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【
要
約
】
昨
年
末
、
韓
国
国
立
博
物
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
韓
国
支
石
墓
研
究
』
の
磨
製
石
剣
年
代
論
は
、
い
ま
ま
で
の
定
説
を
覆
す
も
の
で
あ
る
。
放

　
射
性
炭
素
に
よ
る
年
代
測
定
の
結
果
、
京
畿
道
管
州
郡
玉
石
里
の
一
住
居
肚
の
床
面
に
あ
っ
た
有
樋
有
柄
式
石
剣
の
絶
対
年
代
が
瞬
O
O
陸
H
O
㎝
匂
ゴ
・
℃
・
と

　
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
書
の
著
者
た
ち
は
、
石
剣
は
細
形
銅
剣
の
年
代
よ
り
三
、
四
世
紀
も
古
い
と
断
定
し
た
。
細
形
銅
剣
の
年
代
は
、
関
係
遺
物
と
　
v

　
伴
出
し
た
中
国
の
通
貨
そ
の
他
に
よ
り
、
戦
国
．
宋
か
ら
漢
に
か
け
て
の
頃
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
古
学
の
形
式
論
的
研
究
か
ら
は
、

　
有
洋
式
石
剣
は
細
形
銅
剣
を
模
作
し
た
も
の
、
し
た
が
っ
て
石
剣
の
年
代
は
銅
剣
の
年
代
と
同
じ
か
そ
れ
よ
り
も
新
し
い
と
さ
れ
て
き
た
。
今
回
こ
の
シ

　
ー
ク
エ
ン
ス
を
覆
す
年
代
論
が
発
表
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
同
書
の
著
建
ち
は
・
Q
輩
黛
定
の
鍵
・
悪
用
し
て
・
い
妻
で
の
細
形
銅
剣
祖
形
説
蕃
撮
し
た
の
で
あ
る
が
・
考
古
学
的
・
あ
説
の
ど
㎝

、
」
が
間
違
っ
て
い
・
。
の
か
に
つ
い
て
は
、
触
れ
・
秘
い
な
い
．
わ
を
し
は
、
細
形
銅
剣
祖
型
説
、
僧
正
当
・
し
、
・
か
も
。
．
、
年
代
測
定
法
そ
の
も
の
’
習
～

　
疑
は
な
い
。
そ
こ
で
年
代
測
定
の
試
料
の
条
件
を
考
古
学
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
ま
た
別
に
、
細
形
銅
剣
め
年
代
に
関
す
る
従
来
の
学

　
説
に
幽
4
3
慮
の
除
地
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
半
島
全
般
に
わ
た
る
青
銅
器
文
化
の
認
識
を
新
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
細
形
銅
剣
の

　
年
代
を
湖
ら
せ
得
る
の
で
、
今
回
の
年
代
論
も
従
来
の
考
古
学
の
形
式
論
的
研
究
を
認
め
た
上
で
解
決
で
き
は
し
な
い
か
と
い
う
試
案
を
述
べ
る
。
　
　
　
心
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五
悪
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ロ
三
九
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背
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諸
氏
が
調
査
隊
を
組
織
し
、
六
年
間
に
わ
た
っ
て
計
画
的
に
韓
国
内

　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
支
石
墓
を
発
掘
し
た
。
本
冊
は
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

韓
国
圏
立
博
物
館
は
昨
（
一
九
六
七
）
年
末
に
　
『
韓
国
支
石
墓
研

究
』
ど
題
す
る
A
4
版
の
大
冊
を
、
そ
の
《
古
蹟
調
査
報
告
》
第
六

冊
と
し
て
発
行
し
た
。
同
博
物
館
の
金
載
元
館
長
以
下
、
考
古
課
の

る
。

朝
鮮
半
島
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
先
史
考
古
学
の
分
野
で
は
、
支

（593）

石
墓
ほ
ど
研
究
者
の
興
味
を
か
き
た
て
る
地
上
構
築
物
は
ほ
か
に
な
　
㎜



い
。
従
っ
て
、
日
本
人
学
者
も
そ
の
綜
合
調
査
を
企
図
し
た
こ
と
一

再
な
ら
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
部
分
的
な
発
掘
に
関
す
る
報
告
が

い
く
つ
か
あ
る
だ
け
で
、
本
書
の
よ
う
に
、
一
つ
の
調
査
隊
が
長
い

歳
月
に
わ
た
っ
て
支
石
墓
の
綜
合
的
発
掘
調
査
を
続
け
、
そ
の
精
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
報
告
書
を
出
版
し
た
こ
と
は
、
遂
に
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味

で
も
、
本
書
は
朝
鮮
考
古
学
界
に
と
っ
て
劃
期
的
な
業
績
と
言
う
こ

と
が
出
来
る
。

　
本
書
は
、
第
一
編
「
支
石
墓
に
関
す
る
考
古
学
的
考
察
礁
と
第
二

編
「
遺
蹟
の
調
査
」
の
二
恩
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
二
編
は
遺
蹟
捌

の
発
掘
調
査
記
録
を
集
め
た
も
の
、
支
石
墓
に
関
す
る
多
く
の
イ
ン

フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
新
た
に
学
界
に
提
供
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

を
根
拠
と
し
た
考
察
編
が
第
一
編
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
展
開
さ

れ
て
い
る
著
者
た
ち
の
議
論
の
な
か
に
は
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
、
慎

重
に
考
慮
す
べ
ぎ
聞
題
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
よ

う
と
す
る
磨
製
石
剣
の
年
代
論
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

れ
は
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
金
属
文
化
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
従
来

の
学
説
を
ゆ
る
が
す
程
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
考
古
学
研
究
の
根

本
に
も
触
れ
る
こ
と
な
の
で
、
極
め
て
重
要
な
章
魚
と
い
う
こ
と
が

出
来
よ
う
。

二

　
潮
鮮
半
島
の
支
石
墓
は
、
記
録
と
は
全
く
か
け
は
な
れ
た
存
在
な

の
で
、
そ
の
年
代
は
副
葬
晶
を
手
掛
り
に
し
て
求
め
る
よ
り
ほ
か
な

い
。
磨
製
石
剣
は
支
石
墓
の
副
葬
品
中
、
最
も
代
表
的
な
遺
物
で
あ

る
。
磨
製
石
剣
の
年
代
が
わ
か
れ
ば
支
石
墓
の
年
代
は
お
の
ず
か
ら

定
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　
乏
こ
ろ
で
、
今
ま
で
の
磨
製
石
剣
年
代
論
に
つ
い
て
回
顧
す
る
と
、

