
た
結
論
で
あ
っ
て
、
三
種
の
銅
剣
の
分
布
妖
態
を
省
み
る
と
右
の
類
似
聞
係
が
、

必
ず
し
も
組
形
と
そ
の
倣
製
品
の
閥

係
に
な
ら
な
い
事
を
知
る
。

第
一
の
ユ
キ

1
ト
・
シ
ぺ
リ
ア
系
一
知
剣
は
、
東
北
ア
ジ
ア
で
は
所
謂
蒙
讃
長
城
地
帯
に
最
も
多
く
河
北
省
に
も
及
ぶ
と
一
一
J

口
う
が
、
朝
鮮
半
島

か
ら
の
確
寅
な
後
見
例
は
一
つ
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
欝
朝
鮮
線
督
府
博
物
館
に
た
だ
一
本
市
鮮
出
土
と
伴
え
る
此
の
式
の
銅
剣
が
あ
り
、
梅

原
博
士
等
の

「
南
朝
鮮
に
於
け
る
湾
代
の
遺
跡
」
(
朝
鮮
綿
督
府
大
正
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告

第
ご
加
)
に
も
紹
介
さ
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
記
述
に
も
見



茎

z
e
d
-
-
a

え
る
通
り
、
古
物
商
か
ら
の
購
入
品
で
あ
る
の
で
、
そ
の
所
停
は
信
用
し
難
い
。
ま
た
第
二
の
支
那
式
銅
剣
が
周
末
か
ら
戦
闘
・
奈
の
時
代
に

わ
た
っ
て
シ
ナ
中
原
に
行
わ
れ
、
漢
代
に
も
及
ん
で
引
織
き
鍛
製
の
長
剣
と
し
て
普
及
し
た
事
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
、
此
の
種
の
銅
剣
に

し
て
朝
鮮
半
島
出
土
と
停
え
る
も
の
は
僅
か
数
例
に
す
ぎ
ぬ
。
最
も
確
貰
な
例
と
言
え
ば
、
例
の
泰
え
と
件
出
し
た
元
卒
壌
中
墜
臓
の
金
銅
飾

め

た
だ
卒
安
遁
焚
見
と
云
う
の
み
で
あ
っ
た
。
郎
ち
ス
キ

1
ト
・

柄
付
銅
剣
一
本
に
す
ぎ
ず
、
鮎
貝
房
之
進
奮
臓
の
同
式
銅
剣
は
出
土
地
不
詳
、

シ
ペ
リ
グ
ア
系
短
剣
も
、
支
那
式
銅
剣
も
、
共
に
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
分
布
が
微
少
で
あ
り
、
特
に
ユ
キ

1
ト
・
シ
ぺ
リ
ア
系
一
知
剣
の
存
在
は
疑

わ
し
く
、
是
等
が
朝
鮮
石
器
時
代
人
の
石
剣
の
形
態
を
規
定
し
た
と
は
思
え
な
い
。

然
ら
ば
第
三
の
細
形
銅
剣
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
細
形
銅
剣
に
は
華
北
出
土
の
所
停
を
持
つ
も
の
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
主
た
る
分
布
図
は

南
浦
洲
・
朝
鮮
・
沿
海
州
の
一
部
及
び
日
本
の
西
部
に
亙
る
。
而
し
て
朝
鮮
出
土
の
確
誼
あ
る
も
の
を
「
梅
原
考
古
資
料
」
に
よ
っ
て
数
え
る

と
六
十
六
貼
に
の
ぼ
り
、
朝
鮮
半
島
出
土
の
銅
剣
は
殆
ん
ど
す
べ
て
細
形
銅
剣
と
そ
の
系
統
の
も
の
で
あ
る
事
を
知
る
。
印
ち
細
形
銅
剣
は
朝

鮮
半
島
の
初
期
金
属
文
化
を
代
表
す
る
諸
利
器
中
、
最
も
卓
越
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
寅
は
第
三
聞
の
分
布
圃
に
よ
っ
て
一
目
瞭
然
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
大
同
江
流
域
(
二
十
八
本
)
、
錦
江
流
域
完
本
)
、
浴
東
江
流
域
(
十
一
本
)
及
び
慶
州
附
近
(
十
二
本
)
に
集
中
的
に
分
布
す
る
朕
態

が
明
ら
か
で
あ
る
。
漢
の
武
帝
以
後
幾
浪
郡
の
環
域
に
入
っ
た
大
同
江
流
域
に
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
漢
の
直
接
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な

、、ノ

-F-、

治
J

・
ナ
れ

つ
ま
り
漢
の
傾
域
外
に
残
っ
た
地
域
に
も
優
勢
に
介
布
す
る
事
賞
は
注
目
に
償
す
る
。
そ
し
て
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
そ
の

分
布
の
密
疎
が
、
石
剣
の
分
布
の
濃
淡
に
相
膿
ず
る
事
貫
で
あ
る
。
第
三
岡
と
第
四
闘
を
比
較
す
れ
ば
森
易
に
わ
か
る
よ
う
に
、

石
剣
の
分
布

圃
が
描
く
パ
タ

l
y
は
細
形
銅
剣
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

以
上
の
如
く
、
分
布
論
的
に
観
察
す
れ
ば
、
朝
鮮
の
石
剣
と
の
密
接
な
聞
係
が
推
定
さ
れ
る
銅
剣
類
は
、
支
那
式
銅
剣
や
久
キ

l
ト
・
シ
ぺ

リ
ノ
ア
系
短
剣
で
は
な
い
。
た
だ
細
形
銅
剣
の
み
で
あ
る
、
と
の
結
論
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

朝
鮮
出
土
の
勝
製
石
剣
(
有
光
)

じ
「
ノ
じ
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上

四

銅
剣
の
分
布
妖
態
を
吟
味
す
る
と
、
細
形
銅
剣
の
み
が
朝
鮮
の
石
剣
の
成
立
に
開
係
が
あ
っ
た
と
の
結
論
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
は
、

以
上
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
朝
鮮
の
石
剣
の
形
式
獲
濯
を
あ
と
づ
け
る
に
嘗
っ
て
、
そ
の
細
形
銅
剣
の
形
を
最
も
忠
賞
に
模
し

た
石
剣
、
即
ち
A
a
及
び
回

a
が
ひ
と
つ
の
出
後
黙
と
な
る
。

細
形
銅
剣
、
そ
れ
も
今
日
我
々
が
手
に
す
る
形
で
の
細
形
銅
剣
の
特
徴
は
、
そ
の
樋
の
形
の
み
な
ら
ず
一
直
線
の
マ
チ
か
ら
直
角
に
細
い
ナ

