
日

本
稲
作
の
系
譜
（
下
）

－
石
庖
丁
に
つ
い
て
一
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石

毛

直

道

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

　
日
本
の
弥
生
式
文
化
が
稲
の
栽
培
を
主
と
す
る
農
耕
生
活
を
軸
と

し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
弥
生

式
時
代
の
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
遺
跡
は
北
九
州
に
集
中
し
て
発
見

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
稲
そ
の
も
の
や
稲
粒
の
圧
痕
を
も
つ

土
器
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
弥
生
式
文
化
開
始
の
当
初
か
ら
稲

作
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
訪
る
。
野
生
種
の
稲
が
日
本
に
存

在
し
な
か
っ
た
と
す
る
植
物
学
の
通
説
か
ら
お
し
て
、
稲
と
稲
作
技

術
は
、
大
陸
の
ど
こ
か
か
ら
北
九
州
に
入
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
稲
作
の
起
源
を
ア
ジ
ア
大

陸
の
ど
こ
に
も
と
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
で
は
、
各
方
面
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

究
者
の
あ
い
だ
で
意
見
が
一
致
し
て
い
な
い
。

考
古
学
の
立
場
よ
り
日
本
の
農
耕
文
化
の
系
譜
を
た
ど
ろ
う
と
試

み
る
と
き
、
弥
生
式
時
代
の
農
具
の
研
究
が
問
題
解
明
の
た
め
の
き

わ
め
て
有
効
な
手
段
と
な
り
得
る
。

　
弥
生
式
時
代
の
農
具
の
一
つ
に
石
庖
丁
が
あ
る
。
石
庖
丁
の
日
本

国
内
に
お
け
る
型
式
分
類
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
の
分
布
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

究
は
早
く
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。
石
庖
丁
ぼ
日
本
の
み
な
ら
ず
中

国
・
朝
鮮
・
台
湾
の
原
始
農
耕
文
化
に
も
と
も
な
う
石
器
で
あ
る
。
日

本
農
耕
文
化
の
源
流
を
た
ず
ね
る
た
め
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
わ

た
し
は
主
と
し
て
ア
ジ
ア
大
陸
に
お
け
る
石
庖
丁
の
型
式
分
類
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
分
布
、
お
よ
び
時
代
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
石
庖
丁
と
い
う
名
称
は
、
日
本
に
お
い
て
す
で
に
一
八
九
〇
年
か

ら
考
古
学
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
当
初
は
文
字
ど
お
り
、

ク
ッ
キ
ン
グ
・
ナ
イ
フ
の
用
途
に
あ
て
ら
れ
た
道
具
で
あ
る
と
考
え
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④

ら
れ
て
い
た
。

　
中
国
で
は
、
石
庖
丁
を
現
在
、
学
術
的
に
石
刀
と
よ
ぶ
。
し
か
し
、

石
刀
と
い
う
名
称
は
、
石
鎌
・
金
属
器
を
石
で
模
倣
し
た
有
柄
石
刀

と
よ
ば
れ
る
大
き
な
ナ
イ
フ
の
た
ぐ
い
、
ま
た
細
石
器
文
化
よ
り
発

見
さ
れ
る
ブ
レ
イ
ド
の
類
も
混
同
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
大
陸
に
お
け
る
石
庖
丁
に
、
は
じ
め
て
注
意
し
た
の
は
鳥
居
龍
蔵

で
、
一
九
一
四
・
一
五
年
に
発
表
し
た
報
告
の
な
か
で
、
南
満
州
・

内
蒙
古
で
出
土
す
る
こ
の
種
の
石
器
を
、
エ
ス
キ
モ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

炊
事
用
ナ
イ
フ
に
対
比
さ
せ
て
い
る
。

　
石
庖
丁
を
農
具
と
考
え
た
の
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
で
あ

る
。
一
九
二
〇
年
、
中
国
北
部
を
旅
行
中
、
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
は
高
梁
の
穂
を
収
穫
す
る
鐙
鎌
の
使
用
法
を
観
察
し
、

石
庖
丁
が
穀
物
の
収
穫
具
で
あ
り
、
錘
鎌
は
石
庖
丁
が
鉄

製
品
に
移
行
し
て
残
存
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
つ

　
⑥

い
た
。

　
一
九
五
五
年
に
は
、
安
志
敏
が
「
中
国
古
代
的
石
刀
」

と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
中
国
か
ら
出
土
す
る
石
庖
丁
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
じ
め
て
総
括
的
に
論
考
し
た
。

　
こ
こ
で
、
わ
た
し
が
石
庖
丁
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、

“L．hL一　　一一

手
の
ひ
ら
の
な
か
に
握
っ
て
穀
物
の
穂
を
摘
む
農
具
と
し
て
使
用
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
石
器
の
類
に
か
ぎ
っ
て
い
る
。
一
般
に
石
庖
丁
の

名
称
で
よ
ば
れ
て
い
る
石
器
の
な
か
に
は
、
穂
摘
用
の
農
具
と
し
て

は
、
不
適
当
な
も
の
ま
で
ふ
く
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
第
一
図

の
一
は
、
石
庖
丁
の
形
態
は
し
て
い
る
が
穂
摘
具
と
し
て
は
大
形
す

ぎ
て
使
用
で
き
な
い
。
第
一
図
2
は
形
態
が
異
例
に
す
ぎ
、
大
形
す

ぎ
る
こ
と
が
問
題
に
な
り
一
応
別
に
し
て
お
く
。
な
お
北
九
州
よ
り

／

×一A一“A’一

1

　
⑥ら　な　

獣と≦

　
、
》ト隠　　∴r『いミ笥

Yr，

O　5cm

〆

　　　　　　　　　　　　　　　：．s　Vav　4
　　　　　　第1図　穂摘具ではない石器
1．宮崎県延岡市出土（旧南田村内からという），延岡市立

図書館蔵
2．福岡県遠賀郡遠賀村上別府，城ノ越貝塚繊土，九州大

学文学部蔵
3．河南省安陽段嘘出土，京都大学文学部蔵

4．福県省閾北将口鎮明山出土，文献〔63〕から
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数
例
発
見
さ
れ
る
こ
の
種
の
石
器
が
、
中
国
断
江
省
で
出
土
す
る
こ

と
を
つ
け
く
わ
え
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
の
べ
る
日
本
へ
の

稲
作
伝
来
の
経
路
を
支
持
す
る
資
料
の
一
つ
と
も
な
る
。
第
一
図
3

は
殿
櫨
発
見
の
石
鎌
で
あ
る
。
石
鎌
と
石
庖
丁
は
し
ば
し
ば
混
同
さ

れ
る
が
、
石
鎌
は
石
器
の
刃
線
と
直
角
な
方
向
に
長
い
色
柄
を
つ
け

て
使
用
し
、
石
庖
丁
は
柄
を
っ
け
ず
に
手
中
に
握
っ
て
使
用
す
る
道

具
で
あ
る
点
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
図
4
は
穂
摘
具
と
し

て
小
形
す
ぎ
る
。

二
、
型
式
分
類
と
地
理
的
分
布

　
　
　
　
　
の
型
式
分
類

　
　
　
　
　
（

　
石
と
い
う
材
料
に
よ
る
制
約
、
穀
草
を
収
穫
す
る
道
具
で
あ
る
と

い
う
機
能
に
よ
る
制
約
を
う
け
た
一
見
単
純
な
形
態
を
示
す
石
器
で

あ
り
な
が
ら
、
石
庖
丁
の
か
た
ち
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
型
式
分
類
の
試

み
を
ゆ
る
す
ほ
ど
種
類
が
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
石
庖
丁
に
つ
い
て
は
、
細
か
な
時
代
的
な
差
異
・

地
方
的
な
差
異
を
考
慮
し
た
型
式
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
大
陸

の
石
庖
丁
に
つ
い
て
は
、
安
志
敏
は
中
国
出
土
の
石
庖
丁
の
型
式
分

類
を
試
み
て
い
る
く
ら
い
で
、
ま
だ
型
式
分
類
の
う
え
に
も
と
づ
い

て
石
庖
丁
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
は
あ
ま
り
な
さ
れ

て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
現
在
で
は
中
国
考
古
学
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
石
庖
丁

資
料
が
増
加
し
、
東
ア
ジ
ア
全
体
の
石
庖
丁
を
総
括
し
た
基
本
的
な

型
式
分
類
を
お
こ
な
っ
て
、
そ
の
分
布
、
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
る

こ
と
が
可
能
な
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
論
文
の
目
的
と
す
る
の
は
、
東
ア
ジ
ア
全
域
に
お
け
る
石
庖
丁

を
対
象
と
し
て
、
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
モ
ノ
サ
シ
と
し
て
の
基
本
的

な
型
式
分
類
と
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
石
庖
丁
と
い
う
石
器

の
変
遷
を
と
ど
る
こ
と
に
あ
る
。
と
り
あ
つ
か
う
地
域
の
広
大
さ
、

時
間
的
経
過
の
長
さ
、
資
料
と
し
て
使
用
可
能
な
遺
物
の
数
量
な
ど

を
考
慮
に
入
れ
た
と
き
、
現
在
の
段
階
で
は
、
あ
ま
り
に
細
か
な
地

方
差
、
時
代
差
は
あ
る
程
度
犠
牲
に
し
て
、
局
部
的
な
型
式
は
基
本

的
な
型
式
に
含
め
る
こ
と
と
し
て
論
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

安
志
敏
は
、
中
国
の
石
庖
丁
を

　
一
、
両
側
に
打
ち
欠
き
の
あ
る
も
の

　
2
、
長
方
形

　
3
、
半
月
形

F
　
r
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の
三
類
に
大
別
し
て
、
そ
れ
ら
諸
型
式
の
地
理
的
分
布
お
よ
び
編
年

的
研
究
を
お
こ
な
っ
た
。

　
わ
た
し
は
、
中
国
の
周
辺
地
帯
の
特
色
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
安
志
敏
の
い
う
半
月
形
を
さ
ら
に
三
型
式
に
類
別
し
て
、
以
下

の
よ
う
な
五
類
に
基
本
的
分
類
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
A
、
両
側
に
打
ち
欠
き
の
あ
る
も
の
（
打
製
）

　
　
B
、
長
方
形
（
磨
製
）

　
　
C
、
半
月
形
直
線
刃
（
磨
製
）

　
　
D
、
半
月
形
外
．
素
馨
（
磨
製
）

　
　
E
、
紡
錘
形
（
磨
製
）

　
　
　
　
　
幻
　
各
型
式
と
そ
の
分
布
状
態

　
　
　
　
　
（

　
五
類
に
大
き
く
分
類
し
た
基
本
的
な
型
式
の
説
明
と
と
も
に
、
お

の
お
の
の
型
式
の
地
理
的
な
分
布
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
A
、
両
側
に
打
ち
欠
き
の
あ
る
打
製
石
庖
丁
（
第
二
図
－
＝
2
）

　
ほ
と
ん
ど
が
、
仰
紹
文
化
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
。
礫
石
を
割
っ

て
剥
片
を
得
て
、
こ
れ
に
簡
単
な
打
製
加
工
を
く
わ
え
る
。
剥
片
の

形
に
左
右
さ
れ
、
形
態
は
一
定
し
な
い
が
、
原
則
と
し
て
長
方
形
に

近
く
、
短
辺
の
両
側
に
打
ち
欠
き
を
も
う
け
る
。
こ
の
打
ち
欠
き
は

操
作
の
さ
い
の
紐
か
け
と
す
る
。
　
と
き
に
は
、
　
紐
か
け
用
の
打
ち

欠
き
の
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
じ
類
に
ふ
く
む
こ
と
に
す

⑧
る
。　

両
側
に
切
り
こ
み
の
あ
る
磨
製
品
が
ま
れ
に
出
土
す
る
が
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
は
比
較
的
新
し
い
時
期
一
龍
山
文
化
1
に
属
す
る
。
両
側
に

打
ち
欠
き
を
も
ち
、
し
か
も
中
央
に
一
孔
を
う
が
っ
た
も
の
が
出
土

　
　
　
　
　
　
⑩

し
た
報
告
が
あ
る
。
型
式
学
的
に
は
、
つ
ぎ
に
あ
ら
わ
れ
る
長
方
形

一
孔
の
も
の
と
の
中
間
型
式
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
か
。

　
こ
の
両
側
に
打
ち
欠
き
を
も
つ
打
製
石
庖
丁
を
模
し
て
つ
く
っ
た

と
お
も
わ
れ
る
土
製
贔
が
、
仰
翻
文
化
遺
跡
よ
り
発
見
さ
れ
る
。
こ

れ
は
陶
刀
と
称
さ
れ
土
器
の
破
片
を
利
用
し
て
長
方
形
で
、
そ
の
長

辺
を
と
ぎ
だ
し
て
刃
部
を
つ
け
。
両
側
に
紐
か
け
用
の
切
り
こ
み
を

う
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
型
式
の
陶
刀
は
、
あ
き
ら
か
に
A
類
の

打
製
石
庖
丁
を
土
に
う
つ
し
た
も
の
で
、
使
用
痕
の
あ
る
も
の
か
ら

し
て
実
用
品
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
陶
刀
は
彩
陶
な
ど
の

土
器
片
を
利
用
し
て
製
作
し
た
も
の
が
大
多
数
で
あ
る
。
ま
れ
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

粘
土
で
こ
の
形
を
つ
く
っ
て
か
ら
焼
成
す
る
。

　
A
類
打
製
石
庖
丁
は
、
磨
製
石
庖
丁
に
先
行
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
分
布
は
黄
河
流
域
の
甘
薯
・
山
西
・
河
南
省
に
集
中

す
る
。
と
り
も
な
お
さ
ず
、
仰
紹
文
化
遺
跡
の
分
布
と
一
致
す
る
と
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　　　　　　　　　　第2図　打製・長方形・紡錘形石庖丁
1・2．甘粛省出土・打製石庖丁の袋面および裏面，京都大学文学部蔵

3・4・5．旧緩球省出土，京都大学文学部蔵

6・7・8．河南省陳県七里鋪出土，文献〔8〕から

g～14．山回半島の石庖丁　9・10・11．は山東省日照両城鎮出土，文献〔41〕から　12・

　13・14はゆ東田圃城・城子塵出土，文献〔40〕から

15～19．遼東半島の石庖丁

　15・17・18・19遼寧省貌子窩単舵子島出土，16．遼寧省鶉子窩高麗塞出土　いずれも京

　都大学文学部蔵
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い
う
わ
け
で
あ
る
。
赤
峰
紅
山
要
論
二
期
文
化
の
よ
う
に
、
仰
紹
文

化
が
地
方
的
な
文
化
に
波
及
し
て
彩
陶
の
発
見
さ
れ
る
よ
う
な
遺
跡

に
ま
で
は
、
打
製
石
庖
丁
の
分
布
は
お
よ
ば
な
い
。
す
な
わ
ち
、
A

類
打
製
石
庖
丁
の
大
陸
に
お
け
る
分
布
は
、
黄
河
上
・
中
流
の
本
来

の
仰
書
文
化
遺
跡
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
A
類
に
属
す
る
型
式
の
陶
刀
は
、

同
型
式
の
石
製
品
に
し
ば
し
ば
と
も
な
っ
て
発
見
さ
れ
、
分
布
も
同

一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
B
、
長
方
形

　
　
1
、
　
一
三
の
も
の
（
第
二
図
3
・
4
・
6
・
7
・
8
）

　
孔
の
位
置
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
し
に
、
長
辺
を
二
等
分
す
る
場
所

に
う
が
た
れ
る
。
し
か
し
、
孔
が
刃
部
に
よ
っ
て
い
る
か
、
背
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
コ

よ
っ
て
い
る
か
は
、
遺
跡
に
よ
っ
て
く
せ
が
あ
る
し
、
使
用
に
よ
る

刃
部
の
磨
滅
の
度
合
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
。
中
原
で
も
っ
と
も
一

般
的
な
型
式
と
し
て
分
布
す
る
。
A
類
と
と
も
に
、
河
南
・
甘
粛
省

に
多
く
発
見
さ
れ
る
理
由
は
、
こ
の
型
式
の
も
の
が
、
す
で
に
岩
脇

文
化
期
に
出
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
型
式
は
遼
東
半
島
で
は
E

