
朝
鮮
・
日
本
に
お
け
る
初
期
金
属
器
文
化
の
系
譜
と
展
開

【
要
約
】
弥
生
文
化
の
所
産
で
あ
る
青
銅
器
の
系
譜
を
追
求
す
る
た
め
、
本
論
で
は
銅
矛
を
と
り
あ
げ
た
。
中
国
で
は
段
後
期
に
、
蓄
に
両
耳
を
も
っ
銅
一

矛
が
出
現
す
る
。
し
か
し
西
周
以
降
、
中
原
お
よ
び
河
北
で
は
無
耳
有
穿
の
銅
矛
お
よ
び
戟
の
刺
部
が
主
流
を
し
め
て
い
る
。
一
方
春
秋
末
以
後
、
湖
南
一

を
中
心
と
す
る
江
南
地
域
で
は
翠
部
に
鼻
あ
る
い
は
環
耳
を
も
っ
矛
が
あ
ら
わ
れ
、
戟
は
形
づ
く
ら
ず
特
有
の
変
化
を
し
め
す
。
河
北
の
戦
国
時
代
青
銅
一

器
文
化
の
影
響
を

h

つ
け
て
銅
利
器
の
鋳
造
を
開
始
し
た
北
鮮
で
は
、
い
ぜ
ん
実
用
の
武
器
と
し
て
銅
矛
は
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
南
鮮
で
は
儀
器
化
一

の
き
ざ
し
が
み
え
る
。
弥
生
前
期
末
、
近
く
に
始
ま
る
日
本
の
青
銅
利
器
は
、
慶
州
を
中
心
と
す
る
朝
鮮
南
部
の
も
の
を
舶
載
し
、
以
後
南
朝
鮮
の
工
人
の
一

手
に
よ
っ
て
、
日
本
の
青
銅
利
器
の
鋳
造
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
鋳
造
と
い
う
利
点
を
十
二
分
に
活
用
す
る
こ
と
な
く
一
方
向
的
な
変
化
を
示
す
も
の
一

を

つ

く

り

つ

づ

け

、

弥

生

時

代

の

社

会

の

規

制

力

を

う

か

が

わ

せ

る

。

史

林

五

ニ

巻

一

号

一

九

六

九

年

一

月

一

こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
磨
製
石
器
に
つ
い
て
は
、
斯
江

・
江
蘇
地
方
と
南
朝
鮮
・
北
九
州
と
が
形
態
的
に
関
連
の
あ
る
こ
と

l
l
s
銅

矛

を

中

心

と

し

て

｜

｜
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じ

め

Iま

弥
生
文
化
の
成
立
に
関
し
て
、
稲
作
農
耕
、
土
器
、
青
銅
器
、
鉄

器
、
磨
製
石
器
等
の
系
譜
の
問
題
が
あ
る
。
本
論
で
は
青
銅
利
器
｜

と
く
に
銅
矛
ー
を
と
り
あ
げ
、
弥
生
文
化
の
系
譜
の
一
端
を
追
求
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
稲
作
農
耕
に
関
し
て
は
、
山
東
半
島
を
経

て
西
南
鮮
に
伝
え
ら
れ
、
さ
ら
に
日
本
へ
流
入
し
た
可
能
性
の
高
い

近

藤

喬

が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
土
器
・
鉄
器
に
関
し
て
は
、

い
ま
だ
明
確
な
解
答
、
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
青

銅
器
に
つ
い
て
結
論
か
ら
い
え
ば
、
弥
生
文
化
の
青
銅
利
器
の
祖
形

は
慶
州
を
中
心
と
す
る
朝
鮮
半
島
南
部
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
国

75 ( 75) 

産
銅
器
鋳
造
の
開
始
に
あ
た
っ
て
活
躍
し
た
の
は
、
南
朝
鮮
の
工
人



殿

後

期

西
間
中
期
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へ
第
一
図
説
明
）

1

小
也
横
一
一
一
一
丙
区

2

小
屯
E
一
六
円
坑

3
4

侯
家
荘
一

O
O
一
号
大
基

5

藤
井
有
隣
館
蔵
品

6

東
京
国
立
博
物
館
蔵
品

7

長
安
張
家
坂
二
二

O
号
墓

8

溶
県
辛
村
二
号
墓

9

袖
崎
県
辛
村
二
号
墓

日
溶
県
辛
村
二
九
号
墓

U

溶
県
辛
村
人
号
墓

M
M

晴
崎
県
辛
村
六

O
号
墓

日
長
安
張
家
城
二
一
入
号
墓

M

溶
県
辛
村
四
二
号
基

達
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。
で
は
文
化
複
合
と
し
て
の
弥
生
文
化
の

成
立
は
如
何
に
理
解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
関

し
て
は
な
お
今
後
の
検
討
を
待
ち
た
い
。

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

朝
鮮
・
日
本
の
青
銅
利
器
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
お
け

る
意
義
の
類
似
あ
る
い
は
相
違
を
知
る
た
め
、
最
初
に
中
国
の
青
銅

利
器
の
展
開
を
銅
矛
を
軸
と
し
て
検
討
し
て
お
く
。
ま
た
銅
矛
の
分

類
の
基
準
と
し
て
は
耳
の
有
無
等
、
着
柄
法
を
重
視
し
た
。

中
国
の
銅
矛
を
中
心
と
し
て

銅
矛
を
股
・
西
周
・
春
秋
・
戦
国
・
両
漢
の
各
式
に
わ
け
地
域
差

に
つ
い
て
も
考
慮
し
た
。
資
料
は
大
部
分
、
解
放
後
の
発
掘
に
よ
り

出
土
し
た
も
の
に
限
っ
た
。

日
殿
式
銅
矛

I
・
E
－

E
の
三
型
式
に
分
類
し
う
る
。

I
式

は
中
国
で
最
も
早
く
出
現
し
た
銅
矛
で
、
形
か
ら
い
え
ば
蓋
の
部
分

が
脊
と
な
り
鋒
ま
で
と
お
っ
て
お
り
、
撃
の
基
部
両
側
に
環
耳
が
つ

け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
小
屯
E
一
六
円
坑
出
土
利
（
第
一
図

2
）
と
侯
家
荘
一

O
O
一
号
大
墓
出
土
拘
は
、
塾
部
に
襲
整
紋
が
表

形
か
ら
み
る
と
小
屯
横
一
一
一
一
丙
区
出
土
九
（
第
一

出
さ
れ
て
お
り
、

図
1

）

よ
り
後
出
の
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
最
も
古
い
一
群
に

属
す
る
。
侯
家
荘
一

O
O
一
号
大
墓
で
は
無
胡
直
内
お
よ
び
有
霊
式

銅
文
と
伴
出
し
て
い
る
（
第
一
図
3
・4）。

E
式
は

I
式
よ
り
の
変
化
型
式
で
、
刃
部
が
撃
部
の
方
へ
の
び
両

耳
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
両
耳
は
い
ぜ
ん
環
状
の
形
を
と
ど
め
て

け
ぬ
が

京集
習授
藤尭
井掘
有資
隣料

書r
巷 i記
lロ、
中＠、
等」
H れ

見主
つよ
けてノ
ら壬
れ」

る ろ
見
つ

、ー、，
o

’v
・4

第

一
図
5
）
。

E
式
銅
矛
は
、

E
式
の
も
の
よ
り
、
さ
ら
に
型
式
変
化
を

示
し
て
い
る
。
両
耳
は
も
は
や
環
状
の
形
を
と
ど
め
ず
、
整
部
に
接

し
た
ひ
れ
状
の
部
分
に
双
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
第

一図
6
）
。
こ
の
類
の
矛
は
、
甲
骨
文
の
人
名
と
対
応
す
る
図
象
記
号

の
車
醜
銘
を
韮
部
基
部
に
鋳
出
す
る
も
の
が
多
数
を
占
め
、
特
定
集

団
と
武
器
の
形
式
と
に
関
連
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
含
ん

⑤
 

で
い
る
。
河
南
省
安
陽
大
司
空
村
の
股
墓
で
は
、
中
胡
二
穿
の
銅
文

( 77) 

等
が
出
土
す
る
墓
と
併
存
し
て
お
り
、

I
式
よ
り
型
式
的
に
も
時
期

'77 



的
に
も
後
出
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
、
殿
式
と
認
め
ら
れ
る
三
型
式
の
銅
矛
は
、
大
多
数
が
河
南

⑥
 

省
殿
虚
よ
り
出
土
し
、
わ
ず
か
に
鄭
州
と
か
輝
県
で
の
出
土
例
が
知

ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
遠
く
湖
北
勧
よ
り
の
出
土
が
報
告
さ

れ
て
い
る
が
殿
文
化
と
南
方
の
関
係
は
主
題
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
省

略
す
る
。
こ
れ
ま
で
成
分
分
析
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
と
、
ほ
と
ん
ど

③
 

錫
分
を
含
ま
ず
純
銅
に
近
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

⑨
 

何
西
周
式
銅
矛
隈
西
省
長
安
張
家
坂
二

O
四
号
基
で
は
、
段

式
銅
矛
I
式
に
類
似
す
る
矛
が
、
明
器
か
と
推
定
さ
れ
る
直
内
無
胡

の
銅
文
と
共
伴
し
て
い
る
。
土
器
形
式
よ
り
西
周
初
年
（
成
王
あ
る
い

は
康
王
代
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
矛
の
全
長
は
二
五
・
二
糎
で
段
式

銅
矛
と
か
わ
ら
ず
、
た
だ
身
部
が
基
部
の
二
倍
近
く
の
長
さ
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
異
な
っ
て
い
る
。
同
じ
張
家
坂
の
二
二

O
号
墓
で
は
、

霊
部
を
欠
損
し
て
い
る
が
、
脊
が
鋒
部
ま
で
と
お
り
両
刃
の
末
端
が

す
る
ど
く
三
角
形
に
と
が
っ
た
矛
が
出
土
し
て
い
る

（
第
一
図
7
）。

こ
の
類
の
矛
は
殿
式
の
矛
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
盗
掘
を
う
け
て
い

た
た
め
土
器
の
形
式
が
わ
か
ら
ず
、
西
周
代
の
い
つ
ご
ろ
の
も
の
か

は
不
明
で
あ
る
。

⑪
 

一
方
、
河
南
省
溶
県
辛
村
四
八
号
・
一
八
号
の
両
墓
か
ら
、
実
用

の
矛
が
出
土
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
記
述
の
み
か
ら
推
測
す
れ

( 78} 

ば
、
四
八
号
墓
出
土
矛
は
段
式
銅
矛
の
よ
う
に
身
部
の
幅
が
広
く
な

78 

く
、
ま
た
両
環
耳
も
な
く
、
む
し
ろ
後
に
の
ベ
る
春
秋
式
銅
矛
の
先

駆
型
式
か
と
お
も
わ
れ
る
。

矛
い
が
い
に
辛
村
で
は
、
二
号
・
八
号
・
二
九
号
・
四
二
号
の
各

墓
よ
り
三
種
類
の
銅
戟
が
出
土
し
て
い
る
。
戟
A
は
銅
矛
を
主
体
と

し
て
、
矛
の
身
部
中
央
片
側
に
、
支
の
援
状
の
刃
部
を
つ
け
た
も
の

で
あ
る
（
第
一
図
8
）
。
矛
の
盈
部
に
は
耳
が
な
く
目
釘
孔
が
あ
る
。

二
号
墓
で
直
内
無
胡
の
銅
文
と
伴
出
し
て
い
る
。
戟
B
は
二
穿
の
文

に
扇
平
な
矛
形
の
身
部
を
つ
け
、
文
の
上
蘭
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
一

穿
を
あ
け
た
も
の
（
第
一
図
9
）
。
二
号
・
八
号
墓
で
出
土
し
て
お
り
、

八
号
墓
で
は
短
胡
一
穿
の
文
と
共
伴
し
て
い
る
。
戟
C
は
ふ
つ
う
鈎

と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
二
穿
の
支
の
上
部
に
、
片
刃
の
扇
平
な
刃

部
を
つ
け
、
蘭
部
に
二
穿
を
あ
け
た
も
の
で
あ
る
（
第
一
図

m）
。
四

二
号
墓
で
は
、
直
内
無
胡
か
ら
中
胡
二
穿
ま
で
の
各
型
式
の
銅
文
と

共
存
し
て
い
る
（
第
一
図
日

l
M）
。
種
k

の
戟
の
試
作
段
階
と
考
え

ら
れ
る
。
辛
村
基
は
、
西
周
時
代
よ
り
東
周
初
年
に
わ
た
る
衛
国
の

貴
族
達
の
墓
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
二
号
・
八
号
・
四
二
号
墓
は
西

周
中
期
（
孝
・
夷
・
腐
・
宣
王
代
）
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
矛
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春
秋
前
期

1：：；ー汁
cr:1 11 

0---'-' 

春
秋
中
期

3 上村嶺競国1715号墓
7 河北唐山電神廟

上村嶺貌国1052号墓

江蘇六合程橋鎮

湖南寧郷

2 

6 

10, 11 

上村嶺貌国1747号墓

山西侯馬上馬村13号墓

安徽寿県茶侯墓

1 

4,5 

8,9 

の
出
土
し
た
十
八
号
墓
は
西
周
早
期

（
成
・
康
・
昭
・
穆
王
代
）

に
比
定
さ
れ
、

四
八
号
墓
の
年
代
は
出
土
地
域
よ
り
早

春期
秋（ 3）墓

E春品
整定
載さ

矛号
る西

周
晩
期
よ
り

（
紀
元
前
九
世
紀
初
頭
｜
紀
元

前
六
五
五
年
）

省

門
峡
市
上ー
村記

標高
音E
墓＼
地⑪
の河
矛南

が
あ
る
。
九
基
の
墓
よ
り
十
五
本
出
土

し
た
矛
は
、
身
部
の
幅
が
狭
く
て
、
全

長
の
長
い
も
の
と
（
第
二
図
1
）
、
幅
が

広
く
短
い
も
の
（
第
二
図
2
）
の
二
類
型

に
区
別
し
う
る
が
、

と
も
に
無
耳
で
目

釘
孔
を
韮
部
に
も
つ
こ
と
は
共
通
し
て

い
る
。
型
式
的
に
は
、
辛
村
四
八
号
墓

出
土
の
西
周
式
銅
矛
に
つ
な
が
る
可
能

性
が
大
き
い
。
盗
掘
さ
れ
て
い
な
い

O
五
二
号
・
一
七
一
一
号
・
一
八
一

O
( 79) 

号
の
各
墓
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
矛

79 



と
文
は
共
伴
し
て
い
る
が
、
出
土
状
態
よ
り
み
て
戟
を
形
づ
く
っ
て

い
た
と
は
雪
ロ
え
な
い
。
伴
出
し
て
い
る
銅
支
は
大
多
数
が
中
胡
三
穿

の
類
（
第
三
図
3
）

で
あ
る
。

と
く
に
一

O
五
二
号
墓
出
土
の
文
の

内
上
に
は
、

「
貌
大
子
元
徒
文
」
の
銘
が
あ
っ
て
、
墓
葬
の
性
格
、

年
代
を
知
る
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
河
南
省
郊
県
大
僕

⑫
 

郷
の
春
秋
墓
よ
り
は
、
多
数
の
銅
器
群
が
出
土
し
、
そ
の
中
に
無
耳

の
銅
矛
が
出
土
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
続
国
墓
地
出
土
矛
に
類
似
の