カ
ゴ
を
作
り
出
す
基
部
の
形
に
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
が
明
機
に
出
て
い
る

A
a
は、

七
本
中
六
本
が
大
同
江
流
域
に
分
布
し
、
他
の
一
本

が
慶
州
附
近
の
後
見
と
な
っ
て
い
る
。
而
も
満
洲
後
見
の
ナ
カ
ゴ
式
石
剣
は
マ
チ
と
ナ
カ
ゴ
の
け
じ
め
が
明
砲
で
な
く
、

一
直
線
を
な
す
?
チ

と
直
角
を
な
し
て
ナ
カ
ゴ
を
作
る
細
形
銅
剣
の
特
徴
が
後
揮
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
所
謂
満
洲
式
銅
剣
の
基
部
に
近
い
形
で
あ
り
、

且
つ
銃

い
彫
り
の
樋
を
見
な
い
。

か
よ
う
な
満
洲
出
土
の
ナ
カ
ゴ
式
石
剣
に
比
較
す
る
と
、
今
問
題
に
し
て
い
る

A
a
は
忠
貨
に
細
形
銅
剣
の
特
徴
を

と
ら
え
た
も
の
で
あ
り
、
右
の
分
布
状
態
は
そ
の
製
作
が
大
同
江
流
域
に
興
っ
た
事
の
示
唆
と
な
ろ
う
。

m
a
は、

A
a
に
剣
把
を
着
装
し
た

形
で
あ
る
。
身
の
部
分
は
A
a
の
身
と
異
る
と
こ
ろ
な
く
、
細
形
銅
剣
を
忠
貨
に
寓
し
た
事
が
、
そ
の
樋
に
偲
ば
れ
る
。
身
の
み
細
形
銅
剣
を

忠
賞
に
寓
し
乍
ら
、
剣
把
は
別
種
の
も
の
を
模
倣
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
ツ
カ
部
は
必
ず
や
細
形
銅
剣
の
剣
把
を
象
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
況
や
前
述
の
如
く
最
も
類
似
し
た
剣
把
の
ユ
キ

1
ト

・

ジ

ペ

y
ア
系
短
剣
及
び
支
那
式
銅
剣
は
分
布
匿
域
を
異
に
す
る
に
お
い
て

お
や
で
あ
っ
て
、
分
布
圏
を
距
て
た
銅
剣
の
而
も
把
部
の
み
の
形
を
採
用
し
た
と
は
解
し
難
い
。

現
存
す
る
、
細
形
銅
剣
の
剣
把
金
具
の
形
は
、
こ
の

m
a
の
ヅ
カ
の
形
と
は
多
少
趣
が
遭
う
。
即
ち
原
田
淑
人
博
士
等
が
牧
羊
城
の
一
埋
葬

①

⑦

 

挫
か
ら
検
出
さ
れ
た
一
共
の
剣
把
金
具
、
我
が
山
口
脈
大
津
郡
向
津
具
後
見
の
銅
剣
に
造
付
の
把
部
、
或
い
は
卒
壊
府
附
近
の
出
土
で
同
地
の

①
 

責
決
氏
臓
の
鍛
剣
に
着
装
さ
れ
た
剣
把
等
の
如
き
「
工
」
字
形
の
も
の
で
、
そ
の
中
央
が
念
に
太
さ
を
増
す
長
鼓
形
で
あ
る
。

朝
鮮
出
土
の
膚
製
石
剣
(
有
光
)

七

O
九



五

十

周

年

記

念

論

集

Fじ

り

ひ
ろ
く
細
形
銅
剣
の
出
土
状
態
を
検
す
る
に
、
そ
の
大
多
敷
は
短
い
ナ
カ
ゴ
の
剣
身
の
み
で
出
土
し
、
右
の
如
き
剣
把
金
具
を
伴
う
こ
と
は

む
し
ろ
甚
だ
珍
ら
し
い
。
刺
殺
の
兵
器
で
あ
る
細
形
銅
剣
は
短
い
ナ
カ
ゴ
の
ま
ま
で
は
賞
用
に
な
ら
な
い
。
必
ず
別
に
作
っ
た
柄
に
挿
し
て
あ

っ
た
が
、
そ
れ
が
木
や
竹
の
如
き
腐
蝕
し
易
い
材
料
で
あ
っ
た
た
め
に
、
今
に
体
わ
ら
ぬ
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
杏
仁
形
の
畑
町
金
具
や
結
紐
形

①
 

の
石
製
叉
は
銅
製
の
把
頭
飾
の
み
を
件
、
っ
細
形
銅
剣
の
後
見
例
は
、
亦
、
剣
把
の
有
機
質
部
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
事
を
物
語
る
の
そ
れ
ら
消

失
し
た
剣
把
が
い
か
な
る
形
で
あ
っ
た
か
。
右
に
奉
げ
た
現
存
の
剣
把
金
具
が
そ
の
一
型
式
で
あ
っ
た
事
は
勿
論
で
あ
る
。
然
し
そ
の
殺
見
敬

が
細
形
銅
剣
の
線
敢
に
比
し
極
め
て
ま
れ
な
上
に
、
実
に
説
く
他
の
形
の
把
頭
金
具
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
細
形
銅
剣
の
剣
把
の
形
式

を
こ
れ
に
限
る
事
は
出
来
な
い
。

e 
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細
形
銅
剣
の
今
は
消
失
し
た
剣
把
の
一
つ
の
形
式
が

m
a
の
剣
把
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
、
如
上
の
分
布
論
か
ら
推
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
そ
の
把
頭
に
嘗
る
部
分
に
類
似
の
金
具
が
知

且
つ
そ
の
鐸
に
嘗
る
部
分
の
形
と
同
趣
の
金
具
も
出
て
い
る
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
に
そ
の
感

ら
れ
て
お
り
、

を
深
く
す
る
。
夫
等
は
同
様
に
細
形
銅
剣
等
に
伴
っ
て
出
土
し
た
も
の
で
、
右
の
推
定
は
、

よ
り
一
一
層
異
質
さ

を
加
え
る
。

そ
の
ひ
と
つ
、
即
ち

m
a
石
剣
の
柄
頭
に
嘗
る
部
分
に
似
た
金
具
と
云
う
の
は
、
平
安
南
道
大
同
郡
龍
岳
町

上
里
出
土
の
一
括
遺
物
群
中
に
含
ま
れ
て
い
た
青
銅
製
品
で
、
第
五
圃
2
は
そ
の
賞
測
圃
で
あ
る
。
即
ち
「
朝

