
六
年
爽
の
中
國
に
お
け
る
考
古
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

考
古
事
業
の
発
展

　
　
　

一
九
四
九
年
中
華
人
民
共
和
國
が
成
立
し
て
以
来
、
こ
と
に
六
年

　
　

に
な
り
■
ｍ
す
が
、
中
國
に
お
け
る
考
古
事
業
も
ほ
か
の
事
業
と
同
様
、

　
　

順
調
に
翌
展
し
て
お
り
ま
す
。
今
ま
で
、
中
國
は
長
期
間
に
わ
た
っ

　
　

て
半
植
民
地
も
し
く
は
植
民
地
の
状
態
下
に
お
か
れ
、
考
古
學
も
ほ

　
　

か
の
事
業
と
同
様
、
正
常
な
登
展
を
迷
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

　
　

し
た
。
営
時
、
考
古
學
に
従
事
す
る
人
も
至
っ
て
す
く
な
か
っ
た
し
、

　
　

経
費
も
不
足
が
ち
な
ぽ
か
り
で
な
く
、
國
家
も
統
】
さ
れ
て
お
ら
す
、

　
　

政
治
も
明
朗
を
か
い
て
い
尭
の
で
、
調
査
に
し
ろ
翌
掘
に
し
ろ
、
こ

　
　

と
ご
と
に
相
営
大
き
な
制
限
を
受
け
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
中

　
　

央
人
民
政
府
が
成
立
し
て
か
ら
、
文
化
部
に
は
全
國
の
文
物
工
作
を

5
7

　

一
手
に
管
理
す
る
文
物
局
が
設
け
ら
れ
、
中
國
科
學
院
に
は
考
古
研

尹

建

究
所
、
各
省
及
び
各
地
方
の
政
府
に
は
そ
れ
そ
れ
相
座
な
文
物
管
理

機
構
が
設
置
さ
れ
、
各
地
の
博
物
館
も
相
前
後
し
て
文
物
の
蒐
集
や

豪
掘
に
の
り
だ
し
、
こ
う
し
て
考
古
工
作
は
豪
展
の
基
礎
が
一
座
で

き
あ
が
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

六
年
こ
の
か
た
、
國
家
の
経
済
建
設
の
豪
展
に
と
も
な
っ
て
各
地

に
お
け
る
建
築
工
事
が
だ
ん
だ
ん
摘
張
さ
れ
、
建
築
敷
地
に
埋
蔵
さ

れ
て
い
る
古
文
化
の
遺
物
を
あ
ら
か
じ
め
豪
掘
整
理
し
な
け
れ
ば
建

設
工
事
を
す
ゝ
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
り
ま
し
た
の
で
、

考
古
工
作
者
も
時
を
失
せ
す
’
、
建
設
と
歩
調
を
あ
わ
せ
て
考
古
學
上

の
調
査
や
豪
掘
に
従
事
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
今
ま
で
の
考
古
工
作
者
だ
け
で
は
徐
り
に
も
人
敷
が

す
く
な
く
、
と
う
て
い
客
観
的
需
要
に
鷹
じ
き
れ
々
い
の
で
、
青
年

考
古
幹
部
の
養
成
が
焦
眉
の
急
務
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
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8

　

ま
す
北
京
大
學
の
歴
史
系
に
考
古
學
の
専
門
科
程
を
屯
う
け
、
系
統

　
　

的
に
青
年
考
古
幹
部
の
養
成
に
の
り
だ
し
た
ほ
か
、
各
綜
合
大
學
の

　
　

歴
史
系
に
も
大
か
た
「
考
古
學
通
論
」
の
講
座
を
開
き
、
歴
史
系
の

　
　

學
生
に
考
古
學
に
闘
す
る
一
般
知
識
を
授
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　
　

し
か
し
な
が
ら
、
各
地
に
お
け
る
考
古
工
作
の
翌
展
が
あ
ま
り
に
も

　
　

早
い
た
め
、
長
期
養
成
を
も
っ
て
し
て
は
目
前
焦
眉
の
急
を
解
決
し

　
　

え
ず
、
そ
の
う
え
各
地
に
お
け
る
考
古
工
作
幹
部
の
業
務
水
準
も
極

　
　

め
て
不
ぞ
ろ
い
の
賞
情
に
あ
る
の
で
、
こ
の
事
態
に
適
庖
す
る
た
め
、

　
　
　

一
九
五
二
年
か
ら
文
化
部
、
科
學
院
及
び
北
京
大
學
で
毎
年
夏
期
に

　
　

考
古
工
作
人
員
訓
練
班
を
ひ
ら
く
よ
う
に
な
り
、
全
國
各
地
か
ら
青

　
　

年
幹
部
を
あ
つ
め
て
短
期
間
の
教
室
講
義
を
受
け
る
ほ
か
、
現
地
で

　
　

の
翌
掘
賓
習
を
や
ら
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
今
年
ま
で

　
　

の
と
こ
ろ
既
に
四
期
を
終
え
、
約
三
百
名
の
卒
業
生
を
お
く
り
だ
し

　
　

ま
し
た
。
現
在
こ
の
三
百
能
名
は
二
十
数
個
の
考
古
工
作
除
に
分
配

　
　

さ
れ
、
全
國
各
地
に
出
向
い
て
営
地
の
建
設
工
事
と
歩
調
を
合
せ
て

　
　

工
作
に
従
事
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

こ
の
六
年
間
、
中
國
科
學
院
考
古
研
究
所
で
は
、
積
極
的
に
北
京

　
　

大
學
歴
史
系
の
考
古
學
専
門
科
程
に
お
け
る
教
育
工
作
に
加
わ
り
、
し

　
　

考
古
工
作
人
員
訓
練
班
に
お
け
る
教
育
工
作
に
も
參
加
し
、
同
時
に

歴
史
系
の
卒
業
生
二
十
敷
名
を
相
つ
い
で
吸
収
し
、
い
ろ
い
ろ
な
角

度
か
ら
こ
れ
を
養
成
し
て
き
ま
し
た
。
目
下
の
と
こ
ろ
研
究
員
と
業

務
上
の
輔
佐
員
と
を
あ
わ
せ
て
す
で
に
五
十
名
ち
か
く
に
の
ぼ
り
、

近
い
う
ち
に
な
お
逐
次
増
加
す
る
み
こ
み
で
あ
り
ま
ナ
。
さ
ら
に
考

古
研
究
所
は
、
國
家
の
建
設
事
業
に
歩
調
を
あ
わ
せ
て
、
西
安
と
洛

陽
に
そ
れ
ぞ
れ
考
古
工
作
出
張
所
を
も
う
け
、
素
地
に
お
け
る
考
古

學
上
の
翌
掘
と
整
理
工
作
に
た
す
さ
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年
の
参