も
の
で
文
と
組
み
合
せ
て
戟
を
形
づ
く
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

⑬
 

次
に
山
西
省
侯
馬
鎮
上
馬
村
の
一
三
号
墓
出
土
の
矛
は
、
全
長
一

一
・
六
糎
で
委
部
に
措
置
整
紋
類
似
の
獣
面
を
飾
り
、
両
穿
を
有
し
て

い
る
。
脊
の
断
面
は
こ
れ
ま
で
の
矛
と
は
異
な
り
、

一
段
凸
出
し
た

鏑
部
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
出
土
状
態
よ
り
中
胡
三
穿
の
銅
文
と

組
み
合
せ
て
戟
を
形
づ
く
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
第
二
図
4
・
5
）
。

こ
の
墓
よ
り
出
土
し
た
庚
児
鼎
は
、
徐
王
庚
が
世
子
の
時
に
作
つ

た
も
の
で
あ
り
、
徐
国
が
紀
元
前
五
二
一
年
に
呉
国
に
亡
ぼ
さ
れ
た

後
、
会
盟
の
際
呉
国
よ
り
晋
園
に
賂
ら
れ
、
そ
の
ご
晋
国
の
大
夫
グ

ラ
ス
の
人
の
墓
に
副
葬
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
旬
。
墓
の
年
代
は
、

春
秋
中
葉
以
降
t

春
秋
晩
期
の
聞
か
と
お
も
わ
れ
る
。

同
じ
く
春
秋
晩
期
あ
る
い
は
戦
国
早
期
か
と
時
期
の
判
定
に
関
し

て
は
種
k

論
議
さ
れ
て
い
る
安
徽
省
寿
県
秦
侯
動
か
ら
は
、
二
つ
の

型
式
の
矛
が
出
土
し
て
い
る
。

I
式
（
第
二
図
9
）
は
全
長
一
三
糎
で
、

( 80) 80 

」
れ
ま
で
の
矛
と
同
じ
く
双
刃
で
あ
る
が
、

E
式
は
三
稜
式
で
、
塾

部
は
八
方
形
を
呈
し
、
差
上
に
幡
肱
紋
を
鋳
出
し
て
，
い
る
。
塾
部
に

E
式
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
が
准
南
市
茶

穿
は
な
い
（
第
二
図
8
）。

家
山
岡
越
家
孤
堆
二
号
動
で
も
出
土
し
て
お
り
、
寿
県
一
帯
で
の
特
有

な
銅
矛
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
同
じ
越
家
孤

堆
一
号
墓
よ
り
一
一
本
聞
出
し
て
い
る
矛
で
あ
る
。
全
長
は
二
三
｜

二
四
糎
で
、
脊
上
に
は
凸
出
し
た
三
稜
が
あ
り
、
華
口
は
内
湾
し
、

刃
部
と
直
交
す
る
謹
上
に
一
対
の
円
穿
が
あ
る
。
円
穿
に
接
し
て
上

部
に
は
獣
首
の
飾
り
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
ベ
て
き
た

矛
と
異
な
っ
た
型
を
示
す
こ
の
類
の
矛
は
、
後
に
戦
国
式
銅
矛
の
際

に
の
べ
る
湖
南
・
湖
北
に
特
有
の
も
の
で
楚
の
国
特
有
の
も
の
と
推

定
す
る
。
奈
固
と
楚
の
関
係
を
示
す
も
の
が
銅
容
器
の
み
な
ら
ず
、

銅
利
器
に
も
お
よ
ん
で
い
る
点
興
味
ぶ
か
い
。

さ
て
、
秦
侯
墓
出
土
の
矛
は
出
土
状
態
か
ら
判
定
し
て
戟
は
形
づ

く
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

I
式
矛
は
三

O
糎
へ
だ
た
っ
て
円

鍛
と
聞
出
し
て
お
り
秘
の
全
長
が
あ
ま
り
長
大
で
な
か
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
よ
う
。



呉
国
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
江
蘇
省
で
は
、
六
合
県
程
橋
勧
の
春
秋

末
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
墓
よ
り
、
矛
と
支
を
組
み
合
せ
た
戟
が
出

土
し
て
い
る
（
第
二
図
6
）
。
矛
は
全
長
二
四
・
六
糎
で
、
脊
上
に
凸

出
し
た
稜
を
つ
く
り
だ
し
、
韮
部
に
穿
を
有
す
る
。
出
土
状
態
か
ら
、

戟
の
秘
長
は
二
・
七
米
で
、
察
侯
墓
出
土
の
矛
と
は
全
く
異
な
っ
て

い
る
。

⑬
 

春
秋
期
に
比
定
さ
れ
て
い
る
湖
南
省
常
徳
徳
山
鎮
四
号
墓
で
は
、

越
家
孤
堆
二
号
墓
出
土
例
い
が
い
の
矛
が
、
整
部
に
耳
を
も
た
ず
有

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

穿
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
刃
部
併
行
の
霊
部
片
側
に
環
耳
を
も
っ
て

(4）る

の
地
で
の
特
異
な
変
化
型
式
で
あ
る

戦
国
式
銅
矛

戦
国
期
に
な
る
と
春
秋
で
の
武
器
の
発
展
を

う
け
つ
ぎ
、
さ
ら
に
各
地
域
で
の
展
開
が
み
ら
れ
る
。
河
南
・
山
西

－
湖
南
・
四
川
・
河
北
の
地
域
に
よ
る
差
を
も
と
に
分
類
し
う
る
。

⑬
 

洛
陽
中
州
路
二
七
一
七
号
墓
で
は
、
文
・
矛
組
み

。
河

南

合
せ
の
戟
が
三
例
出
土
し
て
い
る
。
戟
A
の
矛
は
、
長
さ
一
二
糎
で

鋪
が
脊
上
に
突
出
し
、
鏑
の
末
端
の
童
部
両
面
に
穿
が
あ
け
ら
れ
て

い
る
。
戟
B
の
矛
の
長
さ
は
、

一
0
・
八
糎
で
、
A
の
矛
と
は
異
な

り
差
上
に
穿
を
う
が
た
な
い
。
そ
の
か
わ
り
整
部
両
側
の
ひ
れ
状
の

部
分
が
、
末
端
で
、
逆
に
か
え
り
状
を
呈
し
着
柄
に
便
利
な
工
夫
が

（
第
三
図
1
）
。
同
様
な
戟
は
輝
県
越
固
鎮

こ
こ
ろ
み
ら
れ
て
い
る

号
動
で
も
出
土
し
て
い
る
。
た
だ
中
州
路
戟
B
の
文
が
中
胡
三
穿
で

あ
る
の
に
対
し
、
長
胡
四
穿
で
あ
り
、
内
は
斜
刃
を
呈
し
て
い
る
点

異
な
る
。

戟
C
の
矛
は
、

A
の
刺
部
よ
り
身
部
の
長
さ
に
ち
が
い
は
あ
る
が
、

塾
部
は
無
耳
両
穿
を
も
っ
点
同
じ
で
あ
る
。
支
部
は
内
の
先
端
が
鈎

状
を
呈
し
、
鶏
鳴
戟
と
も
よ
ば
れ
る
最
も
発
達
し
た
一
群
に
属
す
る

（
第
三
図
2
）
。
二
七
一
七
号
墓
は
戦
国
早
期
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、

時
期
の
下
る
可
能
性
も
あ
る
。

＠
 

汲
県
山
彪
鎮
一
号
墓
は
時
期
に
関
し
て
論
議
の
わ
か
れ
る
も
の
で

あ
る
が
戦
国
早
｜
中
期
に
比
定
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
矛
が
二

本
、
戟
が
四
本
、
文
が
五
本
出
土
し
て
い
る
。
矛
は
二
型
式
に
わ
け
う

る
が
、
と
も
に
穿
を
霊
部
に
も
つ
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
も

一
方
の
矛
の
塾
内
に
は
木
の
釘
が
残
っ
て
い
た
。
四
組
の
戟
の
う
ち

代
表
的
な
一
例
は
、
矛
の
全
長
一

0
・
一
糎
で
塾
部
側
面
に
穿
が
あ

り
、
竹
釘
が
残
存
し
て
い
た
。
文
は
長
胡
四
穿
式
で
内
は
斜
刃
を
呈

全 し
体 て

中る
州 。

路 さ

戟た
会議
C り

の 秘

尭！
展？？
をい
－~つ

字立
もん
m 銅

三百号
考 r

出ぇ
土る
し

議て

図て
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へ
第
三
図
説
明
）

1
2

洛
陽
中
州
路
二
七
一
七
号
墓

3
4
汲
県
山
彪
鎮
一
号
墓
5
山
西
長
治
分
水
損
一
四
号
墓

6

山
西
長
治
分
水
嶺
三
五
号
墓

7

易
県
燕
下
都
城
祉
（
繁
剣
診
士
口
金
図
録
）

8

河
北
唐
山
市
頁
各
荘

9

伝
平
同
様
府
出
土

m
沿
海
州
イ
ズ
ヴ
エ
ス
ト
フ
丘
箱
式
石
棺
墓

日
湖
南
長
沙
識
字
削
間
三
五
三
号
墓
ロ
湖
南
長
沙
識
字
嶺
一
三
五
号
基

日
新
江
紹
奥
義
橋
・
越
玉
石
矛

M

湖
南
長
沙
識
｛
舌
傾
三
二
二
号
基

日
湖
南
長
沙
伍
家
嶺
二
四
七
号
墓

同
出
し
て
い
る
水
陸
交
戦
紋
鑑
に
表
現
さ
れ
て
い
る
矛
と
戟
の
長

朝鮮・日本における初期金属探文化の系譜と展開（近藤）

さ
を
検
討
す
る
と
、
人
聞
の
高
さ
を
一
・
六
米
と
仮
定
し
て
矛
の
、
秘

を
含
む
全
長
は
、

0
・
七
米
、

了
五
米
、
約
二
・
一
米
の
三
通
り
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
戟
の
場
合
は
、
全
長
約
一
米
、

一
・
六

米
、
二
・
三
米
、
三
・
一
米
の
四
通
り
が
得
ら
れ
る
。
ま
た
戟
は
、

矛
と
文
は
密
接
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
文
頭
の
上
蘭
が
春
秋
以
後
、

凸
出
し
な
く
な
っ
た
の
と
、
文
・
矛
組
み
合
せ
の
戟
制
の
発
生
と
が

無
関
係
で
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

②
 

他
に
輝
県
琉
璃
閣
七
五
号
墓
で
は
山
彪
鎮
一
号
墓
類
似
の
戟
が
出

土
し
て
お
り
、
先
に
ふ
れ
た
輝
県
越
固
鎮
一
号
墓
か
ら
は
、
戟
が

本
、
矛
が
二
本
、
文
が
四
本
出
土
し
て
い
る
。
矛
は
韮
部
に
目
釘
孔

を
も
つ
も
の
で
形
の
上
で
は
中
州
路
あ
る
い
は
山
彪
鎮
の
も
の
と
犬

差
が
な
い
。

。

山

西

③
 

長
治
分
水
嶺
一
四
号
基
か
ら
戟
が
出
土
し
て
い
る

（
第
三
図
5
）
。
刺
部
の
全
長
は
約
九
・
五
糎
で
、
河
南
と
は
異
な
り

刃
部
中
央
が
、
両
側
に
凸
出
し
異
形
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
同
出
し

て
い
る
銅
器
の
組
み
合
せ
よ
り
み
て
戦
国
晩
期
と
推
定
さ
れ
た
長
治

＠
 

分
水
嶺
三
五
号
墓
の
戟
の
刺
部
と
矛
（
第
三
図
6
）
は
、
と
も
に
同
形

を
呈
し
こ
の
地
域
で
の
特
有
の
矛
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ

矛
・
刺
は
韮
部
に
穿
を
も
つ
こ
と
、
長
胡
三
穿
式
の
支
の
内
は
斜
刃

を
呈
す
る
こ
と
等
、
河
南
型
に
異
な
ら
な
い
。

湖
南
省
長
沙
識
字
嶺
の
三
二
九
号
・
三
一
五
号
・

＠
 

コ
二
八
号
・
三
二
二
号
・
三
五
三
号
墓
、
伍
家
嶺
の
二
四
七
号
墓

＠
 

お
よ
び
寧
郷
黄
材
附
近
よ
り
出
土
し
た
銅
矛
は
、
四
型
式
に
大
別
し

。
湖

南

h

つ
4
Q
。
A
は
肇
部
に
耳
も
穿
も
鼻
も
な
い
も
の
。

B
は
韮
部
申
央
に

獣
面
を
形
ど
っ
た
一
｜
二
の
鼻
を
も
つ
も
の
（
第
三
図
H
－

U
）。

は
整
部
中
央
に
両
獣
面
紋
を
有
し
、
そ
れ
に
接
し
て
両
耳
を
も
つ
も

の
（
第
三
図
M
）。

D
は
塾
部
上
端
で
刃
部
併
行
な
位
置
に
両
小
環
耳

を
も
つ
も
の
（
第
二
図
刊
と
で
あ
る
。
先
に
寿
県
越
家
孤
堆
一
号
墓
出

土
矛
に
つ
い
て
の
ベ
た
際
ふ
れ
た
よ
う
に

B
・
C
型
式
は
湖
南
地
方

特
有
の
矛
で
、
脊
上
に
三
稜
の
鏑
部
が
凸
出
し
、
整
部
の
鼻
な
い
し C 
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耳
は
、
段
式
銅
矛
の
耳
と
は
つ
く
位
置
の
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
盈

た
二
・
一
米
前
後
の
最
長
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
識
字

( 84) 

館
蔵
品
の
出
土
地
不
明
の
一
例
は
、

湖
南
型
C
型
式
に
属
し
（
片
耳

末
が
内
湾
す
る
こ
と
な
ど
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
東
京
国
立
博
物
嶺
の
各
墓
で
は
、
文
・
矛
・
剣
は
常
に
同
出
し
、
さ
ら
に
弓
・
嫉
を

加
え
て
成
套
の
兵
器
を
形
づ
く
っ
て
い
る
が
、
矛
は
矛
と
し
て
の
み

で
は
あ
る
が
）

耳
部
よ
り
垂
下
し
た
布
紐
が
附
着
し
て
い
る
。

理

型
の
耳
や
鼻
の
穿
は
か
ざ
り
の
紐
を
つ
け
た
も
の
で
、
直
接
着
柄
に

資
し
た
も
の
で
な
い
可
能
性
が
大
き
く
、
他
の
地
域
で
春
秋
以
後
盛

行
し
た
目
釘
孔
の
み
を
も
っ
矛
、
あ
る
い
は
戟
の
刺
部
と
は
相
当
な

ち
が
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

各
型
式
の
時
期
的
な
発
展
を
正
確
に
知
る
に
は
、
細
か
く
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
大
づ
か
み
に
流
れ
を
と
ら
え
て

お
き
た
い
。
あ
る
い
は
春
秋
晩
期
ご
ろ
の
A
型
式
か
ら
発
展
し
て
、

戦
国
早
・
中
期
に

B
・
C
の
各
型
式
が
盛
え
、
戦
国
晩
期
よ
り
漢
に

か
け
て
は
C
型
式
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
い
ず
れ
か
の
聞
に

84 

で
、
戟
は
形
づ
く
ら
な
い
。
楚
国
の
兵
制
を
種
々
な
点
で
示
し
て
い

る
と
い
え
よ
、
っ
。

四
川
省
で
は
さ
ら
に
異
な
っ
た
型
式
の
矛
が
あ
ら

②

⑧

 