鮮
古
文
化
綜
鑑
」
第
一
巻
の
圃
版
第
二
ハ
中
宮
に
嘗
る
。
寅
測
圃
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
遁
り
、
断
面
杏
仁
形
の

筒
扶
で
底
に
憤
っ
た
越
は
町
式
石
剣
の
柄
頭
の
形
に
似
る
。

「
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
」
の
編
著
者
と
同
様
、
私
は

剣
把
頭
飾
と
す
る
に
牒
踏
し
な
い
。
尤
も
共
存
の
細
形
銅
剣
に
附
属
し
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
は
、
別
に
十
字

形
剣
把
頭
飾
銅
製
品
も
存
在
す
る
の
で
に
わ
か
に
決
し
難
い
が
、
そ
れ
は
こ
の
一
指
遺
物
群
が
最
初
偶
然
に
後
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見
さ
れ
た
か
ら
で
や
む
を
得
な
い
。

市
も
こ
の
銅
製
剣
把
頭
に
は
、
寅
測
圃
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
一
両
に
三
角
形
の
陰
刻
を
漣
ね
た
装
飾
文
様
が
あ
る
。
り
て
の
文
様
が
鮎

貝
房
之
進
氏
嘗
臓
の
停
洛
東
江
流
域
出
土
鈴
付
録
の
全
面
を
飾
っ
た
鋳
沈
め
の
鋸
歯
様
式
を
想
起
さ
せ
、
所
潤
古
代
北
方
系
文
物
の
痕
跡
に
蓮

な
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
・
次
に
奉
げ
る
国
型
石
剣
の
剣
把
部
の
装
飾
に
、
共
遁
の
趣
を
添
え
て
い
る
事
は
興
味
深
い
。

一
右
京
謄
製
石
剣
に
は
文
様
を
彫
刻
し
た
も
の
が
殆
ん
ど
無
い
。
然
る
に
梅
原
考
古
資
料
の
な
か
に
は
把
部
に
文
様
を
刻
ん
だ
行
剣
が
、
勝
、
貼

あ
る
。
そ
の
う
ち
右
の
青
銅
製
把
頭
の
文
様
に
似
た
趣
の
も
の
は
、

二
個
の
慶
向
北
道
慶
州
後
見
の
破
片
(
第
五
園
1
は
叫
て
り
ひ
と
つ
)
で
あ
る
。

圃
示
の
破
片
は
明
ら
か
に
別
式
の
柄
顕
で
あ
っ
て
、
片
面
に
固
い
小
さ
い
窪
み
の
列
を
刻
ん
で
装
飾
と
す
る
。
他
の
破
片
は
樋
を
遁
し
た
剣
身

の
一
部
を
存
し
、

マ
チ
部
に
連
な
る
剣
把
の
上
半
で
、

此
の
部
分
の
片
面
に
同
様
の
飾
を
刻
む
。
聞
と
三
角
の
差
は
あ
る
が
、
前
記
上
里
後
見

の
把
頭
金
具
に
見
た
陰
刻
文
に
通
じ
る
。
而
も
そ
の
陰
刻
文
は
い
づ
れ
も
一
方
の
面
に
の
み
あ
っ
て
、
他
の
面
は
素
文
で
あ
る
。
江
原
道
高
城

⑬
 

郡
梧
銭
面

E
津
里
山
上
後
見
の
一
石
剣
の
柄
頭
を
飾
る
鋸
歯
妖
刻
線
も
亦
片
面
だ
け
で
あ
っ
た
事
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
剣
は
卒
前

観
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。

か
か
る
黙
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
雨
者
の
近
親
性
を
肯
定
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

日
刑
土
石
剣
の
把
の
形
を
考
え
る
場
合
、
無
視
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
特
徴
は
、
嶋
一
妖
に
突
出
し
た
剣
鼻
即
ち
銀
に
賞
る
部
分
、
或
い
は
柄
頭

の
頂
遜
で
あ
る
。
剣
把
の
側
漣
は
、
従
っ
て
、
鈴
く
内
轡
す
る
。
と
こ
ろ
が
か
く
の
如
き
特
色
あ
る
輪
郭
を
持
っ
た
銅
製
戎
い
は
銀
製
の
鞘
装

具
が
、
細
形
銅
剣
戎
い
は
鍛
剣
と
伴
出
し
、
ま
た
装
置
の
ま
ま
で
溌
見
さ
れ
た
事
が
あ
る
。

い
ま
著
し
い
二
三
の
例
を
取
.
け
れ
ば
攻
の
如
く
で

あ
る
。慶

向
北
道
慶
州
都
内
東
面
九
政
里
に
お
い
て
細
形
銅
剣
及
び
銅
鉾
に
伴
づ
て
見
出
さ
れ
た

「
鞘
金
具
」

一
何
(
「
朝
併
十
日
文
化
綜
航
」
第
一
停
同
版

八

Hω

。)

0

平
壌
貞
柏
里
採
土
場
の
一
一
理
葬
祉
か
ら
出
た
と
倖
え
る
柴
田
鈴
三
奮
臓
の
「
鞘
装
備
金
具
」
四
個
。

銅
剣
一
本
に
作
う
(
「
朝
鮮
古
文
化
綜
慨
」

朝
鮮
出
土
の
騨
製
石
制
(
有
光
)

じ



五

十

周

年

記

念

論

集

，七

第
一
巻
圃
版
三
七

ロJ
F
)
0

卒
壌
附
近
稜
見
の
鍛
剣
の
「
鞘
装
具
」

一
組
。
責
倒
的
氏
蕨
。
及
び
昭
和
十
七
年
卒
壊
石
岩
里
第
二
一
九
銃
墳
に
お
い
て
紛
出
さ
れ
た
同
校
の

鍛
剣
の
「
鞘
装
具
」

一
組
(
「
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
」
第
一
巻
圃
版
一
一
一
七

同
叶

ω)

。

是
等
は
輸
金
具
と
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
そ
の
特
徴
あ
る
形
は
、
日
型
石
剣
の
剣
鼻
及
び
把
頭
に
蛍
る
部
分
と
明
ら
か
に
類
似
し
、
北
(

通
の
趣
好
を
否
定
出
来
な
い
。
従
っ
て
、
有
機
質
の
材
料
で
作
ら
れ
た
偽
に
今
に
侍
わ
ら
ぬ
細
形
銅
剣
の
剣
把
に
も
か
く
の
如
き
形
の
も
の
が