類
紡
錘
形
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
が
、
北
鮮
威
鏡
北
道
附
近
に
な
る

と
ま
た
出
現
す
る
。
長
江
流
域
で
は
、
の
ち
に
の
べ
る
C
類
、
半
月

形
直
線
刃
・
D
類
、
半
月
形
外
窄
刃
と
交
錯
し
て
い
る
。
こ
の
型
式

を
う
け
た
土
製
品
が
や
は
り
仰
紹
文
化
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
が
、

土
製
品
の
分
布
は
、
黄
河
上
・
中
流
の
本
来
の
仰
紹
文
化
圏
の
外
側

に
は
の
び
な
い
。

　
　
2
、
エ
孔
の
も
の
（
第
二
図
9
・
1
0
・
1
1
）

　
多
く
の
場
合
、
孔
は
長
辺
の
二
等
分
線
に
対
し
て
左
右
対
称
と
な

る
よ
う
に
う
が
た
れ
る
。
孔
間
の
距
離
は
一
・
五
～
三
㎝
の
あ
い
だ

に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
C
・
D
・
E
類
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

二
孔
間
に
紐
輪
を
と
う
し
、
使
用
時
の
指
が
か
り
と
す
る
。
三
孔
以

上
の
多
孔
の
長
方
形
石
庖
丁
も
、
こ
の
型
式
に
含
ま
せ
る
。
し
か
し
、

多
孔
石
庖
丁
の
出
土
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
ま
た
五
孔
・
七
孔
な

ど
の
大
形
品
に
は
、
形
状
は
石
庖
丁
に
似
て
い
る
が
用
途
の
別
の
も

　
　
　
⑬

の
が
あ
る
。

　
長
方
形
二
丁
石
庖
丁
は
、
中
原
の
龍
山
文
化
に
出
現
し
、
さ
ら
に

山
東
の
龍
山
文
化
が
波
及
し
て
影
響
を
あ
た
え
た
と
考
え
ら
れ
る
江

蘇
省
の
新
石
器
文
化
と
、
さ
ら
に
は
印
減
塩
を
出
土
す
る
長
江
下
流

よ
り
南
部
の
地
帯
に
ま
で
の
び
る
。
龍
山
文
化
の
周
辺
に
こ
の
型
式

が
分
布
す
る
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
。

　
こ
の
型
式
の
石
庖
丁
が
西
省
で
は
、
西
岸
時
代
の
遺
跡
よ
り
発
見

さ
れ
、
時
間
的
経
過
の
長
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
、
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華
地
・
満
州
で
粟
・
高
梁
を
摘
む
の
に
使
用
さ
れ
る
鐙
革
は
、
長
方

形
二
孔
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
型
式
の
石
庖
丁
が
鉄
製

品
に
移
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
3
、
一
孔
・
弧
状
断
面
を
示
す
も
の
（
第
二
図
5
）

　
水
野
清
一
が
旧
藻
類
省
で
採
集
し
た
も
の
で
、
一
息
で
夕
蝉
断
面

を
示
す
。
こ
れ
と
同
様
の
も
の
は
、
鄭
州
二
里
下
と
下
梁
よ
り
出
土

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
股
代
特
有
の
型
式
で
あ
ろ
う
。
凸
面
を
下

に
し
て
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
穂
摘
具
と
し
て
は
も
っ
と
も

力
学
的
に
進
歩
し
た
型
式
で
あ
る
。

　
　
4
、
鳥
翼
形

　
刃
部
よ
り
も
背
部
の
ほ
う
が
長
く
、
台
形
を
逆
さ
に
し
た
よ
う
な

形
態
で
、
背
部
が
内
障
気
味
で
あ
る
。
内
側
に
鋸
歯
泥
状
の
ギ
ザ
ギ

ザ
の
つ
い
た
も
の
も
あ
る
。
多
く
は
こ
孔
。

　
甘
粛
仰
紹
文
化
の
羅
漢
堂
・
朱
家
建
遺
跡
に
特
報
的
な
石
庖
丁
と

し
て
発
見
さ
れ
る
。
台
湾
に
も
見
出
さ
れ
る
。
地
方
的
に
限
定
さ
れ

た
型
式
で
、
広
く
分
布
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
細
長
く
す
み
丸
の
い
わ
ゆ
る
置
形
の
も
の
、
刃
部
の

凸
出
気
味
の
も
の
、
刃
部
の
内
驚
気
味
の
も
の
な
ど
が
あ
る
が
、
基

本
的
に
は
長
方
形
石
庖
丁
の
特
色
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
B

類
に
入
れ
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
C
、
半
月
形
直
線
刃
（
第
二
図
1
2
・
1
3
・
1
4
）

　
半
月
形
の
孤
に
あ
た
る
部
分
が
背
と
な
り
、
弦
に
あ
た
る
部
分
に

刃
が
つ
け
ら
れ
る
。
刃
部
は
直
線
状
あ
る
い
は
内
轡
す
る
。
刃
部
の

内
平
田
は
、
も
と
も
と
は
直
線
状
で
あ
っ
た
刃
部
が
、
長
期
間
に
わ

た
る
使
用
の
結
果
磨
滅
し
て
、
内
欝
気
味
に
な
っ
た
場
合
が
多
い
。

二
号
が
ほ
と
ん
ど
。
孔
は
、
器
体
中
央
部
に
相
似
形
を
な
す
よ
う
穿

孔
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
。

　
中
国
の
ほ
と
ん
ど
全
域
に
分
布
す
る
。
龍
山
文
化
に
多
い
。
東
北

方
で
は
、
赤
峰
よ
り
林
西
・
北
鮮
に
い
た
る
地
帯
に
か
け
て
の
び
る
。

南
方
で
は
長
江
下
流
域
よ
り
、
D
類
に
と
も
な
っ
て
出
土
す
る
。
こ

の
型
式
に
倣
っ
た
鉄
製
品
は
、
遼
寧
省
南
山
裡
・
朝
鮮
平
安
北
道
滑

原
の
二
踏
跡
よ
り
出
土
し
て
い
る
。

　
D
、
半
月
形
閣
筆
刃
（
第
三
図
7
～
1
7
）

　
C
類
と
は
逆
に
、
直
線
状
の
背
部
と
、
半
月
形
に
外
卑
し
た
刃
部

と
を
し
て
い
る
。
長
江
下
流
で
は
、
一
孔
の
も
の
も
と
き
に
は
あ
る

が
、
日
本
・
朝
鮮
で
は
二
黒
。

　
二
孔
で
片
刃
の
も
の
が
南
朝
鮮
の
無
文
土
器
文
化
よ
り
数
多
く
発

102 （896）



日本稲作の系譜的（石毛）
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第3図　北朝鮮・南朝鮮・日本北九州の石庖丁

1～6．北朝鮮の石庖丁

　1・2・3．威鏡北道会寧附近出土　　　　4．威鏡北道鐘域三峰里出土

　5・6．威鐘北道会寧沙乙州出土

7～12．南朝鮮の石庖丁

　7．慶尚北道蔚山郡兵営属土　　　　　　8．出土地不詳

　9・12．慶尚北道慶州州北面花山里出土　10・11，慶尚北道慶州出土

13～17．北九州の石庖丁

　13．福岡県筑紫郡春日町須玖岡本出土　　15～17．福岡県飯塚市立岩出土

　12・15・16・17．は九州大学文学部蔵，その他は京都大学文学部蔵
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見
さ
れ
る
。
半
月
形
外
註
刃
型
式
は
、
遼
東
半
島
よ
り
も
発
見
さ
れ

る
が
、
数
は
非
常
に
す
く
な
く
、
E
類
紡
錘
形
よ
り
派
生
し
た
例
外

的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
林
か
ら
も
少
数
の
出
土
例
が
あ
る
が
、

非
常
に
長
大
な
も
の
で
、
日
本
・
南
朝
鮮
・
長
江
下
流
の
も
の
と
類

を
こ
と
に
し
て
い
る
。

　
C
類
半
月
形
外
轡
刃
石
庖
丁
の
最
初
に
出
現
す
る
の
は
、
龍
山
文

化
の
も
っ
と
も
古
い
時
期
に
あ
た
る
廟
底
溝
第
二
期
文
化
に
お
い
て

で
あ
る
が
、
こ
こ
よ
り
出
土
し
た
の
は
二
例
に
す
ぎ
ず
、
い
ず
れ
も
擦

切
法
に
よ
っ
て
一
孔
を
う
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
鐙
孔
法
に
よ
っ
て

穿
孔
を
行
な
う
龍
山
文
化
期
以
後
の
有
孔
石
庖
丁
と
は
別
の
系
統
に

入
り
、
形
態
も
整
の
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
後
の
中
原
の
龍

山
文
化
に
、
半
月
形
外
轡
刃
型
式
が
ほ
と
ん
ど
出
現
し
な
い
こ
と
か

ら
も
、
耳
底
溝
第
二
期
文
化
の
半
月
形
外
轡
刃
形
式
の
も
の
か
ら
、

周
辺
地
帯
の
こ
の
型
式
が
影
響
を
う
け
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
中
国
で
こ
の
型
式
の
多
く
出
土
す
る
の
は
、
長
江
下
流
の
デ
ル
タ

地
帯
で
あ
る
。
こ
の
地
方
の
新
石
器
時
代
晩
期
お
よ
び
、
金
属
器
の

は
じ
め
て
出
現
す
る
時
期
に
属
す
る
遺
跡
よ
り
、
半
月
形
外
轟
轟
の

も
の
が
出
土
す
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
C
類
半
月
形
直
轡
刃
と
伴
出

す
る
こ
と
も
多
い
。
長
江
下
流
で
の
考
古
学
的
調
査
は
、
近
年
に
な

っ
て
盛
ん
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、
報
告
が
少
な
く
、
末
尾
の
資
料
表

に
あ
げ
え
た
も
の
は
数
多
く
は
な
い
が
、
　
「
こ
の
型
式
は
江
南
地
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
一
般
的
な
タ
イ
プ
で
あ
る
。
」
と
か
、
「
湖
熟
文
化
の
石
庖
丁
は
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

く
半
月
形
に
つ
く
る
。
…
…
刃
は
多
く
孤
線
上
に
あ
る
。
」
な
ど
の
記

述
が
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
型
式
が
長
江
下
流
地
帯
に
多
く
分
布

す
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
（
第
四
図
）

擁
㌔

「』

ｵ
　
『
「

㌧
㍗

『
（
・
’

　　　　　　　第4図　長江下流の石庖丁

1．漸江省呉興千山様出土12cm
2．漸江省杭州老和山出土6．5cm　いずれも文献〔61〕から
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日本稲作の系譜㈲（石毛）

　
E
、
紡
錘
形
（
第
二
図
1
5
～
1
9
）

　
杏
仁
形
と
も
い
わ
れ
る
。
背
部
、
黒
部
と
も
に
外
託
す
る
。
二
孔

の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　
満
州
に
多
い
型
式
で
あ
る
。
こ
と
に
、
遼
東
半
島
の
新
石
器
時
代

に
優
勢
を
し
め
る
。
遼
東
半
島
の
諸
遺
跡
よ
り
出
土
す
る
も
の
は
、

す
べ
て
片
刃
二
孔
で
あ
り
、
細
長
く
、
双
輪
中
央
附
近
で
は
長
線
的

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

な
刃
線
を
し
て
い
る
く
せ
が
あ
る
し
、
ま
た
背
面
の
う
ち
の
一
面
は

扁
平
で
、
刃
を
つ
け
た
面
が
隆
起
し
て
お
り
、
こ
の
罪
な
面
に
は
、

し
ば
し
ば
刃
の
方
向
に
平
行
な
稜
の
は
し
る
遺
物
が
お
お
い
。

　
安
志
敏
は
、
外
轡
刃
石
庖
丁
の
う
ち
に
は
、
農
具
で
は
な
く
て
、

ナ
イ
フ
と
し
て
物
を
断
ち
切
る
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
が
あ

る
と
い
う
。
そ
の
例
に
、
遼
東
半
島
の
羊
頭
窪
出
土
の
石
庖
丁
を
例

に
と
り
、
こ
れ
は
農
耕
を
い
と
な
ま
ず
漁
猟
牧
畜
の
段
階
に
あ
っ
て

石
庖
丁
を
ナ
イ
フ
と
し
て
使
用
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
遺
物
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
羊
頭
窪
を
ふ
く
む
南
満
州
に

圧
倒
的
な
紡
錘
形
二
孔
石
庖
丁
は
す
べ
て
片
刃
で
あ
り
、
し
か
も
厚

手
の
器
体
と
に
ぶ
い
角
度
を
し
た
学
部
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
工
作

具
あ
る
い
は
調
理
用
ナ
イ
フ
と
し
て
は
実
用
に
耐
え
な
い
で
あ
ろ
う

こ
と
が
観
察
さ
れ
る
遣
物
が
お
お
い
。
ま
た
羊
頭
窪
を
含
む
南
満
州

の
石
庖
丁
を
出
土
す
る
遺
跡
が
、
漁
猟
牧
畜
経
済
に
た
よ
っ
て
い
た

と
は
考
え
が
た
く
、
作
物
の
種
類
は
不
明
に
し
ろ
、
穀
物
栽
培
が
行

な
わ
れ
て
お
り
農
耕
と
漁
猟
を
あ
わ
せ
て
行
な
っ
て
い
た
文
化
に
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

す
る
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
㊧
　
分
布
の
ま
と
め
（
第
五
図
）

　
　
　
　
　
（

　
以
上
の
五
類
に
分
類
し
た
も
の
を
、
地
図
上
に
あ
ら
わ
し
た
も
の

が
、
図
版
未
熟
に
あ
げ
た
石
庖
丁
型
式
別
分
布
図
で
あ
る
。
図
示
の

方
法
と
し
て
は
、
一
遣
跡
よ
り
二
型
式
以
上
出
土
し
た
と
き
は
、
お

の
お
の
の
型
式
を
示
す
マ
ー
ク
を
隣
接
し
て
記
入
す
る
。
恐
恐
数
量

お
よ
び
時
代
差
は
無
視
す
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
地
方
の
特
定
の
文
化

期
に
お
い
て
、
一
般
的
で
な
い
型
式
が
小
数
出
土
し
た
と
し
て
も
、

図
示
の
性
格
上
、
そ
の
文
化
期
に
お
い
て
一
般
的
な
型
式
と
同
等
の

資
格
で
マ
ー
ク
が
記
さ
れ
て
い
る
。
数
量
お
よ
び
時
代
性
を
図
の
う

え
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
説
得
力
の
強
い
も
の
と
な
ろ
う

が
、
広
大
な
地
域
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
文
化
の
時
代
性
の
不

明
確
な
も
の
や
、
出
土
数
量
の
型
式
別
の
記
載
の
な
い
報
告
が
か
な

り
ま
じ
っ
て
お
り
、
や
む
を
え
ず
こ
の
よ
う
な
図
示
方
法
を
と
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
型
式
別
分
布
図
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
地
理

的
分
布
の
傾
き
を
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
分
布
図
作
成
の
基
礎
と
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第5図石庖丁型式別分布図

し
て
使
用
し
た
資
料
は
、
資
料
表
（
本
論
文

末
尾
に
附
す
）
に
つ
い
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　
ま
ず
、
大
陸
部
に
お
け
る
分
布
を
と
り
ま