わ
れ
る
。
巴
県
冬
多
輔
の
五
三
号
、
五
八
号
墓
、
昭
化
宝
輪
院
の
各

戦
国
墓
で
は
、
殿
式
銅
矛
の
流
れ
を
く
む
両
耳
を
も
っ
矛
が
出
土
し

て
い
る
。
ま
た
冬
勢
輔
の
収
集
品
と
か
成
都
羊
子
山
一
七
二
号
動
出

。
四

l
 
l
 

j
 

土
矛
は
、
湖
南
A
あ
る
い
は
D
型
式
に
類
似
の
矛
も
見
う
け
ら
れ
る
。

銅
剣
の
形
に
み
う
け
る
よ
う
に
湖
南
か
ら
の
影
響
が
相
当
つ
よ
い
。

＠
 

北
唐
山
市
雷
神
廟
附
近
よ
り
片
麻
岩
製
の
矛
・
万
子

。
河

・
斧
の
範
が
出
土
し
て
い
る
。
矛
の
聖
部
に
片
耳
を
つ
く
り
だ
し
た

た
い
。
成
分
分
析
の
資
料
に
よ
れ
ば
、

C
型
式
の
矛
は
二
ハ
%
の
錫

E
型
式
と
し
て
の
D
型
式
が
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
お
き
も
の
（
第
二
図
7
）

と
、
整
部
両
側
に
多
数
の
環
耳
を
つ
く
り
だ
し

分
を
含
ん
で
お
り
、
鏑
部
の
突
出
し
て
い
る
こ
と
等
と
と
も
に
武
器

と
し
て
の
有
効
度
の
高
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

聞
出
し
て
い
る
鍛
や
鐸
と
の
間
隔
よ
り
矛
の
秘
長
は
、

一
・
八
｜

一
了
五
米
で
、
先
に
山
彪
鎮
一
号
墓
の
水
陸
交
戦
紋
鑑
よ
り
推
測
し

た
二
型
式
が
あ
る
。
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
春
秋
・
戦
国
の
聞
か
。

＠
 

唐
山
市
買
各
荘
戦
国
墓
で
は
二
組
の
戟
が
出
土
し
、
刺
部
は
中
州
路

な
ど
の
河
南
型
と
類
似
し
て
い
る
（
第
三
図
8
）
。
さ
ら
に
易
県
燕
下

＠
 

都
域
社
よ
り
出
土
し
た
矛
は
、
邸
王
裁
あ
る
い
は
郵
王
喜
の
銘
を
も

ち
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（
第
三
図
7
）
。
解
放
前
出
土
の
資
料
に



よ
る
と
王
哉
の
矛
は
、
湖
南
型
と
同
じ
く
縞
部
が
凸
出
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
鼻
と
耳
は
な
く
穿
を
も
つ
こ
と
、
整
末
が
内
湾
し
な
い
と

い
う
差
が
み
ら
れ
る

0

5

漢
式
銅
・
鉄
矛

属
六
稜
形
を
呈
す
る
銅
矛
が
一
例
の
み
出
土
し
て
い
る
。
二
六

O
基

の
漢
墓
中
銅
矛
の
出
土
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
鉄
矛

＠
 

洛
陽
焼
構
一
一
五
号
墓
で
は
、
身
部
断
面

は
五
例
・
鉄
万
は
一
二
ハ
例
・
鉄
剣
は
三
三
例
と
、
武
器
の
銅
製
か

ら
鉄
製
へ
の
移
り
か
わ
り
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
中

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

州
路
・
琉
璃
閣
の
漢
墓
で
も
同
じ
で
あ
り
春
秋
晩
期
以
降
、
中
原
と

は
異
な
っ
た
銅
利
器
の
盛
行
し
た
長
沙
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

段
階
で
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
先
述
し
た
資
料
に
も
と
づ
き
、
お

お
よ
そ
の
動
向
を
つ
か
ん
で
お
き
た
い
。

殿
代
後
期
、
石
器
よ
り
の
発
展
と
は
か
な
り
差
の
あ
る
完
成
し
た

形
で
出
現
し
た
銅
矛
は
、
股
虚
を
中
心
に
出
土
す
る
。

し
か
も
整
部

の
両
側
に
環
耳
を
も
っ
矛
は
、
い
ご
の
中
国
の
銅
矛
あ
る
い
は
戟
の

刺
部
に
は
ほ
と
ん
ど
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
な
い
。

一
方
西
周
代
に

な
る
と
、
張
家
坂
二

O
四
号
墓
よ
り
出
土
し
た
股
式
銅
矛
と
か
、
戟

C
の
陳
恥
と
河
南
で
の
出
土
、
さ
ら
に
は
張
家
坂
二
一
八
号
墓
と
辛

村
四
二
号
墓
で
の
蘭
部
に
突
起
を
も
っ
特
異
な
文
の
出
土
の
如
く
、

一
転
し
て
河
南
と
険
西
両
地
域
の
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
銅

一
方
、
春
秋
い
ご
発
達
し
た
文
・
矛
組
み
合
せ
の
戟
に
対
し
、
文
容
器
に
お
け
る
殿
周
式
の
如
く
、
克
殿
後
の
周
王
朝
は
、
殿
人
の
技

術
者
を
う
け
い
れ
、
あ
る
い
は
技
術
を
う
け
つ
い
だ
例
証
と
も
な
し

・
矛
一
鋳
の
銅
戟
・
鉄
戟
が
漢
代
い
ご
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

＠
 

特
に
、
河
北
省
定
県
北
荘
漢
墓
で
は
、
光
武
帝
の
建
武
三
二
年
の
銘

を
も
っ
湾
機
お
よ
び
特
異
な
鐸
を
も
っ
銅
矛
（
伝
黄
州
附
近
出
土
一
括

遺
物
中
に
類
品
あ
り
）
と
と
も
に
銅
戟
が
出
土
し
て
い
る
。

以
上
、
段
い
ら
い
漢
に
わ
た
る
中
国
の
銅
利
器
の
あ
り
方
を
銅
矛

を
軸
と
し
つ
つ
検
討
し
て
き
た
。
広
大
な
中
国
の
、
長
い
年
月
に
わ

た
る
武
器
の
変
遷
を
十
分
に
意
を
つ
く
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
現

得
ょ
う
か
。

西
周
期
の
新
型
式
の
矛
は
、
辛
村
四
八
号
墓
出
土
矛
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
盈
部
に
耳
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
矛
の
成
分
は

錫
分
が
極
め
て
多
い
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
股
代
の
銅
矛
と
の
差
が

型
式
だ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
べ
そ
の
差
は
矛
の
み
に

限
ら
な
い
。
西
周
中
期
よ
り
試
作
さ
れ
だ
し
た
戟
と
か
鈎
は
、
矛
と
畑

文
を
一
鋳
し
て
よ
り
有
効
な
武
器
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る
動
き
を

85 



示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
銅
文
は
肢
代
と
異
な
り
、
胡
を
長
く
し

て
着
柄
に
便
利
に
し
、
戦
闘
の
際
の
有
効
度
を
高
め
る
工
夫
が
西
周

早
期
よ
り
試
み
ら
れ
て
き
た
こ
と
。
さ
ら
に
先
に
の
ベ
た
矛
の
錫
分

の
多
量
な
｜
お
そ
ら
く
は
意
識
的
な

l
添
加
と
と
も
に
兵
器
製
作
上

の
一
つ
の
転
聞
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
矛
の

器
形
の
上
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
殿
の
矛
が
両
耳
を
も
ち
、
重
英

を
つ
け
た
儀
伎
的
な
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
に
対

し
、
西
周
期
の
無
耳
有
穿
の
矛
は
、
む
だ
な
も
の
は
は
ぶ
き
、
実
際

に
有
効
な
も
の
を
生
み
だ
そ
う
と
す
る
一
連
の
動
き
に
関
係
す
る
も

の
と
い
え
よ
う
。

春
秋
期
の
特
色
は
、
晋
・
茶
・
楚
・
呉
・
韓
と
い
っ
た
風
に
各
地

域
で
特
有
の
武
器
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
矛
あ
る
い
は
戟
の

刺
部
は
、
全
般
を
通
じ
西
周
代
に
生
み
だ
さ
れ
た
無
耳
有
穿
の
系
統

戦
国
期
に
な
る
と
、
矛
の
比
重
は
軽
く
な
り
戟
の
盛
行
が
目
立
つ
。

( 86) 

し
か
も
戟
の
文
部
に
特
に
重
点
が
お
か
れ
、
内
に
刃
部
を
つ
く
り
だ

86 

し
た
り
、
中
州
路
戟
C
の
ご
と
く
内
端
を
鶏
の
し
っ
ぽ
状
の
鈎
に
変

化
し
た
り
、
中
州
路
・
山
彪
鎮
一
号
墓
例
の
如
く
秘
下
端
に
鈎
を
つ

け
、
さ
ら
に
は
、
文
・
矛
の
秘
末
端
に
縛
・
鍛
が
た
い
て
い
の
場
合

に
つ
け
ら
れ
る
等
、
青
銅
武
器
と
し
て
の
効
力
は
最
高
に
発
幅
押
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
水
陸
交
戦
紋
鑑
よ
り
推
定
し
う
る
よ
う
に
、
矛
・
文

－
戟
は
各
士
一
一
｜
四
通
り
の
秘
の
長
さ
が
あ
り
、
戦
闘
の
場
合
に
応

じ
て
、
あ
る
い
は
兵
士
の
役
割
の
相
違
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
と
い

、
ぇ
ト
で
つ
。

一
方
、
銅
・
錫
の
産
地
を
豊
か
に
も
つ
湖
南
地
域
で
は
楚
国
の
支

配
下
の
も
と
に
中
原
各
地
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
刃

部
直
交
の
韮
部
に
鼻
と
か
耳
を
も
っ
矛
は
、
趨
家
孤
堆
一
号
墓
に
み

を
う
け
つ
い
で
い
る
。
し
か
も
西
周
代
の
矛
・
文
合
鋳
の
戟
が
、
実
ら
れ
る
よ
う
に
茶
国
に
も
た
ら
さ
れ
、
新
江
で
は
越
王
の
石
矛
と
し

際
の
戦
闘
の
際
に
も
ろ
さ
を
呈
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
酉
周
以
前
の

銅
容
器
の
通
体
合
鋳
方
式
が
、
春
秋
以
後
分
鋳
式
に
と
っ
て
か
わ
ら

れ
た
こ
と
と
対
応
し
て
か
、
文
・
矛
別
k

の
も
の
を
組
み
合
せ
て
戟

を
形
づ
く
る
と
い
う
、
よ
り
一
段
と
有
効
度
を
高
め
る
配
慮
が
な
さ

れ
て
い
る
点
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

て
あ
ら
わ
れ
、
四
川
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
戟
は
な
く
、
文
・
矛

剣
・
弓
・
鱗
が
成
套
の
兵
器
を
構
成
し
、
し
か
も
矛
は
全
長
二
米
前

後
の
長
兵
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
鉄
鉱
の
出
土
も
知
ら
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
車
馬
具
の
副
葬
は
全
般
的
に
少
く
、
矛
の
長
丘
へ
と

考
え
、
中
原
と
は
戦
闘
方
式
に
差
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。



秦
代
の
武
器
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
い
。

＠

⑨

 

た
だ
相
邦
呂
不
章
の
銘
を
も
つ
も
の
と
か
、
上
郡
と
い
う
地
名
を
刻

し
た
銅
兵
器
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
朝
鮮
の
平
安
南
北

道
で
出
土
し
て
い
る
文
は
内
宋
が
刃
部
と
な
っ
た
戦
国
期
の
長
胡
一

穿

l
四
穿
の
文
と
か
わ
ら
な
い
が
、
た
だ
内
が
斜
め
に
あ
が
ら
ず
援

部
と
平
行
し
て
い
る
点
の
相
違
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
従
っ
て
秦
代
の
も

の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
区
別
が
つ
き
に
く
い
。
さ
ら
に
決
定
的
な
こ

と
は
始
皇
帝
に
よ
り
、
全
国
各
地
の
銅
器
｜
主
と
し
て
銅
兵
器
で
あ

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

ろ
う
が
ー
を
集
め
て
、
鐘
嬢
金
人
十
二
を
鋳
た
こ
と
に
よ
る
青
銅
兵

器
の
消
滅
で
あ
る
。
し
か
も
時
勢
は
す
で
に
次
の
漢
以
後
に
顕
著
な

よ
う
に
、
鉄
兵
器
の
使
用
へ
と
大
き
く
転
閲
し
て
ゆ
き
つ
つ
あ
っ
た
。

段
い
ご
漢
に
お
よ
ぶ
中
国
の
兵
器
の
製
作
は
常
に
戦
闘
の
際
の
有

効
度
を
高
め
る
こ
と
を
眼
目
に
、
器
形
・
成
分
・
セ
ッ
ト
に
関
し
て

極
力
努
力
が
は
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
お

生
U
、円ノ。で

は
そ
の
よ
う
な
中
国
の
流
れ
に
対
し
、
中
国
の
影
響
の
も
と
に

青
銅
武
器
の
製
作
を
開
始
し
た
朝
鮮
、
日
本
で
は
ど
の
よ
う
な
展
開

が
み
ら
れ
る
か
。
朝
鮮
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

遺
物
あ
る
い
は
墓
葬
の
年
代
に
つ
い
て
明
確
に
年
代
づ
け
る
こ
と
は
銅
兵
器
か
ら

だ
け
で
は
困
難
で
あ
る
が
、
殴
・
西
周
の
年
代
に
関
し
て
は
陳
夢
家
説
を
よ
り
ど
こ

ろ
と
し
た
。
西
周
は
紀
元
前
一

O
二
五

l
七
七

O
年
、
春
秋
は
紀
元
前
七
七

O
｜
四

五
O
年
頃
、
戦
国
は
紀
元
前
四
五

O
｜
一
一
一
一
二
年
を
一
応
の
目
安
に
し
た
。
ま
た
第

一I
l
－
－
一
図
は
河
南
を
軸
と
し
て
、
・
左
に
山
西
・
湖
南
、
右
に
河
北
・
朝
鮮
と
い
っ
た

ふ
う
に
配
し
て
あ
る
。

①
李
済
「
記
小
屯
出
土
之
青
銅
器
」
（
『
中
国
考
古
学
報
』
第
四
冊
一
九
四
九
年
）
。

②
萱
作
賓
・
石
油
岬
如
・
高
去
尋
『
侯
家
荘
』
第
二
本
一
九
六
二
年
。

③
李
済
前
掲
論
文
。

④
岡
崎
敬
「
銭
と
矛
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
学
報
』
第
二
十
三
冊
一
九
五
三
年
三

⑤
越
世
綱
・
越
青
云
等
コ
九
五
八
年
春
河
南
安
陽
市
大
司
空
村
段
筏
墓
葬
発
掘

筒
報
」
（
『
考
古
通
訊
』
一
九
五
八

l
一
O
）。

⑥
梅
原
末
治
「
支
那
銅
利
器
の
成
分
に
関
す
る
考
古
学
的
考
察
」
（
『
東
亜
考
古
学

論
孜
』
第
一
冊
所
収
一
九
四
四
年
）
。

⑦

誠
W
J

維
・
陳
賢
一
「
湖
北
黄
阪
盤
龍
城
商
代
遺
枇
和
落
葬
」
（
『
考
古
』
一
九
六

四
ー
八
）
。

③
梅
原
末
治
前
掲
論
文
等
。

⑨
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
盤
西
発
掘
報
告
』
一
九
六
－
一
年
。