採
用
さ
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
事
も
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
少
く
と
も
到
型
石
剣
の
把
部
の
形
を
以
て
、
蛍
時
の
細
形
銅
剣
の
剣
把
の
一
形
式

を
象
っ
た
と
見
倣
す
の
は
不
蛍
で
は
な
い
と
思
う
。

A
a
型
石
剣
の
分
布
が
大
同
江
流
域
に
集
中
し
て
い
た
の
に
針
し
、

m

a
型
即
ち
剣
把
付
の
有
樋
石
剣
の
分
布
は
ひ
ろ
が
り
、
確
貨
な
も
の

に
つ
い
て
の
み
言
う
も
、
犬
同
江
流
域
一
本
、
錦
江
流
域
一
木
、
慶
州
附
近
二
本
、
洛
東
江
流
域
一
本
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
基
部
を
帥
附
い
て
ナ

カ
ゴ
式
か
ツ
カ
式
か
わ
か
ら
な
い
有
樋
の
石
剣
片
を
加
え
る
と
、
更
に
平
壌
府
針
岸
の
土
城
里
一
本
、
貰
海
遁
二
木
、
慶
州
附
垣
間
本
、
皮
向

南
道
の

E
済
島
に
一
本
が
増
加
し
、
分
布
の
範
闇
が
ひ
ろ
が
る
。
そ
し
て
慶
州
附
近
に
特
別
に
柄
符
な
獄
態
が
は
っ
き
り
す
る
。
慶
州
附
近
は

南
鮮
に
お
い
て
細
形
銅
剣
の
分
布
が
最
も
著
し
い
地
域
で
あ
る
。
細
形
銅
剣
を
模
倣
し
た
事
の
一
番
確
か
な
A
a
と
m

a
の
.h
剣
の
分
布
が
以

上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
細
形
銅
剣
の
形
を
右
に
移
す
風
習
が
大
同
江
流
域
か
ら
市
端
の
海
岸
迄
一
株
に
見
ら
れ
、
り
て
の
旅
行
は
犬
同
一
川
流
域

に
始
ま
り
漸
次
南
鮮
に
及
ん
で
、
錦
江
流
域
、
慶
州
附
近
で
最
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た
事
を
知
る
心
而
J
h

此
の
事
は
他
の
形
式
の
一
合
剣
の
分
布
と

の
比
較
に
よ
り
一
一
暦
明
確
と
な
る
。

五

前
述
の
如
く
、

只
キ

1
ト
・
シ
ペ
リ
ア
系
短
剣
及
び
支
那
式
銅
剣
の
分
布
が
消
械
的
で
あ
お
待
、
朝
鮮
の
隣
製
石
剣
の
形
の
一
成
立
に
聞
係
か

主4



な
い
と
す
れ
ば
、

A
b
-
m
b
・
聞
の
三
形
式
即
ち
穂
部
に
樋
を
刻
ま
ず
、
し
た
が
っ
て
細
形
銅
剣
と
の
聞
に
形
態
上
緊
宿
な
つ
な
が
り
が
明

確
で
な
い
石
剣
は
、
如
何
に
し
て
そ
の
形
を
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
三
通
り
の
解
糖
が
考
え
ら
れ
る
。

共
一
は

A
a
及
び
m

a
の
剣
身
に
あ
っ
た
樋
が
省
略
さ
れ
た
と
す
る
解
標
。

凡
そ
倣
製
ロ
間
に
あ
っ
て
は
、
周
知
の
如
く
、
原
形
の
細
か
い
形
乃

至
は
面
倒
な
手
法
は
こ
れ
を
省
く
傾
向
が
強
い
。

A
a
の
樋
を
省
け
ば

A
b
、
m

a
の
樋
を
省
け
ば
m

b
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ

A
a
又
は

m

a
の
う
ち
に
樋
を
浅
い
細
い
線
で
表
現
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
う
い
う
石
剣
を
仲
介
と
し
て
考
え
る
と

a
か
ら
b

へ
の
移
行
は
自
然
で
あ
っ
て
、

細
形
銅
剣
を
組
形
と
し
て
出
後
し
た
石
剣
の
樋
が
漸
次
省
略
さ
れ
て
ゆ
き
、
糠
て

A
b
-
m
b
・
即
の
形
式
が
出
来
上
る
泊
耗
が
理
解
問
来
る
。

其
二
は

A
b
を
A
a
の
樋
を
省
略
し
た
も
の
と
す
る
勅
で
前
者
と
同
じ
解
縛
だ
が
、

m

b
と
氾
と
は
剣
把
を
具
え
加
に
牧
ま
っ
た
細
形
銅
剣

T-

の
模
倣
と
す
る
。
細
形
銅
剣
は
、

っ
き
さ
す
利
器
で
あ
る
か
ら
相
嘗
重
い
柄
を
つ
け
て
パ
ラ
プ
ユ
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
。
現
に
章
一
い
把
頭
飾

を
伴
う
細
形
銅
剣
が
あ
り
、
前
述
の
如
く
、
元
来
別
に
作
っ
た
把
に
挿
入
さ
れ
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
抜
身
の
ま
ま
で
侃
用

さ
れ
た
と
す
る
よ
り
は
、
木
と
か
皮
と
か
で
作
ら
れ
た
輸
に
入
っ
た
形
が
一
般
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
不
壊
貞
柏
田
十
日
間
士
一
指

遺
物
中
の
黒
漆
塗
木
輸
を
件
う
銅
犬
の
後
見
(
「
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
」
第
一
也
岡
版
第
六
)
は
、
そ
れ
の
示
唆
と
な
ろ
う
。
ま
た
我
々
の
想
像
を
抱
え
た
昇
、

様
の
形
で
は
あ
っ
た
が
、

前
述
の
責
襖
氏
蔵
卒
壊
附
近
出
土
鍛
剣
は
輸
に
入
っ
て
い
た
(
向
上
岡
版
第
一
一
一
七
)
0

そ
し
て
何
よ
り
も
細
形
銅
剣
に
作

っ
て
鞘
金
具
を
認
む
べ
き
金
具
(
向
上
聞
版
第
一
一
一
七
、
第
二
八
)
が
後
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

我
々
が
附
に
入
っ
た
細
形
銅
剣
を
推
定
す
る
の
は
少
し

も
不
合
理
で
は
な
い
。
朝
鮮
に
お
け
る
細
形
銅
剣
の
輸
が
い
か
な
る
形
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
完
形
を
底
捜
に
知
る
す
べ
は
な
い
が
、
お
に
県