と
め
て
み
よ
う
。

　
仰
紹
文
化
圏
に
は
、
A
類
、
両
側
を
打
ち

欠
い
た
打
製
石
庖
丁
が
集
中
し
て
発
見
さ
れ

る
。
B
類
長
方
形
一
孔
の
も
の
は
、
仰
翻
文

化
圏
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
中
原
一
帯
を

お
お
い
、
南
は
華
南
に
ま
で
の
び
る
。
8
類

の
長
方
形
二
孔
の
も
の
は
、
一
孔
の
も
の
の

分
布
す
る
地
域
と
分
布
が
重
な
り
あ
う
の
み

な
ら
ず
、
長
城
地
帯
を
こ
え
て
ひ
ろ
が
る
。

南
満
州
で
は
、
E
類
、
紡
錘
形
が
主
流
と
な

る
。
C
類
、
半
月
形
直
線
刃
は
、
山
東
よ
り
、

龍
山
文
化
の
波
及
し
た
辺
境
地
帯
に
ひ
ろ
が

り
、
長
江
下
流
で
、
B
類
、
D
類
が
交
錯
す

る
。
の
ち
に
の
べ
る
が
、
長
江
下
流
地
域
で

は
、
B
類
は
、
C
類
、
D
類
よ
り
も
古
い
時

期
に
属
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
D
類
、
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半
月
形
多
轡
刃
は
、
長
江
下
流
の
ほ
か
、
南
朝
鮮
に
一
般
的
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
北
朝
鮮
で
は
、
B
類
・
C
類
の
直
線
刃
の
石
庖
丁

が
多
い
。

　
分
布
図
に
見
る
よ
う
に
、
台
湾
の
先
史
時
代
遺
跡
よ
り
は
、
五
類

に
わ
け
た
す
べ
て
の
型
式
が
出
現
し
て
い
る
。
国
分
直
一
に
よ
れ
ば
、

B
類
、
長
方
形
は
縄
蒲
文
を
も
つ
紅
毛
に
と
も
な
っ
て
出
土
し
、
比

較
的
古
い
文
化
に
属
す
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
台
湾
に
お
け

る
先
史
文
化
の
編
年
が
い
ま
だ
確
立
せ
ず
、
大
陸
の
先
史
文
化
と
の

関
係
を
不
明
確
な
現
状
で
は
、
台
湾
に
お
け
る
石
庖
丁
は
さ
ま
ざ
ま

の
型
式
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
に
と
ど
め
、
型
式
ご
と
の
歴
史
的
前

後
関
係
は
の
ち
の
問
題
と
し
て
残
し
て
お
く
。
国
分
に
よ
れ
ば
、
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

湾
に
お
い
て
石
庖
丁
と
結
び
つ
く
作
物
は
稲
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
い
ま
ま
で
ふ
れ
な
か
っ
た
日
本
の
石
庖
丁
の
分
布
を
概

観
し
て
み
よ
う
。
大
陸
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
本
論
文
の
趣
旨

な
の
で
、
日
本
と
大
陸
の
橋
わ
た
し
を
す
る
半
月
形
外
轡
刃
の
型
式

し
か
分
布
図
に
は
記
入
し
て
な
い
が
、
日
本
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
型

式
が
、
地
域
差
と
時
代
差
を
も
っ
て
分
布
す
る
。

　
北
九
州
で
は
、
弥
生
式
時
代
最
古
の
時
期
よ
り
、
す
で
に
、
半
月

形
町
響
刃
二
孔
が
出
現
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
型
式
は

北
九
州
弥
生
式
時
代
の
前
期
に
盛
行
し
、
中
期
に
な
っ
て
も
そ
の
伝

統
を
た
も
つ
。
山
口
県
も
北
九
州
と
同
様
な
傾
向
を
示
す
。
北
九
州

の
中
期
に
は
、
少
数
だ
が
、
長
方
形
・
半
月
形
直
線
刃
∴
紡
錘
形
が

あ
ら
わ
れ
る
。
南
九
州
・
四
国
・
中
国
地
方
で
は
、
長
方
形
・
紡
錘

形
・
半
月
形
直
線
刃
の
型
式
が
み
ら
れ
る
α
瀬
戸
内
地
方
で
は
、
安

山
岩
製
の
打
製
石
庖
丁
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
両
端
に
紐
か

け
用
の
打
ち
欠
き
を
持
つ
も
の
が
多
い
。
仰
紹
文
化
の
打
製
石
庖
丁

が
、
一
面
に
も
自
然
の
二
面
を
の
こ
し
、
二
次
加
工
を
ほ
と
ん
ど
く

わ
え
な
い
の
に
た
い
し
て
、
瀬
戸
内
地
方
の
も
の
は
、
原
石
の
剥
離

性
を
充
分
利
用
し
、
礫
面
は
残
さ
ず
、
背
部
お
よ
び
両
側
に
細
心
な

二
次
加
工
が
く
わ
え
ら
れ
、
仰
紹
文
化
の
も
の
と
製
作
技
術
に
お
い

て
こ
と
な
る
。
打
製
石
庖
丁
の
分
布
す
る
地
域
で
も
、
小
数
な
が
ら

磨
製
の
紡
錘
形
の
も
の
を
出
土
す
る
。
宮
崎
県
で
は
、
磨
製
で
両
側

に
切
り
こ
み
の
あ
る
も
の
が
出
土
す
る
が
、
時
期
は
中
期
以
後
で
あ

る
。　

幾
内
で
は
、
前
期
に
は
半
月
盤
外
轡
刃
の
型
式
も
見
う
け
ら
れ
る

が
、
中
期
に
な
る
と
半
月
形
直
線
刃
の
も
の
が
盛
行
す
る
。

　
中
部
地
方
で
は
、
長
方
形
・
紡
錘
形
・
半
月
形
直
線
刃
が
あ
ら
わ

れ
る
が
、
伊
那
地
方
で
長
方
形
一
孔
の
も
の
が
多
く
出
土
し
て
い
る
。
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日
本
の
他
の
地
方
で
は
、
す
べ
て
毛
孔
が
原
則
で
あ
る
の
に
対
し
、

強
い
地
方
色
を
示
し
て
い
る
。

　
東
海
・
関
東
地
方
で
は
石
庖
丁
を
ほ
と
ん
ど
出
土
せ
ず
、
他
の
道

具
で
収
穫
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
東
北
地
方
の
仙
台
お
よ
び
福
島
平
野
で
、
北
九
州
と
お
な
じ
半
月

号
外
八
事
の
形
態
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
興
味
ぶ
か
い
問
題
で
あ
る
。

た
だ
し
、
時
期
的
に
は
、
も
ち
ろ
ん
北
九
州
の
も
の
よ
り
、
後
の
時

代
に
出
現
す
る
も
の
で
奄
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
短
か
い
時
期
に
、
か
な
り
の
動
的
変
化

を
と
げ
て
い
る
が
、
北
九
州
の
半
月
形
外
轡
刃
の
形
式
が
、
稲
作
の

伝
来
と
と
も
に
入
っ
て
き
た
大
陸
と
つ
な
が
る
日
本
の
最
初
の
石
庖

丁
で
あ
る
こ
と
は
、
時
期
的
に
も
、
ま
た
他
の
文
化
要
素
と
の
関
係

に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
る
。

三
、
時
代
的
な
変
化

　
前
章
で
の
べ
た
石
庖
丁
の
空
間
的
な
横
の
ひ
ろ
が
り
を
、
時
間
的

な
経
過
を
軸
と
す
る
縦
の
関
係
に
整
理
し
て
み
よ
う
。
石
庖
丁
と
な

ら
ぶ
も
う
ひ
と
つ
の
収
穫
具
で
あ
る
鎌
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
考
え

る
こ
と
と
す
る
。

　
仰
紹
文
化
の
主
な
作
物
が
粟
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
山
西
万
泉

荊
村
・
陳
西
酉
安
半
披
村
・
陳
西
華
県
柳
子
鎮
な
ど
の
遺
跡
か
ら
粟

の
出
土
す
る
こ
と
よ
り
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
仰
紹

遺
跡
よ
り
、
稲
の
圧
痕
の
つ
い
た
土
器
片
を
発
見
し
て
い
る
が
、
こ

の
土
器
が
仰
翻
期
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
が
も
た
れ
て
い
る

し
、
ま
た
こ
の
稲
粒
が
仰
三
期
の
も
の
と
し
て
も
、
南
の
モ
ソ
ス
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ン
地
帯
よ
り
運
ば
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
現
在
で
も
、
華
地
に
は
粟
・
黍
の
収
穫
の
と
き
、
太
い
蟹
田
を
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
て
、
穂
先
き
だ
け
を
摘
み
と
る
方
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

仰
潔
文
化
の
打
製
石
庖
丁
は
、
主
と
し
て
粟
の
穂
摘
具
と
し
て
使
用

さ
れ
た
も
の
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

　
つ
い
で
、
仰
翻
文
化
の
う
ち
に
、
長
方
形
一
孔
の
磨
製
石
庖
丁
が

あ
ら
わ
れ
る
。
両
側
に
切
れ
こ
み
を
も
ち
、
し
か
も
一
考
を
う
か
が

っ
た
異
形
品
が
ま
れ
に
出
土
す
る
が
、
こ
れ
は
型
式
学
的
に
は
、
両

側
に
打
ち
欠
き
を
も
つ
打
製
石
庖
丁
と
長
方
形
一
三
の
タ
イ
プ
の
中

間
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
図
式
ど
う

り
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
仰
独
文
化
の
う
ち
で
の
諸

遺
跡
の
時
間
的
前
後
関
係
が
わ
か
ら
な
い
の
で
確
言
を
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

108 （902）



日本稲作の系譜㈲（石毛）

　
両
側
に
打
ち
欠
き
の
あ
る
打
製
石
庖
丁
も
、
長
方
形
一
孔
タ
イ
プ

も
、
仰
紹
文
化
に
お
い
て
、
同
様
の
形
態
を
し
た
土
製
品
を
と
も
な

っ
て
い
る
。

　
廟
底
溝
第
二
期
文
化
と
よ
ば
れ
る
早
期
の
龍
山
文
化
で
は
、
ま
だ

打
製
石
庖
丁
お
よ
び
石
庖
丁
形
土
製
品
を
の
こ
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
同
遺
跡
の
第
一
期
文
化
と
よ
ば
れ
る
仰
詔
文
化
に
属
す
る

同
型
式
の
も
の
に
く
ら
べ
て
、
形
態
が
と
と
の
っ
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
。

　
つ
ぎ
の
、
河
南
龍
山
文
化
の
段
階
に
な
る
と
、
打
製
石
庖
丁
形
土

製
品
は
消
え
て
し
ま
う
が
、
長
方
形
一
孔
石
庖
丁
は
う
け
つ
が
れ
る
。

龍
山
文
化
で
は
、
長
方
形
二
孔
石
庖
丁
と
半
月
形
二
孔
石
庖
丁
の
二

黒
を
も
っ
た
型
式
が
出
現
し
、
龍
山
文
化
の
展
開
と
と
も
に
、
一
一
孔

石
庖
丁
は
周
辺
地
帯
に
も
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
。
龍
山
文
化
に
と
も
な

っ
て
、
新
た
に
登
場
す
る
収
穫
具
と
し
て
、
員
庖
丁
・
石
鎌
・
貫
鎌

が
あ
る
。

　
隠
庖
丁
は
、
中
国
考
古
学
で
は
蛙
刃
と
よ
ば
れ
、
ド
ブ
貝
の
類
の

殻
を
利
用
し
て
孔
を
あ
け
、
紐
か
け
を
つ
く
っ
た
予
言
具
で
あ
り
、

そ
の
形
態
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
石
庖
丁
の
型
式
を
そ
の
ま
ま
貝

に
う
つ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
貝
庖
丁
に
は
、
半
月
形
直
線
刃
ま
た
は
半
月
形
外
轡
刃
に
近
い
形

状
の
も
の
が
お
お
い
。
二
枚
貝
の
殻
の
形
よ
り
し
て
、
必
然
的
に
い

ず
れ
か
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
あ
る
い
は
半
月
形

直
線
刃
・
半
月
形
甲
羅
刃
の
石
庖
丁
の
起
源
と
関
係
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
龍
山
文
化
に
出
現
す
る
石
鎌
・
貝
鎌
が
中
国
の
遣
跡
で
は
石
庖
丁

を
と
も
な
っ
て
同
じ
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
ど

の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
必
然
的
に
穂
摘
を
必
要

と
す
る
栽
培
植
物
と
し
て
は
、
粟
・
黍
の
た
ぐ
い
の
桿
の
太
い
作
物

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
物
に
対
し
て
は
穂
摘
を
、
そ
の
他
の
作
物

に
対
し
て
は
鎌
を
使
用
し
て
根
刈
を
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
作
物

の
種
類
に
よ
る
収
穫
法
の
ち
が
い
が
、
二
種
の
収
穫
具
を
伴
害
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
満
州
で
高
梁
を
鉄
鎌
で
根
刈
り
ル
た
の

ち
、
　
あ
ら
た
め
て
穂
首
を
石
庖
丁
状
の
鉄
製
品
（
稻
刀
）
で
切
っ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
同
じ
作
物
を
二
種
の
道
具
を
用
い
て
収
穫
し

　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
鎌
の
存
在
を
も
っ
て
作
物
の
根
刈
り

に
直
ち
に
む
す
び
つ
け
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は

鉄
鎌
を
使
用
し
な
が
ら
稲
の
高
刈
り
を
行
な
っ
て
い
る
し
、
草
刈
り

用
の
道
具
と
し
て
鎌
が
使
用
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
も
あ
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る
。　

龍
山
文
化
の
石
鎌
は
、
半
月
形
に
轡
曲
し
て
、
現
在
の
草
刈
り
鎌

に
近
い
形
態
の
も
の
が
多
い
。
貝
鎌
に
は
、
溝
隠
に
鋸
歯
状
の
ギ
ザ

ギ
ザ
の
つ
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
貝
庖
丁
に
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
柄
を
つ
け
て
引
き
切
る
道
具
と
し
て
の
鎌
と
、
テ
コ
の
原
理

を
応
用
し
て
摘
む
道
具
と
し
て
の
貝
庖
丁
の
機
能
上
の
ち
が
い
を
あ
－

ら
わ
し
て
い
る
。
鋸
歯
状
の
黒
部
を
し
た
貝
鎌
は
、
鋸
鎌
の
最
初
の

形
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
聖
代
に
出
現
す
る
青
銅
製
の
鋸
鎌
は
、

貝
鎌
よ
り
う
け
つ
が
れ
た
原
理
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
甘
粛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
は
、
斉
家
期
に
な
っ
て
石
鎌
が
出
現
す
る
。

　
蒋
笑
初
は
江
蘇
の
原
始
文
化
を
四
つ
に
類
型
化
し
て
い
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
順
に
し
た
が
っ
て
中
原
東
南
方
の
石
庖
丁
を
観
察
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
類
型
と
さ
れ
る
も
の
は
、
山
東
の
典
型
的
龍
山
文
化
と
ほ
と

ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
り
、
城
子
崖
と
同
じ
よ
う
な
黒
陶
が
出
土
す
る
。

こ
の
類
型
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
野
州
高
津
廟
よ
り
は
、
半
月
形
直
線

刃
二
孔
の
石
庖
丁
が
出
土
し
、
城
子
崖
・
磐
城
鎮
と
同
じ
タ
イ
プ
を

示
し
て
い
る
。

　
第
二
類
型
は
、
い
わ
ゆ
る
青
蓮
岡
文
化
で
あ
り
、
黒
陶
の
ほ
か
に

紅
陶
を
多
く
出
土
し
、
紅
色
の
ス
リ
ッ
プ
を
か
け
、
彩
色
の
あ
る
も

の
も
発
見
さ
れ
る
。
彩
陶
の
影
響
も
う
け
た
一
種
の
土
着
文
化
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
類
型
に
い
れ
ら
れ
て
い
る
花
庁
村
お
よ
び
無
錫
仙

叢
書
よ
り
は
B
類
長
方
形
二
孔
を
、
無
黒
部
巷
よ
り
は
C
類
半
月
形

直
線
刃
二
黒
石
庖
丁
を
出
土
し
、
石
庖
丁
に
お
い
て
は
山
東
龍
山
文

化
と
同
様
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　
第
三
類
型
は
、
漸
江
龍
山
文
化
と
よ
ば
れ
る
も
の
と
同
じ
で
、
良

渚
鎮
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
黒
色
の
ス
リ
ッ
プ
を
か
け
た
整
美
な