⑩
郭
宝
鈎
『
締
県
辛
村
』
一
九
六
四
年
。

⑪
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
上
村
儲
貌
国
墓
地
』
一
九
五
九
年
。

⑫
『
全
国
基
本
建
設
工
程
中
出
土
文
物
展
覧
図
録
』
一
九
五
五
年
。

⑬
王
克
林
「
山
西
侯
馬
上
馬
村
東
周
墓
葬
」
（
『
考
古
』
－
九
六
一
ニ
ー
ー
五
）
。

⑭
張
鎮
・
張
万
鉢
「
庚
児
鼎
解
」
（
『
考
古
』
一
九
六
三
！
五
）
。

⑮
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
寿
県
察
侯
墓
出
土
遺
物
』
一
九
五
六
年
。

郭
沫
若
は
察
侯
声
（
紀
元
前
四
五
七
年
頃
の
世
話
）
、
陳
夢
家
は
禁
侯
昭
（
紀
元
前

四
九
一
年
頃
の
墓
）
あ
る
い
は
成
、
孫
百
朋
は
茶
侯
昭
、
唐
蘭
は
禁
侯
成
（
紀
元

前
四
八
二
年
頃
の
墓
）
に
各
均
一
被
葬
者
を
比
定
し
て
い
る
。
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⑮
馬
道
関
「
安
徽
准
南
市
繋
家
山
岡
越
家
孤
堆
戦
国
墓
」
（
『
考
古
』
一
九
六
三
｜
四
）
。

⑫
在
遵
国
等
「
江
蘇
六
合
程
橋
東
周
墓
」
（
『
考
古
』
一
九
六
五
｜
一
二
）
。

⑬
楊
樺
「
湖
南
常
徳
徳
山
楚
墓
発
掘
報
告
」
（
『
考
古
』
一
九
六
三
1
九
万

⑫
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
洛
陽
中
州
路
』
一
九
五
九
年
。

＠
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
輝
県
発
掘
報
告
』
一
九
五
六
年
。

＠
②
郭
宝
鈎
『
山
彪
鎮
輿
琉
璃
閤
』
一
九
五
九
年
。

山
彪
鎮
一
号
墓
の
年
代
に
関
し
発
掘
し
た
郭
宝
鈎
は
墓
の
年
代
を
紀
元
前
三

O

O
l二
四
O
年
に
比
定
し
て
い
る
が
、
高
明
「
略
論
汲
県
山
彪
鎮
一
号
墓
的
年
代
」

（
『
考
古
』
一
九
六
二
｜
四
）
と
か
林
寿
晋
「
東
周
式
銅
剣
初
論
」
（
『
考
古
学
報
』

一
九
六
ご
｜
一
一
）
ら
は
戦
国
初
期
あ
る
い
は
早
期
に
比
定
し
て
い
る
。

＠
『
五
省
出
土
重
要
文
物
展
覧
図
録
』
一
九
五
八
年
。

＠
辺
成
修
等
「
山
西
長
治
分
水
嶺
戦
国
墓
第
二
次
発
掘
」
（
『
考
古
』
一
九
六
四
｜

一一一）。

②
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
長
沙
発
掘
報
告
』
一
九
五
七
年
。

＠
周
世
栄
「
湖
南
省
博
物
館
新
発
現
的
幾
件
銅
器
」
（
『
文
物
』
一
九
六
六
｜
四
）
。

＠
王
家
祐
等
「
四
川
巴
県
冬
努
霊
園
和
漢
墓
清
理
簡
報
」
（
『
考
古
通
訊
』
一
九

五
人

l
一）。

＠
『
全
国
基
本
建
設
工
程
中
出
土
文
物
展
覧
図
録
』
一
九
五
五
年
。

＠
四
川
省
文
物
管
理
委
員
会
「
成
都
羊
子
山
第
一
七
二
号
墓
発
掘
報
告
」
（
『
考
古

学
報
』
一
九
五
六
l
四）。

＠
安
志
敏
「
唐
山
石
棺
碁
及
其
相
関
的
造
物
」
（
『
考
古
学
報
』
第
七
冊
一
九
五

四
年
）
。

＠
安
志
敏
「
河
北
省
唐
山
市
買
各
荘
発
掘
報
告
」
（
『
考
古
学
報
』
第
六
冊
一
九

五
三
年
）
。

＠
貰
景
略
「
燕
下
都
城
社
調
査
報
告
」
（
『
考
古
』
一
九
六
二
！
こ
。

＠
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
洛
陽
焼
溝
漢
墓
』
一
九
五
九
年
。

＠
数
承
隆
「
河
北
定
県
北
庄
漢
墓
発
掘
報
告
」
（
『
考
古
学
報
』
一
九
六
回
｜
一
一
）
。

＠
蘇
乗
埼
『
斗
鶏
台
溝
東
区
墓
葬
』
一
九
四
八
年
。

⑧
作
銘
「
最
近
長
沙
出
土
日
不
意
文
的
銘
文
」
（
『
考
古
』
一
九
五
九
l
九
三

＠
孫
貫
文
「
金
文
札
記
三
則
」
（
『
考
古
』
一
九
六
三

l
一
O
）
等
。
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朝
鮮
の
銅
矛
を
め
ぐ
っ
て

銅
矛
の
着
柄
法
を
型
式
分
類
の
基
準
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
蓋
部

の
耳
の
有
無
、
耳
の
あ
る
も
の
で
は
韮
部
基
部
の
節
帯
と
耳
の
位
置

と
の
関
係
に
重
点
を
置
い
た
。
こ
れ
ま
で
弥
生
時
代
の
銅
矛
の
型
式

分
類
の
基
準
と
さ
れ
て
き
た
、
鋒
と
関
と
の
幅
の
関
係
で
は
、
朝
鮮

出
土
の
銅
矛
は
、
す
べ
て
狭
鋒
銅
矛
の
範
噂
に
入
り
、
そ
の
中
で
の

差
が
示
し
に
く
く
、
系
統
を
明
ら
か
に
す
る
際
に
は
難
点
が
あ
る
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
朝
鮮
出
土
の
狭
鋒
銅
矛
を

a
か

ら

e
の
五
型
式
に
わ
け
る
。

－
狭
鋒
銅
矛
a
型
式
基
部
に
耳
は
な
く
、
目
釘
孔
が
整
部
側

面
に
一
個
、
あ
る
い
は
対
応
す
る
両
側
に
一
双
あ
け
ら
れ
て
い
る
。

護
部
下
端
に
は
、
二
条
の
節
帯
を
鋳
出
す
る
も
の
と
、
幅
広
い
一
条

の
節
帯
を
鋳
出
す
る
も
の
と
に
わ
け
う
る
。
そ
し
て
二
条
の
節
帯
を

も
つ
も
の
は
身
部
は
幅
の
狭
い
も
の
が
大
多
数
を
し
め
、

一
条
の
節

帯
を
も
つ
も
の
（
平
壌
府
附
近
・
忠
清
南
道
屯
浦
星
出
土
矛
）
に
は
身
部

の
幅
が
広
い
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
。
平
安
南
道
大
同
江
面
将
進
里
出



土
乃
は
、
二
条
の
節
帯
を
鋳
出
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
節
帯

上
辺
に
細
い
紐
を
ま
い
た
痕
が
か
な
り
明
瞭
に
残
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

a
型
式
の
矛
は
、
目
釘
で
柄
に
と
め
た
上
、
さ
ら
に

節
帯
部
に
紐
を
ま
き
つ
け
て
着
柄
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

伝
平
壌
府
石
厳
里
出
土
矛
（
第
四
図
1
）
は
、
秦
廿
五
年
の
刻
銘
を
も②

 

つ
銅
文
と
伴
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。
他
に
平
壌
特
別
市
夫
租
歳
君
墓
、

平
安
南
道
美
林
里
、
平
安
南
道
大
同
江
面
（
旧
諸
岡
栄
治
氏
蔵
）
、
威
鏡

③

④

 

市
梨
花
洞
、
黄
海
北
道
葛
幌
里
、
黄
海
北
道
黒
橋
里
、
忠
清
南
道
屯

⑤
 

浦
里
（
第
四
図
2
）
、
慶
尚
北
道
九
政
里
、
伝
慶
尚
北
道
尚
州
出
土
矛

⑥
 

（
第
四
図
3
）
等
が
こ
の
型
式
中
に
含
ま
れ
る
。

ほ
ぼ
朝
鮮
全
体
に
わ
た
っ
て
広
く
分
布
し
て
い
る
が
、
密
度
は
平

壌
附
近
に
最
も
高
く
、
弥
生
時
代
に
日
本
と
最
も
関
連
の
深
か
っ
た

か
と
お
も
わ
れ
る
慶
尚
北
道
で
の
出
土
数
が
、
少
な
い
こ
と
が
注
意

さ
れ
る
。

a
型
式
の
う
ち
、
伝
平
壌
石
厳
里
出
土
矛
の
よ
う
に
、
鏑
が
身
部

の
全
面
に
及
ん
で
い
る
も
の
と
、
例
え
ば
葛
明
里
出
土
矛
の
よ
う
に
、

鏑
は
関
部
ま
で
で
止
っ
て
い
る
も
の
と
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
矛
の

全
長
は
、
前
者
よ
り
も
後
者
の
方
が
長
い
と
い
う
こ
と
は
、
注
意
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。

。a
霊
下
端
に
は
、
二
条
な
い
し
四
条
の
節
帯
を
鋳
出
し
て
い
る
。

⑦
 

平
安
南
道
台
城
里
一

O
号
墓
西
棺
出
土
矛
（
第
四
図
4
）
と
忠
清
南

狭
鋒
銅
矛
b
型
式

霊
の
片
側
に
菱
環
耳
が
つ
い
て
い
る
。

道
論
山
附
近
出
土
矛
は
節
帯
が
二
条
で
あ
る
。
慶
尚
北
道
入
室
里
の

一
方
は

二
例
（
一
例
は
推
定
）
は
、
三
条
の
節
帯
を
鋳
出
し
て
お
り
、

塾
部
に
雷
紋
風
の
紋
様
を
表
現
し
、
他
方
は
関
近
く
の
塾
部
両
側
に

腺
状
突
起
様
の
も
の
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
（
第
四
図
5
）
。
慶
尚
北

③
 

道
坪
里
出
土
矛
は
四
条
の
節
帯
が
み
ら
れ
る
。
慶
州
附
近
出
土
の
三

例
は
、
す
べ
て
刃
部
に
二
条
な
い
し
三
条
の
樋
が
み
ら
れ
る
が
、

a

型
式
の
夫
租
藤
君
墓
・
美
里
林
出
土
矛
の
樋
と
関
連
し
よ
う
。
た
だ

霊
部
の
紋
様
、
材
料
状
突
起
、
刃
部
の
樋
の
存
在
と
い
っ
た
点
で
台
城

里
出
土
矛
と
は
趣
を
異
に
し
、
矛
の
全
長
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と

と
共
に
、
慶
州
あ
る
い
は
朝
鮮
南
部
で
の
特
異
な
変
化
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
は
慶
州
を
中
心
と
し
て
、
新
た
に
平
壌
を
中
心
と
す
る
矛

の
系
統
を
う
け
つ
い
で
鋳
造
さ
れ
だ
し
た
こ
と
を
暗
示
す
る
と
も
い

にえ
つ（ 3）よ

み整え
は 碍
b ＊同

矛
型 c

式型
と式
同
じ
で
あ
る

目
釘
孔
が
な
く
、
菱
環
耳
が
整
部
片
側

し
か
し
二
条
｜
四
条
の
節
帯

( 89) 

の
か
わ
り
に
、
委
部
下
端
が
幅
広
く
節
帯
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
b

89 
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f①伝平壌府出土（秦銅文伴出）

狭矛a型式｛②忠商牙山屯浦里

l③伝慶北尚州

［④平南江西台城里10号墓
狭矛b型式｛

l⑤慶北慶州入室里

狭矛c型式 ⑤慶北慶州入室呈

［⑦平南大同江梧野里
狭矛e型式｛

l③平安南道大同江面

狭矛 f型式③佐賀県千々賀

狭矛b型式⑮福岡県板付

狭矛c型式＠福岡県野間

狭矛d型式⑫香川県瓦谷

中矛A型式⑬高知県 池

中矛B型式＠福岡県須玖

広矛A型式⑮大分県坊主山

広矛B型式⑬長崎県志多賀

。 l5cm 
ト l一一寸 I I I I 

2 3 4 5 

自 I I U1品！
第四図朝鮮・日本出土釦l矛型式分類図
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型
式
と
は
異
な
る
。
し
か
も
耳
の
下
端
と
節
帯
の
上
端
の
位
置
が
対

応
し
て
い
る
も
の
を

c
型
式
と
し
た
。
次
章
で
説
明
す
る
日
本
出
土

の
狭
矛

c
型
式
と
、
形
態
・
銅
質
等
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
え
る
。
耳

の
孔
は
d
型
式
に
比
べ
て
大
き
い
。

出
土
例
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
入
室
里
（
第
四
図
6
）
で
b
型
式

と
伴
出
し
、
坪
里
で
は
b

・
d
型
式
と
伴
出
し
て
い
る
。
中
国
大
陸

や
朝
鮮
北
部
で
は
類
品
の
出
土
は
な
い
。
慶
州
を
中
心
と
す
る
朝
鮮

南
部
で
、

b
型
式
を
祖
形
と
し
て
つ
く
り
だ
さ
た
も
の
か
と
考
え
る
。

矛
の
全
長
は
、

a
・
b
両
型
式
に
比
し
長
大
化
し
て
い
る
。

4

狭
鋒
銅
矛
d
型
式

c
型
式
と
非
常
に
よ
く
似
か
よ
っ
た
形

態
で
あ
る
。
た
だ
菱
環
耳
の
ふ
く
ら
み
の
下
側
の
最
も
厚
い
と
こ
ろ

が
、
盈
に
接
す
る
部
分
と
対
応
す
る
位
置
に
、
節
帯
の
上
端
が
く
る

と
い
う
違
い
を
も
っ
。

c
型
式
に
比
べ
耳
の
孔
は
小
さ
く
、
闘
の
幅

は
や
や
広
く
な
り
、
樋
が
ヒ
面
状
を
呈
し
、
全
長
が
さ
ら
に
長
く
な

る
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

慶
尚
北
道
慶
州
坪
里
・
九
政
里
で
他
の
青
銅
製
品
と
一
括
し
て
出

土
し
た
。

日
本
の
狭
矛
d
型
式
と
は
全
長
に
差
が
あ
る
他
は
、
形
態

・
銅
質
等
ほ
と
ん
ど
全
く
同
じ
で
あ
る
。
中
国
大
陸
・
朝
鮮
の
慶
州

い
が
い
の
地
域
で
は
、
こ
れ
ま
で
発
見
例
が
な
く
、

c
型
式
を
祖
形

と
し
て
慶
州
を
中
心
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

( 92) 