に
は
、
黄
河
ダ
ム
の
工
事
に
歩
調
を
あ
わ
せ
て
、
考
古
研
究
所
と
文

化
部
の
文
物
局
に
よ
っ
て
黄
河
ダ
ム
考
古
工
作
除
を
組
織
し
、
す
で

に
各
地
か
ら
四
十
敷
名
の
考
古
工
作
者
を
あ
つ
め
十
叡
小
９
　
に
わ
か

れ
て
、
調
査
工
作
の
第
一
歩
を
ふ
み
だ
七
て
お
り
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
中
國
の
考
古
工
作
者
は
國
家
の
建
設
の
進
展
に
護
じ

て
、
す
で
に
そ
れ
相
庖
の
翌
展
を
と
げ
、
人
員
の
上
か
ら
も
組
織
の

上
か
ら
屯
今
ま
で
の
事
情
を
一
愛
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
ナ
。

　
　
　
　
　

二

　

六
年
爽
の
収
獲

　

六
年
末
、
中
國
各
地
か
ら
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
文
化
遺
物
が
た
く
さ

ん
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
今
こ
こ
で
全
部
の
紹
介
を

す
る
わ
け
に
ま
い
り
ま
せ
ん
が
、
わ
た
く
し
の
き
き
及
ん
で
い
る
、
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比
較
的
知
ら
れ
た
我
見
を
い
く
つ
か
、
簡
単
に
項
を
わ
け
て
紹
介
し

　
　

ま
し
よ
う
。

　
　
　

中
國
猿
人
の
出
土
地
で
あ
る
周
口
店
で
我
掘
工
作
が
徽
績
さ
れ
た

　
　

結
果
、
ま
た
猿
人
の
歯
三
個
と
石
器
が
我
見
さ
れ
た
ほ
か
、
若
干
の

　
　

動
物
化
石
が
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
五
四
年
、
山
西
省
の
襄
傍
題

　
　

で
曹
石
時
器
代
の
遺
址
が
我
掘
さ
れ
、
人
類
の
歯
三
個
と
二
千
能
鮎

　
　

の
石
器
片
と
、
お
び
た
だ
し
い
動
物
化
石
が
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
ま

　
　

た
四
川
省
の
資
陽
と
安
徽
省
の
泗
慣
下
草
湾
か
ら
は
、
菊
石
器
時
代

　
　

後
期
の
化
石
人
類
が
我
見
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

新
石
器
文
化
の
遺
址
に
い
た
っ
て
は
、
こ
の
六
年
間
に
約
三
百
力

　
　

所
も
我
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
遺
址
の
分
布
は
極
め
て
廣
く
、

　
　

北
は
内
蒙
古
自
治
匹
か
ら
南
は
廣
東
に
至
る
ま
で
、
東
は
海
伎
か
ら

　
　

西
は
新
疆
に
至
る
ま
で
、
い
た
る
處
で
新
石
器
文
化
の
遺
物
が
我
見

　
　

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
遺
址
は
極
く
一
部
分
が
我
掘

　
　

さ
れ
た
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
は
ま
だ
調
査
と
採
集
の
緒
に
つ
い
た
程

　
　

度
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
-
1
で
は
、
現
在
ま
で
に
知
ら
れ
た
奄
の
に
つ

　
　

き
、
簡
単
に
説
明
い
た
し
ま
し
よ
う
。

　
　
　

目
下
わ
れ
わ
れ
は
、
西
安
の
半
披
村
で
、
「
仰
詔
文
化
」
の
遺
址
を

5
9

　

一
つ
我
掘
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
ケ

を
硬
見
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
居
住
用
の
土
造
家
屋
を
二
種
類
我
見

し
ま
し
た
。
一
つ
は
直
径
約
五
メ
ー
ト
ル
の
圓
形
土
屋
で
、
も
う
一

つ
は
間
口
十
二
メ
ー
ト
ル
牛
、
奥
行
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
土

屋
で
あ
り
ま
す
。
圓
形
土
屋
の
周
團
に
は
、
高
さ
約
二
〇
セ
ン
チ
の

土
塀
が
の
こ
っ
て
お
り
、
家
の
な
か
に
は
か
ま
ど
の
跡
が
あ
り
ま
し

た
。
長
方
形
の
土
屋
の
周
團
に
は
、
厚
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約

五
〇
セ
ン
チ
の
土
塀
が
の
こ
っ
て
お
り
。
・
塀
の
な
か
に
は
木
の
柱
を

た
て
た
穴
が
の
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
同
じ
場
所
か
ら
、
百
基
に
の
ぼ

る
「
仰
詔
文
化
」
の
墳
墓
が
我
見
さ
れ
、
お
び
た
ゞ
し
い
副
葬
の
陶

器
が
完
形
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
遺
址
か
ら

小
さ
な
陶
耀
が
一
つ
我
見
さ
れ
ま
し
た
が
、
な
か
に
は
も
と
の
ま
■
M

の
外
殼
を
も
っ
た
穀
粒
が
は
い
っ
て
い
ま
し
た
。
初
歩
的
鑑
定
の
結

果
に
よ
る
と
、
こ
の
穀
粒
は
粟
Ｓ
ｅ
ｔ
ａ
ｒ
i
a
　
ｉ
ｌ
ａ
ｌ
ｉ
ｃ
ａ
（
Ｌ
）
　
Ｂ
ｅ
ａ
ｕ
ｖ
.
で

あ
っ
て
、
今
も
な
お
華
北
一
帯
の
主
食
物
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
出
土
品
は
、
営
時
の
此
會
歴
史
の
研
究
に
と
っ

て
、
ま
た
「
仰
詔
文
化
」
の
具
健
的
内
容
の
系
統
的
探
究
に
と
っ
て
、

極
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
中
國
の
東
南
一
帯
か
ら
我
見
さ
れ
た
新
石
器
時
代
の