げ
た
二
三
の
例
の
ほ
か
に
、
こ
の
際
、
犬
陸
の
所
謂
北
方
系
銅
剣
に
時
に
見
ら
れ
る
輪
金
具
、
或
い
は
泣
く
ペ
レ
ス
ポ
ソ
メ
の
洋
彫
に
表
現
さ

れ
た
剣
の
形
等
を
連
想
す
る
事
が
許
さ
れ
よ
う
。
と
も
あ
れ
最
も
自
然
な
形
は
や
は
り
細
形
銅
剣
の
輪
郭
を
と
り
、
菱
形
の
断
面
を
持
つ

m

b
-
m
の
穂
部
の
形
に
近
い
。
か
く
て
m

b
・
即
は
、
剣
把
を
装
備
し
、
物
に
牧
ま
っ
た
細
形
銅
剣
を
一
れ
で
匁
っ
た
と
す
る
推
定
が
成
り
立
つ
の

な
お

A
b
に
つ
い
て
は
、
細
形
銅
剣
の
ナ
カ
ゴ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
輸
に
牧
め
る
道
理
が
な
い
上
に
、

一
一
脱
線
の
マ
チ
に
杭
角
に
突
川
し
た
ナ

朝
鮮
出
土
の
府
製
石
創
(
有
光
)



-
'
品
ト
1

M
引

1

.

ト
ド

J
u

ト

シ

品

開

封
U
N

-「

J

-

-

H

f

，a
r

H

，A
誓

a
e
eヲ

じ
一
川

カ
プ
の
形
が

A
a
と
同
じ
で
細
形
銅
剣
の
基
部
の
趣
に
一
致
す
る
の
で
、

A
a
の
樋
を
省
略
し
た
も
の
と
す
る
解
樺
に
は
問
題
は
残
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。其

三
は
鍛
剣
を
模
し
た
と
す
る
解
樺
で
あ
る
。

A
b
は
鍛
剣
身
を
、
m
b
と
即
と
は
宍
々
剣
把
付
銭
剣
を
組
形
と
し
た
と
す
る
解
様
で
あ
る
。

翫
に
知
ら
れ
て
い
る
如
く
、
朝
鮮
に
初
め
て
入
っ
て
来
た
金
属
文
化
は
、
青
銅
利
器
と
共
に
鍛
製
利
器
を
持
っ
て
い
た
。
銅
剣
・
銅
鉾
の
類
が

ゆ

屡
々
鍛
製
利
器
を
件
い
、
ま
た
は
鍛
鋳
を
帯
び
て
後
見
さ
れ
た
。
従
っ
て
細
形
銅
剣
を
倣
製
し
た
有
樋
の
石
剣
が
あ
る
と
共
に
、
鍛
剣
を
モ
デ

Y
と
し
た
石
剣
が
他
方
に
あ
る
と
し
て
も
少
し
も
不
思
議
で
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
o

む
ろ
ん
こ
の
場
今
日
h
と
聞
の
中
に
は
鞘
入
の
も
の
、

抜
身
の
ま
ま
の
も
の
の
雨
方
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
三
つ
の
解
糟
は
宍
々
理
由
が
あ
る
の
で
、

い
ず
れ
を
否
と
す
る
か
決
し
難
い
。
私
は
肢
に
有
樋
の
石
剣
に
よ
っ
て
、
細
形
銅
剣
を
一
岨
形

と
し
た
系
統
の
存
在
を
確
認
し
た
。
そ
れ
か
ら
後
展
し
て
ゆ
く
と
見
る
な
ら
ば
、
其
一
叉
は
其
二
の
解
稼
に
従
う
の
が
営
然
で
あ
る
。

旺
つ
、

最
初
の
金
属
文
化
は
、
阪
に
鍛
製
の
利
器
を
知
っ
て
い
た
に
濯
な
い
が
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
な
お
銅
剣
、
銅
鉾
等
の
青
銅
利
枠

の
方
が
盛
ん
で
あ
っ
た
事
は
、
仮
令
鍛
製
品
は
腐
蝕
し
易
い
と
は
す
口
え
、
溌
見
教
の
多
寡
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
後
見
敬
か
ら
一
一
-
-
T
っ
と
、

金
属
文
化
流
入
賞
初
は
、
細
形
銅
剣
が
最
も
多
数
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
模
倣
に
出
殺
し
た
事
に
疑
な
い
石
剣
の
流
行
で
は
あ
っ
た
が
、
間
も
な

く
石
剣
か
ら
石
剣
に
形
を
移
す
よ
う
に
な
っ
た
。
次
に
述
べ
る
m
b
・
聞
の
盛
ん
な
製
作
は
こ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
次
第
は
そ
れ

等
の
間
に
多
く
の
退
化
形
式
の
作
品
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
察
さ
れ
る
。

_.L. 

ノ、

A
-
B
雨
形
式
の
石
剣
の
流
行
が
細
形
銅
剣
の
模
倣
に
始
ま
っ
た
事
は
以
上
繰
返
し
述
べ
た
通
り
、
充
分
理
由
が
あ
る
。
然
し
そ
の
流
行
は

一
様
な
も
の
で
は
な
く
、
雨
形
式
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
亙
型
は
溌
見
軟
に
差
が
あ
り
、
介
布
状
態
を
異
に
す
る
。

い
ま
梅
原
考
古
資
料
そ
の
他
に



よ
っ
て
私
が
確
認
し
得
た
後
見
敷
と
分
布
妖
態
と
を
要
約
す
れ
ば
、
概
ね
次
の
様
な
結
果
に
な
る
。
尤
も
こ
れ
が
朝
鮮
後
見
の

A

・
B
形
式
の

石
剣
の
す
べ
て
を
網
羅
し
た
数
だ
と
は
主
張
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
目
に
ふ
れ
ず
に
散
仇
し
た
教
は
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
こ
れ
に
よ
っ
て
会
開
の
趨
勢
を
知
り
得
る
と
し
て
誤
り
な
い
と
信
ず
る
。

細
形
銅
剣
の
樋
の
形
を
忠
質
に
象
っ
た

A
a
-
m
a
は
、
朝
鮮
の
謄
製

.h剣
の
う
ち
の
僅
か
な
部
分
に
す
ぎ
な
い
。

い
ま
明
ら
か
に

A

・
B

雨
形
式
に
属
す
る
石
剣
の
敷
を
求
め
る
と
百
六
十
七
本
で
あ
る
o
然
る
に
、
前
述
の
如
く

A
a
は
七
本
、

m

a
も
七
本
、

こ
れ
に
基
部
を
快
く

の
で

A
か
引
か
が
不
明
の
も
の
八
本
を
加
え
て
漸
く
二
十
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
分
布
は
一
雄
半
島
の
北
か
ら
南
に
わ
た
る
が
、