黒
陶
お
よ
び
有
段
石
斧
、
石
鍼
な
ど
を
出
土
す
る
。
こ
の
文
化
に
属

す
る
守
山
栄
荘
よ
り
は
、
や
や
角
ば
っ
た
前
部
を
し
た
D
類
半
月
圏

外
轡
刃
二
孔
石
庖
丁
の
も
の
を
出
土
し
て
い
る
。

　
第
四
類
型
は
、
い
わ
ゆ
る
湖
熟
文
化
で
あ
り
、
砂
を
ま
じ
え
た
紅

陶
の
ほ
か
、
印
文
理
も
出
土
す
る
。
梯
形
の
扁
平
片
刃
石
斧
が
多
く
、

有
段
石
斧
も
と
も
な
う
。
青
銅
器
が
出
現
す
る
こ
と
が
、
こ
の
文
化

の
特
色
で
あ
り
、
銅
鎌
・
斧
・
青
銅
製
ナ
イ
フ
・
釣
針
な
ど
の
青
銅

製
晶
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
属
す
る
南
京
鎖
金
村
で
は

C
類
半
月
形
外
轡
刃
石
庖
丁
・
D
類
半
月
直
線
刃
石
庖
丁
の
二
型
式

を
出
土
す
る
が
、
半
月
形
外
轡
、
刃
の
出
土
例
の
ほ
う
が
多
い
、
や
は

り
、
間
じ
類
型
に
属
す
る
漸
霊
廟
興
銭
山
様
遺
跡
上
層
よ
り
は
、
半
月

形
外
壁
刃
二
八
個
、
半
月
形
直
線
刃
三
〇
個
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
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の
遺
跡
の
下
層
は
黒
陶
を
と
も
な
い
龍
山
文
化
の
影
響
が
み
ら
れ
る

が
、
下
層
よ
り
は
長
方
形
の
も
の
の
み
が
発
見
さ
れ
る
。
な
お
、
下

層
は
泥
炭
遺
跡
と
な
っ
て
お
り
、
稲
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
ど
が
注

　
　
　
㊧

意
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
、
遡
江
・
江
蘇
・
安
微
省
な
ど
の
長
江
下
流
デ
ル
タ
地
帯

の
遺
跡
は
、
い
わ
ゆ
る
台
形
遺
跡
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
お
お
く
、

現
在
で
は
水
田
を
ひ
か
え
て
数
メ
ー
ト
ル
高
い
小
丘
の
う
え
に
発
見

さ
れ
る
。
台
形
遺
跡
の
な
か
よ
り
稲
の
発
見
さ
れ
る
こ
と
よ
り
、
稲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
、
中
原
の
東
方
を
み
れ
ば
、
紡
錘
形
が
遼
東
半
島

に
出
現
す
る
。
遼
東
の
新
石
器
文
化
は
龍
山
文
化
と
関
係
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
時
期
的
に
は
周
末
ま
で
く
だ
る
と
考
え
ら
れ
る
貌

子
窩
高
麗
貫
乳
跡
の
時
代
ま
で
紡
錘
形
は
つ
づ
く
。

　
華
北
で
は
殿
代
に
な
る
と
、
河
南
七
里
鋪
の
股
代
早
期
遺
跡
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

長
方
形
一
孔
の
石
庖
丁
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
股
櫨

の
段
階
に
な
る
と
、
お
び
た
だ
し
い
数
量
の
石
鎌
が
発
見
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
の
に
く
ら
べ
て
、
石
庖
丁
は
非
常
に
す
く
な
く
な
る
。
龍
山
文
化

の
石
鎌
が
半
月
形
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
毅
代
の
石
鎌
は
非
常
に

直
線
的
な
も
の
に
な
る
（
第
一
図
3
）
。
数
量
は
す
く
な
い
が
、
青
銅

製
の
鋸
鎌
も
股
代
に
あ
ら
わ
れ
る
、

　
西
周
代
に
長
方
形
二
孔
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る
が
、
や
が
て
こ

の
型
式
は
、
現
在
の
民
俗
例
に
興
る
よ
う
な
鉄
製
品
に
変
化
し
て
ゆ

⑰
。

く　
朝
鮮
で
は
無
文
土
器
に
と
も
な
っ
て
石
庖
丁
が
発
見
さ
れ
る
が
、

櫛
目
文
土
器
と
一
撃
に
は
出
土
し
な
い
。
朝
鮮
の
南
北
で
型
式
が
異

な
る
こ
と
は
分
布
図
に
み
る
と
う
り
で
あ
る
。
石
剣
を
と
も
な
う
支

石
墓
よ
り
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
南
鮮
で
は
半
月
号
外
轡
刃
が

初
期
金
属
器
時
代
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、
稲
作
と
石
庖
丁

　
仰
翻
文
化
に
お
い
て
、
粟
の
穂
摘
具
と
し
て
成
立
し
た
石
庖
丁
は
、

や
が
て
磨
製
で
孔
を
も
つ
も
の
と
な
り
、
龍
山
文
化
と
と
も
に
各
地

に
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
。
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
属
す
る
長
江
中
・
下
流

で
は
、
新
石
器
時
代
に
す
で
に
稲
作
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
出
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

米
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
中
原
よ
り
伝
わ
っ
た
石
庖
丁
は
、
こ

の
地
方
で
は
稲
の
収
穫
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
同
じ
く
現
在
、
稲
作

地
帯
で
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
お
よ
び
、
中
国
の
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
よ
り

の
地
方
で
石
庖
丁
の
出
土
を
み
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
石
器
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使
用
の
こ
ろ
は
中
国
文
化
圏
の
外
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　
長
江
下
流
の
デ
ル
タ
地
帯
で
、
印
文
陶
や
有
段
石
斧
を
と
も
な
う

新
石
器
時
代
末
期
の
遺
跡
、
お
よ
び
金
属
器
の
登
場
す
る
延
年
文
化

の
遺
跡
の
時
代
に
な
っ
て
、
こ
の
地
方
で
特
徴
的
な
型
式
と
し
て
半

月
形
外
笹
色
石
庖
丁
が
生
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
型
式
は
稲
の
穂

摘
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
兜
虫
文
化
の
上
限
は
股
末
、
下

限
は
戦
国
時
代
に
く
だ
る
。

　
D
類
半
月
形
外
憩
刃
型
式
は
、
朝
鮮
南
部
に
多
く
分
布
し
、
日
本

へ
は
弥
生
式
時
代
の
は
じ
ま
り
に
稲
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
た
型
式
で

あ
る
。

　
稲
は
粒
形
に
よ
り
、
碍
本
型
（
国
℃
o
巳
。
ρ
）
、
ジ
ャ
ワ
型
（
怪
く
ρ
該
。
ρ
）
、

イ
ン
ド
型
（
H
昌
臼
。
帥
）
に
分
類
さ
れ
る
。
日
本
の
弥
生
式
時
代
よ
り
出

土
す
る
稲
は
日
本
型
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
南
朝
鮮
の
金
海
貝
塚
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
出
土
し
た
稲
も
日
本
型
で
あ
る
し
、
朝
鮮
の
在
来
種
に
は
日
本
型

が
お
お
い
。
長
江
中
、
下
流
よ
り
出
土
す
る
稲
の
品
種
に
日
本
型
が

　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
り
に
お
お
い
こ
と
、
現
在
長
江
下
流
地
域
で
は
日
本
型
が
お
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

栽
培
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。

　
安
藤
広
太
郎
は
稲
の
品
種
お
よ
び
そ
の
野
生
種
の
分
布
に
関
す
る

研
究
よ
り
、
日
本
の
稲
作
の
起
源
を
長
江
下
流
デ
ル
タ
地
帯
に
も
と

め
た
。
意
地
・
北
朝
鮮
を
へ
て
目
本
に
稲
が
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

前
に
主
流
で
あ
っ
た
意
見
は
、
南
北
両
鮮
に
お
け
る
稲
を
示
す
方
言

の
こ
と
な
る
こ
と
、
南
満
州
か
ら
北
鮮
に
か
け
て
稲
作
を
古
代
に
お

こ
な
っ
た
と
は
気
候
的
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
北
鮮
に
お
け
る
古

代
稲
作
の
証
拠
の
な
い
こ
と
よ
り
し
り
ぞ
け
る
。

　
長
江
下
流
・
南
朝
鮮
・
北
九
州
は
対
島
海
流
を
利
用
す
れ
ば
交
通

は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
あ
た
り
、
古
代
よ
り

稲
作
の
お
こ
な
わ
れ
た
こ
の
地
方
に
半
月
型
外
轡
刃
型
式
の
石
庖
丁

が
発
見
さ
れ
る
の
は
、
偶
然
の
結
果
で
は
あ
る
ま
い
。
わ
た
し
の
石

庖
丁
の
型
式
分
布
よ
り
す
る
研
究
も
、
安
藤
説
を
支
持
し
、
長
江
下

流
か
ら
南
朝
鮮
と
北
九
州
に
稲
作
が
伝
え
ら
れ
、
稲
に
と
も
な
っ
て

そ
の
収
穫
具
と
し
て
半
月
型
外
蛤
刃
石
庖
丁
が
分
布
し
た
と
考
え
る
。

①②

㈲
、
安
藤
広
太
郎
『
日
本
古
代
稲
作
雑
考
』
一
九
五
一

⑧
、
盛
永
俊
太
郎
ら
、
『
稲
の
日
本
史
』
　
（
全
五
巻
）
一
九
五
五
・
五
七
・
五

　
八
・
六
一
・
占
ハ
ゴ
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
日
本
の
稲
作
起
源
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
系
譜
論
は
上
記
一
一
書
に
紹
介
さ
れ

　
て
い
る
。

㈱
、
赤
堀
英
三
「
石
庖
丁
の
伝
播
」
　
（
『
考
古
学
』
一
1
5
・
6
）
　
一
九
三
〇

㈹
、
森
本
六
爾
、
　
「
石
庖
丁
の
二
型
能
幽
と
分
布
」
（
『
日
本
原
始
農
業
新
払
鋼
』
一

　
一
1
）
一
九
三
四
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◎
、
小
林
行
雄
「
石
庖
丁
」
　
（
『
考
古
学
隠
八
一
7
）
一
九
三
六

③
水
野
清
一
「
石
庖
丁
」
（
『
考
古
学
』
八
一
－
）
一
九
三
七

　
こ
れ
は
日
本
の
研
究
者
が
中
国
の
石
庖
丁
を
考
察
し
た
小
論
。

④
　
㈹
、
若
林
勝
邦
「
江
藤
正
澄
氏
所
蔵
の
石
庖
丁
ニ
ツ
キ
テ
」
（
『
人
類
学
雑
誌
』

　
　
　
3
9
）
一
八
九
〇

　
　
　
こ
の
論
文
が
石
庖
丁
と
い
う
名
称
を
公
表
し
た
最
初
で
あ
ろ
う
。

　
　
㈹
、
梅
原
末
治
『
鳥
取
県
下
に
於
け
る
有
史
以
前
の
遺
跡
』
一
九
二
〇

　
　
　
・
本
書
に
は
石
庖
丁
の
集
成
図
が
あ
げ
ら
れ
、
諸
本
の
石
山
庖
丁
が
中
国
・
朝
鮮

　
　
　
と
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

　
　
　
段
階
で
は
、
石
庖
丁
は
調
理
用
の
ナ
イ
フ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

⑤
㈲
、
↓
g
［
菊
こ
、
．
℃
。
窟
ご
鉱
8
。
・
即
冒
三
コ
入
の
鳥
巴
騨
蜜
§
σ
Q
呂
。
9
δ
コ
霞
一
．
．

　
　
　
（
『
東
京
帝
国
大
学
理
科
大
学
紀
要
』
3
6
i
4
）
一
九
一
四

　
　
⑧
、
8
臼
二
拶
、
弾
巳
。
ω
ン
岩
嵜
①
o
一
〇
α
q
5
話
ω
簿
国
浮
き
｝
o
讐
ρ
ご
㊦
ω
や
。
”
午

　
　
　
冨
餓
鬼
勺
円
①
三
ω
8
鼠
碧
㊦
ω
α
。
蚕
糞
ρ
＆
。
訂
δ
竃
①
工
象
。
昌
巴
、
．
（
『
東
京

　
　
　
帝
國
大
学
理
科
大
学
紀
要
』
3
6
1
8
）
一
九
一
五

⑥
㈲
、
｝
巳
。
誘
o
p
轡
。
二
．
．
害
ロ
守
ユ
楓
〇
三
ま
。
・
Φ
9
渥
母
。
．
．
（
中
華
遠
古

　
　
　
之
文
化
）
　
（
切
巳
一
銘
コ
。
｛
害
Φ
O
。
o
一
。
σ
q
一
。
巳
o
o
自
〈
建
。
｛
〇
三
8
窃
）
一

　
　
　
九
一
口
角

　
　
⑧
、
〉
コ
α
興
ω
。
戸
回
O
二
鴨
．
Ω
ρ
謡
目
窪
O
h
夢
①
嘱
Φ
＝
O
≠
・
国
再
診
、
．
一
九
二
三

　
　
◎
、
〉
巳
賃
ω
8
冒
轡
。
‘
．
、
切
。
ω
。
需
冨
ω
葺
。
筈
Φ
連
年
帥
ω
8
曙
。
｛
毎
の

　
　
　
〇
三
屍
器
．
、
　
（
切
巳
H
簿
ぎ
。
｛
芸
㊦
鼠
＝
ω
五
爵
。
｛
哨
母
－
国
p
ω
仲
Φ
諺
》
幹
7

　
　
　
ρ
三
鉱
。
ω
届
）
一
九
四
三

　
　
　
ア
ソ
タ
ー
ソ
ソ
の
石
庖
丁
に
関
す
る
見
解
は
、
◎
の
文
献
に
ま
と
ま
っ
て
い

　
　
　
る
。

⑦
安
志
敏
「
中
国
古
代
酌
石
刀
」
（
『
考
古
学
報
』
1
0
）
～
九
五
五
　

．

③
廟
底
溝
第
一
期
文
化
（
仰
紹
文
化
）
に
例
を
と
れ
ば
、
両
側
に
打
ち
欠
き
の
あ

　
る
も
の
幻
個
に
対
し
、
打
ち
欠
き
の
な
い
釘
製
晶
は
6
個
出
土
し
て
い
る
。
紐
を

　
か
け
る
た
め
の
設
備
が
ほ
ど
こ
し
て
な
い
だ
け
で
、
使
用
の
さ
い
に
は
や
は
り
両

　
側
に
紐
を
ま
わ
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
打
ち
欠
き
の
あ
る
も
の
と
な
い
，
も

　
の
は
共
存
し
、
時
期
的
前
後
関
係
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
⑦
の
文
献
に
、
映
西
・
長
安
・
開
端
荘
出
土
の
難
山
文
化
に
属
す
る
こ
の
種
の

　
磨
製
贔
の
写
真
が
あ
る
。

⑩
　
陳
西
雀
文
化
管
理
委
員
会
　
「
鳳
県
古
文
化
遺
跡
清
理
簡
報
レ
　
（
『
文
化
参
考
資

　
料
』
　
一
九
五
六
一
2
）

ゆ
　
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
「
禰
底
溝
興
三
里
諺
」
（
『
中
圏
田
野
考
古
学
報
告
集
．

　
考
古
学
専
刊
』
T
i
9
）
一
九
五
九

⑫
　
二
孔
間
の
距
離
と
は
、
孔
の
貫
通
部
で
の
最
短
距
離
を
示
す
。

⑬
饒
恵
元
「
略
論
長
方
形
有
孔
石
庖
丁
」
（
『
考
古
夷
弓
』
一
九
五
八
一
5
）

　
こ
の
論
文
で
、
七
孔
・
五
孔
の
大
長
方
形
石
庖
丁
は
、
柄
を
と
り
つ
け
て
使
用
し

　
た
工
具
で
あ
る
こ
と
が
考
証
さ
れ
て
い
る
。

⑭
南
京
博
物
館
「
蘇
州
和
鳥
脅
新
石
器
時
代
遺
跡
」
（
『
考
古
』
一
九
六
一
一
3
）

⑮
曾
昭
燥
「
試
論
湖
熟
文
化
」
（
『
考
古
学
報
』
一
九
五
九
i
4
）

⑯
安
志
敏
は
、
外
聲
刃
タ
イ
プ
の
石
庖
丁
が
農
具
で
あ
る
こ
と
を
う
た
が
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
る
。
か
れ
は
石
庖
丁
が
刃
先
を
上
下
に
回
転
運
動
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
摘
む
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
具
で
あ
る
こ
と
を
考
え
ず
に
、
穀
物
の
穂
首
を
引
き
切
る
、
あ
る
い
は
押
し
切
る