遺
址
は
比
較
的
す
く
な
か
っ
た
が
、
こ
の
六
年
間
、
こ
の
一
帯
か
ら
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も
多
く
の
新
石
器
時
代
の
遺
物
が
我
見
さ
れ
、
そ
の
な
か
の
一
部
分

　
　

の
遺
址
に
お
い
て
は
あ
る
程
度
の
我
掘
工
作
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
　

そ
の
う
ち
重
要
な
も
の
は
、
江
蘇
省
淮
陰
蒜
の
青
蓮
岡
、
江
寧
蒜
の

　
　

湖
熟
議
、
浙
江
省
杭
州
の
老
和
山
、
禧
建
省
扁
州
の
雲
石
山
な
ど
で

　
　

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
中
國
の
東
南
地
匝
に
お
け
る
新
石
器
文
化
の

　
　

研
究
に
た
い
し
豊
富
な
内
容
を
提
供
し
た
と
同
時
に
、
ま
た
若
干
の

　
　

新
し
い
問
題
を
も
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

河
北
省
曲
陽
の
釣
魚
台
か
ら
も
新
石
器
時
代
の
遺
址
を
我
見
し
ま

　
　

し
た
が
、
な
か
に
は
石
斧
と
石
環
、
赤
色
陶
片
、
彩
色
陶
片
、
陶
鼎

　
　

の
足
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
河
北
省
で
始
め
て
我
見
さ
れ
た
仰

　
　

詔
文
化
の
遺
物
で
あ
り
ま
す
。
河
南
省
信
陽
の
陽
山
か
ら
も
新
石
器

　
　

時
代
の
遺
址
か
一
つ
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
遺
址
の
同
一
文
化
層

　
　

に
属
す
る
陶
器
の
特
徴
と
し
て
は
、
彩
色
陶
片
が
あ
り
、
光
滓
あ
る

　
　

黒
色
陶
片
も
あ
り
、
陶
鼎
の
残
片
も
た
く
さ
ん
あ
り
、
た
ゞ
陶
扇
の

　
　

残
片
が
見
あ
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
湖
北
省
京
山
の

　
　

屈
家
嶺
で
も
新
石
器
時
代
の
遺
址
を
我
見
し
ま
し
た
が
、
そ
の
陶
器

　
　

の
特
徴
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
か
あ
り
、
龍
山
式
の
孔
を
あ
け

　
　

た
陶
片
や
黒
色
陶
片
や
條
文
の
陶
片
な
ど
が
あ
る
ぽ
か
り
で
な
く
、

　
　

少
敷
で
は
あ
る
が
彩
色
し
た
陶
片
も
ま
ざ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
彩
色
を
ほ
ど
こ
し
た
陶
片
の
表
面
は
み
が
い
て
が
ら
す
、
文
様
も

一
般
の
「
仰
詔
式
」
彩
色
陶
片
の
そ
れ
と
異
っ
て
お
り
、
か
え
っ
て

江
蘇
省
淮
安
の
青
蓮
岡
か
ら
我
見
さ
れ
た
彩
色
陶
片
と
似
か
よ
っ
た

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
類
型
の
遺
址
の
我
見
は
極
め
て
重
要
な

こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
長
江
流
域
と
黄
河
流
域
と
の
新
石
器
時
代

に
お
け
る
相
互
間
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
重
要
な
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

吉
林
省
の
西
團
山
及
び
河
北
省
の
唐
山
か
ら
は
、
石
棺
の
墳
墓
が

お
び
た
だ
し
く
我
見
さ
れ
、
そ
の
副
葬
品
の
な
か
に
は
大
量
の
石
器

や
陶
器
が
あ
り
、
銅
器
も
少
し
は
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
新
石
器
時

代
か
ら
青
銅
器
時
代
へ
の
過
渡
期
の
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な

資
料
で
あ
り
ま
す
。

　

今
ま
で
は
、
殷
代
の
文
化
遺
跡
と
い
え
ぼ
、
お
お
か
た
安
陽
の
小

屯
村
附
近
に
局
限
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
地
匝
に
お
け
る
殷
代
の

遺
跡
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で
し

た
か
、
こ
の
六
年
間
引
き
つ
づ
き
小
屯
村
附
近
で
殷
代
の
墳
墓
や
遺

跡
を
我
掘
し
た
ほ
か
、
そ
の
他
の
地
匿
で
も
多
く
の
殷
代
遺
跡
を
我

見
し
ま
し
た
。

　

一
九
五
二
年
か
ら
鄭
州
市
で
営
地
の
殷
代
遺
跡
の
我
掘
か
開
始
さ
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れ
、
目
下
な
お
徽
績
中
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
極
め
て
豊
富
な

　
　

遺
物
が
あ
り
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
既
に
極
め
て
重
要
な
遺
跡
が
少

　
　

な
か
ら
す
我
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
な
か
で
も
、
’
奥
行
約
五
メ
ー
ト

　
　

ル
、
間
口
約
四
メ
ー
ト
ル
半
の
長
方
形
の
家
屋
、
鋳
銅
の
遺
跡
、
骨

　
　

器
製
作
の
遺
跡
、
陶
器
を
焼
い
た
客
跡
、
殷
代
の
墳
墓
群
な
ど
を
あ

　
　

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ト
骨
や
す
こ
し
の
字
を
ほ
っ
た
骨

　
　

片
も
こ
こ
か
ら
我
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
鋳
銅
の
遺
跡
か
ら
は
、
銅
澄

　
　

や
炭
末
が
大
量
に
出
て
き
た
ほ
か
、
増
蝸
や
容
器
な
ら
び
に
兵
器
の

　
　

鋳
型
な
ど
が
我
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
骨
器
製
造
場
か
ら
は
骨
材
が
大

　
　

量
に
我
見
さ
れ
、
そ
の
大
部
分
は
動
物
の
肢
骨
で
あ
る
が
、
人
間
の

　
　

大
腿
骨
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
加
工
用
の
砥
石
も
我
見
さ
れ
、
モ

　
　

の
幾
つ
か
に
は
骨
器
を
磨
い
た
さ
い
の
く
ぽ
み
ま
で
の
こ
っ
て
い
ま

　
　

す
。
ま
た
骨
器
の
半
製
品
も
あ
り
、
完
成
品
も
あ
り
ま
す
。
大
量
の

　
　