A
a
の
流
行
が

大
同
江
流
域
に
偏
し
て
い
た
事
は
間
違
な
い
。

こ
れ
に
針
し
町

b
と
聞
と
は
右
の
腐
製
石
剣
の
総
数
の
八
十
六
バ

1
セ

y
ト
を
占
め
、
そ
の
代
表
的
形
式
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
ず
町

b
は
五
十
本
。
そ
の
う
ち
二
十
六
本
が
慶
州
附
近
出
土
で
あ
る
o

其
の
他
、

洛
東
江
流
域
ハ
九
)
、
錦
江
流
域
(
六
)
に
分
布
の
地
方
的
中
心

を
見
る
が
、
未
だ
大
同
江
流
域
か
ら
は
後
見
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
即
は
す
べ
て
六
十
七
本
あ
っ
た
。
錦
江
流
域
(
十
八
〉
、
治
東
江
流
域
〈
十

ム
ハ
)
慶
州
附
近

(
十
五
〉

に
集
中
的
に
多
い
が
、

こ
の
分
布
も
大
同
江
流
域
に
及
ん
で
い
な
い
。

以
上
の
後
見
教
と
分
布
妖
態
か
ら
考
え
ら
れ
る

A

・
B
雨
形
式
の
石
剣
の
流
行
は
次
の
如
き
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
ず
細
形
銅
剣
を
、
そ
れ
も

剣
身
の
み
を
正
確
に
石
で
ま
ね
た
石
剣
の
製
作
が
大
同
江
流
域
に
興
っ
た
。
同
時
に
剣
把
を
つ
け
た
細
形
銅
剣
の
形
も
同
じ
地
域
で
始
ま
っ
た
。

銅
剣
を
模
し
た
石
剣
は
満
洲
で
も
作
ら
れ
て
い
た
が
、
大
向
江
流
域
の
そ
れ
は
最
も
正
確
に
細
形
銅
剣
の
形
態
上
の
特
色
を
と
ら
え
て
い
る
。

そ
の
作
風
は
、
犬
同
江
流
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
銅
剣
・
銅
鉾
の
波
及
に
作
っ
て
漢
江
下
流
域
か
ら
市
鮮
各
地
に
体
わ
り
、
南
海
岸
の
烏
に
も
そ

の
府
、
跡
を
の
こ
す
。
と
こ
ろ
が
肢
に
犬
同
江
流
域
に
お
い
て
そ
の
樋
を
省
帥
附
し
た
。

A

b
型
の
石
剣
が
作
ら
れ
て
い
た
が
、

石
剣
製
作
の
風
習

が
、
漢
江
下
流
域
を
市
に
越
え
て
撲
る
と
共
に
、
剣
把
を
つ
け
た
形
で
あ
っ
て
樋
を
ぶ
同
船
し
た
か
戎
い
は
靴
入
の
形
を
象
っ
た
と
こ
ろ
の
川

b

及
び
聞
の
石
剣
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

A
a
と
m

a
と
は
忽
ち
こ
れ
ら
の
流
行
に
崖
倒
さ
れ
る
に
到
っ
た
o
m
h
及
び
叩
の
流

朝
鮮
出
土
の
融
市
喫
石
創
(
有
光
)

七
一
五
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行
は
南
鮮
に
お
い
て
長
く
織
き
、
多
く
の
作
品
を
の
こ
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
は
誠
一
化
形
と
認
む
べ
き
も
の
が
少
く
な
い
。
即
ち

μ

剣
の
形
を
石
で
模
作
す
る
事
が
次
か
ら
次
へ
と
行
わ
れ
た
に
相
違
な
い
。

銅
剣
が
代
表
す
る
初
期
金
属
文
化
が
進
ん
だ
経
路
は
、
大
陸
か
ら
先
ず
西
鮮
地
直
に
入
り
、
漢
江
下
流
域
を
渡
っ
て
南
鮮
に
普
及
し
た
と
推

石
剣
の
製
作
は
伸
び
な
か
っ
た
。

之
に
劃
し

定
さ
れ
る
。
そ
の
西
鮮
地
方
は
間
も
な
く
漢
の
版
圃
に
入
り
そ
の
進
ん
だ
文
明
に
属
し
た
の
で
、

て
漢
の
直
懐
支
配
か
ら
は
自
由
で
あ
っ
た
南
鮮
で
は
、
却
っ
て
石
剣
の
製
作
に
濁
特
の
形
式
を
後
遺
さ
せ
た
。
日

b

・
即
の
石
剣
の
密
な
分
布

と
多
く
の
退
化
形
の
存
在
と
が
、
そ
の
詮
様
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
南
鮮
濁
特
の
碁
盤
形
支
一
白
基
の
石
室
叉
は
石
棺
内
か
ら
屡
々
殺
見
さ
れ
、
古

新
経
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
市
朝
鮮
土
着
文
化
の
一
標
識
に
教
え
ら
る
べ
き
事
は
、

考
察
」
史
林

八
巻
六
挽
)
0

別
に
論
じ
た
遁
り
で
あ
る
(
拙
稿
「
南
朝
鮮
士
粛
文
化
の
考
古
期
的

以
上
の

A
・
B
雨
形
式
の
石
剣
は
、
出
土
の
敷
・
分
布
の
状
態
・
形
式
の
由
来
に
鑑
み
、
朝
鮮
磨
製
石
剣
の

E
統
一
献
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

こ
れ
に
針
し
冒
頭
の
分
類
に
挙
げ
た
り
形
式
は
、
分
布
圏
が
一
旦
満
江
下
流
域
に
離
れ
て
い
る
事
と
形
の
懸
隔
の
貼
と
で
別
系
統
に
嵐
せ
し
め
ら

る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
細
形
銅
剣
と
の
開
濯
を
特
に
問
題
と
し
た
木
小
稽
で
は
論
究
の
劃
象
か
ら
除
外
し
た
。

叫

ω

ま
た

C
形
式
に
つ
い
て
は
肢
に
言
及
し
た
温
り
、
細
形
銅
剣
に
お
け
る
と
同
様
、
結
び
紐
形
石
製
把
頭
飾
を
作
っ
て
溌
見
さ
れ
た
例
が
あ
る
o

~ 

一

C.IrI. 
3 

¥ミELノ

こ
れ
は
形
態
だ
け
か
ら
は
、
剣
の
先
端
と
も
、

ま
た
長
い
柄
の

第/¥圃

鎗
の
先
端
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
慶
向
南
道
東
茨
郡
北
而
長
箭