　
道
具
と
す
る
か
ら
、
藏
線
刃
な
い
し
は
内
薄
刃
の
も
の
だ
け
が
取
穫
具
と
し
て
用

　
い
ら
れ
た
と
す
る
結
論
に
み
ち
び
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
外
誤
脱
タ
イ

　
プ
が
農
具
で
な
い
と
す
れ
ば
、
江
南
や
北
九
州
で
明
確
に
作
物
に
と
も
な
っ
て
出

　
土
す
る
外
簿
刃
タ
イ
プ
の
石
庖
丁
の
解
釈
が
函
難
と
な
る
。
筆
者
論
文
（
上
）
「
稲

　
の
収
穫
法
」
参
照
。

⑰
国
分
直
　
「
台
湾
先
史
時
代
の
石
刀
」
（
『
民
族
学
研
究
』
2
3
1
4
）
一
九
五

　
九

⑱
㈲
、
楊
建
芳
「
仰
紹
文
化
的
数
個
問
題
」
（
『
考
古
』
一
九
六
ニ
ー
5
）

　
　
個
、
聯
島
誠
一
、
　
「
束
ア
ジ
ア
農
耕
社
会
に
お
け
る
二
つ
の
型
」
（
『
古
代
突
講
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腎



　
　
　
座
』
2
）
一
九
六
二

⑲
W
・
ワ
グ
ナ
ー
・
天
野
元
之
助
訳
、
『
中
国
農
講
臨
下
巻
第
二
草

⑳
水
野
清
一
、
「
石
鎌
」
（
『
考
古
学
』
八
…
8
）
一
九
三
七

⑳
　
甘
粛
博
物
館
、
「
甘
粛
古
文
化
遺
存
」
（
『
考
古
学
報
』
一
九
六
〇
」
2
）

⑳
將
讃
初
、
　
「
関
江
蘇
的
原
始
文
化
遺
跡
」
（
『
考
古
学
報
』
｝
九
五
九
1
4
）

⑱
　
漸
江
省
文
物
管
理
委
員
会
「
呉
興
銭
山
灘
第
一
・
第
二
次
発
掘
」
　
（
『
考
古
学

　
報
』
　
一
九
六
〇
一
2
）

⑳
　
た
と
え
ば
、
⑳
の
遺
跡
の
ほ
か
、
南
京
仙
姦
撒
下
鰹
よ
り
も
稲
と
石
庖
丁
が
と

　
も
な
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
江
蘇
省
文
物
管
理
委
員
会
　
「
江
蘇
無
錫
仙
姦
鰍
新
石
器
時
代
遺
跡
清
理
簡
報
」

　
（
『
文
物
』
参
考
資
料
一
九
五
五
一
8
）

㊧
黄
河
水
庫
考
古
工
作
隊
河
南
分
隊
↓
河
南
陳
県
七
星
鋪
上
代
遣
跡
的
発
掘
」

　
（
『
考
古
学
報
』
　
一
九
六
〇
1
1
）

⑳
㈹
、
李
済
「
股
櫨
有
刃
石
器
図
説
」
（
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
2
3
）
一
九
五

　
二

　
　
⑧
、
開
野
雄
「
股
王
朝
の
生
産
的
基
礎
」
（
『
中
圏
考
古
学
研
究
』
）
一
九
五
七

⑳
　
無
孔
で
背
部
に
張
り
出
し
が
あ
っ
て
紐
か
け
の
設
備
を
ほ
ど
こ
し
た
鉄
製
爪
鎌

　
が
黒
龍
江
省
の
遼
代
遺
跡
よ
り
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
石
庖
丁
の
原
理

　
が
鉄
製
贔
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

㊧
男
気
「
江
漢
平
原
新
石
器
時
代
紅
焼
土
中
的
稲
穀
考
査
」
（
『
考
古
学
報
』
｝
九

　
六
〇
…
2
）

㊧
　
㈲
、
浜
田
耕
作
・
梅
原
末
治
「
金
海
貝
塚
発
掘
調
査
報
告
」
（
『
大
正
九
年
度
古

　
　
　
蹟
調
査
報
告
』
1
）
一
九
二
三

　
　
㈹
、
直
良
信
夫
『
日
本
古
代
農
業
発
達
史
』
一
九
六
一

⑳
⑬
と
嬢
の
報
告
を
参
照
の
こ
と
、
な
お
、
銭
聴
器
よ
り
は
、
臼
本
型
と
イ
ン
ド

　
型
の
両
者
が
出
土
。

⑳
　
①
の
文
献
お
よ
び
、
盛
永
俊
太
郎
『
日
本
の
稲
』
一
九
六
二

⑫
　
浜
田
秀
男
「
イ
ネ
の
由
来
並
に
分
布
に
就
て
」
　
（
『
農
業
及
園
芸
』
1
0
1
7
・

　
8
）
［
九
三
五

　
こ
れ
は
、
華
北
・
北
鮮
・
南
鮮
ル
ー
ト
で
日
本
に
稲
が
伝
来
し
た
と
す
る
も
の
の

　
う
ち
、
い
ち
ば
ん
総
括
的
で
、
考
古
学
の
結
果
も
と
り
い
れ
て
い
る
。
安
藤
説
に

　
聲
成
で
、
浜
田
説
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
永
井
成
三
郎
『
米
の

　
歴
史
』
一
九
六
三

石
庖
丁
資
料
表

一、

送
ｿ
表
の
項
目
は
、
ω
出
土
地
、
②
型
式
お
よ
び
出
土
数
宜
里
、
③
お
お
よ
そ
の
時

　
代
を
示
す
伴
出
遺
物
、
④
出
典
　
の
順
に
な
っ
て
い
る
。

二
、
A
は
打
製
石
庖
丁
、
B
は
長
方
形
、
C
は
半
月
形
直
線
刃
な
い
し
内
簿
刃
、
D
は

　
半
月
引
外
簿
刃
、
E
は
紡
錘
形
の
型
式
を
示
す
。
C
、
D
、
E
の
型
式
で
は
二
四
が
一

　
般
的
で
あ
る
の
で
、
特
に
断
わ
っ
て
い
な
い
限
り
は
、
二
孔
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。

　
一
孔
の
も
の
を
も
伴
う
場
合
に
は
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
ら
ぬ
よ
う
、
二
孔
と
書
い
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

　
る
場
合
が
あ
る
。

三
、
石
庖
丁
の
ほ
か
に
、
石
庖
丁
形
貝
製
品
、
貝
鎌
、
石
庖
丁
形
土
製
鹸
、
石
鎌
の
収

　
穫
具
を
伴
出
し
た
場
合
は
附
記
し
た
。

四
、
原
則
と
し
て
、
写
翼
、
あ
る
い
は
実
則
図
で
型
式
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
、
わ

　
た
し
が
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
に
資
料
を
限
っ
た
。

五
、
　
一
線
ま
た
は
二
孔
と
君
か
れ
て
い
る
の
は
、
破
片
の
た
め
孔
の
数
が
不
明
確
の
も

　
の
で
あ
る
。

六
、
（
）
の
な
か
に
示
し
た
数
字
は
出
土
数
量
を
示
す
。
破
片
の
た
め
型
式
を
決
定
で

　
き
ぬ
も
の
は
、
切
土
数
量
よ
り
は
ぶ
い
た
。
破
片
の
状
熊
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
多

　
い
こ
と
、
出
土
数
量
を
明
記
し
た
報
告
書
が
す
く
な
い
こ
と
、
一
つ
の
遼
跡
が
何
度

　
も
調
査
さ
れ
な
お
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
等
々
に
よ
り
、
石
庖
丁
の
型
式
を
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数
量
酌
に
比
較
す
る
こ
と
は
困
雑
で
あ
る
。
資
料
表
の
数
最
は
絶
対
な
も
の
で
は
な

　
く
、
一
応
の
目
や
す
と
し
て
見
ら
れ
た
い
。

七
、
〔
　
〕
の
な
か
に
示
し
た
数
字
は
、
出
典
を
旧
す
。
こ
の
数
字
は
資
料
表
宋
尾
に
あ

　
げ
た
文
献
リ
ス
ト
の
番
号
と
対
応
す
る
。

八
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
北
九
州
出
土
の
D
半
月
形
外
轡
刃
の
も
の
に
限
っ
た
。

九
、
資
料
表
番
号
、
3
0
、
3
1
、
3
2
、
9
5
、
7
8
、
7
9
、
8
0
、
0
4
、
0
6
、
の
も
の
は
分
布
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
⊥

　
よ
り
は
ぶ
い
た
。

河
南
省

1
　
臨
汝
・
大
張

2
　
豫
西
・
鼠
子

3
　
豫
西
・
水
溝
廟

4
　
豫
西
・
上
璃
店

5
．
豫
西
・
伊
川
土
門

6
　
芸
西
・
城
東

7
　
洛
陽
・
轡
型

8
．
栄
陽
・
河
王

9
．
纏
師
・
二
里
頭

1
0
．
溶
・
大
賓
店

1
1
．
池
・
仰
群
論

1
2
．
陳
・
七
里
鋪

A
（
5
）

AAAAA

仰
紹
晩
期
〔
1
〕

仰
溜
晩
期
〔
2
〕

仰
翻
晩
期
〔
2
〕

仰
紹
晩
期
〔
2
〕

仰
紹
晩
期
〔
2
〕

仰
酩
晩
期
〔
2
〕
．

A
（
1
7
）
B
一
孔
仰
紹
晩
期
〔
3
〕

B
一
孔
（
8
）
　
石
庖
丁
形
貝
製
品
（
2
）

　
竜
山
文
化
〔
4
〕

B
一
孔
（
多
数
）
　
石
鎌
　
竜
山
晩
期
よ
り

　
郡
代
〔
5
〕

B
一
孔
　
竜
山
文
化
〔
6
〕

B
一
孔
（
多
数
）
　
仰
紹
文
化
・
竜
山
文
化

〔
乙

B
一
孔
B
無
孔
B
鳥
翼
形
一
孔
（
合

　
計
2
3
）
石
鎌
（
1
3
）
　
石
庖
丁
形
貝
製
口
㎜

　
（
4
）
　
股
早
期
〔
8
〕

1
3
．
輝
・
琉
璃
閣

1
4
．
新
郷
・
瀦
王
墳

1
5
．
鄭
州
・
細
雷
村

！
6
．
堰
師
・
灰
騎

1
7
．
郷
州
・
洛
達
廟

！
8
．
鄭
州
・
二
里
岡

1
9
．
安
陽
・
殴
櫨

2
0
、
陳
・
廟
底
溝

2
1
。
陳
・
廟
思
事

2
2
。
陳
・
三
里
橋

　　　　　F　　－　　．　　一　　　　匿　　一　　‘　　一　　　匿　　臨　　臨　　曹　　一　　　．　　　冒　匿　　－’　曽　　“　　，　　7’