遺
物
や
遺
跡
の
特
徴
か
ら
み
る
に
、
こ
の
遺
址
は
小
屯
村
の
そ
れ
よ

　
　

り
屯
古
い
と
考
え
ら
れ
ま
。
す
。
鄭
州
の
二
里
岡
で
我
掘
さ
れ
た
殷
代

　
　

遺
址
の
層
位
な
ら
び
に
遺
物
の
特
徴
を
分
析
す
る
と
、
。
遺
址
自
賠
を

　
　

さ
ら
に
前
後
二
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
遺
址

　
　

の
酸
見
は
、
殷
商
文
化
の
護
展
を
研
究
ナ
る
上
に
極
め
て
重
要
な
手

6
1
　

　

が
か
り
と
多
叡
の
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
河
南
省
の
輝
懸
、
洛
陽
、
浹
蒜
か
ら
、
浹
西
省
か
ら
、

山
東
省
の
済
南
か
ら
、
河
北
省
の
曲
陽
か
ら
も
、
殷
代
の
遺
址
が
我

見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
我
見
は
、
殷
代
此
會
生
活
の
研
究
に
對

ナ
る
物
質
的
資
料
を
豊
富
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
六
年
間
、
各
地
で
周
代
の
墳
墓
が
少
な
か
ら
ず
我
見
さ
れ
て

い
ま
す
。
西
安
の
斗
門
鍋
か
ら
西
周
時
代
の
墳
墓
か
我
見
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
墓
室
の
な
か
に
は
、
殷
代
の
習
慣
に
一
致
す
る
犬
を
埋

め
た
「
腰
坑
」
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
我
見
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
は
銅
の
鼎
・
盃
及
び
鐘
、
な
ら
び
に
灰
粕
の
つ
い
た
陶
豆
か
お

り
、
銅
盃
の
う
え
に
は
五
十
四
文
字
か
ら
な
る
銘
文
が
あ
り
、
そ
の

銘
文
か
ら
周
の
穆
王
時
代
（
紀
元
前
十
世
紀
後
半
）
の
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
江
蘇
省
丹
徒
の
煙
撤
山
に
あ
る
西
周
の
墳
墓
か

ら
ぽ
鼎
・
扇
・
段
・
盤
・
盃
・
胱
な
ど
の
銅
器
や
銅
製
の
馬
具
が
我

見
さ
れ
、
銅
殷
の
一
つ
の
表
面
に
は
百
四
十
六
字
０
　
銘
文
が
あ
り
、

そ
の
銘
文
か
ら
し
て
周
の
成
王
時
代
（
紀
元
前
十
一
世
紀
末
葉
）
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
熱
河
の
凌
源
海
島
醤
子
村
か
ら
は

銅
器
十
六
黙
が
我
見
さ
れ
、
そ
の
銘
文
の
な
か
に
は
「
厦
（
燕
）
侯
」

な
ど
と
い
ケ
文
字
が
み
え
ま
す
。
そ
の
他
、
山
西
省
洪
趙
の
坊
堆
村

や
河
南
省
洛
陽
の
西
郊
か
ら
も
西
周
時
代
の
墳
墓
が
我
見
さ
れ
て
い
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ま
す
。

　
　
　

こ
の
六
年
間
に
、
多
く
の
地
方
か
ら
東
周
時
代
の
墳
墓
を
護
見
し

　
　

ま
し
た
。
河
南
省
で
は
洛
陽
・
輝
蒜
・
安
陽
・
鄭
州
・
掲
餌
・
院
脈

　
　

及
び
霊
賓
、
浹
西
省
で
は
芦
安
と
賓
鸚
、
安
徽
省
で
は
壽
蘇
、
湖
南

　
　

省
で
は
長
沙
と
衡
陽
な
ど
が
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
ほ
か
に
河
北
省

　
　

の
唐
山
、
那
台
及
び
北
京
の
近
郊
か
ら
も
我
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
安

　
　

徽
省
壽
蒜
で
は
今
年
我
見
し
た
蔡
侯
墓
の
な
か
に
銅
器
（
編
鐘
・
列

　
　

鼎
・
戈
等
に
銘
文
が
多
い
）
玉
器
・
漆
器
等
千
鈴
黙
あ
り
、
こ
れ
は

　
　

大
喪
重
要
な
我
見
で
あ
り
ま
す
。
輝
懸
で
は
か
び
た
だ
し
い
副
葬
の

　
　

銅
器
・
金
銀
象
嵌
の
器
や
玉
器
が
我
見
さ
れ
、
鍼
製
の
生
産
器
具
も

　
　

か
な
り
多
く
我
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
我
見
さ
れ
た
車
馬
坑

　
　

の
出
土
状
態
か
ら
営
時
の
車
制
を
再
現
す
る
こ
と
か
で
き
ま
す
。
長

　
　

沙
か
ら
は
木
槨
の
墳
墓
が
我
見
さ
れ
、
な
か
に
多
く
の
銅
器
・
陶

　
　

器
・
漆
器
・
玉
器
・
木
器
及
び
残
絹
な
ど
か
あ
り
、
字
の
か
い
た
竹

　
　

簡
も
我
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
竹
管
の
な
か
か
ら
も
毛
筆
・

　
　

天
秤
及
び
分
銅
が
我
見
さ
れ
、
矢
の
は
い
Ｉ
て
い
る
木
製
の
簸
や
竹

　
　

の
弓
、
木
製
の
楯
、
革
製
の
甲
な
ど
も
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
洛
陽
の

　
　

近
郊
か
ら
は
、
東
周
時
代
の
墳
墓
が
多
量
に
我
見
さ
れ
、
多
く
の
銅

　
　

器
と
か
び
た
だ
し
い
陶
器
を
手
に
い
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
墳
墓
の
時

代
の
前
後
、
異
っ
た
時
期
に
お
け
る
墳
墓
の
形
制
と
副
葬
品
の
愛
化

を
た
と
っ
て
い
け
ば
、
東
周
時
代
の
こ
の
方
面
に
開
す
る
我
展
愛
化

の
基
本
法
則
を
組
み
た
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
大
量
の
陶

器
を
分
析
研
究
す
れ
ば
、
東
周
墳
墓
に
對
す
る
時
代
匝
分
の
規
準
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
洛
陽
に
あ
る
東
周
墳
墓
の
附
近
か
ら