里
の
一
・
支
石
基
か
ら
の
出
土
例
(
第
六
闘
)
は
石
剣
と
し
て
用
い

ら
れ
た
事
を
示
し
た
。
そ
の
出
土
妖
態
を
な
は
殺
見
者
の
及
川

⑪
 

民
共
郎
氏
か
ら
直
接
聞
い
た
事
が
あ
り
、
叉
梅
原
考
古
資
料
中

⑫
 

に
も
そ
の
お
録
が
あ
る
。
印
ち
そ
の
支
石
惑
は
恭
樫
形
で
、
石



剣
は
そ
の
長
方
形
の
石
室
の
ほ
ぼ
中
央
、

主
軸
の
方
向
に
沿
っ
て
床
上
に
あ
っ
た
。
重
要
な
黙
は
そ
の
某
部
か
ら
約
一
尺
を
距
て
た
と
こ
ろ
に

剣
把
飾
の
十
字
形
石
製
品
が
見
出
さ
れ
、
雨
者
は
一
直
線
上
に
あ
っ
て
、

も
と
一
具
の
銑
先
と
剣
把
飾
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
事
で
あ
る
。

か
よ
う
な
扶
態
は
、
同
様
の
把
頭
飾
を
件
出
し
た
細
形
銅
剣
の
場
令
と
共
に
、
腐
蝕
し
て
し
ま
っ
た
剣
把
の
存
在
を
告
げ
る
。
そ
の
形
妖
は
ふ
I

日
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、

C
型
式
の
う
ち
に
、
細
形
銅
剣
と
同
じ
形
制
に
属
し
た
も
の
の
あ
る
事
は
明
ら
か
で
、
そ
れ
は
A
-
B
一
桐
担
式

の
石
剣
と
同
列
で
あ
る
o

右
の
溌
見
例
は
早
く
亡
び
た
剣
把
を
示
唆
す
る
と
と
も
に

B
形
式
石
剣
が
、
そ
の
様
な
剣
把
の
一
形
式
を
象
っ
た
も

の
と
し
た
前
述
の
推
定
を
援
け
る
。

七

以
上
の
石
剣
は
、
そ
の
土
地
の
石
を
材
料
と
し
、
製
作
に
常
っ
て
特
別
に
準
ん
だ
技
術
を
必
要
と
し
な
い
っ
作
出
物
の
多
く
は
階
製
石
鍬
で

あ
り
、
稀
に
伴
う
こ
と
が
あ
る
石
庖
丁
・
石
斧
・
土
器
等
と
共
に
、
石
器
時
代
的
な
遺
物
で
あ
っ
て
、
遠
隔
地
か
ら
材
料
叉
は
製
品
を
輸
入
す

宍
等
は
石
器
時
代
遺
物
散
布
地
か
ら
も
後
見
さ
れ
る
が
、
最
も
著
し
い
の
は
支
行

働

基
・
箱
式
石
棺
・
積
石
塚
等
の
現
葬
地
か
ら
の
溌
見
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
肢
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
鰯
れ
な
い
。

る
必
要
は
な
く
、
特
殊
な
技
術
も
要
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
封
し
て
細
形
銅
剣
は
ど
う
か
と
い
う
に
、
勿
論
琶
湖
出
土
の
場
合
が
多
い
が
、
件
出
物
が
あ
れ
ば
銅
鉾
・
銅
文
を
は
じ
め
鍛
剣
・
鍛

鉾
等
の
金
属
利
器
、

或
い
は
青
銅
製
を
主
と
す
る
馬
具
・
車
輿
具
の
類
を
伴
、
っ
。

是
等
は
稀
少
な
材
料
と
準
歩
し
た
技
術
に
よ
っ
て
初
め
て

製
作
可
能
な
遺
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
携
行
し
て
い
た
人
φ

の
枇
曾
を
考
え
る
な
ら
ば
、
採
鍬
・
鋳
造
に
閲
す
る
特
殊
な
技
術
者
を
養
い
得
る

よ
う
な
、

且
つ
材
料
叉
は
製
品
の
遠
距
離
運
搬
が
出
来
る
よ
う
な
祉
曾
で
あ
る
。
一
わ
剣
を
作
っ
て
い
た
人
々
の
社
曾
よ
り
も
、
経
漕
的
段
階
が

進
か
に
高
か
っ
た
と
云
う
事
は
疑
が
な
い
。
細
形
銅
剣
を
租
形
と
し
て
後
達
し
た
朝
鮮
出
土
の
石
剣
は
、
銅
剣
と
同
時
代
か
叉
は
後
に
織
く
も

の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
考
古
撃
的
に
は
雨
者
共
存
の
事
賓
が
殆
ん
ど
無
い
。
そ
れ
は
、

夫
々
を
差
出
し
た
枇
曾
が
別
例
の
生
活

朝
鮮
出
土
の
膚
製
石
制
(
有
光
)

レ
】
一
い
】
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某
盤
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
車
に
共
存
の
事
賓
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

埋
葬
祉
の
如
き
重
要
な
遺
蹟
の
構
造
が
針
鵬
的
に
異
な
る

事
を
も
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
銅
剣
・
銅
鉾
を
主
と
し
た
一
括
遺
物
の
後
見
例
中
、

埋
葬
祉
と
認
め
ら
れ
た
も
の
は
、
石
剣
を
出
す
埋
務
枇

と
は
構
造
を
異
に
し
、
漢
族
風
な
木
榔
で
あ
っ
た
と
一
一
己
わ
れ
て
い
る
。
百
五
十
黙
を
越
え
る
確
寅
な
朝
鮮
後
見
の
石
剣
中
に
は
、

か
よ
う
な
珂

葬
祉
か
ら
の
出
土
例
は
全
く
無
い
。
ま
た
逆
に
支
石
基
・
組
合
箱
式
石
棺
・
原
始
石
室
等
の
構
造
か
ら
銅
剣
類
を
出
し
た
事
例
も
稀
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
銅
剣
類
を
出
す
遺
蹟
乃
至
は
銅
剣
類
に
つ
な
が
る
閥
係
遺
物
の
組
み
合
せ
は
、

石
剣
を
出
す
遺
跡
乃
至
は
石
剣
を
中
心
と
し
た
コ

ム
プ
レ
ッ
ク
ス
と
の
聞
に
毅
然
た
る
直
別
が
見
ら
れ
る
。
前
者
は
侵
入
し
て
来
た
金
属
文
化
を
、
後
者
は
こ
れ
を
受
け
た
土
着
文
化
を
代
表
し
、