B
一
拳
（
3
）
　
石
鎌
（
7
）
　
毅
代
〔
9
〕

B
一
襲
B
無
孔
（
合
計
9
）
石
庖
丁
形
貝

製
品
（
1
）
石
鎌
（
5
）
股
代
〔
1
0
〕

B
一
身
C
一
葦
（
合
計
2
3
）
石
鎌
（
2
8
）

　
石
庖
丁
形
貝
製
品
（
8
）
　
貝
鎌
（
8
）

股
代
〔
1
1
〕

B
一
孔
　
股
代
〔
1
4
〕

B
一
孔
（
4
）
　
C
無
孔
（
1
）
　
極
悪
〔
1
3
〕

B
一
孔
（
！
）
　
B
一
．
孔
弧
状
断
面
（
1
）

　
石
鎌
（
6
5
）
　
股
代
〔
1
4
〕

B
一
孔
　
B
二
孔
　
C
二
半
　
E
二
孔
、

　
立
代
〔
1
5
〕
〔
1
6
〕

A
（
2
3
）
　
B
一
口
（
7
6
）
　
8
二
孔
（
1
）

　
第
一
期
文
化
石
庖
形
土
製
品
の
A
と
同

　
型
式
の
も
の
（
6
5
）
　
仰
翻
文
化
〔
1
7
〕

A
（
1
0
）
　
B
一
孔
（
！
8
）
、
D
一
撃
第
二
期

　
文
化
（
3
）
　
石
庖
丁
形
土
製
贔
の
B
一

　
孔
と
同
型
式
の
も
の
（
3
）
　
石
鎌
（
1
）

　
仰
紹
文
化
よ
り
竜
山
文
化
へ
の
う
つ
り

　
か
わ
り
の
時
期
〔
1
7
〕

A
（
9
）
　
石
庖
丁
形
土
製
晶
の
A
　
第
一

　
期
文
化
と
岡
型
式
の
も
の
（
7
）
　
同
B

　
一
孔
と
同
型
式
の
も
の
（
5
）
　
岡
C
一

　
孔
と
同
型
式
の
も
の
（
1
）
　
仰
紹
文
化

〔
1
7
〕

115　（909）
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2
3
．
陳
・
三
里
橋

　
山
西
省

2
4
，
渾
源
・
李
硲

2
5
．
大
原
・
義
井

2
6
。
大
同
・
雲
岡

2
7
。
夏
　
・
西
倉

2
8
．
古
　
・
雷
神
溝

2
9
．
茜
　
・
南
理
教

　
甘
粛
省

3
0
．
甘
粛
省
内

3
1
．
甘
粛
省
内

3
2
、
甘
粛
省
内

3
3
．
寧
定
・
円
嚇

3
4
．
臨
挑
・
寺
窪
肉

3
5
．
挑
沙
・
灰
嚇

3
6
．
蘭
州
・
曹
家
曝

即
．
蘭
州
・
西
菓
園

第
二
期
文
化
B
一
孔
（
1
0
）
　
石
庖
丁
形
土

　
製
品
の
B
一
孔
と
同
型
式
の
も
の
（
6
）

　
石
庖
丁
形
貝
製
晶
の
B
一
孔
と
同
型
式

　
の
も
の
（
！
）
　
貝
鎌
（
2
）
　
竜
山
文
化

　
〔
1
7
〕

A
仰
紹
文
化
〔
1
8
〕

B
「
孔
　
B
二
孔
　
（
合
計
9
）
　
石
庖
丁

　
埋
土
製
品
で
A
と
同
型
式
の
も
の
と
B

　
一
孔
の
も
の
（
合
計
2
2
）
　
土
製
鎌
（
1
）

仰
品
文
化
〔
1
9
〕

B
一
孔
　
仰
紹
文
化
〔
2
0
〕

B
一
孔
（
1
）
　
仰
翻
文
化
〔
2
1
〕

B
一
孔
（
1
）
　
新
石
器
時
代
〔
2
2
〕

B
一
孔
（
1
）
　
仰
紹
文
化
〔
2
2
〕

A
（
1
）
　
京
大
文
学
部
蔵

B
無
孔
（
1
）
京
大
文
学
部
蔵

E
破
片
二
孔
ら
し
い
（
1
）
京
大
文
学
部
蔵

A
（
1
）
仰
紹
文
化
〔
1
8
〕

A
（
1
）
　
B
二
孔
（
1
）
　
仰
紹
文
化
〔
1
8
〕

　
〔
2
3
〕

A
（
3
）
　
辛
店
文
化
〔
B
〕

A
（
1
）
　
仰
紹
文
化
〔
2
4
〕

B
一
炬
（
1
）
　
仰
翻
文
化
〔
2
4
〕

3
8
．
眠

3
9
．
臨
挑
・
半
山

4
0
．
武
山

4
1
．
朧
西

4
2
．
武
威
・
大
柊

4
3
．
武
威
・
皇
娘
台

4
4
．
心
安

4
5
．
山
丹
・
四
蠣
壌

4
6
．
民
勤
・
黄
点
井

4
7
．
永
登

　
険
西
省

0
0
．
　
汎

4
　
　
κ

4
9
．
華
・
柳
子
鎮

5
0
．
横
山
・
白
露
城

5
1
．
長
安
・
五
楼

5
2
．
長
安
・
鏑
京
観

5
3
．
宝
鶏
・
戴
家
令

5
4
．
府
谷
・
武
蘭
溝

5
5
．
長
安
・
濃
西

6
．
　
ト
忌
一

5
　
　
司
潟

57

汢
ﾆ
・
斉
家

AB
一
乳
（
1
）

A
ECBB　BBAε躍認藏
　　　　　　　新E四新B乙

仰
紹
文
化
〔
2
5
〕

仰
紹
文
化
〔
／
8
〕

仰
紹
文
化
〔
2
5
〕

仰
紹
文
化
〔
2
5
〕

仰
紹
文
化
〔
2
6
〕

　
　
石
鎌
　
斉
家
文
化

新
石
器
時
代
晩
期
〔
2
8
〕

四
煽
文
化
〔
2
9
〕

E
（
1
）
　
新
石
器
時
代
〔
2
0
〕

新
石
器
時
代
〔
2
0
〕

A
（
H
O
O
）
　
B
一
孔
　
B
隙
孔
A
で
一
肌

　
を
有
す
る
も
の
も
あ
り
　
仰
紹
文
化

　
〔
3
0
〕

A
・
B
孔
は
一
孔
か
二
孔
か
不
明
。
ア
ワ

　
出
土
　
仰
紹
文
化
〔
3
1
〕

BBBI3BBBB
イし孔孔子L孔孔lfL孔
　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　

11！22111）　　）　　 ）　　）　　）　　）　　）　　）

　
　
　
　
〔
1
6
〕

仰
紹
文
化
〔
2
2
〕

仰
翻
文
化
〔
2
2
〕

新
石
器
時
代
〔
2
2
〕

仰
紹
文
化
〔
1
8
〕

新
石
器
時
代
晩
期
〔
3
2
〕

股
代
〔
3
3
〕

西
周
代
〔
3
4
〕
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日本稲作の系譜的（石毛）

5
8
．
邪
　
・
下
孟

　
　
　
　
第
二
層

　
　
　
　
第
三
層

　
青
海
省

5
9
．
西
寧
・
寺
家
纂

6
0
．
貴
徳
・
羅
漢
堂

6
1
．
西
寧
・
朱
家
塞

　
河
北
省

6
2
．
龍
関
・
王
道

6
3
．
保
定

6
4
．
易
・
城
角
村

6
5
．
唐
山
・
大
山
城

6
6
．
張
家
口

6
7
．
信
陽
・
三
里
店

　
山
東
省

6
8
．
歴
城
・
城
子
崖

6
9
．
日
照
・
干
城
鎮

　
B
二
孔
B
無
孔
（
合
計
9
）

　
石
鎌
　
西
周
晩
期
ま
た
は
そ
れ
よ
り
や
や

　
　
く
だ
る
時
期
〔
3
5
〕

　
B
一
孔
　
B
二
孔
（
合
計
9
）
　
西
周
早
期

　
　
〔
3
5
〕

　
B
一
孔
（
工
）
　
仰
離
文
化
〔
3
6
〕

…B

z
鳥
羅
鵬
二
孔
鳥
翼
形

…・

�
E
鳥
翼
形
（
・
）
仰
灘
文
化
〔
B
〕

…
器
簗
の
背
（
－
）
7
〕

…
B
一
孔
（
－
）
〔
3
7
〕
〔
3
8
〕

　
B
二
孔
　
C
孔
の
数
不
開
　
C
石
庖
丁
形

　
　
貝
製
品
　
B
二
孔
石
庖
丁
形
貝
製
品

　
　
竜
山
文
化
〔
3
9
〕

　
B
一
孔
（
1
）
　
C
二
巴
〔
2
2
〕

　
C
一
孔
（
1
）
　
竜
山
文
化
〔
2
2
〕

　
C
（
3
）
石
鎌
（
5
）
石
庖
丁
形
貝
製
昴

　
　
（
3
）
貝
鎌
（
7
）
竜
座
文
化
〔
4
0
〕

　
B
無
孔
（
2
）
　
B
二
孔
（
3
）
　
B
破
片

　
　
（
1
）
　
C
（
1
）
　
石
鎌
（
3
）
　
D
　
竜

　
　
山
文
化
〔
4
1
〕
〔
4
2
〕
〔
1
5
〕

7
0
．
泰
安

7
1
．
益
都

7
2
．
臨
瀬

7
3
．
梁
山
・
青
湖
堆

7
4
．
済
南
・
大
辛
庄

7
5
．
平
陰
・
朱
家
路

　
江
蘇
省

7
6
．
志
州
∴
局
盲
溝

7
7
．
無
錫
・
許
巷

7
8
。
無
錫
・
仙
蒜
徽
下
層

7
9
．
南
京
・
北
陰
陽
営

　
　
　
　
　
第
四
層

　
　
　
　
　
第
三
層

8
0
．
南
京
・
鎖
金

8
1
．
南
京
・
書
崩
寺

8
2
．
南
京
・
安
懐

　
B
一
孔
（
1
）
〔
3
7
〕

　
B
一
孔
（
1
）
〔
3
7
〕

　
E
｝
孔
ら
し
い
（
1
）
　
石
庖
丁
形
貝
製
品

　
　
（
1
）
〔
4
3
〕

　
B
一
孔
ら
し
い
（
1
）
　
石
庖
丁
形
貝
製
品

　
　
（
1
）
　
貝
鎌
（
2
）
　
竜
山
文
化
〔
4
4
〕

　
B
一
孔
（
1
）
　
C
（
2
）
石
庖
丁
形
貝
田

　
　
品
（
1
1
）
　
石
鎌
（
1
3
）
　
股
代
〔
4
5
〕

　
B
P
（
2
）
石
鎌
（
8
）
貝
鎌
（
多
数
）

　
　
身
代
〔
4
6
〕

　
B
無
孔
（
1
）
　
B
二
孔
（
！
）
　
C
（
2
）

　
　
B
二
川
石
庖
丁
形
貝
製
品
　
竜
山
文
化

　
C
（
1
）
、
青
建
岡
文
化
〔
4
8
〕

　
B
二
孔
　
イ
ネ
出
土
　
青
蓮
岡
文
化
〔
4
9
〕

　
　
　
　
　
ノ

　
B
　
B
七
孔
の
も
の
　
青
蓮
岡
文
化
〔
5
0
〕

　
C
　
C
一
孔
、
D
　
D
一
向
討
議
文
化

　
　
〔
5
0
〕…

饗
曝
鱗
惑

…
態
畷
一
婦
〕
8117 （911）



8
3
．
新
折
・
花
庁
村

8
4
．
鞍
楡
・
下
輩
鰍

8
5
．
諌
壁
・
煙
袋
山

8
6
．
昆
山
・
栄
荘

8
7
．
蘇
州
・
金
瀦
激

　
断
碑
省

8
8
．
杭
州
・
菓
湖

8
9
，
杭
州
・
水
田
阪

　
　
　
　
　
下
層

　
　
　
　
　
上
層

9
0
．
呉
興
・
銭
山
濃

　
　
　
　
　
下
層

　
　
　
　
　
上
履

9
1
．
淳
安
・
選
賢

9
2
．
崇
徳
・
洲
泉
北
・
道
橋

9
3
．
杭
州
・
老
和
山

　
福
建
省

9
4
．
閾
北
・
娯
松
鉗

　　　　一　　t　　t　　t　　　・　　曾　　曾　　9　　¶　一　　甲　　一　　一　　一　　．

B
二
孔
、
青
蓮
岡
文
化
〔
9
9
ご

C
や
や
外
麹
刃
ぎ
み
（
／
）
　
　
竜
晦
文
化

〔
5
4
〕

C
無
封
小
形
（
1
）
　
竜
山
文
化
系
印
文
闘

　
も
伴
う
〔
5
5
〕

D
（
2
）
漸
江
竜
山
文
化
に
相
当
す
る

〔
5
6
〕

D
（
1
）
　
新
石
器
時
・
代
晩
期
〔
5
7
〕

B
二
孔
（
1
）
　
B
三
孔
（
ユ
）
　
印
文
硬
陶

　
を
伴
禺
〔
5
8
〕

B
一
孔
異
形
昂
　
イ
ネ
出
土
　
新
石
器
時

　
代
晩
期
〔
5
9
〕

B
二
孔
異
形
品
、
B
無
孔
、
春
秋
未
、

　
〔
5
9
〕

B
（
上
下
両
層
4
9
）

イ
ネ
出
土
　
竜
山
系
新
石
器
時
代
晩
期

　
〔
6
0
〕

C
〔
8
0
〕
　
D
（
2
8
）
　
湖
熟
文
化

C
三
孔
（
1
）
　
D
（
／
）
　
湖
熟
文
化
フ
・

　
〔
6
1
〕

D
（
1
）
　
〔
6
1
〕

B
二
孔
　
D
漸
江
竜
山
文
化
〔
6
1
〕
〔
6
2
〕

B
二
孔
　
新
石
器
時
代
　
印
紋
硬
陶
・
有

9
5
．
閾
北
・
明
山

9
6
．
福
州
・
浮

9
7
．
光
沢

　
広
東
省

9
8
．
宝
安
・
蝉
地
山

　
湖
北
省

9
9
．
折
春
・
易
象
山

お
9
石
門
・
石
家
河

　
湖
南
省

δ
一
．
安
仁
・
南
坪

　
江
西
省

回
O
卜
。
．
清
江
・
菅
盈
画

一
〇
Q
。
’
顎
脚
・

　
段
石
斧
を
伴
う
〔
6
3
〕

C
無
配
小
形
赫
　
新
石
器
上
代
　
印
文
園

　
陶
有
段
暦
斧
を
伴
う
〔
6
3
〕

B
一
孔
（
1
）
　
石
庖
丁
形
土
製
晶
で
雷
文

　
の
あ
る
も
の
（
工
）
　
印
文
硬
陶
を
伴
う

　
〔
6
4
〕

B
二
孔
　
E
印
文
陶
を
伴
う
〔
6
5
〕

う
ノコ

66
㌧＿ノ

B

孔
へ1

）

印
文
陶
・
有
段
石
斧
を
伴

B
一
刀
B
無
孔
D
一
半
（
1
）
（
合
計

　
1
1
）
、
漸
江
竜
山
文
化
に
近
い
〔
6
7
〕

B
｝
孔
（
1
）
　
新
石
器
時
代
　
イ
ネ
出
土

　
〔
6
8
〕

B
無
孔
B
一
孔
（
合
計
3
）
新
石
羅
時

代
晩
期
〔
6
9
〕

1
3
一
孔
　
B
二
孔
　
B
三
舞
（
合
計
5
9
）

　
新
石
器
時
代
晩
期
（
戦
羅
時
代
の
前
期

　
に
あ
た
る
）
〔
7
0
〕

B
～
孔
（
5
）
　
B
二
孔
（
2
0
）
　
B
｝
ま
た

　
は
二
孔
に
な
る
破
片
（
6
）
　
C
一
纏

　
（
5
）
新
石
器
晩
期
〔
7
1
〕
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日本稲作の系譜㈲（石毛）

　
内
蒙
古

一
躍
．
赤
峰
・
紅
山
後

　
　
　
　
　
第
二
住
地

　
　
　
　
　
第
一
住
地

一
〇
9

一
8
．

δ
刈
．

一
〇
G
Q
．

δ
O
．

一
回
9

一
一
一
冒

赤
峰
・
夏
家
店

喀
嘲
沁
右
旗
葉
組

五
台
皮

霜
頭

旧
緩
遠
省
内

包
頭
・
転
龍
蔵

清
水
河
・
白
泥
密
子

回
誌
冒
赤
峰
・
鳥
蘭
喰

目
ω
．
林
西

鷺
曲
藻
平
北
丘
陸

　
遼
寧
省

一
脹
●

一
一
①
●

は
S

一
H
O
。
．

一
一
り
．

桓
仁
・
孔
家
街

鞍
東
・
慶
雲
寺

出
庫
倫
（
鞍
棄
）

旅
順
・
大
台
山

営
城
子
・
文
家
屯

　
C
（
4
）
　
E
（
2
）

　
薪
石
器
時
代
〔
7
2
、
｝

　
C
（
2
）
E
（
3
）
戦
国
時
代
に
相
轟
す

　
　
る
時
代
〔
7
2
〕

　
C
（
1
）
　
股
代
に
相
当
す
る
時
期
「
7
3
一

　
C
（
1
）
B
破
片
（
4
×
7
4
）

　
B
　
C
〔
7
3
〕

　
B
一
孔
（
2
）
　
京
大
文
学
部
蔵

　
B
一
孔
弧
状
断
面
の
も
の
（
1
）
京
大

…
糠
化
細
驚
讐

…B

J
蘇
D
簸
鍵
翫

…
c
蚊
批
（
3
）
〔
π

…
C
削
孔
（
1
）
〔
2
2
〕

　
E
（
！
）
〔
7
8
〕

　
B
（
1
）
　
新
石
羅
時
代
〔
7
9
〕

C
（
1
）

E
（
1
）

E
（
3
）

E
（
－
）

テ
〕〔

8
0
〕

新
石
器
時
代
「
国
学
院
大
三
蔵

新
石
器
時
代
〔
8
1
〕

お
ρ
営
城
子
・
前
牧
城

誌
ピ
旅
順
．
老
鉄
山

這
卜
。
．
旅
頽
・
文
家
屯

一
ト
。
。
。
●
旅
順
・
郭
家
屯

』
臥
⊃
藤
●
旅
順
・
大
孤
山

誌
笥
■
旅
順
・
羊
頭
窯

郎
O
．
號
子
離
・
単
帯
子
島

　
　
　
　
　
　
高
麗
塞

お
S
亮
甲
店
、
望
海
禍

お
。
。
’
大
連
．
浜
町
r

お
P
洪
子
東

一
。
。
一
●
旅
大
市
・
引
子
山

　
黒
龍
江
省

一
圏
甲
慶
安
・
牛
場

　
吉
林
省

一
ω
。
。
噸
新
京
・
衛
戌
病
院

鵠
F
江
北
・
土
城
子

お
㎝
●
注
清
・
百
草
溝

B
二
孔
（
1
）
　
E
（
1
）
　
国
学
院
大
学
蔵

B
二
孔
（
2
）
C
（
4
）
E
（
5
）
新
石

　
器
時
代
　
京
都
国
立
博
物
館
蔵

B
二
孔
へ
一
）
　
國
学
院
大
学
蔵

C
無
孔
（
1
）
　
天
理
参
考
館
蔵

E
（
1
）
　
京
都
国
立
博
物
館
蔵

B
無
孔
（
i
＞
　
B
二
孔
（
1
）
　
E
（
1
7
以

　
上
）
紙
石
器
時
代
〔
8
2
〕

D
（
1
）
　
E
（
7
以
上
）
　
新
石
器
時
代

　
〔
8
3
〕

B
二
孔
（
1
）
　
E
（
8
以
上
）
新
石
器
時

　
代
晩
期
金
属
器
を
伴
う
　
戦
国
・
漢
代

に
あ
た
る
〔
8
3
い

C
（
2
）
　
E
（
4
）
　
新
石
羅
時
代
〔
8
2
〕

E
（
1
）
　
B
二
孔
（
1
）
　
D
（
1
）
　
新
石

　
器
時
代
〔
8
2
〕
〔
8
4
〕

D
（
ユ
）
　
新
石
器
時
代
〔
8
5
〕

£
（
1
）
　
新
石
器
時
代
町
8
6
〕

E
（
ユ
）
　
新
石
器
時
代
〔
8
7
〕

B
二
孔
（
1
）
　
新
石
器
時
代
〔
8
8
〕

C
（
9
）
　
新
石
器
時
代
〔
8
9
〕

B
一
孔
　
B
二
孔
　
C
一
戦
　
C
二
孔

　
新
石
器
時
代
〔
9
0
〕
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ド
ω
①
●
吉
林
・
騒
達
溝