石
剣
は
細
形
銅
剣
を
石
で
真
似
て
作
っ
た
も
の
と
す
る
型
式
論
が
前

提
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
祖
型
で
あ
る
細
形
銅
剣
の
年
代
が
、

中
国
の
戦
国
末
か
ら
漢
代
に
か
け
て
の
頃
、
西
紀
で
い
え
ば
、
前
三

世
紀
か
ら
後
一
世
紀
ま
で
に
比
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
石
剣
は
そ
れ

と
同
時
代
か
、
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
若
干
お
く
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
よ
り
古
く
に
は
潮
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
　
『
韓
国
支
石
墓
研
究
』
は
証
拠
を
あ
げ
て
、
磨
製
石
剣

の
年
数
が
細
形
銅
剣
の
そ
れ
よ
り
も
「
三
．
四
世
紀
も
湖
っ
て
い

る
」
　
（
同
書
一
六
頁
）
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
。
果
し

て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
ま
で
の
年
代
論
は
、
そ
の
前
提
が
覆
え

さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
価
値
を
失
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
長
年
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学
界
が
容
認
し
て
き
た
型
式
論
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
、

影
響
甚
大
で
あ
る
。

　
臨
書
の
野
老
た
ち
が
あ
げ
た
証
拠
は
、
放
射
性
炭
素
に
よ
る
年
代

測
定
（
以
下
《
○
恥
年
代
測
定
》
と
い
う
）
の
結
果
、
　
絶
対
年
代
が
あ

き
ら
か
に
な
っ
た
二
件
の
磨
製
石
剣
で
あ
る
。
た
だ
し
、
・
Ω
戯
年
代

測
定
の
試
料
に
供
さ
れ
た
の
は
、
磨
製
石
剣
に
伴
っ
た
有
機
質
遺
存

物
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
朝
鮮
半
島
出
土
の
磨
製
石
剣
で
、
伴
出
物
に
対
し
て
で
は
あ
る
に

せ
よ
、
○
叢
年
代
測
定
に
よ
っ
て
絶
対
年
代
が
与
え
ら
れ
た
の
は
今

回
が
初
め
て
で
あ
り
、
か
つ
前
述
の
よ
う
な
重
要
な
意
味
を
持
つ
の

　
　
　
　
　
②

で
、
前
の
拙
稿
の
記
述
と
重
複
す
る
が
、
項
を
あ
ら
た
め
て
出
土
状

態
と
併
せ
て
石
剣
の
特
色
を
紹
介
す
る
。

三

ω
伊
州
玉
石
璽
例
　
（
挿
図
－
）

　
『
韓
国
支
石
墓
研
究
』
の
著
者
た
ち
は
、
京
幾
道
城
州
郡
月
壁
面

玉
石
里
の
支
石
墓
群
を
調
査
し
た
が
、
北
方
式
支
石
墓
の
一
基
を
発

掘
し
た
と
き
、
そ
の
直
ぐ
下
に
竪
穴
式
住
思
趾
が
存
在
す
る
こ
と
に

気
づ
い
た
。
発
掘
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
住
居
祉
は
、
東
西
一

五
・
七
m
、
南
北
三
・
七
m
、
長
方
形
の
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
朝
鮮
半
島
で
は
、
初
め
て
み
る
大
形
の
住
居
就
と
い
う
こ
と
が

　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暫

出
来
よ
う
。
そ
し
て
、
焼
失
し
た
家
の
あ
と
で
あ
る
証
拠
が
歴
然
と

し
て
い
た
と
い
う
。
支
石
墓
は
、
こ
の
住
居
鮭
の
南
壁
西
端
の
直
上

に
位
躍
し
、
北
側
の
長
手
の
支
石
は
明
ら
か
に
住
居
塊
区
画
内
の
上
、

部
に
あ
っ
た
。

　
問
題
の
石
剣
は
、
住
居
堆
の
北
東
隅
に
近
い
と
こ
ろ
で
「
床
面
に

置
か
れ
た
」
状
態
で
検
出
さ
れ
た
が
、
　
「
火
に
か
か
っ
た
太
い
炭
塊

の
下
に
（
略
）
あ
っ
た
た
め
、
調
査
の
一
番
最
後
の
段
階
に
到
っ
て

発
見
さ
れ
」
、
石
剣
そ
の
も
の
も
「
全
面
が
火
に
か
か
っ
て
黒
ず
ん

で
一
　
（
同
霞
四
三
頁
）
い
た
。
剣
身
の
両
面
に
は
鑛
の
左
右
に
樋
を
通

し
、
ツ
カ
の
部
分
の
中
．
央
に
は
二
個
の
凸
帯
を
め
ぐ
ら
す
。
わ
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
の
『
朝
鮮
磨
製
石
剣
の
研
究
』
の
分
類
で
は
、
じ
d
H
ρ
・
（
有
樋
二
段

柄
式
）
に
あ
た
り
、
そ
の
典
型
的
な
例
と
言
え
よ
う
。
現
在
の
長
さ

は
一
六
・
八
㎝
で
あ
る
が
、
元
来
も
っ
と
長
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

鋒
先
の
部
分
が
折
損
し
た
の
を
、
あ
と
か
ら
磨
算
し
た
形
　
が
は
っ

き
り
し
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
送
っ
て
O
鼠
年
代
測
定
の
試
料
に
供
さ
れ
た

の
は
「
石
剣
の
傍
で
出
た
大
き
な
木
炭
片
」
（
同
勲
三
六
頁
）
で
あ
っ

ひ141 （595）
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朝鮮磨製石剣の年代論について（有光）

た
と
い
う
。
測
定
の
結
果
、
b
。
＄
O
陛
H
8
b
ご
◎
即
と
い
う
年
数
が
与

え
ら
れ
た
。
こ
の
年
代
測
定
の
試
料
が
、
前
述
の
石
剣
の
上
に
あ
っ

た
「
火
に
か
か
っ
た
太
い
木
炭
の
厚
し
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
、
同
書
の
記
述
か
ら
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
と
に
か
く
、
石