は
、
分
布
範
圖
の
相
営
に
ひ
ろ
い
、
内
容
の
豊
富
な
東
周
文
化
の
堆

積
が
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
に
は
織
製
の
生
産
器
具
か
あ
り
、
陶

器
や
牛
瓦
営
の
残
片
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
四
川
省
の
昭
化
及
び
巴
鮮

か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
丸
太
を
く
り
ぬ
い
て
作
っ
た
舟
型
の
木
棺
が
襲

見
さ
れ
、
副
葬
品
の
な
か
に
は
大
量
の
銅
器
と
秦
牛
雨
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
に
あ
げ
ま
し
た
の
は
比
較
的
重
要
な
遺
跡
だ
け
で
す
。

そ
の
他
の
各
地
に
も
零
さ
い
な
我
見
が
少
な
か
ら
す
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
ぐ
ら
い
の
程
度
に
し
て
か
き
ま
し
よ
う
。

　

こ
の
六
年
間
に
全
國
各
地
か
ら
え
た
漢
代
の
遺
跡
や
遺
物
の
収
獲

は
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
殊
に
漢
代
の
墳
墓
護
見
は
多

く
、
護
掘
さ
れ
た
漢
代
の
墳
墓
だ
け
で
、
全
國
通
算
す
れ
ば
二
千
基

前
後
に
及
ん
で
い
ま
す
。

　

わ
れ
わ
れ
は
洛
陽
の
西
郊
で
、
漢
代
の
河
南
鮮
の
城
址
を
我
見
し

ま
し
た
。
そ
の
城
基
の
残
跡
は
各
逼
約
一
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
正
方
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形
を
な
し
、
城
壁
は
版
築
で
築
い
て
い
ま
す
。
城
廓
の
な
か
か
ら
は
、

　
　

営
時
の
住
宅
の
残
跡
を
我
見
し
、
煉
瓦
で
き
ず
い
た
井
戸
や
倉
の
跡

　
　

を
見
い
だ
し
、
ま
た
そ
こ
に
多
敷
の
漢
代
の
陶
片
・
筒
瓦
・
瓦
営
な

　
　

ら
び
に
五
鉄
鋏
を
我
見
し
ま
し
た
。
こ
の
漢
城
の
遺
址
は
目
下
な
お

　
　

我
掘
を
つ
ゞ
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
各
地
の
漢
域
の
遺
址
は
一
座

　
　

の
調
査
を
し
ま
し
た
が
、
大
部
分
は
ま
だ
我
掘
す
る
に
至
っ
て
お
り

　
　

ま
せ
ん
。

　
　
　

漢
代
の
墳
墓
は
洛
陽
で
た
く
さ
ん
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
洛
陽
の
焼

　
　

溝
だ
け
で
も
二
百
六
十
数
基
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
墓
制
か
ら

　
　

い
い
ま
す
と
、
空
心
博
の
墓
、
土
墳
の
墓
、
こ
と
も
を
埋
め
た
瓦
棺

　
　

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
墓
は
漢
代
の
か
な
り
長
い
期
間
を
占

　
　

め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
そ
の
時
期
を
考
澄
し
う
る
若
干
の

　
　

墓
を
と
っ
て
時
期
の
前
後
に
挙
っ
て
排
列
し
、
そ
の
墓
の
形
制
と
大

　
　

量
に
の
ぼ
る
副
葬
品
の
愛
遷
か
ら
分
析
研
究
を
す
す
め
て
い
け
ぼ
、

　
　

漢
代
の
墳
畜
に
開
す
る
時
代
匝
分
の
標
準
を
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
が

　
　

で
き
ま
す
。
こ
れ
は
漢
代
の
此
會
生
活
の
愛
遷
史
を
研
究
す
る
上
に

　
　

極
め
て
重
要
な
し
ご
と
で
あ
り
ま
す
。
空
心
堵
の
墓
は
、
安
徽
省
の

　
　

毫
蘇
、
山
西
省
の
聞
喜
及
び
そ
の
他
の
地
方
か
ら
も
我
見
さ
れ
て
い

6
3

　

ま
す
。
実
像
石
の
墓
は
、
江
蘇
省
の
江
寧
、
安
徽
省
の
毫
蘇
、
そ
れ

か
ら
他
省
の
若
干
の
地
方
か
ら
も
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
崖
墓
も
四
川

地
匹
に
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。
河
北
省
の
望
都
で
は
、
彩
色
壁
書
の
漢

墓
一
基
が
我
見
さ
れ
、
壁
の
上
に
人
物
や
禽
獣
な
ど
が
い
き
い
き
と

描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
湖
南
省
の
長
沙
で
は
、
長
沙
の
王
族
劉
騎
の

墓
が
翌
見
さ
れ
、
な
か
か
ら
漆
器
・
陶
器
・
馬
蹄
金
や
木
簡
な
と
が

で
て
き
ま
し
た
。
そ
の
他
の
漢
墓
か
ら
は
木
俑
や
木
車
、
そ
れ
か
ら

木
船
の
模
型
な
と
も
で
て
い
ま
す
。
廣
東
省
の
廣
州
市
近
郊
で
西
漢

の
木
槨
墓
を
震
見
し
ま
し
た
が
、
な
か
に
は
銅
器
・
陶
器
・
軸
を
施

し
た
か
た
い
陶
器
な
ど
か
あ
り
、
特
に
め
ぼ
し
い
我
見
と
し
て
は
破

璃
の
碗
・
璧
・
帯
鈎
及
び
貫
珠
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
廣
州
の
漢
墓
か

ら
は
、
こ
の
ほ
か
に
木
製
や
陶
製
の
船
の
模
型
が
で
て
い
ま
す
。
雲

南
省
の
昭
通
や
魯
匈
で
我
見
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
有
文
堵
の
墓
の
な

か
か
ら
は
、
銅
洗
・
銅
孟
・
鍼
器
・
陶
俑
・
鎖
及
び
五
鉄
銭
な
と
が

で
て
き
、
ま
た
、
石
棺
も
一
つ
我
見
さ
れ
、
上
面
に
伏
義
と
女
蝸
の

像
が
ほ
・
て
あ
り
ま
し
た
。
内
蒙
古
自
治
匿
綬
東
の
藍
虎
溝
か
ら
は

　