　
域
鏡
北
道

一
ω
刈
．
瀧
無
難

お
。
。
．
会
寧
附
近

一
ω
P
会
寧
城
外

置
ρ
会
寧
附
近
新
奥
洞

一
仁
亀
会
寧

置
P
会
寧
・
姻
壱
外

ド
蒔
ω
●
会
寧
・
八
乙
面

囲
髭
．
上
下
三
峰

一
犠
．
防
垣
鎮

置
ρ
鐘
城
・
渡
関
鎮

一
ミ
巳
闘
坪
．

置
。
。
．
鐘
城
・
下
三
峯

鼠
り
．
会
寧
・
沙
乙

一
朝
O
・
会
寧
・
五
洞

一
日
・
応
興
・
雄
基

D
二
孔
〔
2
2
〕

C
一
孔
B
無
文
土
器
を
伴
う
新
石
器

時
代
〔
9
1
〕

B
一
孔
（
3
）
　
京
大
文
学
部
蔵

。
一
孔
（
1
）
　
京
大
文
学
部
蔵

B
二
孔
（
1
）
　
B
一
ま
た
は
二
孔
（
！
）

　
〔
9
1
〕

B
一
孔
（
6
）
〔
9
2
〕

B
無
孔
〔
9
1
〕

E
二
孔
あ
る
い
は
C
に
す
べ
き
か
（
／
）

　
〔
9
1
〕

E
三
孔
の
も
の
を
一
つ
含
む
（
3
）
　
刃
部

　
は
直
線
的
　
B
一
孔
（
1
）
　
無
文
土
器

　
を
伴
う
　
新
石
器
時
代
〔
9
1
〕

C
（
3
）
　
無
文
土
器
を
伴
う
　
新
石
器
時

　
代
〔
9
1
〕

B
無
孔
（
1
）
　
B
一
山
（
2
）

B
二
孔
（
1
）
〔
9
3
〕

B
二
孔
（
1
）
〔
9
3
〕

E
（
1
）
　
C
（
1
）
〔
9
3
〕

B
一
ま
た
は
二
孔
（
2
）
　
京
大
文
学
部
蔵

B
畑
中
（
2
）
　
B
．
二
十
（
1
）
　
B
一
孔

　
（
1
）

B
一
孔
　
B
二
孔
　
総
督
府
博
物
館
旧
蔵

　
平
安
北
道

一
器
●
江
海
・
公
貴
里

　
平
安
南
道

属
。
。
．
大
同
江
・
吉
林
里

一
算
．
平
壌
附
近

｝
翻
●
龍
岡
・
梅
山
里

窃
9
大
同
・
林
泉
南
四
里

　
黄
海
道

一
鵯
．
股
栗
・
雲
上
里
蝶
石

　
江
原
道

嵩
。
。
．
春
川
・
新
北
・
泉
田
里

一
紹
．
春
川
・
新
南
退
漢
里

一
③
9
江
差
・
城
軍
事
ま
た
は

　
　
江
東
面

一
曾
．
江
陵
・
細
工
・
雲
亭
里

H
①
卜
。
■
嚢
陽
・
巽
陽
・
衰
年

H
①
ω
．
通
川
・
通
川
・
鉢
山

H
①
F
高
城
・
梧
岱
・
巨
津
里

　
本
革
道

H
①
q
．
広
州
・
九
里
面
入
寺
里

一
①
9
仁
川
郊
外

〔
9
8
〕

孔
　2

x
94

〕

B

孔
　1

）

C

孔
異
形
品

　1

）

D
（
2
）
　
大
形
品
　
京
大
文
学
部
蔵

B
一
孔
（
ユ
）
　
D
（
3
）
〔
9
6
〕

D
未
成
贔
（
1
）
　
京
大
文
学
部
蔵

D
（
1
）
〔
9
8
〕

D
（
ユ
）
〔
9
8
〕

D
（
1
）
　
支
墓
よ
り
石
剣
を
伴
い
出
土

　
〔
9
7
〕

B
二
孔
（
1
）

D
（
1
）
〔
9
7
〕

B
二
孔
（
1
）

E
（
1
）
〔
9
7
〕

E
（
1
）
〔
9
9
〕

D
（
1
）
〔
9
9
〕 石

剣
を
伴
う
〔
9
7
〕

E
（
1
）
〔
9
7
〕

E

D
（
ユ
）
　
無
文
土
器
を
伴
う
新
石
器
時
代

　
口
卜
。
ご

D
（
」
）
〔
9
8
〕
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日本稲作の系譜的（石毛）

　
忠
清
南
空

屋
刈
．
海
美
端
山

δ
。
。
．
扶
除
・
嶺
岩
羅
福

　
慶
尚
北
道

一　 一　 一日同一同HF一・‘一H一〇◎　N　N刈刈NNN、a¶N①o　り　GQN①㎝鳥ω【ONO①
慶
州

官
倉

慶
州
・
川
北
面
花
由
里

呂
州
・
川
北
面
神
堂
里

慶
州
・
川
北
面
神
堂
里

慶
州
・
川
東
面
食
政
里

離
州
・
川
北
面
花
山
藁

薦
山
・
兵
営
跡

蔚
山
・
下
降
将
蜆
里

扶
除
・
午
水
甲

扶
除
・
旧
衛
里

鐸
川
・
東
面

慶
江
南
道

一
。
◎
一
．

　
台

同
Q
。
b
。
・

H
o
。
ω
・

金
海
・
会
舘
里

湾台
北
・
円
山

台
盤
・
東
勢
・
庄
水
寮

．
E
（
1
）
〔
9
8
〕

D
（
1
）
〔
9
8
〕

異
形
石
庖
丁
（
2
）
京
大
文
学
部
蔵

D
（
2
）
　
京
大
文
学
部
蔵

E
（
1
）
　
京
火
文
学
部
蔵

D
（
1
）
揖
O
O
〕

D
四
川
（
1
）
〔
一
〇
〇
〕

E
（
1
）
〔
一
〇
〇
〕

D
（
1
）
　
九
大
文
学
部
蔵

D
（
1
）
　
京
大
文
学
部
蔵

D
未
成
品
ら
し
い
（
3
）
口
O
鱒
〕

三
角
形
二
孔

　
も
の
（
1
）
〔
H
O
卜
。
〕

三
角
形
二
孔
、

　
も
の
（
1
）
胃
O
卜
。
〕

三
角
形
二
孔
、

　
も
の
（
1
）
〔
一
〇
昏
⊃
〕

D
（
2
）
口
8
〕

B
二
孔
（
2
）
　
新
石
器
時
代
営
O
凸

B
一
ま
た
は
二
孔
（
3
）
　
C
一

　
二
孔
（
1
）
〔
9
3
〕

左
右
交
互
に
刃
を
つ
け
た

左
右
交
互
に
刃
を
つ
け
た

左
右
交
互
に
刃
を
つ
け
た

ま
た
は

同
。
。
F

｝
Q
◎
伊

一
〇
◎
①
．

同
。
◎
団
。

一
Q
。
○
◎
．

一
G
Q
㊤
噸

這
9

台
中
・
東
勢
・
庄
水
寮

基
隆
・
草
苓

清
水
漢
・
竹
山

意
中
競
馬
場

台
中
・
清
水

台
中
・
下
馬
腰

北
山
漢
・
大
馬
磯

お
一
．
門
中
・
水
底
寮

一
8
．

お
ω
・

一
漣
■

お
㎝
．

一
り
①
●

一
り
図
．

ム
ロ
中
・
大
田
」
漢
中
稲
撚
…
新

　
　
　
社

台
中
・
大
葉
漢
下
流
大

　
　
　
甲
東

台
東
・
都
讐

卑
南
大
漢
・
卑
南

鳳
山
丘
陵
・
懸
鼻
頭

台
爾
・
寿
山

B
二
孔
（
2
）
　
京
大
文
学
部
蔵

B
二
物
〔
9
3
〕

D
一
州
（
1
）
　
D
婁
孔
（
2
）
　
大
形
品
、

　
新
石
器
時
代
口
O
出

D
四
川
大
形
品
（
1
）
〔
目
O
凸

B
（
／
）
　
D
（
2
）
　
C
（
2
）
〔
δ
凸
　
新

石
器
時
代

B
二
孔
（
3
）
　
新
石
器
時
代
口
O
血

B
一
曲
（
4
）
B
二
親
（
9
）

　
B
無
孔
（
4
）
　
B
鳥
同
形
二
孔
（
1
8
）

　
B
鳥
翼
形
銀
側
（
1
）
　
石
鎌
（
3
）
　
新

　
石
器
時
代
〔
一
〇
凸
〔
瞬
O
呂

B
二
孔
（
4
）
　
B
破
片
（
5
）
　
B
三
目

　
（
1
）
　
B
鳥
翼
形
（
5
）
　
新
石
器
時
代

　
〔
一
州
〕

B
一
ま
た
は
二
孔
（
1
）
口
O
色

A
（
2
）
貫
O
と

B
二
孔
（
7
以
上
）
　
C
一
箇
（
／
）
　
D
二

　
孔
（
1
）
　
新
石
器
時
代
〔
δ
凸

B
二
孔
（
1
）
　
新
石
器
時
代
〔
一
〇
凸

B
一
州
（
1
）
　
C
破
片
（
1
）
　
D
破
片

　
（
3
）
　
E
（
1
）
　
新
石
器
時
代
口
O
凸

C
一
肌
（
7
）
　
新
石
器
時
代
ロ
O
出
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6
。
。
9
高
雄
・
大
湖

一
り
㊤
．
台
南
・
三
本
木

賦
瀦
顔
康
丘
地
㎝

　
　
　
　
　
蕃
仔
田
濁
母
山
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

諜
麟
懸
雌
松
｝

b。

n
亟
■
大
安
渓
・
苑
襖

卜。

O
9
台
北
・
草
潔
青
山

トり

O
9
　
ム
ロ
｛
岡
・
斗
六

　
日
　
本

　
福
岡
県

鱒
O
刈
．
飯
塚
市
・
立
岩

卜。

n
。
。
・
筑
紫
郡
・
春
臼
町

　
　
　
　
　
　
須
玖
閥
本

8
⑩
．
筑
紫
郡
・
春
日
町

　
　
　
　
　
　
竹
ケ
木

卜。

g
O
．
福
岡
市
・
板
付

b。

黹
s
八
幡
市
・
高
槻

曽
卜
。
．
遠
賀
郡
・
水
巻
町

B
一
州
（
多
数
）
　
B
二
孔

　
特
代
鐙
O
心
，
一

C
一
山
【
1
　
謡
δ
ε

B
｝
孔
（
1
）

B
一
曲
（
3
）

C
一
州
（
1
）

　
代
ロ
O
凸

B
一
州
（
1
）

B
二
軸
（
1
）

　
ロ
O
凸

新
石
器
時
代

C
　
新
石
器

C
（
1
）
欝
O
薩
〕

B
二
線
（
！
）

C
破
片
（
1
）
　
新
石
器
時

B
破
片
（
1
）
口
O
ら

B
一
ま
た
は
二
孔
（
1
）

異
形
石
庖
丁
（
1
）

　
　
　
　
　
ロ
O
凸

B
一
ま
た
は
二
孔
（
1
）
〔
さ
と

D
三
孔
異
形
晶
　
（
1
）
鴛
O
①
〕

D
二
孔
（
多
数
）
〔
同
O
謡
〔
一
〇
。
。
〕
　
弥
生
式
時

　
代

D
二
孔
（
4
）
〔
H
O
⑩
〕
　
D
二
孔
（
1
）
口
H
O
〕

弥
生
式
時
代

D
（
5
）
弥
生
式
時
代
ロ
鷺
〕

D
（
8
）
　
弥
生
式
時
代
〔
H
H
卜
⊃
〕

D
（
多
数
）
　
弥
生
式
時
代
〔
ご
Q
。
〕

D
（
5
）
〔
一
に
〕
、
D
（
1
）
「
ご
呂
　
弥
生
式

・
纂
像
郡
締
気
葉
…

・。

ｵ
粕
屋
鄭
．
志
賀
島
　
…

隙　u
蝋
窟
…

　
佐
賀
県
　
　
　
　
　
　
　
…

、
一
ニ
ニ
巻
墓
郡
．
群
…

撫
市
．
伊
嚇

　
　
　
　
　
　
火
ノ
見
山

　
　
　
　
石
庖
丁
資
料
表
出
典

バ
ー
〕

　
　
掘
簡
報
」
　
（
『
考
古
』

〔
2
〕

　
　
（
『
考
古
』
一
九
六
一
i
一
）

〔
3
〕

　
　
古
轡
ず
報
』
　
一
九
｝
血
六
－
一
）

〔
4
〕

　
　
（
『
考
古
偏
一
九
六
一
一
二
）

〔
5
」

　
時
代

D
（
1
）

D
（
1
）

D
（
1
）

D
（
3
）

弥
生
式
時
代
口
蕊
〕

弥
生
式
時
代
〔
一
嵩
〕

弥
生
式
時
代
口
一
。
。
〕

弥
生
式
時
代
ロ
日
8

D
（
2
）
　
弥
生
式
時
代
〔
お
O
〕

D
（
2
）
　
弥
生
式
時
代
長
府
博
物
館
蔵

河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
河
南
臨
汝
大
張
新
石
器
時
代
遺
跡
発

　
　
　
　
　
　
　
一
・
乃
⊥
ハ
O
l
山
ハ
）

考
古
研
究
所
洛
陽
発
掘
隊
「
一
九
五
九
年
罫
書
六
経
調
査
簡
報
」

考
古
研
究
所
洛
陽
発
掘
隊
「
洛
陽
澗
浜
古
文
化
遺
跡
及
漢
墓
し
（
『
考

河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
河
爾
栄
陽
河
王
新
石
器
時
代
遺
跡
」