剣
は
住
居
祉
の
「
床
面
に
概
か
れ
た
」
状
態
で
「
調
査
の
最
終
段
階

に
い
た
っ
て
発
見
さ
れ
た
」
物
書
四
三
頁
）
と
い
う
か
ら
、
試
料
と

石
剣
の
共
存
関
係
は
、
遺
跡
に
関
す
る
限
り
疑
い
な
い
と
思
う
。

②
堤
川
黄
辛
気
例
　
　
（
挿
麟
2
）

　
忠
清
北
道
堤
川
郡
清
風
面
飯
石
里
に
は
、
い
わ
ゆ
る
南
方
式
支
石

墓
群
が
分
布
す
る
。
問
題
の
石
剣
は
そ
の
第
十
三
号
支
石
墓
の
地
下

の
石
室
内
か
ら
見
出
さ
れ
た
。
板
石
片
で
囲
ま
れ
た
長
方
形
の
石
室

は
、
東
西
一
八
五
㎝
、
爾
北
六
〇
c
田
、
深
さ
三
〇
c
皿
、
底
面
は
地
表
下
四

〇
㎝
で
あ
っ
て
、
東
枕
に
仰
臥
伸
展
葬
さ
れ
た
人
骨
一
体
を
容
れ
て

い
た
。
支
石
墓
内
か
ら
完
存
す
る
被
葬
者
の
骨
格
を
出
し
た
例
は
、

か
つ
て
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
驚
く
ほ
ど
完

全
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
　
「
蹴
骨
の
一
部
を
ア
メ
リ
カ
の

○
①
o
o
鐸
。
口
島
。
σ
Q
8
a
ピ
ρ
げ
。
畷
繋
。
鼠
①
ω
冒
ρ
に
送
っ
て
」
　
（
詞
書
一
二

八
頁
）
年
代
測
定
を
依
頼
し
た
結
果
、
b
。
ω
8
汁
鵯
O
甲
℃
・
と
い
う
年

数
が
与
え
ら
れ
た
。

　
石
剣
は
、
人
骨
の
右
足
の
膝
関
簾
の
傍
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
て
、

人
骨
と
の
同
時
性
に
つ
い
て
は
疑
い
な
い
。
鋒
部
を
東
に
む
け
、
斜

に
壁
石
に
よ
り
か
か
っ
て
い
た
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
（
岡
山
＝
○

頁
）
。
こ
の
石
剣
は
「
灰
色
の
粘
板
岩
製
、
有
茎
式
の
小
形
石
剣
で
あ

る
が
、
剣
身
の
基
部
に
近
い
左
右
両
辺
に
青
銅
短
剣
の
扶
入
部
の
よ

う
な
弓
形
の
輪
郭
を
劇
っ
て
あ
っ
た
。
」
（
同
書
＝
七
頁
）
確
か
に
今

ま
で
類
例
の
知
ら
れ
て
い
な
い
形
の
石
剣
で
あ
る
。
わ
た
く
し
の
分

類
に
強
い
て
入
れ
よ
う
と
す
れ
ば
A
b
（
有
茎
無
極
）
式
に
当
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

『
朝
鮮
磨
製
石
剣
の
研
究
』
の
集
成
図
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
の
形

で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
こ
の
際
、
割
り
方
を
も
っ
た
銅
剣

の
身
の
輪
郭
に
髪
髭
た
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
以
上
の
う
ち
、
後
者
に
与
え
ら
れ
た
○
嶺
年
代
測
定
の
結
果
は
、

い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
年
代
論
批
判
の
材
料
に
は
適
当
で
な
い
。
堤

領
野
石
玉
第
十
三
号
支
石
墓
の
人
骨
に
与
え
ら
れ
た
年
数
（
b
⊃
Q
。
①
O
皆

ω
刈
O
切
．
℃
．
）
は
誤
差
の
範
囲
が
大
き
す
ぎ
て
議
論
の
き
め
て
と
な
り

難
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
這
Φ
O
か
ら
ト
。
認
O
ま
で
の
あ
い
だ
に
真
正

の
年
が
来
る
チ
ャ
ン
ス
が
①
c
。
さ
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
新
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し
い
方
の
H
8
0
b
づ
．
℃
．
は
西
紀
前
四
〇
年
に
当
り
、
上
述
し
た
細

形
銅
剣
の
年
代
の
枠
内
に
下
っ
て
き
て
、
重
複
す
る
範
囲
が
二
世
紀

に
も
わ
た
る
。
ま
た
、
前
述
の
如
き
輪
郭
の
類
似
も
指
摘
さ
れ
る
か

ら
、
．
そ
の
あ
い
だ
に
銅
剣
を
ま
ね
た
石
剣
が
作
ら
れ
る
チ
ヤ
ソ
ス
は

あ
り
得
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
今
ま
で
の
説
と
抵
触
し
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
、
い
ま
こ
れ
を
と
く
に
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
前
者
（
露
玉
玉
石
里
例
）
は
、
石
剣
の
す
ぐ
傍
に
存

在
し
た
木
炭
の
塊
に
与
え
ら
れ
た
年
数
が
誤
O
O
捧
H
8
ゆ
．
勺
’
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
真
正
の
年
が
㊤
q
蕊
以
上
の
確
か
さ
で
b
。
。
。
Q
。
O
と
b
。
。
。
O
O

の
あ
い
だ
に
お
さ
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
西
紀
前
四

三
〇
年
よ
り
も
新
し
く
な
る
チ
ャ
ン
ス
は
極
め
て
少
な
く
、
銅
剣
に

つ
い
て
の
現
在
ま
で
の
年
代
の
枠
よ
り
一
世
紀
以
上
も
古
く
に
罷
る

確
率
が
非
常
に
高
い
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
『
韓
国
支
石
墓
研
究
』
の
著
者
た
ち
は
、
い
ま
ま
で
の
学

説
を
退
け
て
玉
石
里
出
土
の
磨
製
石
剣
の
年
代
を
青
鋼
製
短
剣
の
年

代
よ
り
も
「
三
、
四
世
紀
も
潮
っ
て
い
る
」
と
断
定
し
た
。
（
同
砥
昂

六
頁
）
直
感
的
に
は
、
　
い
か
に
も
自
明
の
理
の
よ
う
に
一
般
に
は
映

る
だ
ろ
う
が
、
わ
た
く
し
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
O
竃
年
代