”huv 

の
位
置
が
先
に
の
ベ
た
b

・
C

－

d
の
諸
型
式
と
は
異
な
り
、
刃
部

狭
鋒
銅
矛

e
型
式

基
部
に
片
耳
を
有
す
る
。

し
か
し
、
そ

92 

と
は
直
角
の
霊
部
に
つ
く
。

平
安
南
道
大
同
江
面
梧
野
里
出
土
矛

身
部
断
面
扇
楕
円
形
を
呈
し
、

（
第
四
図
7
）
は
、

耳
に
孔
が
あ
り
、

大
同
江
面
出
土
矛
（
旧
諸
岡
栄
治
氏
蔵
）
（
第
四
図
8
）
は
耳
に
孔
が
な

く
、
身
部
断
面
は
前
章
で
の
ベ
た
洛
陽
焼
構
一
一
五
号
漢
墓
出
土
矛

と
同
じ
く
扇
六
稜
形
を
呈
す
。
こ
れ
ま
で
の

a
｜

d
諸
型
式
と
は
異

な
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
各
型
式
に
つ
い
て
、
製
作
・
使
用
の
時
期
、
あ
る
い
は
副

葬
さ
れ
た
年
代
、
矛
の
系
譜
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
。

a
型
式
は
、
秦
銅
文
と
伴
出
し
た
と
推
定
さ
れ
る
平
壌
府
附
近
出

土
矛
が
、
最
も
時
期
が
明
確
で
、
副
葬
時
期
の
上
限
は
紀
元
前
二
世

紀
の
初
頭
で
あ
り
、
製
作
・
使
用
の
時
期
は
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
夫
租
藤
君
」
基
で
の
銀
印
の
出
土
と
か
、

黒
橋
里
で
の
穿
上
横
紋
五
鍬
銭
と
の
同
出
例
か
ら
み
て
、

a
型
式
中

の
あ
る
も
の
は
紀
元
前
一
世
紀
の
中
頃
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い

え
よ
う
。



で
は

a
型
式
の
矛
の
祖
形
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
か
。
地
理
的
に

最
も
近
い
中
国
で
は
、
第
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
湖
南
地
域
を

の
ぞ
い
て
、
春
秋
期
よ
り
矛
あ
る
い
は
戟
の
刺
部
は
）
無
耳
有
穿
の

a
型
式
が
無
耳
有
穿
で
あ
る
と
い
う

も
の
が
主
流
を
し
め
て
い
た
。

点
で
は
、
河
南
・
河
北
の
矛
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。

た
だ
朝

鮮
の
銅
武
器
｜
剣
・
文
・
矛
ー
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
特
色
は
、
太
い

脊
部
が
鋒
部
ま
で
と
お
り
、
鋳
造
後
刃
部
と
同
角
度
に
鏑
を
と
ぎ
だ

し
、
し
か
も
樋
を
つ
く
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
戦
国
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中
期
以
降
、
晩
期
に
か
け
て
発
達
し
た
様
相
を
し
め
す
燕
国
の
矛
と

の
関
連
も
否
定
は
で
き
な
い
。

⑨
 

燕
王
哉
あ
る
い
は
喜
の
刻
銘
を
も
っ
矛
は
、
無
耳
有
穿
で
、
戦
国

代
、
湖
南
型
に
み
ら
れ
る
如
く
、
最
初
か
ら
鏑
部
を
凸
出
さ
せ
て
い

る
こ
と
は
先
述
し
た
。
武
器
と
し
て
鋭
利
で
あ
り
、
刺
突
の
際
の
衝

撃
に
耐
え
や
す
い
形
態
で
あ
る
の
に
対
し
、
朝
鮮
の

a
型
式
で
は
簡

略
化
あ
る
い
は
一
つ
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
た
と
も
い
い
え
よ
う
。
し

か
も
伝
平
壊
府
附
近
出
土
矛
は
、
鏑
は
身
部
の
全
面
に
お
よ
び
河
北

出
土
矛
の
鏑
の
位
置
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、

a
型
式
中

で
も
時
期
の
下
る
葛
幌
里
・
尚
州
例
等
で
は
、
鏑
の
位
置
は
関
部
ま

で
で
、
祖
形
よ
り
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
が
、

b
・
c
・
d
、

さ
ら
に
は
日
本
の
銅
矛
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
祖
形
か
ら
の
変
化
、
新
し
い
型
式
を
生
み
だ
す
期
聞

を
考
慮
す
れ
ば
、

a
型
式
の
製
作
開
始
を
紀
元
前
三
世
紀
初
頭
あ
る

い
は
紀
元
前
回
世
紀
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
厳

密
に
い
え
ば
矛
の
祖
形
と
し
て
、
あ
る
い
は
朝
鮮
の
青
銅
製
品
に
対

す
る
燕
国
の
影
響
は
、
な
お
十
分
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

b
型
式
は
直
接
埋
葬
の
年
代
を
比
定
す
る
手
が
か
り
は
な
い
。
従

っ
て
製
作
・
使
用
の
時
期
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
台
城
里
一

O

号
西
棺
で
同
出
し
て
い
る
銅
剣
の
形
か
ら
い
え
ば
、

a
型
式
に
と
も

な
う
牙
山
出
土
剣
や
黒
橋
里
例
に
比
べ
、
や
や
鋒
の
幅
が
広
く
な
り

後
出
の
も
の
か
と
思
え
る
。

片
耳
を
も
っ
と
い
う
点
で
は
、
祖
形
と
し
て
河
北
省
一
笹
神
廟
発
見

の
石
範
に
表
出
さ
れ
た
矛
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
。

台
城
里
一

O
号
墓
西
棺
出
土
矛
は

a
型
式
＋
耳
と
い
う
形
で
あ
り
、

一
つ
の
変
化
型
式
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
耳

に
英
を
つ
け
た
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
儀
依
化
に
一
歩
ふ
み
だ
し
た

と
い
え
ぬ
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
副
葬
状
態
を
み
る
と
、
棺
内
の
遺
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骸
身
近
か
に
は
、
銅
剣
・
銅
矛
が
お
か
れ
、
指
外
か
ら
鉄
矛
・
鉄
工
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等
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
、
実
用
の
武
器
と
し
て
の
鉄
矛
を
含
む
鉄
製

具
類
が
出
土
し
て
い
る
状
態
と
も
対
応
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
銅
矛
鮮
で
は
明
確
で
な
い
c

日
本
の
板
付
I
－

E
形
式
の
土
器
に
伴
う
銅
矛
は
不
明
で
あ
る
が
、

品
の
出
現
と
、
銅
矛
の
耳
の
出
現
と
は
対
応
す
る
と
も
考
え
ら
れ
よ

ぅ
。
こ
の
こ
と
は

a
型
式
の
う
ち
で
も
特
に
鏑
の
部
分
の
長
い
秦
銅

文
伴
出
矛
・
黒
橋
里
、
屯
浦
里
例
等
に
は
、
鉄
製
武
器
の
伴
出
が
な

か
っ
た
と
お
も
え
る
の
と
、
ま
た
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

慶
州
を
中
心
と
す
る
地
域
で
は
、
さ
ら
に
異
形
化
が
進
ん
で
い
る

こ
と
は
先
述
し
た
が
、
鉄
製
武
器
に
実
用
の
場
を
う
ば
わ
れ
た
も
の

の
儀
伎
品
化
の
度
が
一
段
と
進
ん
で
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

で
は
こ
の
b
型
式
に
属
す
る
も
の
は
弥
生
前
期
末
の
聾
棺
に
限
っ
て

副
葬
さ
れ
、
製
作
・
使
用
の
年
代
の
下
限
も
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い

、ぇト」でつ。

C

－

d
型
式
に
つ
い
て
も
年
代
に
関
す
る
明
確
な
手
が
か
り
は
な

ぃ
。
た
だ
両
者
と
も
出
土
が
朝
鮮
南
部
、
と
く
に
慶
州
に
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
し
か
も
儀
杖
品
化
の
き
ざ
し
の
み
え
る
b
型
式
と
同
出

し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
b
型
式
を
一
層
長
大
化
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
等
よ
り
、
明
ら
か
に
b
型
式
の
亜
種
と
し
て
慶
州
附
近
で
鋳
造

さ
れ
始
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

日
本
で
は

C

－

d
両
型
式
聞
に
副
葬
さ
れ
た
年
代
の
差
が
認
め
ら
れ
る
が
、
朝

日
本

そ
の
頃
朝
鮮
で
盛
行
し
て
い
た
の
は
朝
鮮
北
部
で
は

a
型
式
、
朝
鮮

南
部
で
は
、
b
型
式
で
あ
り
、
そ
の
亜
種
と
し
て
、

c
・
d
型
式
が

つ
く
り
始
め
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
段
階
で
の
朝
鮮
南

部
と
北
九
州
の
人
々
の
聞
の
接
触
の
結
果
、
b
－

c
・
d
諸
型
式
は

順
次
日
本
へ
舶
載
さ
れ
て
く
る
が
、
朝
鮮
で
最
も
古
い

a
型
式
は
入

っ
て
こ
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
銅
文
に
つ
い
て
も
い

え
る
。
朝
鮮
式
銅
支
の
う
ち
樋
の
部
分
に
紋
様
を
鋳
出
す
る
も
の
は
、

西
北
鮮
で
は
み
う
け
ら
れ
ず
、
九
政
里
、
坪
里
等
慶
州
を
中
心
と
す

る
朝
鮮
南
部
特
有
の
も
の
で
、
そ
れ
が
日
本
の
銅
文
に
影
響
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
る
。

e
型
式
は
先
の
四
型
式
に
比
べ
異
例
品
で
あ
る
。
梧
野
里
で
は
明

光
鏡
・
方
格
規
矩
四
神
鋭
・
帯
鈎
・
湾
機
・
鉄
剣
・
鉄
万
等
と
伴
い

後
漢
初
頭
に
埋
葬
の
上
限
が
お
か
れ
、
楽
浪
郡
設
置
後
の
漢
人
墓
よ

り
の
出
土
と
推
定
さ
れ
る
。
先
述
し
た
如
く
、
漢
代
に
な
る
と
中
国

で
は
銅
利
器
は
す
た
れ
鉄
製
素
環
万
大
万
を
中
心
と
す
る
鉄
利
器
に

と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
。
身
部
断
面
六
稜
形
の
形
は
鉄
矛
よ
り
の
影
響

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
中
国
と
し
て
は
最
終
の
銅
矛
に
相
当
す
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る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

で
は
銅
矛
の
型
式
編
年
を
軸
と
し
て
、
朝
鮮
の
初
期
金
属
器
文
化

の
特
色
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
か
。
す
で
に
西
谷
正
氏
ら
に
よ

り
、
朝
鮮
で
は
銅
武
器
類
に
先
立
つ
銅
錯
、
多
紐
鏡
、
ボ
タ

γ
状
金

具
類
を
主
と
し
て
青
銅
器
の
鋳
造
が
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
旬
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
銅
剣
の
鋳
造
は
遼
寧
式
銅
剣
を

祖
形
と
し
て
、
西
北
鮮
を
中
心
に
鋳
造
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

る

一
方
銅
矛
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
遅
く
と
も
紀
元
前
回
世
紀
末

三
世
紀
初
頭
に
は
、
中
国
の
戦
国
文
化
｜
特
に
燕
国
と
の
関
係
を
考

慮
し
て

l
の
影
響
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
始
め
て
い
た
。
こ
の
祖
形
の

差
に
は
当
時
の
中
国
東
北
地
方
お
よ
び
朝
鮮
北
部
に
お
け
る
複
雑
な

史
的
背
景
を
予
測
せ
し
め
る
。

」
の
起
源
の
相
違
は
何
故
生
じ
た
の
か
。
中
国
で
は
、
春
秋
い
ご

銅
兵
器
の
セ
ッ
ト
の
中
に
新
た
に
加
わ
っ
て
く
る
銅
剣
は
、
文
・
矛

－
戟
等
と
一
連
の
関
係
の
も
と
に
発
展
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
遼
寧
式

⑪
 

銅
剣
に
代
表
さ
れ
る
中
国
東
北
地
方
の
東
胡
族
に
と
っ
て
は
、
中
国

の
銅
利
器
の
セ
ッ
ト
の
う
ち
と
り
い
れ
た
も
の
は
、
銅
剣
で
あ
っ
て
、

歩
兵
あ
る
い
は
車
戦
に
用
い
る
文
、
戟
、
矛
の
た
ぐ
い
で
は
な
か
っ

た。
朝
鮮
に
お
い
て
銅
武
器
の
鋳
造
が
開
始
さ
れ
た
際
に
、
最
初
に
鋳

造
さ
れ
だ
し
た
の
は
銅
剣
で
あ
っ
て
、
矛
の
鋳
造
は
遅
れ
て
始
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
中
国
で
は
成
套
の
兵
器
と

し
て
確
立
し
て
い
た
も
の
が
、
朝
鮮
で
は
く
ず
れ
て
お
り
、
し
か
も

銅
矛
の
場
合
、
鉄
製
武
器
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
も
関

係
す
る
が
、
儀
伎
品
化
し
て
ゆ
く
傾
向
を
最
初
か
ら
含
ん
で
い
た
と

も
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
朝
鮮
式
銅
支
の
起
源
は
明
確
で
は
な
い
が
、
も
し
戦
国
系

統
の
流
れ
を
く
む
も
の
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
し
て
も
、
中
国
で
は

先
述
し
た
ご
と
く
、
常
に
、
戦
闘
の
際
の
有
効
度
を
よ
り
高
め
る
よ

う
に
努
め
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
朝
鮮
で
は
反
っ
て
退
化
し
た
形
で

あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
出
土
状
態
か
ら
み
て
も
戟
は
形
づ
く
っ
て
い
な

か
っ
た
。
文
化
の
段
階
の
差
を
考
慮
し
、

一
つ
の
発
展
と
し
て
は
と

ら
え
え
て
も
、
中
国
と
朝
鮮
で
の
銅
武
器
の
あ
っ
か
い
、
意
識
が
異

な
っ
て
お
り
、

一
つ
の
特
色
を
示
す
も
の
と
考
え
る
。

朝
鮮
の
初
期
金
属
器
文
化
の
大
き
な
特
色
は
磨
製
石
剣
の
盛
行
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
銅
武
器
類
は
楽
浪
郡
治
下
に
く
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み
こ
ま
れ
た
土
着
豪
族
層
の
も
の
で
あ
り
、
磨
製
石
剣
に
代
表
さ
れ
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る
も
の
は
、
楽
浪
漢
人
の
文
化
を
間
接
的
に
、
つ
け
た
朝
鮮
の
人
々
の

も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
と
同
様
な
状
態
で
あ
っ
た
と

お
も
わ
れ
る
弥
生
時
代
の
日
本
で
は
、
青
銅
製
品
の
総
量
は
磨
製
石

剣
類
に
対
し
圧
倒
的
に
多
い
。
従
っ
て
朝
鮮
で
の
磨
製
石
剣
の
盛
行

の
裏
に
は
、
階
級
差
、
あ
る
い
は
民
族
差
が
原
因
で
あ
る
の
か
も
し

れ
ぬ
が
、
朝
鮮
に
お
け
る
銅
・
錫
等
の
原
料
の
産
出
量
の
問
題
と
も

無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

①
梅
原
末
治
「
朝
鮮
出
土
銅
剣
銅
鉾
の
新
資
料
」
（
『
人
類
学
雑
誌
』
第
四
八
巻
第

四
号
一
九
三
三
年
）
。

②
永
島
障
臣
慎
・
西
谷
正
訳
「
夫
租
一
歳
君
墓
に
つ
い
て
」
（
『
考
古
学
研
究
』
第
一

四
巻
第
四
号
一
九
六
八
年
）
。

③
西
谷
正
「
朝
鮮
発
見
の
多
鈍
細
線
文
鏡
の
新
例
」
（
『
老
古
学
雑
誌
』
第
五
十
三

巻
第
四
号
一
九
六
八
年
）
。

④
李
進
照
「
新
発
見
の
土
境
基
遺
跡
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
四
七
巻
第
一
号
一