考
古
研
究
所
洛
陽
掘
隊
⊃
九
五
九
年
河
南
晦
師
二
里
頭
試
掘
簡

122 （916）



買本稲作の系譜（Tb（石毛）

　
　
報
」
　
（
『
考
古
学
報
‘
澗
一
九
六
〇
i
一
）

〔
6
〕
　
劉
耀
「
河
南
溶
嬢
大
贅
店
史
前
遺
跡
」
　
（
歴
史
語
言
研
究
所
専
巻
十

　
　
ゴ
一
、
　
牌
．
田
野
雌
、
5
古
報
此
口
」
　
一
）
　
一
九
三
六

〔
7
〕
　
2
乱
軍
。
。
・
。
o
p
廟
．
9
、
、
》
旨
一
事
ぢ
Ω
鼠
g
。
。
¢
〇
三
無
ぎ
、
、
『
中
華

　
　
遠
古
之
文
化
』
（
し
d
三
｝
簿
ぎ
　
。
暁
夢
Φ
　
0
8
ざ
σ
Q
8
a
Q
り
瓢
コ
、
Φ
団
　
。
h

　
　
Ω
首
ρ
）
δ
・
。
砿

〔
8
〕
、
黄
河
水
庫
考
古
工
作
隊
河
南
分
隊
「
河
南
上
県
七
里
鋪
商
代
遺
跡
的

　
　
発
掘
」
　
（
『
考
古
学
報
』
一
九
六
〇
－
一
）

〔
9
〕
　
考
古
研
究
所
『
輝
県
発
掘
報
告
』
（
『
中
国
田
野
考
古
学
報
告
集
』

　
　
一
）
一
九
五
六

〔
1
0
〕
　
河
南
省
文
物
工
作
隊
報
「
河
南
新
郷
三
王
墳
商
代
遺
跡
発
掘
報
告
」

　
　
（
『
考
士
H
帯
ず
報
』
　
一
九
詣
ハ
（
）
－
一
）

〔
珪
〕
　
河
南
省
文
物
工
作
隊
第
一
隊
「
鄭
州
細
雪
村
遺
跡
発
掘
報
告
」
（
聖
4
5

　
　
古
学
報
漏
一
九
五
入
…
三
）

〔
1
2
〕
　
河
南
省
文
物
工
作
隊
「
河
南
僖
師
灰
騎
遺
跡
発
掘
簡
報
」
　
（
『
文
物
』

　
　
一
九
五
九
－
一
二
）

〔
1
3
〕
　
河
南
省
文
物
工
作
隊
第
一
隊
「
鄭
州
洛
達
廟
三
代
遺
跡
試
掘
簡
報
」

　
　
（
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
七
一
一
〇
）

〔
1
4
〕
　
安
志
敏
「
一
九
五
二
年
秋
季
鄭
州
二
里
岡
発
掘
記
」
（
『
考
古
学
報
出

　
　
一
九
五
四
－
八
）

〔
1
5
〕
　
李
済
「
股
虚
有
刃
石
器
図
説
」
（
『
歴
史
語
言
研
究
五
三
刊
齢
二
三
）

　
　
一
九
五
二

〔
1
6
〕
　
水
野
清
一
「
石
庖
丁
」
　
（
『
考
古
学
』
八
一
一
　
一
九
三
七
）

〔
1
7
〕
　
考
古
研
究
所
「
廟
合
筆
与
三
里
橋
」
（
『
中
国
田
野
考
古
報
告
集
考
古

　
　
学
専
刊
緬
丁
種
九
）
　
一
九
五
九

〔
1
8
〕
　
≧
乙
。
話
。
・
9
ピ
い
9
．
．
カ
。
。
。
・
己
μ
霧
ぎ
ε
夢
。
牢
。
脚
μ
蜂
っ
昌
、
。
剛

　
　
窪
。
Ω
首
冨
。
。
。
、
．
（
ご
d
巳
一
。
9
＝
勲
爵
。
と
¢
。
・
。
戸
…
（
）
｛
葬
マ
鮮
病
笥
【
⇒

　
　
〉
三
一
（
完
三
¢
。
。
覇
）
一
詮
G
。

〔
1
9
〕
　
山
西
省
文
物
管
理
委
員
会
「
大
原
義
井
村
遺
跡
清
理
簡
報
」
（
馬
副
古

　
　
学
報
』
一
九
六
一
－
四
）

〔
2
0
〕
　
安
志
敏
「
大
同
雲
岡
附
近
的
新
石
器
時
代
遺
存
」
（
『
文
物
参
考
資

　
　
料
』
　
一
九
五
一
ニ
ー
五
・
六
）

〔
雛
〕
　
李
済
『
酉
陰
村
的
史
前
遺
存
』
一
九
二
七

〔
2
2
〕
　
安
志
敏
「
中
国
古
代
的
石
刀
」
（
『
考
古
学
報
』
十
　
一
九
五
五
）

〔
2
3
〕
　
夏
窟
「
臨
兆
寺
窪
山
発
掘
記
し
（
『
考
古
学
論
文
集
』
甑
4
5
古
学
専
刊
甲

　
　
一
四
）
　
一
九
六
一
　
“

〔
2
4
〕
　
夏
瀦
「
蘭
州
附
近
的
史
前
遺
存
」
（
『
考
古
学
論
文
集
』
考
古
学
専
刊

　
　
甲
一
4
）
　
…
九
六
～

「
2
5
〕
　
甘
粛
博
物
館
「
甘
粛
古
文
化
遺
存
」
　
（
『
考
古
学
報
』
　
一
九
六
〇
…

　
　
二
）

〔
2
6
〕
　
甘
爾
省
文
物
管
理
委
員
会
「
醤
粛
武
威
二
大
柊
附
近
的
両
個
新
石
器

　
　
時
代
遣
跡
」
　
（
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
五
－
一
一
）

〔
2
7
一
　
甘
粛
博
物
館
「
甘
食
武
威
皇
娘
台
遺
跡
発
掘
報
告
」
（
『
考
古
学
報
』

　
　
一
九
六
〇
1
二
）

〔
2
8
〕
　
伍
歩
雲
「
甘
粛
秦
安
県
新
石
羅
時
代
居
住
遺
跡
」
（
『
考
古
通
訊
』
一

　
　
九
五
八
一
五
）

〔
2
9
〕
　
安
志
敏
「
甘
餓
山
四
蟻
灘
新
石
羅
時
代
遺
跡
」
（
『
考
古
学
報
」
二
九

　
　
五
九
～
三
）

〔
3
0
〕
　
響
町
省
文
物
管
理
委
員
会
「
鳳
県
古
文
化
遺
跡
清
理
説
報
」
（
『
文
物

　
　
参
血
葡
資
料
』
　
一
九
五
六
ー
ム
一
）
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〔
3
1
〕
黄
河
水
庫
考
古
隊
華
県
隊
「
陳
西
華
県
柳
子
鎮
考
古
発
掘
簡
報
」

　
　
（
O
．
考
古
」
一
九
五
九
－
二
）

〔
3
2
〕
　
考
古
研
究
所
澄
西
発
掘
隊
「
挾
酉
長
安
灘
酒
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
』

　
　
一
九
五
九
－
一
〇
）

〔
3
3
〕
　
許
益
「
陳
西
華
県
股
代
遺
跡
調
査
」
（
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
七

　
　
一
三
）

〔
3
4
〕
　
陳
西
考
古
所
溜
水
隊
「
挾
西
鳳
翔
．
興
平
両
県
考
古
調
査
簡
報
」

　
　
（
『
考
古
』
一
九
六
〇
1
三
）

〔
3
5
〕
　
陳
西
考
古
所
脛
水
隊
　
「
陳
西
那
県
下
孟
子
遺
跡
発
掘
三
景
」
　
（
『
考

　
　
士
H
』
　
｛
九
六
〇
1
一
）

〔
3
6
〕
　
》
議
Φ
誘
。
。
o
P
｝
．
9
．
、
目
冨
ω
諦
①
O
h
O
ぎ
。
三
ρ
9
鉱
、
、
（
じ
む
巳
一
。
け
貯

　
　
O
h
普
①
竃
三
軍
巳
。
｛
閃
錠
自
陣
。
。
染
毛
〉
簿
5
巳
訟
¢
ω
嵩
■
）
旧
り
薩
α

〔
3
7
〕
　
水
野
清
一
「
石
鎌
」
（
『
考
古
学
』
八
…
八
）
　
一
九
三
七

〔
3
8
〕
　
水
野
清
一
門
北
支
那
新
石
器
特
代
の
問
題
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
．
二
ニ

　
　
一
一
一
）
　
一
九
三
二

〔
3
9
〕
　
河
北
省
文
物
管
理
委
員
会
「
河
北
唐
山
市
丈
山
城
遺
跡
発
掘
報
告
」

　
　
（
『
考
古
学
報
』
一
九
五
九
！
三
）

〔
4
0
〕
　
李
済
・
梁
思
永
ら
、
　
『
城
子
崖
』
一
九
三
四

〔
4
1
〕
　
劉
敦
慧
「
日
照
両
城
鎮
竜
山
文
化
遺
跡
調
査
」
（
『
考
古
学
報
』
一
九

　
　
五
八
－
一
）

〔
4
2
〕
　
山
東
省
文
物
管
理
所
「
日
照
県
両
城
鎮
等
七
個
遺
跡
初
歩
勘
査
」

　
　
（
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
五
一
｛
二
）

〔
4
3
〕
　
山
東
省
文
物
管
理
所
・
「
山
東
臨
瀦
斉
故
城
試
掘
簡
報
」
（
『
考
古
』

　
　
一
九
六
一
－
六
）

〔
4
4
〕
　
考
古
研
究
所
山
東
発
掘
隊
　
「
山
東
梁
山
青
湖
堆
発
掘
簡
報
」
　
（
『
考

画

　
　
＋
口
し
　
一
九
六
一
－
一
）

〔
4
5
〕
　
山
東
省
文
物
管
理
所
　
「
済
南
大
辛
庄
漸
漸
遺
跡
勘
査
紀
要
」
　
（
儲
．
文

　
　
物
し
一
九
五
九
－
一
）

〔
4
6
〕
　
考
古
研
究
所
山
東
発
掘
隊
　
「
山
東
平
陰
紋
家
橋
守
代
遺
跡
」
　
（
『
考

　
　
古
』
一
九
六
一
－
二
）

〔
4
7
〕
　
江
蘇
省
文
物
管
理
委
員
会
「
徐
州
高
皇
廟
遺
跡
清
理
簡
報
」
（
『
考
古

　
　
学
報
』
一
、
九
五
八
一
四
）

〔
4
8
〕
　
江
蘇
省
文
物
工
作
隊
　
「
江
蘇
無
錫
許
巷
新
石
器
時
代
遺
跡
」
　
（
『
考

　
　
古
』
一
九
六
一
一
八
）

〔
4
9
〕
　
江
蘇
省
文
物
管
理
委
員
会
「
江
蘇
無
錫
仙
蚕
鍛
新
石
器
時
代
遺
跡
清

　
　
理
簡
女
偏
　
（
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
五
－
八
）

〔
5
0
〕
　
南
京
博
物
院
「
南
京
市
北
陰
陽
営
門
一
・
第
二
次
発
掘
」
（
『
考
古
学

　
　
報
』
一
九
五
八
－
一
）

〔
5
！
〕
　
舜
換
章
ら
、
　
「
南
京
鎖
金
村
遺
跡
第
一
二
一
次
発
掘
報
告
鳳
（
『
考
古

　
　
学
報
』
一
九
五
七
レ
三
）

〔
5
2
〕
　
江
蘇
省
文
物
工
作
隊
大
悲
寺
工
作
組
「
南
京
西
岳
橋
大
山
岡
寺
遺
跡
的

　
　
発
掘
」
　
（
『
考
古
』
一
九
六
二
一
三
）

〔
5
3
〕
　
南
京
搏
物
院
「
南
京
安
懐
村
古
遺
跡
発
掘
業
報
篇
（
『
考
古
通
語
』
一

　
　
九
五
七
－
七
）

〔
5
4
〕
　
南
京
博
物
院
　
「
江
蘇
楡
新
石
器
時
代
至
漢
代
遺
跡
引
立
葬
」
　
（
『
、
考

　
　
古
』
一
九
六
ニ
ー
三
）

〔
5
5
〕
　
歩
換
章
・
張
正
祥
「
寧
鎮
山
脈
及
秦
潅
河
地
区
新
石
器
時
代
遺
跡
並

　
　
調
査
報
告
」
　
（
『
考
古
学
報
』
一
九
五
九
一
一
）

〔
5
6
〕
　
王
徳
慶
「
江
蘇
昆
山
栄
荘
新
石
器
時
代
遣
跡
」
（
『
考
古
』
一
九
六
〇

　
　
i
六
）
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〔
5
7
〕
　
南
京
博
物
院
「
蘇
州
和
呉
県
新
石
器
時
代
遺
跡
」
（
『
考
古
』
一
九
六

　
　
　
一
！
三
）

〔
5
8
〕
　
具
徳
彰
「
漸
江
杭
県
東
塔
柑
発
現
古
代
文
化
遺
跡
」
（
　
考
古
通
訊
』

　
　
　
一
九
五
七
－
一
）

〔
5
9
〕
　
漸
江
省
文
物
管
理
委
員
会
「
杭
州
水
田
阪
遺
跡
発
掘
報
告
」
（
『
考
古

　
　
学
報
』
一
九
六
〇
一
二
）

〔
6
0
〕
避
難
省
文
物
管
理
委
員
会
「
呉
興
銭
轡
議
遺
跡
第
一
・
第
二
次
発

　
　
掘
」
　
（
『
考
古
学
報
』
一
九
六
〇
一
二
）

「
6
1
〕
　
蒲
江
省
文
物
管
理
委
員
会
『
温
習
博
物
館
漸
騰
新
石
器
時
代
文
物
図

　
　
録
』
一
九
五
八

〔
6
2
〕
　
蒋
縫
初
「
杭
州
老
和
山
一
九
五
三
年
第
一
次
的
発
掘
」
　
（
『
考
古
学

　
　
報
』
一
九
五
八
－
一
）

〔
6
3
〕
　
福
建
省
文
物
管
理
委
員
会
「
野
島
建
曾
和
建
陽
新
石
器
時
代
遺
跡
調

　
　
査
」
　
（
『
考
古
』
一
九
六
一
－
四
）

（
6
4
〕
　
曾
凡
「
福
州
浮
村
遺
跡
発
掘
」
　
（
『
考
古
学
報
鵠
一
九
五
八
一
二
）

，
〔
6
5
〕
福
建
省
文
物
管
理
委
員
会
「
福
建
光
沢
薪
石
器
時
代
遺
跡
的
調
査
」

　
　
（
『
考
古
学
報
』
一
九
五
七
－
一
）

〔
6
6
〕
　
莫
稚
「
広
東
宝
安
新
石
器
時
代
遺
跡
調
査
回
報
」
（
『
考
古
通
訊
』
一

　
　
九
五
七
一
六
）

〔
6
7
〕
　
湖
北
省
文
層
管
理
委
員
会
「
湖
北
翌
春
易
家
山
新
石
器
時
代
遺
跡
」

　
　
（
『
考
古
学
報
』
一
九
五
八
－
一
）

〔
6
8
〕
　
「
湖
北
天
門
新
石
器
時
代
遺
跡
出
土
文
物
」
　
（
『
文
物
参
考
資
料
』
一

　
　
九
五
五
一
八
）

〔
6
9
〕
　
湖
南
省
搏
物
館
　
「
湖
南
安
仁
薪
石
器
時
代
遺
跡
試
掘
画
報
」
　
（
『
考

　
　
古
』
一
九
六
〇
…
六
）

〔
7
0
〕
　
江
西
省
文
物
管
理
委
員
会
「
江
西
清
江
菅
盤
里
遺
跡
発
掘
簡
報
」

　
　
（
『
考
古
』
一
九
六
二
一
四
）

〔
7
！
〕
　
江
薦
省
文
物
管
理
委
員
会
「
江
西
修
水
背
地
区
考
古
調
査
与
試
掘
」

　
　
（
『
考
古
』
一
九
六
ニ
ー
七
）

〔
7
2
〕
　
浜
田
耕
作
・
水
野
清
一
『
赤
峰
紅
山
後
』
　
（
東
亜
考
古
学
専
門
甲
－

　
　
六
）
一
九
三
八

〔
7
3
〕
　
考
古
研
究
所
内
蒙
古
発
掘
隊
「
中
蒙
古
赤
峰
覇
圧
廟
夏
家
店
遺
跡
に

　
　
就
て
し
　
翁
考
古
学
雑
誌
』
三
ニ
ー
一
）
一
九
四
二

〔
7
5
〕
　
内
蒙
古
自
治
区
文
物
工
作
組
「
内
蒙
古
自
治
区
発
現
的
細
石
器
文
化

　
　
遺
跡
」
　
（
『
考
古
学
報
』
一
九
五
七
－
一
）

〔
7
6
〕
注
字
平
「
内
蒙
古
清
水
河
県
白
泥
二
子
製
糖
新
石
器
時
代
遺
跡
」

　
　
（
『
文
物
』
一
九
六
一
－
九
）

〔
7
7
〕
　
八
幡
一
郎
「
熱
河
省
北
部
ノ
先
后
時
代
遺
跡
及
遺
物
」
（
『
第
～
飽
満

　
　
苫
承
学
術
調
…
査
研
湘
九
団
報
出
口
』
六
－
一
二
）
　
一
九
三
一
二

〔
7
8
〕
　
八
幡
一
郎
門
熱
河
省
南
部
ノ
先
央
時
代
遺
跡
及
遺
物
」
（
『
第
一
次
満

　
　
蒙
学
術
調
査
団
報
告
」
六
－
一
）
　
一
九
三
五

〔
7
9
〕
陳
大
為
「
桓
仁
県
考
古
学
調
査
発
掘
簡
報
」
　
（
『
考
古
』
一
九
六
〇
一

　
　
一
）

〔
8
0
〕
　
森
修
「
満
州
石
庖
丁
放
」
（
『
人
類
学
雑
誌
』
五
六
一
六
）
　
一
九
四
一

〔
8
1
〕
　
渡
辺
正
気
「
関
東
置
文
家
屯
の
石
器
」
　
（
『
九
州
考
古
学
」
　
三
・
四
）

　
　
一
九
五
八

〔
8
2
〕
　
水
野
清
一
ら
、
『
羊
頭
窪
』
　
（
東
亜
考
古
学
叢
日
並
－
三
）
～
九
四

　
　
二

〔
8
3
〕
　
浜
田
耕
作
『
猿
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