測
定
の
結
果
の
み
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の
編
年
を
た
ち
ま
ち
顯
倒
さ

せ
る
態
度
に
は
同
調
で
ぎ
な
い
。

　
今
ま
で
の
編
年
は
、
い
わ
ゆ
る
型
式
論
的
研
究
法
に
立
脚
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
石
剣
と
銅
剣
の
形
態
を
比
較
し
て
、
石
剣
は
銅
剣
を

石
で
模
作
し
た
も
の
と
判
断
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
穀
鮮
半
島
出
土
の

鋼
形
の
石
器
が
、
す
べ
て
、
銅
剣
の
模
作
品
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

現
に
、
わ
た
く
し
が
「
朝
鮮
磨
製
石
剣
の
研
究
』
で
指
摘
し
た
よ
う

に
、
銅
剣
の
ほ
か
鉄
剣
も
祖
型
た
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の

よ
う
な
金
属
製
の
剣
と
は
直
接
つ
な
が
ら
な
い
薄
型
の
石
器
も
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
有
樋
式
石
剣
に
限
っ
て
言
え
ば
、
細
形
銅
剣
と
の
類
似

が
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
玉
石
盤
出
土
の
磨
製
石
剣
は
、
た
ま
た
ま

そ
の
有
図
式
石
剣
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
か
ち
、
銅
剣
と
の
年
代
の

比
較
に
は
恰
好
の
材
料
と
言
え
る
。
，

五

　
い
わ
ゆ
る
巽
南
式
石
剣
（
挿
図
3
・
4
）
と
細
形
銅
剣
（
尊
墨
5
）

の
実
測
図
を
較
べ
れ
ば
両
者
の
類
似
が
は
っ
き
り
す
る
。
と
く
に
身

の
断
面
は
、
両
春
が
い
か
に
共
通
の
形
制
で
あ
る
か
を
示
す
。
単
に

輪
郭
が
似
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
シ
ノ
ギ
の
形
、
樋
の
彫
刻
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朝鮮磨製石剣の年代論について（有光）

が
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
石
剣
の
方
に
は
樋
の
表
現
が
形

式
化
し
て
細
い
刻
線
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
起
源

は
明
白
で
あ
っ
て
、
細
形
銅
剣
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
は
否
定
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
う
な
る
と
、
ど
ち
ら
が
も
と
の
形
か
が
問
わ
れ
る
。
有
樋
式
石

剣
は
、
石
器
時
代
遺
物
か
ら
直
ち
に
到
達
し
た
形
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ほ
か
の
文
化
段
階
の
別
の
材
質
の
利
器
に
祖
形
を
求
め
る
と
し
で
も
、

剣
身
に
シ
ノ
ギ
が
通
り
、
シ
ノ
ギ
の
両
側
に
樋
を
走
ら
せ
た
形
は
、

桃
践
剣
（
シ
ナ
式
銅
剣
）
や
ス
キ
！
ト
・
シ
ベ
リ
ア
式
銅
剣
に
は
見

ら
れ
な
い
。
細
形
鋼
剣
あ
る
い
は
満
洲
式
（
琵
琶
形
）
銅
剣
に
椴
も

よ
く
似
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
、
わ
た
く
し
は
、
細
形
銅

剣
祖
細
説
を
採
る
。

　
有
樋
式
石
剣
の
う
ち
に
は
身
の
断
面
図
が
細
形
銅
剣
の
そ
れ
に
そ

っ
く
り
の
も
の
が
あ
る
こ
と
、
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま

た
、
遍
身
に
樋
を
あ
ら
わ
し
た
石
剣
の
な
か
に
は
、
参
州
玉
石
里
下

の
如
き
有
樋
有
柄
式
の
も
の
の
ほ
か
に
、
ナ
カ
ゴ
を
作
り
出
し
た
有

樋
有
素
式
が
あ
る
が
、
そ
の
一
覆
線
の
マ
チ
、
そ
れ
か
ら
直
角
に
出

る
短
い
ナ
カ
ゴ
の
形
に
、
細
形
銅
剣
そ
っ
く
り
の
も
の
が
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
琵
琶
形
の
、
名
が
あ
る
よ
う
に
、
満
洲
式
銅
剣
の
こ
の
部

分
の
形
は
、
マ
チ
か
ら
ナ
カ
ゴ
に
曲
線
を
描
い
て
移
り
、
け
じ
め
が

は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
、
朝
鮮
の
谷
樋
式
石
剣
は
、
シ
ノ
ギ
の
稜

角
を
鋭
く
作
る
。
そ
れ
は
、
細
形
銅
剣
の
鋭
い
シ
ノ
ギ
の
形
に
近
い
。

琵
琶
形
銅
剣
の
シ
ノ
ギ
は
円
味
を
帯
び
て
鈍
い
感
じ
で
あ
る
。
し
か

も
、
か
よ
う
な
満
洲
式
銅
剣
の
形
に
よ
く
似
た
石
剣
が
別
に
あ
っ
て
、

満
洲
式
銅
剣
の
分
布
区
域
内
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
朝
鮮
の
有
風
聴
石
剣
の
出
土
地
は
、
細
形
銅
剣
の
分
布
圏
内
に

あ
り
、
満
洲
式
銅
剣
の
そ
れ
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
、
形

態
上
の
み
な
ら
ず
分
布
論
的
に
も
、
満
洲
式
銅
剣
と
の
関
係
は
薄
く
、

細
形
銅
剣
と
の
つ
な
が
り
が
明
確
で
あ
る
。

　
朝
鮮
の
有
樋
式
石
剣
の
形
が
、
石
器
時
代
石
器
か
ら
は
、
そ
の
由

来
を
た
ど
れ
な
い
と
す
る
と
、
以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
細
形
銅
剣

を
模
作
し
た
と
い
う
結
論
に
到
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
玉
石
里
例
の
如
き
喪
亡
有
柄
式
石
剣
は
、
柄
に
す
げ
た
細
形

銅
剣
の
形
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
、
わ
れ
わ
れ
が
普
遍
に
細
形
面
々
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
剣

の
部
分
品
に
す
ぎ
ぬ
。
短
小
の
ナ
カ
ゴ
を
つ
け
た
身
だ
け
で
は
剣
と

し
て
の
役
に
た
ち
か
ね
る
。
剣
把
を
つ
け
て
は
じ
め
て
形
を
得
る
が
、

有
機
質
の
材
料
で
作
ら
れ
た
剣
把
は
、
消
滅
し
て
遣
存
せ
ぬ
。
そ
の
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’