「
オ
ル
ド
ス
」
青
銅
器
と
西
漢
末
の
銅
鏡
と
が
い
っ
し
よ
に
我
見
さ

れ
、
雲
南
省
晋
寧
の
石
案
山
で
は
副
葬
品
と
し
て
銅
器
・
銅
鼓
・
兵

器
及
び
西
淡
の
銅
鏡
な
ど
を
も
っ
た
墓
葬
が
硬
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
漢
代
の
遺
址
、
こ
と
に
多
叡
に
の
ぼ
る
漢
墓
の
我
見
は
、
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漢
代
の
飲
會
歴
史
と
賓
際
生
活
の
研
究
に
、
い
き
た
、
具
悛
的
な
、

　
　

し
か
も
多
様
な
資
料
を
大
量
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
営
時
の
美

　
　

術
・
工
藤
及
び
交
通
等
各
方
面
の
研
究
に
と
っ
て
も
極
め
て
貴
重
な

　
　

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

こ
の
六
年
の
間
に
ま
た
、
甘
癩
省
永
靖
の
炳
霊
寺
石
窟
や
武
威
の

　
　

天
柿
山
石
窟
寺
を
我
見
し
て
い
ま
す
。
炳
霊
寺
に
は
北
魏
か
ら
唐
代

　
　

に
至
る
石
窟
三
十
五
個
石
寵
八
十
七
個
あ
り
、
も
っ
と
も
古
い
題
記

　
　

は
延
昌
二
年
（
紀
元
五
一
三
年
）
で
あ
り
ま
す
。
甘
蕭
の
天
水
で
は
麦

　
　

積
山
石
窟
が
調
査
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　

河
北
省
の
曲
陽
に
あ
る
徳
修
寺
の
度
寺
址
か
ら
は
、
二
千
二
百
除

　
　

鮎
に
の
ぽ
る
石
の
佛
像
が
我
見
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
二
百
三
十
敷
黙

　
　

の
紀
年
像
が
あ
り
、
古
い
も
の
は
北
魏
の
御
蔵
三
年
（
紀
元
五
二
〇

　
　

年
）
、
新
し
い
も
の
は
唐
の
天
賓
九
年
（
紀
元
七
五
〇
年
）
に
お
よ
ん

　
　

で
い
ま
す
。
四
川
省
の
成
都
に
あ
る
萬
佛
寺
の
腹
寺
址
か
ら
も
、
六

　
　

朝
か
ら
唐
代
に
い
た
る
石
像
が
大
量
に
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
山
西
省

　
　

太
原
の
西
郊
か
ら
は
三
十
叡
鮎
の
造
像
が
我
見
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二

　
　

鮎
は
紀
年
が
あ
り
、
一
つ
は
興
和
二
年
（
紀
元
五
四
〇
）
、
も
う
一
つ

　
　

は
武
定
三
年
（
紀
元
五
四
五
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

こ
れ
ら
石
窟
と
佛
像
の
・
我
見
は
、
佛
教
史
や
話
術
史
の
研
究
に
と

つ
て
絶
好
の
費
料
で
あ
り
ま
す
。

　

魏
晋
南
北
朝
の
墓
葬
に
閣
す
る
も
の
も
、
こ
の
敷
年
間
に
い
く
ら

か
我
見
さ
れ
て
い
ま
す
、
廣
州
市
の
仔
岡
で
我
見
さ
れ
た
晋
墓
に
は
、

墓
博
に
永
嘉
五
・
六
・
七
年
（
紀
元
ご
二
Ｉ
Ｉ
ご
二
二
）
の
紀
年
が
あ

り
、
墓
の
な
か
に
は
漆
器
・
金
銀
の
首
飾
・
黄
緑
紬
を
施
し
た
か
た

い
陶
製
の
四
耳
壷
が
あ
り
、
五
鉄
銭
及
び
貨
泉
な
ど
か
お
り
ま
し
た
。

四
川
省
成
都
の
楊
子
山
に
あ
っ
た
晋
墓
の
湾
に
は
「
泰
始
十
年
」
（
紀

元
二
七
四
年
）
と
い
う
文
字
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
江
蘇
省
の
宜
興
で

は
晋
朝
の
名
滸
周
處
の
墓
が
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
河
南
省
の
洛
陽
で

は
晋
朝
の
曹
后
の
乳
母
で
あ
っ
た
徐
美
人
の
墓
と
永
寧
二
年
と
太
康

八
年
の
墓
が
我
見
さ
れ
、
徐
美
人
の
墓
に
は
千
言
に
及
ぶ
碑
文
を
ほ

っ
た
圭
首
の
石
碑
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他
、
た
と
え
ば
江
蘇
省
・

扁
建
省
・
湖
南
省
な
ど
か
ら
も
六
朝
の
墳
墓
が
我
見
さ
れ
、
こ
れ
ら

０
墓
中
に
は
み
な
副
葬
品
と
し
て
陶
磁
器
が
は
い
っ
て
い
ま
す
。

　

隋
唐
か
ら
宋
元
に
い
た
る
墳
墓
も
、
こ
の
六
年
間
に
少
な
か
ら
す

甕
見
さ
れ
ま
し
た
。
四
川
省
の
成
都
か
ら
は
宋
の
火
葬
墳
が
我
見
さ

れ
、
な
か
か
ら
彩
粕
の
陶
俑
・
磁
器
な
ら
び
に
買
地
券
な
ど
が
で
て

き
ま
し
た
。
河
南
省
安
陽
天
禧
鏝
の
宋
墓
及
び
山
西
省
不
定
の
元
墓

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
き
い
き
と
し
た
壁
書
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
洛
陽
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で
は
五
百
＾
ｉ
≪
Ｓ
＼
の
宋
墓
七
金
墓
を
襲
見
し
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か

　
　

に
は
陶
磁
器
が
た
く
嘔
ん
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　

唐
宋
時
代
の
住
居
址
、
の
調
査
や
我
掘
に
對
し
て
拉
、
七
れ
ま
で
あ

　
　

ま
り
注
意
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
六
年
末
、
洛
陽
に
あ
る
隋
唐

　
　

城
壁
の
遺
址
を
調
査
し
た
し
、
遼
寧
省
鞍
山
市
の
陶
官
屯
で
金
元
時

　
　

代
の
農
家
を
我
見
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
営
時
の
祀
會
生
活
の
研
究
に