九
六
一
年
）
。

⑤
金
元
龍
・
樫
本
社
人
「
幌
国
慶
北
、
慶
州
・
九
政
里
出
土
造
物
に
つ
い
て
」

（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
九
巻
第
二
号
一
九
五
三
年
）
。

⑤
他
に
忠
清
南
道
扶
徐
郡
内
山
面
出
土
矛
と
か
沿
海
州
イ
ズ
ウ
エ
ス
ト
フ
丘
出
土

矛
等
が
あ
る
が
、
再
加
工
し
た
可
能
性
が
つ
よ
い
の
で
省
略
し
た
。
ま
た
秦
代

の
銘
あ
り
と
い
う
伝
平
壊
府
出
土
矛
も
判
断
に
苦
し
む
部
分
が
あ
る
の
で
の
ぞ
い

た。

⑦
李
進
照
「
戦
後
の
朝
鮮
考
古
学
の
発
展
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
四
十
五
巻
第
一

号
一
九
五
九
年
）
。

③
金
救
元
「
扶
徐
・
慶
州
・
燕
岐
出
土
銅
製
造
物
」
（
『
込
徳
学
報
』
第
二
五
巻
六

・
七
合
併
号
一
九
六
四
年
）
。

⑨
劉
心
源
『
奇
級
定
士
口
金
文
述
』
巻
十
一
九

O
二
年
。

子
省
吾
『
隻
剣
診
吉
金
図
録
』
一
九
三
四
年
に
よ
れ
ば
郡
王
哉
は
燕
の
昭

王
（
紀
元
前
一
一
一
一
一
1
1
二
七
九
年
）
に
一
応
比
定
し
て
い
る
。
喜
王
の
在
位
は
紀

元
前
二
五
四

l
二
二
二
年
。

⑮
西
谷
正
「
朝
鮮
に
お
け
る
金
属
器
の
起
源
問
題
」
（
『
史
林
』
第
五

O
巻
第
五
号

一
九
六
七
年
）
。

⑬
秋
山
進
午
氏
の
説
に
よ
っ
た
。
秋
山
氏
は
遼
寧
式
銅
剣
の
第
E
型
式
の
年
代
を

紀
元
前
三
世
紀
に
中
心
が
あ
り
紀
元
前
二
世
紀
に
ま
で
お
よ
ぶ
と
の
考
え
の
よ
う

弔
、
主
叩
4

＠。

O
資
料
の
中
で
特
に
文
献
を
引
用
し
な
か
っ
た
も
の
は
、
梅
原
末
治
・
藤
田
亮
策

『
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
』
第
一
巻
一
九
四
七
年
と
藤
田
売
策
・
梅
原
末
治
・
小

泉
顕
夫
「
南
朝
鮮
に
於
け
る
漢
代
の
遺
蹟
」
（
『
大
正
一
一
年
度
古
蹟
調
査
報

告
』
一
九
二
四
年
）
に
よ
っ
た
。
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日
本
出
土
の
銅
矛
を
中
心
と
し
て

す
で
に
朝
鮮
｜
と
く
に
朝
鮮
南
部
｜
に
お
い
て
儀
伎
品
化
の
方
向

に
歩
み
だ
し
て
い
た
銅
矛
は
、
日
本
で
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
み
せ

た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
次
の
課
題
で
あ
る
。
型
式
分
類
の
基
準

と
し
て
、
銅
矛
霊
部
の
耳
の
有
無
を
基
準
と
す
る
の
は
こ
れ
ま
で
と

同
じ
で
あ
る
が
、
｛
子
木
浪
田
出
土
の
例
外
的
な
一
例
を
の
ぞ
い
て
は
、

す
べ
て
耳
を
も
つ
の
で
、
特
に
塾
部
基
部
の
節
帯
と
耳
と
の
位
置
関



銅
矛
b
・
c
・
d
－

f
の
四
型
式
、
中
鋒
銅
矛
と
広
鋒
銅
矛
を
そ
れ

＠
 

係
、
広
鋒
銅
矛
で
は
鏑
の
有
無
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
の
結
果
、
狭
鋒
同
じ
く
汲
田
の
聾
棺
中
よ
り
二
本
出
土
し
て
い
る
。

分
布
か
ら
み
れ
ば
、

C

型
式
は
福
岡
県
と
佐
賀
県
の
玄
海
灘
に
ご

五ヂ
I C 1）れ
= A 
ニ狭

鋒 D

五銅三
糎矛竺
- b ー

型型
式式

大
~IJ 

Q 

（
第
四
図
日
・
第
六
図
1

）

（
全
長
二
ハ

朝
鮮
出
土
狭
矛
b
型
式
と
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
え
る
。
福
岡
県
板

付
の
聾
棺
内
よ
り
出
土
し
た
と
推
定
さ
れ
る
二
本
と
、
佐
賀
県
徳
須

①
 

恵
の
聾
棺
内
よ
り
出
土
し
た
一
例
し
か
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
知
ら

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

れ
て
い
な
い
。
分
布
状
態
よ
り
み
て
、

b
型
式
の
銅
矛
は
、
朝
鮮
の

平
壌
附
近
で
鋳
造
さ
れ
だ
し
た
も
の
が
、
当
時
の
北
九
州
と
種
k
関

連
深
い
慶
州
あ
た
り
を
経
過
し
て
我
が
国
に
将
来
さ
れ
た
も
の
と
考

八え
L < 2）る

l)L¥ 0 

六 狭
銭

七銅
理矛

C 

型
式

（
第
四
図
日
・
第
六
図
2）

（
全
長
二
八
・

朝
鮮
出
土
の

c
型
式
と
型
式
的
に
全
く
同
じ
で
あ
る
。
福
岡
県
下

で
は
板
付
の
寵
棺
内
よ
り
一
本
、
須
玖
岡
本
の
支
石
墓
下
の
窪
棺
よ

②
 

り
四
本
、
野
間
町
門
ノ
浦
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
伝
筑
紫
郡
出
土

例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
佐
賀
県
で
は
、
字
木
扱
田
の
聾
棺
中
よ
り
森
本

③
 

六
爾
氏
の
報
告
さ
れ
た
二
本
と
、
東
亜
考
古
学
会
が
調
査
し
た
際
に

く
近
い
と
こ
ろ
に
限
っ
て
出
土
し
て
お
り
、
朝
鮮
で
は
慶
州
の
二
例

が
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の

c
型
式
の
銅
矛
は
、

南
鮮
よ
り
の
舶
載
品
と
考
え
る
。

な
お
東
亜
考
古
学
会
が
調
査
し
た
際
に
出
土
し
た

c
型
式
の
矛
の

う
ち
一
例
は
、
塾
部
基
部
に
耳
が
な
く
、
も
と
耳
が
つ
い
て
い
た
と

お
も
わ
れ
る
箇
所
に
二
個
の
孔
が
あ
け
ら
れ
、
下
方
の
孔
と
対
応
す

る
位
置
に
一
個
の
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ん
ら
か
の
事
情
で
耳

が
と
れ
た
の
を
利
用
し
て
孔
を
あ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
弥
生
時
代

の
我
が
園
出
土
の
銅
矛
で
、
耳
が
な
く
目
釘
孔
を
も
つ
も
の
は
、
こ

ハの
I (3）一
六例
八墾だ

八覇立
糎矛~·
〕 d め

型 Q
式。

（
第
四
図
U
・
第
六
図
3

）

（
全
長
五
四
・

全
長
が

c
型
式
に
く
ら
べ
、
さ
ら
に
長
大
化
し
て
い
る
こ
と
が
特

色
と
さ
れ
、
ま
た
耳
と
盈
部
基
部
の
節
帯
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、

朝
鮮
の
d
型
式
の
と
こ
ろ
で
の
べ
た
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ

朝
鮮
で
は
、
例
え
ば
坪
里
出
土
矛
が
全
長
四
三
・
六
糎
で
あ
る
の
に

( 97) 

対
し
、
日
本
出
土
の

d
型
式
は
、

一
一
｜
二

O
糎
も
長
大
化
し
て
い

97 



る

c
型
式
に
く
ら
べ
耳
の
孔
は
小
さ
く
、
鋳
造
後
の
穿
孔
の
可
能

性
も
あ
ろ
う
。
次
に
の
べ
る
中
鋒
銅
矛
に
み
ら
れ
る
耳
端
の
ふ
く
ら

⑤
 

み
（
甲
張
り
の
転
用
）
は
長
崎
県
三
会
出
土
の
一
例
の
み
で
、
他
の
も

の
は
鋳
造
後
き
れ
い
に
研
磨
さ
れ
て
い
る
。

福
岡
県
下
で
は
、
須
玖
岡
本
D
地
点
よ
り

c
型
式
と
共
伴
し
た

例
が
あ
り
、
三
雲
で
は
聾
棺
内
よ
り
多
数
の
前
漢
鏡
と
と
も
に
二
本

出
土
し
て
い
る
。

ま
た
立
岩
の
堀
田
一

O
号
蓋
棺
内
よ
り
出
土
の

例
、
岡
垣
村
で
は
銅
剣
・
銅
文
と
伴
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。
佐
賀
県

⑥

⑦

 

で
は
唐
津
市
久
里
の
聾
棺
と
か
柏
崎
で
聾
棺
内
よ
り
出
土
し
て
い
る
。

③
 

熊
本
県
今
古
閑
の
四
本
は
埋
蔵
遺
跡
よ
り
か
と
推
定
さ
れ
る
出
土
状

③
 

態
を
示
し
、
王
祥
寺
で
も
一
例
知
ら
れ
る
。
広
島
県
尾
道
大
峰
山
で

は
、
山
腹
の
大
石
近
く
よ
り
細
形
銅
剣
二
本
と
と
も
に
埋
蔵
遺
跡
よ

り
出
土
し
て
い
る
。
同
様
な
状
態
は
香
川
県
瓦
谷
で
も
み
ら
れ
、
円

山
の
一
例
も
あ
る
い
は
埋
蔵
遺
跡
よ
り
と
推
定
さ
れ
る
。

分
布
か
ら
み
る
と
、

b

・
c
型
式
が
福
岡
県
と
佐
賀
県
の
海
岸
に

比
較
的
近
い
聾
棺
墓
よ
り
出
土
し
た
の
と
は
異
な
り
、
瀬
戸
内
中
部

に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

し
か
も
福
岡
・
佐
賀
等
の
当
時
の
先
進
地
域

で
は
相
か
わ
ら
ず
d
型
式
も
聾
棺
内
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

熊
本
・
広
島
・
香
川
の
各
地
で
は
、
単
独
あ
る
い
は
内
海
地
方
特
有

の
平
形
銅
剣
と
か
平
形
銅
剣
に
近
く
な
っ
た
細
形
銅
剣
と
と
も
に
埋

( 98) 

蔵
遺
構
よ
り
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

98 

」の
d
型
式
の
段
階
よ
り
九
州
の
先
進
地
域
と
瀬
戸
内
中
部
あ
る

い
は
九
州
の
後
進
地
域
で
は
、
銅
矛
の
と
り
あ
っ
か
い
方
が
、
か
わ

っ
て
き
て
い
る
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

分
布
状
態
と
こ
れ
ま
で
の
出
土
総
数
、
さ
ら
に
矛
の
全
長
の
差
を

考
慮
し
て
、
こ
の
d
型
式
の
段
階
よ
り
、
南
鮮
の
技
術
者
に
よ
り
、

銅
矛
が
、
弥
生
時
代
の
北
九
州
を
中
心
と
す
る
人
々
の
好
み
に
応
じ

て
我
が
国
で
鋳
造
さ
れ
だ
し
た
も
の
と
考
え
る
。

4

狭
鋒
銅
矛
f
型

式

（

第

四

図
9
）
（
全
長
三
六
・
二
糎
前
後
）

こ
れ
ま
で
の
ベ
た
朝
鮮
・
日
本
の
四
型
式
の
矛
と
は
異
な
り
、
韮

部
基
部
の
両
側
に
耳
が
あ
る
。
耳
孔
は
鋳
造
後
の
穿
孔
か
と
推
定
さ

⑬
 

れ
る
。
佐
賀
県
千
k

賀
宇
ノ
木
で
は
聾
棺
内
よ
り
銅
文
と
伴
出
し
た

⑪
 

一
例
が
あ
る
。
長
崎
県
三
根
サ
カ
ド
ウ
で
は
、
粗
製
組
合
式
石
棺
か

と
推
定
さ
れ
て
い
る
遺
構
よ
り
触
角
式
銅
剣
・
平
鎧
等
と
共
伴
し
て

一
本
出
土
し
た
。
矛
は
鋒
部
を
欠
く
が
、
細
部
を
比
較
す
る
と
宇
ノ

木
例
と
全
長
に
大
差
は
な
い
。
共
伴
し
た
銅
製
平
鎮
は
慶
尚
北
道
魚

隠
洞
出
土
の
も
の
と
同
範
か
と
さ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
に
類
例
は
こ
れ

ま
で
の
と
こ
ろ
な
い
。
中
国
の
股
式
銅
矛

I
は
両
耳
を
も
つ
も
の
で



あ
る
が
、
両
者
の
聞
に
時
期
差
が
大
き
す
ぎ
直
接
の
結
び
つ
き
は
考

え
ら
れ
な
い
。
触
角
式
銅
剣
等
と
関
連
の
深
い
こ
と
が
推
さ
れ
る
が
、

そ
の
系
統
、
鋳
造
箇
所
の
推
定
等
は
今
後
の
検
討
を
待
ち
た
い
。

f

型
式
も
日
本
で
は
盛
行
し
な
か
っ
た
。
矛
の
型
式
が
す
で
に
定
ま
っ

て
い
た

l
い
い
か
え
る
と
弥
生
時
代
の
人
A

の
好
み
が
す
で
に
固
定

し
て
い
た
時
期
｜
に
遅
れ
て
入
っ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

引
中
鋒
銅
矛
A
型
式
（
第
四
図
日
・
第
六
図
4
）

狭
矛

c
・
d
型
式
の
段
階
で
は
、

一
定
の
明
確
な
規
律
の
も
と
に

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

あ
っ
た
耳
と
基
部
基
部
の
節
帯
の
位
置
関
係
は
、
こ
の
中
矛
の
段
階

に
い
た
っ
て
乱
れ
が
み
え
初
め
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
第
五
図
の
う

φ

っ、＠

I
の
位
置
に
霊
部
基
部
の
節
帯
上
端
が
位
置
す
る
も
の
は
、

五
六
本
中
一
一
本
。

＠

E
の
位
置
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
や
や
上
下
す
る
位
置
に
霊
部

基
部
の
節
帯
上
端
が
く
る
も
の
は
五
六
本
中
三
七
本
。

h
y

遷

h
可
、

p
y
〆

変

＼
ミ
戸
／

V
1』
部

1
1「
寸

「

寸

一

基

一

一

一

一

一

矛

ME
品

＋

一

銅

4
4

一

一

一

図

逢

一

一

一

一

一

官

。
E
の
位
置
に
霊
部
基
部
の
節
帯

上
端
が
く
る
も
の
は
五
六
本
中
六
本
。

＠ 

N
の
位
置
に
節
帯
上
端
が
く
る

も
の
は
五
六
本
中
二
本
。

以
上
の
検
討
の
結
果
、
私
は
こ
れ
ま
で
中
鋒
銅
矛
と
し
て
一
括
し

て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
き
た
も
の
を
二
型
式
に
大
別
し
た
。
私
が
中