剣
把
の
形
を
、
有
樋
有
柄
式
の
石
剣
が
今
に
伝
え
て
い
る
と
、
わ
た

く
し
は
考
え
る
。
そ
の
剣
把
は
、
中
央
に
瓠
つ
た
溝
を
挾
ん
で
二
つ

．
の
梯
形
が
対
向
す
る
と
い
う
特
異
な
形
で
あ
り
、
有
樋
有
柄
式
石
剣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
柄
が
、
す
べ
・
て
、
こ
の
特
異
な
形
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
の
は
注

目
に
価
す
る
。
両
辺
が
内
轡
．
す
る
梯
形
の
金
具
が
と
き
ど
き
細
形
銅

剣
に
伴
い
、
そ
れ
ら
が
奇
妙
な
形
の
鞘
を
形
成
す
る
こ
と
は
知
ら
れ

て
い
る
。
石
剣
に
み
る
こ
の
二
段
柄
式
の
形
を
銅
剣
の
剣
把
を
模
し

た
も
の
と
し
て
も
、
特
に
不
思
議
で
は
な
い
。
材
質
の
関
係
で
い
ま

は
滅
び
た
剣
把
の
形
を
、
剣
身
が
写
実
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
忠
実

に
表
現
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
。

　
要
す
る
に
、
直
垂
玉
石
璽
住
居
祉
の
磨
製
石
剣
が
細
形
銅
剣
の
特

徴
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
の
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
細
形
銅
剣
を

見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
人
が
、
全
く
偶
然
に
、
こ
れ
ほ
ど

そ
っ
く
り
な
も
の
を
作
る
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
か
。
こ
れ
を
細
形
銅

剣
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
に
、
細
形
銅
剣
を
知
ら
ぬ
人
び
と
が
作
っ
た

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
細
形
銅
剣
の
管
制
を
精
し
く
見
て
い
る

人
び
と
で
な
け
れ
ば
作
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
推
測
し

て
く
る
と
、
細
形
銅
剣
を
霞
形
と
し
た
石
剣
で
あ
る
こ
と
が
妥
嶺
で

あ
っ
て
、
細
形
銅
剣
よ
り
も
百
年
以
上
も
古
い
な
ど
と
は
思
い
も
よ

ら
ぬ
。
こ
れ
は
、

当
す
る
。

占！N

朝
鮮
出
土
の
ほ
か
の
有
樋
式
石
剣
の
す
べ
て
に
該

　
以
上
、
有
樋
有
．
柄
式
石
剣
は
細
形
銅
剣
を
顔
形
と
し
た
と
す
る
説

の
論
拠
を
詳
し
く
述
べ
た
。
盤
渓
『
韓
国
支
石
墓
研
究
』
の
著
者
た

ち
は
こ
れ
を
瀬
倒
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
如
上
の
論
拠
の
ど
こ
が
間
違

っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
に
、
た
だ
○
鼠
年
代
測
定
の
結
果

だ
け
を
根
拠
に
し
て
ひ
つ
く
り
返
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
考
古
学
者
が
四
十
余
年
に
わ
た
っ
て
認
め
て
き
た
形
式

論
的
研
究
が
、
一
回
の
O
掃
ゆ
年
代
測
定
の
結
果
に
よ
っ
て
「
価
値
が

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
（
同
書
一
六
｝
員
）
よ
う
で
は
、
考
古
学

研
究
者
に
と
っ
て
は
ゆ
ゆ
、
き
闇
題
で
あ
る
。
今
ま
で
の
考
古
学
者

の
研
究
過
程
の
ど
こ
に
誤
謬
が
あ
っ
た
か
が
、
考
古
学
の
立
場
か
ら

問
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
O
H
麟
．
年
代
測
定
法
を
僑
属
す
る
と
し
て
も
、
測
定
結
果
は
試
料
に

関
す
る
限
り
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
考
古
学
者
が
知
ろ
う
と
す
る
遺

物
・
遺
跡
の
年
数
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
別
で
あ
る
。

発
表
さ
れ
た
9
p
年
代
測
定
の
結
果
と
既
知
年
数
と
を
対
比
し
た
報
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告
を
み
る
と
、
ほ
ぼ
正
鵠
に
当
っ
た
も
の
が
多
い
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
が
、
的
を
外
れ
た
例
も
臼
に
つ
く
。
汚
染
の
問
題
も
確
か
に
あ

る
が
、
考
古
学
的
立
場
か
ら
見
た
測
定
試
料
の
位
遣
お
よ
び
測
定
試

料
の
性
質
に
つ
い
て
熟
慮
す
べ
き
問
題
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
披
州
玉
石
里
例
で
は
、
測
定
試
料
と
石
剣
と
の
遺
跡
に
お
け
る
共

存
関
係
に
つ
い
て
は
疑
い
な
い
。
　
『
韓
国
支
石
墓
研
究
』
の
記
載
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
も
、
ま
た
わ
た
く
し
が
現
地
で
著
者
た
ち
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
が

ら
も
、
石
剣
は
、
試
料
の
下
に
位
置
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。

　
次
に
、
測
定
試
料
の
性
質
を
考
え
る
と
、
同
書
（
四
三
頁
）
の
記
述

か
ら
は
建
物
の
用
材
が
火
に
罹
っ
て
焼
け
、
炭
に
な
っ
た
も
の
の
よ

う
で
あ
的
・
思
慕
築
の
と
き
あ
る
い
は
そ
の
少
し
晶
剛
に
伐
採
さ

れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
謡
8
捧
H
O
窃
じ
ヴ
曾
憎
・
を
こ
の
建
物
の

年
数
と
み
な
す
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
の
石
剣
の
年

数
に
相
当
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
石
剣
が
作
ら
れ
た
と
き
よ
り
も
ず

っ
と
前
か
ら
こ
の
建
物
が
存
在
し
た
こ
と
は
あ
り
得
る
。
た
だ
、
建

物
が
一
〇
〇
年
以
上
も
存
続
し
た
こ
と
に
な
る
の
は
、
影
時
の
条
件

・
か
ら
ど
う
も
無
理
な
よ
う
に
思
う
が
、
早
く
切
ら
れ
た
古
材
を
、
た

と
え
ば
他
の
建
築
物
か
ら
転
用
す
る
な
ど
し
て
用
い
た
の
を
、
た
ま

た
ま
試
料
と
し
て
採
集
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
よ
う
。

　
今
回
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
石
剣
の
年
代
に
関
す
る
混
乱
の
原
因
を
、