卒
行
し
乍
ら
互
に
融
合
し
な
か
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
事
を
示
す
。

か
よ
う
に
雨
文
化
の
針
立
を
強
調
す
る
が
、
後
者
が
全
く
青
銅
器
の
鋳
遣
に

無
関
心
で
あ
っ
た
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。

一
般
の
細
形
銅
剣
を
前
者
の
も
の
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
会
南
高
興
郡
一
旦
原
面
雲
や
一
里
支
石
裏
群

内
の
一
石
室
内
に
あ
っ
た
伐
製
と
認
め
ら
れ
る
銅
剣
、
江
原
道
高
城
郡
梧
供
面

E
津
里
散
布
地
の
銅
剣
の
鋳
型
、
同
道
通
川
郡
遁
川
口
巴
鉢
山
遺

跡
の
銅
鍬
の
鋳
型
な
ど
、
漢
の
直
筏
支
配
下
に
入
ら
な
か
っ
た
南
鮮
に
お
い
て
も
青
銅
利
器
の
鋳
遣
が
行
わ
れ
た
誇
擦
は
確
か
に
あ
る
。
け
れ

ど
も
西
日
本
に
お
け
る
盛
ん
な
妨
製
品
戎
い
は
鋳
型
の
後
見
敷
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
頗
る
低
調
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

西
日
本
の
平
形
銅
剣
・
虞
鋒
銅
鉾
に
相
賞
す
る
も
の
は
、
朝
鮮
で
は
む
し
ろ
以
上
述
べ
た
腐
製
石
剣
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
〈
一
五
五
六
・
一
一
一
・
=
一
O
)

(3) (山 -
Z
 

仰
梅
原
末
治

査
報
告
第
一

巾
山
平
・
次
郎
「
九
州
北
部
に
於
け
る
先
市
貝
原
史
雨
時
代
小
間
期
聞
の
遺
物
に
就

て
」
考
古
原
雑
誌
八
程
一
一
一
披
。

高
橋
健
自
「
銅
鉾
銅
剣
別
考
」
心

梅
原
末
治
前
註
に
同
じ
。

同
-
d，C
門広
υ

肘
宮
内
同
色
〉
『
ny称。
-
o
m
Z
Z
2
2
R己
go-om--宮内凶
-
p
d己
arvロω
℃芯・

「
鳥
取
鯨
下
に
於
け
る
有
間
以
前
の
潰
跡
」
鳥
取
鯨
出
入
蹟
名
勝
地
調

-
M
U
E
宮

2
2
p
出
h
E
n
y
o
ロ
ユ
ぬ
見
『
E
F
A
g
g
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の
命
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自
習
『
E
d
E
4・
一
〈
乙
・
何
MM4]
・〉『同・∞・

5
5
)
司・

2
・

川
開
是
等
の
強
見
例
を
一
括
し
て
説
明
し
た
著
述
は
、

梅
原
末
治
・
藤
田
亮
策
の
「
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
」
第
.
径
が
あ
る
。

m
w
藤
田
克
策
・
梅
原
末
治
・
小
泉
願
夫
「
南
朝
鮮
に
於
け
る
尚
代
の
遺
蹟
」
大
五

十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
第
三
加
一
一
丸
一
り
.R
・
一
一
六
頁

u

制
原
田
淑
人
「
牧
芋
城
」
東
方
考
古
鳳
十
数
刊
第
一
.
加

島
田
貞
草
地
・
小
川
正
郎
「
長
門
岡
向
漕
具
久
津
川
士
の
飾
柄
銅
剣
」
民
林

(7) 

1
4
J
r
~
ド

t
・6p

j

}

j

t

J

 

。

;

j

L

-

i

 



f 

守
d

ム
守
、
J同

J
4
4剖
'
t
a
t
-
L
Z
3
1
J
む
?
d
i
J
;
J勺

1
7
4
J
J
4略
語
本
L
F
4
4
一
司
;

F441tJlei--uJJIF--11
「

-TL4j143H3司
』

七
巻
二
披

(1功

黄
漏
滋
賀
州
都
黒
橋
面
出
土
の
一
銅
剣
・
銅
鉾
等
の
一
括
遺
物
群
小
に
多
く
の
織
銑

(8) 

梅
原
末
治
・
藤
田
亮
策

岡
版
一
一
一
八
c

「
朝
鮮
占
文
化
綜
鑑
」
第
一
程
岡
版
一
一
一
七
及
第
七
閥
、

を
着
け
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
麟
尚
北
道
静
州
郡
外
東
面
入
室
旦
一
括
物
中
の
銅
鉾

銅
剣
に
も
銀
鱗
の
附
着
が
甚
し
か
っ
た
。
後
者
は
織
斧
・
鎖
倒
の
破
片
を
件
山
し
、

川
黄
海
道
県
橋
一
由
遺
跡
・
忠
清
南
沼
扶
併
問
窺
加
国
検
ト
即
一
・
隈
向
北
泊
巌
州
町
山
内

東
国
坪
閉
山
町
一
穴
式
石
室
(
「
朝
鮮
古
化
綜
紙
」
第
一
絡
に
撮
る
)
。

同
此
の
詳
し
い
調
査
記
録
は
幡
本
組
弐
郎
「
平
安
南
遁
大
同
郡
龍
岳
面
上
県
遺
蹟
調

査
報
告
」
(
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
報
第
六
蹴
)
で
あ
る
が
、
今
手
許
に
な
い
。

鮮
十
日
文
化
綜
鑑
」
第
一
巻
岡
版
一
五
、
一
ム
ハ
参
照

M

藤
田
・
梅
原
・
小
泉
、
前
註
切
聞
版
第
一
一
一
九
ω勺

考
古
車

(
切
参
照
)
ま
た
最
近
康
尚
北
活
躍
州
都
内
東
面
九
政
星
で
も
銅
剣
・
銅
鉾
朔
と
共

に
織
万
・
織
斧
・
織
鎌
等
が
波
見
さ
れ
た
(
金
元
龍
「
慶
州
九
政
旦
山
土
金
石
併
用

期
遺
物
に
つ
い
て
」
歴
史
皐
報
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瞬
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「
朝
鮮
に
於
け
る
膳
製
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と
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誌
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有
光
教

「
南
朝
鮮
士
清
文
化
の
考
古
撃
的
考
娯
」

~ 
林

八
位
六
脱
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一
「
鉛
箔
出
土
の
ご
謹
蹟
」

第
八
省
間
続
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