矛
A
型
式
と
し
た
の
は
＠
の
も
の
で
あ
る
。
全
長
は
七
一
｜
八
九
糎

を
呈
し
狭
矛
d
型
式
よ
り
も
全
長
に
お
い
て
七
・
五

l
三
五
・
五
糎

の
差
を
も
ち
、
幅
も
増
大
し
て
い
る
。

⑫

⑬

 

出
土
例
は
福
岡
県
恵
子
字
向
、
藤
田
で
各
k

一
本
出
土
し
、
長
崎

県
で
は
対
島
の
大
綱
で
二
本
、
佐
護
神
御
魂
神
社
に
一
本
蔵
さ
れ
て

い
る
。
大
分
県
で
は
京
ケ
勘
で
一
本
、
熊
本
県
山
西
鳥
子
匂
一
本
、

京
都
国
立
博
物
館
に
伝
菊
池
郡
出
土
の
も
の
一
本
が
あ
る
。
四
国
で

⑮
 

は
、
愛
媛
県
東
宇
和
四
郎
谷
、
高
知
県
石
丸
、
高
池
県
三
里
池
で
各

一
本
出
土
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
以
上
の
ベ
た
銅
矛
の
う
ち
、
耳
に
穿
孔
の

あ
る
も
の
が
七
本
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
恵
子
字
向
で
は
、
同
出

三
本
の
う
ち
A
型
式
に
属
す
る
一
本
に
の
み
耳
部
の
穿
孔
が
あ
り
、

次
に
の
ベ
る
B
型
式
に
属
す
る
二
本
に
は
、
耳
に
孔
が
あ
け
ら
れ
て

い
な
い
。
大
綱
で
は
、

一
一
本
の
中
矛
が
共
伴
し
て
い
た
が
、

A
型

式
に
属
す
る
二
本
に
は
、
す
べ
て
耳
に
孔
が
あ
け
ら
れ
て
お
り
、

B

型
式
に
属
す
る
九
本
の
う
ち
二
本
の
み
に
耳
部
穿
孔
が
み
ら
れ
る
。

分
布
か
ら
み
る
と
、
狭
矛
d
型
式
よ
り
も
さ
ら
に
出
土
範
囲
が
広

( 99) 99 



が
っ
て
お
り
、
対
島
の
西
海
岸
沿
い
と
豊
後
水
道
側
の
大
分
と
愛
媛
、

太
平
洋
側
の
高
知
で
新
た
に
出
土
す
る
の
に
対
し
、
瀬
戸
内
海
で
は

」
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
出
土
し
て
い
な
い
。
す
べ
て
埋
蔵
遺
構
よ
り
出

土
し
て
い
る
。

中
矛
A
型
式
は
日
本
出
土
の
狭
矛
四
型
式
の
う
ち
、

d
型
式
を
祖

形
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
形
を
大
ぎ
く
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
そ
の

こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
が
、
耳
と
塾
部
基
部
節
帯
の
位
置
関

係
、
お
よ
び
耳
の
穿
孔
で
あ
る
。

た
だ
狭
矛
d
型
式
で
は
、
耳
端
周

縁
の
隆
起
線
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
鋳
造
後
の
研
磨
に
よ
り
見
ら
れ

な
い
が
、
中
矛
A
の
段
階
以
降
で
は
、
か
え
っ
て
紋
様
化
さ
れ
て
ゆ

く
。
銅
鐸
の
場
合
、
甲
張
り
が
鰭
と
し
て
紋
様
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
と

入同
一（ 6）じ

主中選
理警を

さE た
-B ど
型つ
式て

る
と

え

ょ
っ

（
第
四
図
日
比
・
第
六
図
5

）

（
全
長
七
二
｜

先
述
し
た
耳
と
翠
部
基
部
の
節
帯
上
端
の
位
置
関
係
の
う
ち
最
も

多
数
を
占
め
て
い
る
＠
を
B
型
式
と
し
た
。
出
土
例
は
第
一
表
に
み

ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

第
一
表

中
鋒
銅
矛
B
型
式
出
土
表

福
岡
県
須
玖
三
本
、
女
山
二
木
、
須
玖
西
方
十
本
中
四
本
、
恵
子
向
二
本
、
坂

⑫

⑬

 

本
一
木
、
朝
倉
郡
下
淵
｛
木
、
浮
羽
郡
弦
掛
一
本
。

長
崎
県
壱
岐
束
触
一
本
、
鯨
伏
一
木
、
対
島
佐
談
F
ピ
ル
一
本
、
如
加
岳
大
綱

二
本
中
九
本
、
仁
田
樫
詑
槻
ノ
内
一
本
。

大

分

県

帆

足

八

幡

神

社

蔵

一

本

。

＠

熊
本
県
阿
蘇
山
西
鳥
子
神
社
蔵
一
本
、
阿
蘇
小
口
宮
原
神
社
蔵
一
本
。

＠
 

鹿
児
島
県
寝
袋
即
下
原
ト
本
。

山
口
県
神
上
寺
蔵
二
本
（
現
存
二
。

岡

山

県

京

大

蔵

伝

岡

山

県

。

②

愛
媛
県
川
之
江
金
生
川
一
本
、
東
宇
和
杢
所
一
本
。

香
川
県
香
川
郡
下
ノ
山
山
林
中
二
本
。

(100) 100 

そ
の
う
ち
耳
部
に
穿
孔
の
あ
る
も
の
は
、
大
綱
の
二
本
と
愛
媛
県

出
土
の
二
例
お
よ
び
旧
有
馬
伯
所
蔵
の
一
例
し
か
な
く
、

A
型
式
と

は
数
の
上
で
格
段
の
差
が
み
ら
れ
る
。

A
－

B
い
が
い
に
型
式
と
し

て
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
の
・
＠
で
は
耳
部
に
穿
孔
は
な
い
。
ま
た
A

型
式
と
は
こ
と
な
り
、

B
型
式
で
は
翠
部
に
中
子
砂
が
つ
ま
っ
た
ま

ま
の
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
分
布
範
囲
は
A
型
式
よ
り
も
さ
ら
に

拡
大
し
グ
ピ
ル
い
が
い
埋
蔵
遺
跡
よ
り
出
土
し
て
い
る
。
福
岡
県
と

対
島
に
数
量
的
に
最
も
多
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

円
広
鋒
銅
矛
A
型
式
（
第
四
図
日
・
第
六
図
6
・
7

）

広
鋒
銅
矛
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
退
化
型
式
の
最
た
る
も
の
で
、

鋳
放
し
の
ま
ま
で
あ
り
、
鋳
造
後
研
磨
が
加
え
ら
れ
ず
、
脊
に
鏑
も



な
い
と
さ
れ
て
き
た
か
し
か
し
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
鏡
を
も

つ
も
の
が
多
数
で
あ
り
、
ま
た
先
述
し
て
き
た
矛
の
型
式
分
類
の
基

準
に
、
私
が
採
用
し
た
委
部
基
部
節
帯
と
耳
の
位
置
関
係
に
も
無
関

係
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

ぽ
三
角
形

L

あ
る
い
は
カ
マ
ボ
コ
状
を
呈
す
る
隆
起
線
が
二
条
孤
状

に
走
り
、
耳
の
中
央
に
対
応
す
る
基
部
に
陰
刻
の
線
が
あ
る
も
の
。

四
四
本
中
一
九
本

園
耳
の
両
面
に
上
述
と
同
様
の
隆
起
線
が
三
条
孤
状
に
走
り
、

」
れ
ま
で
一
括
し
て
広
矛
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
う
ち
、
私
は
脊
耳
の
中
央
に
対
応
す
る
聖
上
に
陰
刻
の
線
が
あ
る
も
の
四
四
本
中
七

本。

’
に
鏑
の
と
ぎ
だ
さ
れ
て
い
る
も
の
を
広
鋒
銅
矛
A
型
式
と
し
た
。

A

型
式
中
に
は
関
近
く
の
脊
に
、
鋳
造
後
陰
刻
の
線
を
表
出
し
て
お
り
、

＠
 

ま
た
霊
部
基
部
に
陰
刻
の
線
を
も
つ
も
の
が
多
数
認
め
ら
れ
る
。
先

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜ーと展開（近藤）

述
し
て
き
た
、
朝
鮮
、
日
本
の
各
型
式
の
銅
矛
は
、
す
べ
て
鏑
が
刃

部
と
同
角
度
に
と
ぎ
だ
さ
れ
る
た
め
関
近
く
鏑
の
最
下
端
に
相
当
す

る
脊
上
に
は
、
段
を
な
す
。
そ
れ
に
対
応
し
広
矛
A
型
式
で
は
、
わ

ざ
わ
ざ
陰
刻
の
一
線
を
表
出
し
て
い
る
。
ま
た
室
部
基
部
の
節
帯
の

名
ご
り
と
し
て
、
同
じ
く
鋳
造
後
、
節
帯
の
上
端
に
あ
た
る
位
置
に

陰
刻
の
線
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
矛
よ
り
の
さ
ら
に
型
式

的
な
退
化
を
示
し
つ
つ
も
、
な
お
中
矛
以
来
の
伝
統
を
襲
踏
し
て
い

た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

整
部
基
部
の
陰
刻
の
線
と
耳
と
の
位
置
関
係
、
お
よ
び
耳
の
形
を

検
討
し
て
み
る
と
第
二
表
に
表
示
す
る
よ
う
に
広
矛
A
型
式
は

国

菱
環
耳
よ
り
変
化
し
た
属
平
板
状
の
耳
の
両
面
に
、
断
面
ほ

分
布
か
ら
み
る
と
、
福
岡
県
を
し
の
い
で
、
対
島
に
出
土
数
が
圧

倒
的
に
多
く
な
る
の
は
こ
の
広
矛
A
型
式
の
段
階
か
ら
で
あ
る
。

た
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
、
現
存
の
も
の
は
愛
媛
に
の
み
出
土
が
知
ら

れ
、
中
矛
B
型
式
と
は
異
な
っ
た
様
子
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
内

海
地
域
で
の
平
形
銅
剣
の
盛
行
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

8

広
鋒
銅
矛
B
型
式
（
第
四
図
日
・
第
六
図
8
・
9

）

脊
に
鏑
が
な
い
も
の
を
B
型
式
と
し
た
。

B
型
式
で
は
、
鏑
と
本

来
関
係
す
る
、
関
近
く
の
脊
上
の
陰
刻
の
線
は
ま
っ
た
く
表
出
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
塾
部
基
部
近
く
の
、
節
帯
の
上
端
を
示
す
陰
刻
の

線
は
ほ
と
ん
ど
の
も
の
に
な
く
‘
二
九
本
中
わ
ず
か
に
二
本
の
み
と

な
り
、
広
矛
A
型
式
と
の
差
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

」
の
段
階
が
、
我
が
国
の
銅
矛
の
中
で
型
式
的
に
も
時
期
的
に
も
、

最
も
後
出
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
耳
部
の
紋
様
を
手 ま

(101) 101 



〈

N
C
H）

N
D
H国他国出組出l二割1広 鈴 銅矛 A 型式

福岡県筑紫郡春田町・岡本（京博蔵） 1 

。筑紫郡春日町・岡本・辻 2 

。福岡市安徳・原因（東大蔵） 1 

。福岡市唐泊沖の海中 1 （賓IJ線の位慌異なる）

長崎県上県郡上県町佐護Pピル 1 

。上県郡峰村・木坂海神神社 1 

。上県郡峰村志多賀那須加美金子神社 4 1 
うち 1 1 1 

2 。下県郡厳原町阿連 1 

。下県郡美津島町黒瀬八幡 3 2 

。下県郡豊玉村仁位和多都美御子神社 1 

。下県郡農玉村仁位和多都美神社 1 2 1 

。下県郡豊玉村仁位獄神社 1 

。下県郡豊玉村黒島 2 1 1 2 

。下県郡豊玉村卯麦 1 

。下県郡豊玉村佐志賀 1 ? （写真では恭部の陰刻の線わからぬ）

大分県臼杵市坊主山 2 （同出の他の 2木は広鋒Aに属すが耳欠失す）

。速見郡日出町真那井 2 ? （同出7本のうち耳欠失するもの 4木，他は写真不鮮明）

熊本県大津町陣内弥生下町 ？（吉究利附支録円に遺よ物るの研）／ 

愛媛県伊予市上野・向山東原 1 

。東宇和郡宇和町久枝大窪台 1 

高知県南国市田村カリヤ（耳ナシ）

出土数合計 20 8 7 3 1 5 1 1 

広鈴銅矛Aの耳と袋部￥部刻線の位置を基準にした細分表第二表



Lt払出払国UJl長u！ぶ ii車問矛 BM式

稲岡県筑紫郡春日町~玖岡本辻 1 ? (fiill:l:l g;;t'j t, 6梱なし， I 
ク 梅岡市日佐上白水・門田 1 ? 