O
竃
年
代
測
定
の
試
料
の
側
に
求
め
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
点

が
出
て
く
る
。
し
か
レ
、
こ
れ
ら
を
決
定
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
期

待
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
角
度
を
か
え
て
、
r
現
在
学
界
が
認
め
て
い

る
細
形
銅
剣
の
絶
対
年
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
旧
来
の
銅
剣

鎧
形
説
に
拠
る
限
り
、
石
剣
の
年
代
決
定
の
か
ぎ
は
銅
剣
の
年
代
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

七

　
波
州
玉
石
里
例
の
よ
う
な
有
償
有
携
帯
石
剣
は
細
形
銅
剣
を
忠
実

に
模
作
し
た
と
す
る
形
式
論
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
。
こ
の
銅
剣

祖
謬
説
が
学
界
に
支
配
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
ま
で
は
銅
剣
の
年
代

に
拠
っ
て
石
剣
の
年
代
を
推
定
し
て
何
人
も
疑
は
な
か
っ
た
が
、
．
そ

の
細
形
銅
剣
の
既
知
年
代
は
不
動
の
も
の
か
ど
う
か
。
細
形
銅
剣
は

狭
鋒
銅
矛
と
と
も
に
朝
鮮
半
島
の
最
初
の
金
属
文
化
を
代
表
す
る
遺

物
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
初
期
金
属
文
化
全
般
の
問
題
で
も

あ
る
。

　
周
知
の
如
く
、
半
島
に
初
期
金
属
文
化
が
行
渡
っ
た
の
は
、
中
国

の
戦
国
時
代
か
ら
漢
画
に
か
け
て
の
頃
と
い
う
説
が
、
今
鶏
ま
で
学
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界
に
通
用
し
て
い
る
。
こ
の
説
が
、
直
接
的
で
有
力
な
証
拠
と
す
る

の
は
、
…
冨
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
の
通
貨
で
あ
る
。
中
国
の
通
貨
が
朝

鮮
半
島
と
そ
の
隣
接
地
で
、
し
ば
し
ば
初
期
金
属
文
化
の
遺
物
と
一

緒
に
出
た
。
そ
れ
ら
通
貨
は
、
戦
国
時
代
の
燕
・
趙
・
斉
な
ど
で
流

通
し
た
明
刀
銭
・
布
銭
、
前
漢
末
に
鋳
造
さ
れ
た
底
上
横
文
五
鉄
、

王
葬
の
と
き
に
行
わ
れ
た
貨
泉
な
ど
で
あ
る
。
通
貨
の
伴
出
例
を
も

っ
て
絶
対
年
代
の
有
力
な
手
懸
り
と
す
る
こ
と
は
、
古
代
文
明
圏
お

よ
び
そ
の
周
縁
に
お
け
る
考
古
学
研
究
で
は
、
．
む
し
ろ
常
道
で
あ
る
。

と
く
に
初
期
金
属
文
化
の
年
代
決
定
に
つ
い
て
、
伴
出
す
る
通
貨
の

効
用
が
大
き
い
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
事
例
を
あ
げ
る
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　
通
貨
は
確
か
に
遺
物
群
が
埋
め
ら
れ
た
年
代
の
囹
安
に
は
な
る
。

し
か
し
、
照
し
も
個
々
の
伴
出
遺
物
の
流
行
期
間
が
そ
の
通
貨
の
流

通
期
間
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
伴
出
遺
物
の
あ
る
も
の
は
通

貨
よ
り
以
前
か
ら
流
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
通
貨
が
廃
止
さ
れ

た
の
ち
ま
で
も
存
続
し
た
も
の
も
あ
ろ
う
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
初

期
金
属
文
化
の
絶
対
年
代
を
西
紀
前
三
世
紀
か
ら
西
紀
後
一
世
紀
の

あ
い
だ
に
比
定
す
る
の
は
、
明
刀
銭
か
ら
貨
泉
ま
で
の
通
貨
の
流
通

期
問
に
拘
東
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
通
貨

に
関
す
る
限
り
、
こ
の
年
代
観
は
正
当
で
、
伴
出
遺
物
が
そ
の
期
間

に
岡
時
に
存
在
し
た
こ
と
は
疑
な
い
。

　
細
形
銅
剣
に
つ
い
て
も
、
近
年
に
お
け
る
土
城
墓
な
ど
の
発
掘
調

査
の
進
歩
に
つ
れ
て
戦
国
末
か
ら
漢
に
か
け
て
の
頃
の
遺
物
と
の
共

存
関
係
を
立
証
す
る
出
土
例
が
頓
に
増
加
し
た
。
そ
の
た
め
、
右
の

年
代
観
は
繰
返
し
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
あ
た
か
も
動
か
し
難

い
も
の
の
如
き
印
象
を
一
般
に
与
え
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
黄
州
黒
橋
附
近
の
有
望
な
一
括
遺
物
群
の
共
存

関
係
だ
け
か
ら
、
朝
鮮
半
島
の
銅
剣
・
銅
矛
の
類
を
、
棚
上
横
文
五

鉄
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
、
誰
が
断
言
で
き
よ
う
。
周

知
の
と
お
り
、
滑
原
龍
淵
洞
の
一
積
石
塚
か
ら
は
、
数
百
枚
の
明
刀

銭
と
一
緒
に
矛
を
含
む
鉄
製
武
器
の
類
と
鍬
・
鋤
・
摘
穂
具
・
鎌
と

い
う
よ
う
な
種
類
の
は
っ
き
り
し
た
農
具
の
鉄
製
品
が
禺
て
く
る
。

こ
れ
を
思
え
ば
、
細
形
銅
剣
や
隠
避
銅
矛
が
明
刀
銭
以
前
に
製
造
さ

れ
、
使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
合
理
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、

ど
れ
だ
け
然
る
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
確
証
が
挙
っ
て
い
な
い
だ
け

で
あ
る
。

　
細
形
銅
剣
の
形
成
は
朝
鮮
半
鶴
で
行
わ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
半