　
　

と
っ
て
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
後
と
も
基
本
建
設
と

　
　

歩
調
を
あ
わ
せ
て
、
逐
次
に
こ
の
方
面
の
工
作
を
も
、
お
し
進
め
て

　
　

い
き
た
い
と
思
’
つ
そ
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

　
　
　

磁
器
を
焼
い
た
客
址
は
、
こ
の
六
年
間
に
少
か
ら
す
我
見
さ
れ
て

　
　

い
ま
す
。
浙
江
省
蕭
山
の
上
董
か
ら
は
晋
代
の
客
址
が
、
湖
南
省
湘

　
　

陰
の
鍼
鏡
嘴
・
江
西
省
景
徳
鎮
の
石
虎
湾
と
勝
梅
亭
及
び
浙
江
省
の

　
　

温
州
か
ら
は
夫
々
唐
代
の
審
址
が
、
禧
建
省
の
・
晋
江
・
水
吉
と
徳
化
、

　
　

廣
東
省
陽
江
の
石
湾
村
か
ら
は
夫
々
宋
代
の
客
址
が
我
見
さ
れ
て
い

　
　

ま
す
。
こ
れ
ら
の
客
址
を
更
に
一
歩
進
ん
で
我
掘
・
整
理
・
研
究
し

　
　

て
い
け
ば
、
中
國
磁
器
工
藤
史
の
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
貴
重
な
責

　
　

物
資
料
を
加
え
る
こ
と
に
な
り
ぎ
す
。

　
　

ク

　
　
　

以
上
、
六
年
来
の
お
も
な
収
獲
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
た
が
、
材

６

　

料
の
把
握
が
不
十
分
な
た
め
に
、
紹
介
す
べ
く
し
て
奄
れ
た
も
の
烏

あ
り
、
紹
介
し
尭
も
の
も
、
賓
は
ま
だ
漿
系
化
さ
れ
ぬ
資
料
目
録
の

よ
う
’
な
も
の
で
、
も
う
一
歩
掘
り
下
げ
た
綜
合
的
な
研
究
も
経
て
い

な
い
し
、
歴
史
的
な
研
究
と
も
照
合
し
た
正
確
な
評
價
を
輿
え
て
奄

お
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

　
　
　
　
　

三

　

現
段
階
に
お
け
る
中
國
考
古
工
作
の
特
徴

　

こ
の
六
年
来
、
中
國
・
の
考
古
工
作
は
國
家
の
基
本
建
設
と
密
切
に

結
合
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
匝
に
お
け
る
建
設
工
事
と
歩
調
を
一
つ
に

し
て
調
査
と
翌
掘
工
作
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

そ
れ
だ
け
に
考
古
學
的
登
が
工
作
の
特
徴
も
、
自
ら
そ
こ
に
そ
な
わ

っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
ナ
。

　

先
ず
、
今
日
の
中
國
に
お
け
る
考
古
工
作
の
第
一
の
特
徴
は
、
一

つ
の
地
匝
に
お
け
る
全
面
的
か
つ
系
統
的
な
翌
掘
に
あ
り
ま
ず
。
以

前
の
考
古
工
作
者
の
翌
掘
ぷ
り
を
見
る
に
、
往
々
、
た
ゞ
一
地
の
、

或
る
種
の
遺
存
だ
け
を
目
あ
て
に
し
て
翌
掘
を
す
す
め
、
他
’
の
も
の

は
し
ば
ら
く
あ
と
ま
わ
し
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
従

っ
て
或
る
地
匝
に
お
け
る
地
下
の
遺
存
に
對
す
る
全
面
的
了
解
は
往

往
に
し
て
鋏
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
遺
跡
や
遺
物
の
歴
史
的
堆

積
過
程
に
對
し
て
必
要
な
注
意
が
は
ら
わ
れ
て
い
な
い
場
合
か
よ
く
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6
６

　

あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
段
階
で
は
、
基
本
建
設
の
必
・
要
上
、
或
る
Ｉ

　
　

地
の
地
下
の
遺
存
は
全
面
的
に
我
掘
整
理
し
て
い
か
な
け
れ
ぼ
な
ら

　
　

な
い
の
で
、
中
國
の
考
古
工
作
者
は
、
地
下
に
あ
る
各
時
代
の
遺
存

　
　

に
對
し
全
面
的
、
か
つ
貝
剣
に
し
ご
と
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き

　
　

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ぼ
西
安
で
は
、
新
石
器
時
代
の
遺

　
　

址
を
硬
掘
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
殷
周
秦
漢
隋
唐
以
来
の
遺
址
や
墓

　
　

葬
に
た
い
し
て
も
同
様
に
我
掘
を
し
て
い
か
な
け
れ
ぼ
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

ま
た
洛
陽
の
如
き
は
、
三
千
年
前
に
か
っ
て
西
周
の
重
土
の
天
都
で

　
　

あ
っ
た
し
、
そ
の
後
も
す
っ
と
戦
國
・
曹
魏
・
西
晋
・
北
魏
・
隋
・

　
　

唐
・
後
梁
及
び
後
唐
な
ど
各
時
代
の
建
都
の
地
で
あ
っ
た
開
係
上
、

　
　

地
下
に
は
極
め
て
豊
富
な
文
化
的
遺
物
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
モ

　
　

れ
に
殷
代
の
遺
物
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
六
年
来
、
こ
こ

　
　

か
ら
城
壁
の
遺
址
、
住
居
の
遺
址
、
墳
墓
な
ど
が
我
見
さ
れ
、
各
時

　
　

代
に
お
廿
る
各
種
の
遺
物
が
掘
り
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

そ
の
他
、
鄭
州
・
長
沙
な
ど
も
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
事
情
に
あ
り
ま

　
　

す
。

　
　
　

今
日
の
中
國
に
お
け
る
考
古
工
作
の
第
二
の
特
徴
は
、
同
一
歴
史

　
　

時
代
に
屡
す
る
遺
跡
や
遺
物
の
大
量
我
見
に
あ
り
ま
す
。
漢
代
の
墳

　
　

墓
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
、
去
年
、
河
南
省
の
洛
陽
に
お
け
る
洪
水

防
湿
工
事
地
匝
か
ら
だ
け
で
二
百
徐
基
の
漢
墓
か
我
見
さ
れ
、
東
北

の
遼
陽
市
附
近
か
ら
も
二
百
瞼
基
我
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、