島
に
集
ま
り
、
し
か
も
半
島
全
域
に
ひ
ろ
が
る
分
布
状
態
と
、
疎
ら
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朝鮮磨製石剣の年代論1こついて（有光）

な
が
ら
も
半
島
内
の
諸
地
方
か
ら
鋳
型
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
細
形
銅
剣
は
半
島
内
で
独
特
の
発
達
を
と
げ
た
と
思
わ
れ
る
。

銅
剣
以
外
に
も
、
銅
黄
・
銅
矛
・
銅
鎌
な
ど
の
鋳
型
が
出
土
し
、
ま

た
、
斧
．
馨
．
鉋
．
錐
・
鉤
・
釣
針
・
書
痴
細
線
紋
鏡
な
ど
の
鋳
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
鋳
型
と
製
贔
そ
の
も
の
の
出
土
例
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
知
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
か
く
て
、

各
種
兵
器
の
ほ
か
に
、
日
常
生
活
の
道
具
類
の
鋳
造
供
給
も
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る

背
銅
器
時
代
文
化
の
認
識
に
重
要
な
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
細
形
銅

剣
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
遣
物
の
幽
土
石
は
、
半
島
の
面
積
に
比
べ

て
稠
．
密
で
あ
り
、
分
布
も
か
な
り
行
渡
っ
て
い
る
。

　
か
よ
う
な
文
化
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
専
門
化
し
た
鋳
造
技
術

家
の
存
在
は
も
ち
ろ
ん
、
原
料
の
不
断
の
供
給
や
製
品
の
円
滑
な
分

配
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
の
可
能
な
社
会
機
構
が

出
来
上
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
そ
れ
に
は
絹
当
の
時
間
が
か
か

っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
い
ま
こ
こ
で
、
何
年
間
か
か
っ
た
と
か
幾

世
紀
に
わ
た
る
と
か
い
う
形
で
表
現
す
る
に
は
、
証
拠
が
揃
っ
て
い

な
い
が
、
し
か
し
、
中
国
の
通
貨
だ
け
に
よ
っ
た
従
来
の
年
代
の
枠

を
超
え
る
長
さ
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
国
の

通
貨
に
よ
る
年
代
の
枠
に
限
る
と
、
そ
れ
は
明
か
に
鉄
器
が
盛
ん
に

・
使
用
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
細
形
銅
剣
の
年
代
の
枠
は
、
今
ま
で

の
よ
り
も
古
い
方
に
ひ
ろ
が
り
、
波
面
玉
石
里
の
有
樋
有
柄
式
石
剣

に
与
え
ら
れ
た
絶
対
年
代
と
の
差
は
縮
ま
り
、
こ
れ
と
重
な
る
可
能

性
も
出
て
く
る
。
中
、
国
の
通
貨
に
よ
る
年
代
の
規
制
に
縛
ら
れ
て
、

石
剣
が
銅
剣
よ
り
も
「
三
、
四
世
紀
も
湖
る
」
　
（
隅
書
一
六
頁
）
と
き

め
て
し
ま
っ
た
の
で
は
動
き
が
と
れ
な
い
。

　
銅
剣
の
絶
対
年
代
の
方
を
湖
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
凹
の
年

代
観
の
混
乱
は
解
決
の
方
向
を
得
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
有
爵
式

石
剣
は
細
形
銅
剣
を
祖
形
と
し
た
と
す
る
従
来
の
形
式
論
的
研
究
の

成
果
を
そ
の
ま
ま
、
今
回
の
年
代
測
定
の
結
果
と
か
み
あ
わ
せ
る
こ

と
が
出
来
る
。
そ
う
い
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
指

摘
し
た
い
。

　
　
　
　
結
　
　
　
語

　
本
篇
は
披
州
玉
石
里
住
屠
祉
の
有
樋
式
石
剣
の
年
代
論
が
中
心
と

な
っ
た
が
、
年
代
測
定
の
試
料
め
条
件
を
考
古
学
的
立
場
か
ら
検
討

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
紙
数
の
都
合
で
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
、
試
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料
測
定
の
結
果
が
竹
富
式
石
剣
の
年
数
に
堀
当
す
る
と
い
う
前
提
で

話
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
年
数
は
、
細
形
鋼
剣
に
関
す
る
従
来
の
年

代
観
よ
り
も
幾
世
紀
も
古
い
の
で
、
　
『
韓
国
支
石
墓
研
究
』
の
著
者

た
ち
は
石
剣
が
銅
剣
を
祖
形
と
し
た
と
す
る
定
説
を
価
値
な
き
も
の

と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
　
「
五
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
有
樋
式
石
剣

は
細
形
銅
剣
を
よ
く
知
っ
た
人
で
な
い
と
作
り
得
な
い
形
な
の
で
、

わ
た
く
し
は
今
ま
で
の
銅
剣
祖
形
説
を
支
持
す
る
。
そ
し
て
、
細
形

銅
剣
は
現
在
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
古
く
か
ら
作
ら
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
「
七
」
で
論
じ
た
。
現
行
の
細
形
銅

剣
の
年
代
観
は
、
関
係
遺
物
ど
共
存
し
た
中
国
の
通
貨
に
拠
っ
て
い

る
。
墳
墓
な
ど
一
括
遺
物
埋
蔵
の
ば
あ
い
、
遺
跡
そ
の
も
の
は
共
存

の
通
貨
の
年
代
よ
り
古
く
は
な
ら
ぬ
が
、
出
圭
遺
物
の
こ
と
ご
と
く

が
、
そ
の
通
貨
の
年
数
と
陶
じ
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
等
し
も
当
ら

ぬ
。
細
形
銅
剣
の
は
じ
ま
り
が
、
明
刀
銭
の
年
代
と
同
じ
だ
と
決
め

て
か
か
っ
た
従
来
の
考
え
方
は
合
理
的
で
な
い
。
Q
画
年
代
測
定
の

結
果
を
疑
は
ず
、
し
か
も
考
古
学
の
形
式
論
を
支
持
す
る
た
め
に
起

っ
た
今
回
の
矛
盾
は
、
以
上
の
よ
う
な
試
案
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
泉
都
同
学
教
授
）

①
一
九
二
六
年
と
一
九
二
七
年
に
は
小
泉
顕
夫
が
、
一
九
三
六
年
と
一
九
三
八
年

　
に
は
藤
田
亮
策
が
そ
れ
ぞ
れ
主
．
査
と
な
っ
て
行
っ
た
。
藤
田
は
大
郵
の
支
石
墓
に

　
つ
い
て
の
発
掘
調
査
報
告
（
昭
和
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
・
昭
和
十
三
年
度
古

　
蹟
調
査
報
告
i
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
）
を
発
表
し
た
。
一
二
上
次
男
の
呪
満
鮮
原
始
墳

．
墓
の
研
究
』
に
は
「
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
支
石
墓
」
な
ど
が
あ
る
が
、
前
記
藤
田

　
教
授
そ
の
他
の
諸
氏
の
発
掘
記
録
や
談
話
を
丹
念
に
集
め
、
整
理
さ
れ
た
も
の
で

　
あ
っ
て
、
三
上
教
授
自
身
の
発
掘
報
告
で
は
な
い
。

②
有
光
教
一
「
韓
國
支
石
墓
硯
究
を
読
ん
で
」
（
『
朝
鮮
学
報
』
第
四
十
八
輯
）

③
有
光
教
一
『
朝
鮮
磨
製
石
剣
の
研
究
』
（
京
都
大
学
各
学
部
考
古
学
叢
書
第

　
二
冊
　
一
九
五
九
）

④
詞
右
図
版
第
五

⑤
　
一
九
六
七
年
秋
、
わ
た
く
し
は
発
掘
現
場
の
跡
で
國
立
博
物
館
の
二
二
晒
氏
と

　
韓
嫡
王
氏
か
ら
発
掘
当
時
の
説
鴫
を
聞
く
こ
と
が
繊
来
た
。
両
氏
の
厚
情
に
感
謝

　
す
る
。

⑥
し
か
し
、
壽
問
欝
酋
八
頁
に
は
、
送
っ
た
試
料
は
「
直
後
十
二
糎
も
あ
る
太
い
炭

　
の
端
の
中
心
部
」
で
あ
っ
た
と
記
す
。
こ
れ
が
木
材
の
芯
の
部
分
で
あ
れ
ば
、
測

　
定
結
果
は
外
側
の
部
分
よ
り
も
古
い
年
数
が
出
　
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
学
習
院
大
．

　
学
の
木
越
邦
彦
教
授
の
禁
教
を
う
け
た
。
謝
意
を
表
は
す
。

⑦
鰻
谷
正
門
朝
鮮
に
お
け
る
金
属
器
の
起
源
問
題
」
（
史
林
五
〇
二
六
号
）
参
照
。

　
　
な
お
有
光
敦
一
門
朝
鮮
初
期
金
属
文
化
に
関
す
る
新
資
料
の
紹
介
と
考
察
」

　
（
『
史
林
』
四
八
巻
二
号
）
で
紹
介
し
た
伝
受
羅
南
道
霊
岩
出
土
の
十
三
個
の
鋳

　
型
は
、
現
在
ソ
ウ
ル
特
別
市
永
登
浦
…
区
の
崇
実
大
学
附
設
韓
国
基
督
教
簿
物
日
宇
に

　
陳
列
さ
れ
て
あ
る
。

（
附
記
）
　
本
稿
の
挿
図
は
、
桑
山
正
進
君
を
煩
わ
し
た
。
特
北
記
し
て
謝
意
を
表

　
　
は
す
。
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　　Japan，　and　in　the　highlands　of　Noetsu能州，　many　peasants　have　thdr－

　　worl〈ing　h6uses　far　from　their　cultivating　lands　forthe　purpose　of　Na一

一　gihata　cultivation．

　　　　（4）　“The　Koba　Type”

　　　　This　is蜘e　type　in　the　highlands　of　Shikoku四国and　Kyushu九州，

　　where　they　originally　cultivate　and　raise　root　crops　and　barely　．　as　wel｝

　　as　milltes，　showing　She　crop　association　full　of　variety．　And　also　jn　this

　　type　of　swidden，　the　sw．iddeエ1　field　is　generally　of　a　large　size．

　　　　Besides　these　four　types，　there　is　the　rotation　system　of　swidden　lands・

　　or　swidden　rotation　with　root　cl’ops　as　the　mahl　crop　in　the　Satsunan薩

　　南　Islands　and　the　Loochoo野川ミ　Islands．　These　display　the　charac－

　　teristic　features　of　ancient　swidden　agriculture　System　in　Japan．

Chronology　of　Polished　Stone　Daggers　in　Korea

by

KyOichi　Arimitsu

　　Dr．　Chewon　Kim　and　Mr．　Moo－Byong　Youn　of　Nat呈onal　Museum

of　K：orea　published“Studies　of　Dolmens　in　Korea”in　1967．　In　this

bQok　they　revealed　Ca1．bon　14　date　for　a　po玉圭shed　stone　dagger　which

was　unearthed　form　the　floor　of　the　prehistoric　dwelling－site　in

Oksokni，　P’aju：a　Caraon　14　test　of　the　charcoal　from　the　same　floor．

showed　a　date　which，reads　2590土105　B．　P．．　Th量s　is　far　earlier　than

the　chronology　suggested　foom．　the　archaeological　methods．practised

before　the　advent　of　Carbon　14　dating．　It　was　the　dominathユg　theory

that　宅he　Ol〈sol〈ni　type　of　the　polished　stone　daggers　圭n　Korea
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
certainly　copy　the　bronz6　daggers　of　the　slender　form　and　the　latter

were　dated　by　the　accompaning　objects　such　as　a　knife　shaped　coi三ユs

（Ming－tao　ch’ien）．and　Wu－Shu　ch’ien，　the　date　of　which　cannot　be．

earlier　than　B．　C．3rd　or　4　th　century．　Dr。　Klim　and　Mr。　Youn

insisted　that　the　prev圭ously　　established　relative　chroho玉ogy　of　both

bronze　and　stone　daggers　cannot　be　held　valid　any　longer．　However，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（619）



it　seems　to　me　sti11　valid　that　£he　Oksol〈ni　type　of　the　stone

daggers　2mitated　bronze　daggers　of　the　slender　form．　1　should

iike　to　suggest　in　this’paper　that　the　earliest　bronze　culture　in

Korea　may　go　back　to　the　period　earlier　than　the　3　rd　or　4　th　century

B．　C．　indicated　by　the　above－mentioned　Chinese　coins．

（618）