東
北
’
の
鞍
山
市
や
廣
州
市
の
附
近
か
ら
も
少
な
か
ら
ず
漢
墓
を
我
見

し
て
い
ま
す
。
こ
の
六
年
間
に
全
國
各
地
で
我
見
さ
れ
た
漢
墓
は
約
↑

二
千
基
に
及
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
墓
制
な
ら
び
に
漢
代

の
副
葬
品
の
研
究
に
對
し
て
極
め
て
豊
富
な
資
料
を
提
供
し
ま
し
た
。

そ
の
他
、
戦
國
時
代
の
墓
葬
、
新
石
器
時
代
の
遺
址
に
つ
い
て
も
ほ

ぼ
似
た
よ
う
な
事
情
に
あ
り
ま
す
。

　

同
一
歴
史
時
代
に
属
す
る
遺
物
の
、
こ
の
よ
う
な
大
量
な
我
見
は
、
一

い
き
お
い
そ
の
中
の
典
型
餉
な
特
定
の
遺
存
の
い
ち
は
や
き
整
理
と

　

6
6

登
表
を
要
求
す
る
と
同
時
に
、
大
量
に
の
ぽ
る
資
料
に
も
と
づ
い
て

　

一

一
恵
の
綜
合
的
研
究
を
い
ち
は
や
く
進
め
る
よ
う
要
求
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
始
め
て
考
古
工
作
の
水
準
が
逐
次
に
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
わ

け
で
す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
材
料
は
ふ
え
て
ゆ
く
ぼ
か
り
で
、
や

が
て
ぼ
う
だ
い
な
、
鳳
雑
か
つ
無
秩
序
な
資
料
の
山
に
埋
も
れ
て
し

ま
い
、
一
画
の
系
統
的
な
知
識
す
ら
得
ら
れ
な
く
な
る
の
は
必
然
で

あ
り
ま
す
。

　

目
下
の
中
國
考
古
事
業
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
顕
著
な
現
象
は
、

調
査
我
掘
工
作
が
基
本
建
設
の
需
要
に
、
な
お
十
分
に
恵
じ
き
れ
な



　
　

？

　
　

た
っ
て
調
査
と
我
掘
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
に
ｉ
）
か
か
わ
ら
ず
。
な
お

　
　

か
つ
お
く
れ
夕
に
任
務
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま

　
　

す
。
従
っ
て
、
室
内
の
整
理
は
翌
掘
工
作
に
く
ら
べ
て
遥
か
に
お
く

　
　

れ
て
お
り
、
報
告
書
の
出
版
工
作
に
至
っ
て
は
、
な
お
さ
ら
客
観
的

　
　

需
要
に
お
い
つ
け
な
い
賞
情
に
あ
り
ま
す
。
モ
の
か
も
な
原
因
は
、

　
　

中
國
の
考
古
事
業
の
翌
展
が
わ
り
あ
い
に
速
く
、
在
来
の
老
考
古
學

　
　

者
の
敷
が
あ
ま
り
に
す
く
な
く
、
１
　
年
考
古
學
者
は
い
ま
だ
成
長
の

　
　

段
階
に
あ
る
た
め
で
、
こ
れ
が
工
作
の
進
展
に
相
営
な
困
難
を
き
た

　
　

し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

叙
上
の
特
徴
に
た
い
し
、
中
國
の
考
古
學
瀋
は
工
作
改
善
の
方
策

　
　

を
目
下
研
究
中
で
あ
ぢ
が
、
た
と
え
ば
、
目
下
の
事
情
の
屯
と
に
青

　
　

年
考
古
工
作
者
の
為
っ
と
能
率
的
な
養
成
方
法
を
見
出
す
こ
と
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　

■
一

　
　
　

｀

　

ｆ

　
　

規
模
な
調
査
と
翌
掘
の
組
織
方
法
を
研
究
し
て
、
田
野
に
お
け
る
工

　
　

作
能
率
を
高
め
る
一
方
、
。
整
理
工
作
の
手
績
を
短
縮
し
、
ぽ
う
だ
い

　
　

な
資
料
の
整
理
方
法
を
研
究
し
て
、
時
を
失
せ
す
報
告
書
を
作
り
あ

　
　

げ
る
こ
と
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

わ
れ
わ
れ
は
賓
際
工
作
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
困
難
を
解
決
し
て

6
7

　

ゆ
く
方
途
を
さ
か
し
、
各
國
の
考
古
學
者
か
ら
貴
重
な
堕
験
を
く
み

と
少
。
わ
れ
わ
れ
の
遭
遇
し
た
責
際
の
事
情
に
て
ら
し
、
さ
し
あ
た

っ
て
の
重
大
な
困
難
を
突
破
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
五
五
年
十
一
月
二
十
三
日
稿

明
代
満
蒙
史
料
（
明
賓
録
抄
）
八
ｓ
判

既）(刊

満
洲
篇

　

’
一

満
洲
篇
二
・
三
・
四

蒙
古
篇
二
・
三
・
四

慟
約
價

　
　

八
〇
〇
圓

殲
約
價

　

各
九
〇
〇
圖

殲
約
價

　

各
九
〇
〇
圓

皇
明
責
録
の
中
か
ら
蒙
古
・
満
洲
諸
民
族
に
開
す
る
一
切
の
記
事
及

び
明
朝
の
政
治
・
粗
済
・
軍
事
等
に
わ
た
る
對
満
蒙
政
策
を
も
あ
わ

せ
て
抄
録
し
、
京
大
本
を
も
と
に
宮
内
廳
圖
書
館
本
・
上
野
圖
書
銘

本
・
東
洋
文
庫
本
刄
び
梁
鴻
志
本
を
彼
此
對
校
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

全
十
五
巻
、
満
洲
篇
六
冊
、
蒙
古
篇
九
冊
。
各
冊
約
七
百
頁
。
別

に
總
索
引
一
冊
の
像
定
。
た
ゞ
し
蒙
古
篇
一
は
最
終
頒
布
。

頒
布
部
敷
極
め
て
僅
少
に
つ
き
至
急
撒
約
申
込
ま
れ
た
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
大
学
東
洋
史
研
究
室
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

満
蒙
史
料
刊
行
會
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