ク 福岡市安徳原田（京大蔵） 1 1 

佐賀県佐賀市高木瀬町上高木 1 

ク 三養基郡北茂安・西尾 1 

長崎県上県郡上県町佐誰Fピノレ 1 

。上県郡l峰村吉田白獄事11社 1 

ク 上県郡峰村吉田鉾山和11社 1 

。上県郡峰村木坂海神神社 2 1 

ク 上県郡峰村志多賀那須加美金子神社 ① 1 1 

ク 下県郡美津島町高浜下ヒナタ 1 

ク 下県郡美津島町黒瀬八幡 1 1 

。下県郡美津島町加志太祝詞事11社 1 

。下県郡豊玉村黒島 6 

。下県郡豊玉村卯麦 1 

愛媛県東宇和郡宇和町西山田 ① 

高知県南国市田村カリヤ 1 

住友蔵（出土地不詳） 1 

前土数合計 20 2 1 1 3 1 1 1 

（
縫
製
）
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回
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制
窓
口
柑
市
公
持
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田
・
註
露
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的
C
H

設 Oで囲むのは表示してないが刻線基部にあるもの広鋒銅矛B型式の耳による細分表第三表



ほ
↓
ハ
出
↓

］
国

↓ 
↓ 

υ5cm  
と二主＝ニ====I

野間（福岡）
京ケ尾（大分）
坊主山（大分）
卯麦（長崎）

日本出土銅矛型式分類図

狭矛c型式
中矛A型式
広矛A型式
広矛B型式
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s
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0
0
6

第六図

板付（福岡）
三会（長崎）
下ノ山（香川）

坊主山（大分）
原田（福岡）

狭矛b型式
狭矛d型式
中矛B型式
広矛A型式
広矛Bl!~式
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が
か
り
に
検
討
し
て
み
る
と

国

広

矛

A
型
式
の
固
と
同
じ
く
扇
平
板
状
の
耳
の
両
面
に
、

条
の
隆
起
線
が
孤
状
に
走
る
も
の
が
最
も
多
く
、
二
九
本
中
二

O
本

を
し
め
て
い
る
。

固

第
三
表
に
み
う
け
る
よ
う
に
三
条
の
隆
起
線
を
表
出
す
る
も

の
が
あ
る
が
、
特
に
注
意
し
た
い
の
は
広
矛
B
型
式
の
み
に
み
う
け

ら
れ
る
耳
部
紋
様
の
変
化
で
あ
る
。
長
崎
県
志
多
賀
那
須
加
美
金
子

神
社
蔵
中
の
二
本
と
か
、
京
大
蔵
福
岡
県
安
徳
原
田
出
土
矛
の
よ
う

そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
そ
れ
を
大
型
化
し
、
造
り
と
か
、
銅
質
の
上
で

退
化
を
示
し
て
い
る
広
矛
A
型
式
の
段
階
、
さ
ら
に
最
終
的
に
退
化

の
極
点
に
達
し
た
広
矛
B
型
式
の
段
階
へ
と
の
変
化
を
明
確
に
し
え

た
と
考
え
る
。

。
矛
の
鋳
造

先
に
狭
矛
d
型
式
の
段
階
よ
り
、
我
が
国
で
銅
矛
が
鋳
造
さ
れ
始

め
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
鋳
型
の
出
土
と
い
う
形
で
は
、
ま
だ
裏

づ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
こ
れ
ま
で
出
土
し
て
い
る
銅
矛
の

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

に
、
孤
状
の
隆
起
線
の
う
ち
、

一
番
内
側
の
も
の
が
ワ
ラ
ビ
手
状
化
石
範
に
つ
い
て
、
鋳
造
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

(1) 

中
鋒
銅
矛
の
石
範

東
大
考
古
学
研
究
室
蔵
の
福
岡
県
筑
紫

し
た
り
、
ま
た
は
孤
状
の
隆
起
線
の
内
側
へ
、

Y
字
状
の
も
の
が
表

出
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

分
布
か
ら
み
る
と
、
広
矛
B
型
式
は
、

A
型
式
に
く
ら
べ
、
さ
ら

に
出
土
す
る
範
囲
が
せ
ば
ま
っ
て
お
り
、
対
島
に
出
土
例
が
多
く
、

い
ぜ
ん
福
岡
県
で
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

以
上
本
章
で
と
り
あ
つ
か
っ
た
銅
矛
は
、
耳
の
形
、
耳
と
基
部
基

部
節
帯
と
の
位
置
関
係
、
鋪
の
有
無
等
を
も
と
に
検
討
し
た
結
果
、

型
式
的
に
は
朝
鮮
の
d
型
式
を
祖
形
と
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
長
大

化
し
た
型
の
中
矛
A
型
式
の
段
階
、
さ
ら
に
節
帯
の
位
置
に
変
化
の

み
ら
れ
る
中
矛
B
型
式
の
段
階
、
ま
た
中
矛
B
型
式
を
型
の
上
で
は

郡
春
日
町
須
玖
岡
本
出
土
例
は
、
岡
崎
敬
氏
に
よ
り
始
め
て
中
鋒
銅

＠
 

矛
の
鋳
型
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
現
在
確
実
に
中
矛
の
鋳
型
で
あ

る
と
い
え
る
の
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

た
だ
委
部
基
部
を
欠
損

す
る
の
で
A
－

B
い
ず
れ
の
型
式
の
鋳
型
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な

し、

実
際
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
鏑
の
部
分
が
あ

ら
か
じ
め
鋳
型
に
ほ
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
鏑
を
最
初
か

ら
鋳
型
に
つ
く
っ
て
お
く
こ
と
は
、
鋳
造
後
の
研
磨
の
労
力
を
省
く

こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
参
考
に
な
る
の
が
、

105 (105) 



＠
 

朝
鮮
大
同
郡
栗
里
面
将
泉
里
お
よ
び
京
畿
道
竜
仁
郡
慕
賢
面
草
芙
勘

出
土
の
滑
石
製
細
形
銅
剣
鋳
型
お
よ
び
福
岡
県
粕
屋
郡
志
賀
町
大
字

＠
 

勝
馬
字
裏
で
出
土
し
た
砂
岩
製
細
形
銅
剣
鋳
型
で
あ
る
。

鋳
型
に
も
あ
ら
か
じ
め
鏑
が
っ
く
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
型
式
分
類
の
と
こ
ろ
で
広
矛
A
型
式
の
段
階
で
は
、
中
矛
B
型

式
を
忠
実
に
模
倣
し
て
い
る
点
は
指
摘
し
た
が
、
鋳
型
自
身
で
も
中

も
、
刃
部
の
身
の
割
り
込
み
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
鋳
造
後
、
刃
部
を

将
泉
里
例
は
、
朝
鮮
・
日
本
出
土
の
細
形
銅
剣
に
特
有
の
脊
の
鏑
矛
製
作
時
の
名
ご
り
が
み
う
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
皐
后
峰
出
士
一
の
鋳
型
の
耳
は
隆
起
線
が
二
条
孤
状
に
走
っ
て

研
磨
す
る
際
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
草
芙
里
例
で

は
、
鏑
は
つ
く
り
こ
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
身
の
割
り
こ

み
に
対
応
す
る
と
お
も
わ
れ
る
位
置
に
鋳
型
の
段
階
で
あ
ら
か
じ
め

カ
ー
ブ
が
み
ら
れ
、
勝
馬
例
で
は
さ
ら
に
そ
れ
が
顕
著
に
な
っ
て
い

る
。
銅
剣
の
刃
部
の
割
り
こ
み
は
、
遼
寧
式
銅
剣
の
刃
部
の
カ
l
ブ

を
、
朝
鮮
に
お
い
て
模
倣
し
た
結
果
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
鋳
型
の
段
階
か
ら
つ
く
り
こ
ん
で
お
く
こ
と
は
鋳
造
後
の
研
磨

の
労
力
を
は
ぶ
く
意
図
と
も
い
え
る
し
、

一
方
で
は
型
の
上
で
の
固

定
化
、
型
式
化
と
も
い
え
よ
う
。
中
矛
の
鏑
が
鋳
型
に
つ
く
り
こ
ま

れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
よ
う
な
関
連
の
も
と
に
理
解
し
う
る
。
従
っ

て
長
大
化
し
た
銅
矛
を
鋳
造
す
る
技
術
の
確
立
に
対
応
し
た
工
夫
が

そ
こ
に
も
読
み
と
れ
る
。

広
鋒
銅
矛
A
型
式
の
石
範

＠
 

后
峰
出
土
例
（
熊
野
神
社
蔵
）
が
広
矛
A
型
式
の
石
範
で
あ
る
。
こ
の

(2) 

福
岡
県
筑
紫
郡
春
日
町
須
玖
皇

い
る
類
で
あ
り
、
型
式
分
類
の
広
矛
A
型
式
固
に
相
当
す
る
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
闘
の
と
こ
ろ
の
脊
上
に
陽
出
の
凸
線
も
、
韮
部
基

部
近
く
の
陽
出
の
凸
線
も
、
鋳
型
に
は
表
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
両
者

が
、
中
矛
B
型
式
を
忠
実
に
ふ
ま
え
て
、
鋳
造
後
、
そ
の
位
置
に
わ

ざ
わ
ざ
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
が
き
し
て
い
る
。
ま
た
耳

部
の
孔
は
鋳
型
上
に
も
陽
出
さ
れ
て
い
な
い
。

＠
 

他
に
福
岡
県
総
島
郡
三
雲
字
川
端
、
福
岡
県
筑
紫
郡
高
宮
出
土
の

鋳
型
断
片
に
も
鏑
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
福
岡
県
筑
紫
郡

五
十
川
出
土
（
五
十
川
妙
楽
寺
蔵
）
の
広
矛
の
鋳
型
は
、
耳
部
を
含
む

韮
部
の
み
を
残
す
だ
け
で
鏑
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
が
、
耳
は
孤
状

の
隆
起
線
が
三
条
表
出
さ
れ
、

一
番
内
側
に
横
に
隆
起
線
が
一
条
、

塾
部
に
接
す
る
部
分
か
ら
孤
線
の
方
向
に
向
っ
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。

第
二
表
に
よ
れ
ば
、
こ
の
形
の
耳
を
も
つ
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
と

」
ろ
長
崎
県
佐
護
グ
ピ
ル
で
出
土
し
て
い
る
一
例
の
み
で
、
あ
る
い
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は
広
矛
A
型
式
の
鋳
型
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

広
鋒
銅
矛
B
の
石
範
の
確
例
は
、
写
真
あ
る
い
は
拓
本
か
ら
は
発

見
し
に
く
い
が
当
然
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
鋳
型
を
う
ら
づ

け
と
し
て
先
述
し
た
型
式
分
類
を
考
慮
す
る
と
、
我
が
国
で
は
、
狭

矛
d
型
式
の
段
階
よ
り
広
矛
B
型
式
の
段
階
ま
で
石
範
を
外
形
と
し

て
銅
矛
の
鋳
造
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
結
論
し
う
る
。
そ
れ
ら
に

対
応
す
る
他
の
青
銅
利
器
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
推
定
し
え
よ

！靭鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

ぅ
。
し
か
も
鋳
型
自
身
に
型
式
変
化
の
過
程
が
忠
実
に
ふ
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
、
銅
利
器
を
鋳
造
す
る
際
の
意
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

鋳
型
の
分
布
を
み
る
と
、
中
矛
の
鋳
型
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
福

岡
県
須
玖
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
中
矛
の
段
階
で
、
実

際
に
出
土
し
て
い
る
銅
矛
の
分
布
は
、
最
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い

る
。
広
矛
A
の
段
階
に
な
る
と
、
鋳
型
は
福
岡
県
須
玖
、
筑
紫
郡
高

宮
、
五
十
川
、
締
島
郡
三
雲
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
中

矛
よ
り
広
矛
A
あ
る
い
は

B
に
い
た
る
期
間
中
、
銅
矛
の
製
作
は
筑

紫
郡
を
中
心
に
継
続
し
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
と
く
に
須
玖
周
辺
は

る
の
も
鋳
造
地
点
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

。
年
代
に
つ
い
て

狭
矛
b
型
式
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
板
付
の
蓋
棺
は
前
期
末
に
比
定

＠
 

さ
れ
る
。
狭
矛

c
型
式
は
、
板
付
で
出
土
し
て
い
る
聾
惜
の
形
式
は

不
明
で
あ
る
が
中
期
の
聾
棺
片
も
採
集
さ
れ
て
い
る
。
字
木
波
田
の

聾
棺
は
中
期
前
半
と
比
定
さ
れ
て
お
り
、
C

型
式
の
矛
が
、
中
期
初
頭

に
は
南
鮮
で
製
作
さ
れ
、
伝
世
の
後
埋
葬
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

須
玖
岡
本
D
地
点
の
聾
棺
は
中
期
中
葉
の
も
の
で
あ
り
、
前
漢
鏡

の
多
量
な
副
葬
と
い
っ
た
共
通
点
を
も
っ
三
雲
の
場
合
も
同
じ
頃
に

考
え
ら
れ
よ
う
。
立
岩
の
聾
棺
は
須
玖
式
に
つ
ぐ
中
期
後
半
に
比
定

さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
板
付
の
聾
棺
に
d
型
式
の
と
も
な
わ
ぬ
こ

と
よ
り
、
狭
矛
d
型
式
は
前
期
末
に
は
ま
だ
な
く
、
中
期
前
半
か
ら

中
葉
に
か
け
て
狭
矛

c
型
式
を
手
本
と
し
て
須
玖
近
辺
で
、
南
鮮
の

工
人
に
よ
り
つ
く
り
だ
さ
れ
た
可
飴
性
が
高
い
。

中
矛
A
型
式
は
B
型
式
に
先
立
ち
鋳
造
さ
れ
始
め
た
と
、
狭
矛
d

型
式
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
を
示
す
こ
と
よ
り
考
え
る
。
時
期
を
明

示
す
る
資
料
に
乏
し
い
が
、
柏
崎
で
は
、
中
矛
A
型
式
と
狭
矛
d
型

(107) 

州
の
先
進
地
域
｜
｜
須
玖
と
か
三
雲
ー
で
聾
棺
内
よ
り
出
土
し
て
い

有
力
な
中
心
で
あ
っ
た
と
推
定
し
う
る
。
ま
た
狭
矛
d
型
式
が
、
九
式
の
共
存
し
た
可
能
性
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
福
岡
県
恵
子
と
長
崎
県

大
綱
で
は
A

・B
両
型
式
が
共
存
し
、

A
型
式
に
は
、
す
べ
て
耳
部
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に
穿
孔
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
長
崎
県
グ
ピ
ル
遺
跡
で
は
箱

式
石
棺
中
金
海
式
土
器
を
ま
じ
え
た
、
弥
生
後
期
の
土
器
と
と
も
に
、

墓
に
副
葬
さ
れ
た
。
武
器
と
し
て
実
用
に
は
耐
え
る
と
し
て
も
、
実

際
に
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ぬ
可
能
性
が
高
く
、
中
国
で
い
う
班
剣
、

存
し
て
い
た
。

従
っ
て
弥
生
後
期
」
初
頭
（
立
岩
に
中
矛
A
を
見
ぬ
こ
と

中
矛
B
型
式
一
本
、
広
矛
A
型
式
二
本
、
広
矛
B
型
式
一
本
と
が
共
あ
る
い
は
儀
万
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
朝
鮮

南
部
で
、
す
で
に
鉄
製
武
器
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
、
青
銅
武

よ
り
）
中
矛
A
型
式
が
鋳
造
さ
れ
、

時
を
お
い
て
中
矛
B
型
式
が
鋳

造
さ
れ
だ
し
た
と
推
定
す
る
。
立
岩
に
つ
づ
く
絞
馬
場
以
後
に
な
る

と
、
聾
棺
へ
の
銅
矛
の
副
葬
は
な
く
な
り
、

か
わ
っ
て
巴
形
銅
器
、

銅
釧
等
が
副
葬
さ
れ
始
め
、
国
産
銅
器
鋳
造
の
上
に
一
つ
の
新
生
面

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
が
銅
利
器
の
上
で
も
、
全
長
を
よ
り
長
大

化
し
よ
う
と
す
る
転
換
期
の
中
矛
A

・
B
型
式
と
対
応
す
る
と
い
え

よ
h

つ。

＠
 

広
矛
A
は
大
分
県
坊
主
山
で
七
木
同
出
の
も
の
が
す
べ
て
一
括
し

て
出
土
し
て
い
る
い
が
い
、
長
崎
県
黒
島
、
卯
麦
、

グ
ビ
ル
で

B
型

式
と
同
出
し
て
い
る
。
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
広
矛
A
－

B
両
型
中
期
、
大
量
の
前
漢
鏡
等
と
と
も
に
、
銅
矛
を
含
む
多
数
の
利
器
の

銅
器
鋳
造
の
中
心
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
須
玖
地
域
で
は
、
弥
生

式
の
鋳
造
、
使
用
は
少
く
と
も
弥
生
後
期
よ
り
終
末
期
に
か
け
て
お

」
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

我
が
国
で
は
弥
生
前
期
末
を
や
や
さ
か
の
ぼ
る
頃
に
、
銅
矛
を
含

む
銅
利
器
は
、
南
鮮
か
ら
舶
載
さ
れ
、
ま
も
な
く
当
時
の
有
力
者
の

器
の
儀
器
化
へ
の
方
向
と
一
致
を
み
て
お
り
、
我
が
固
で
の
銅
利
器

の
性
格
と
し
て
、
最
初
か
ら
一
定
の
方
向
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

狭
矛
b
型
式
の
段
階
に
先
立
っ
て
、
磨
製
石
剣
の
存
在
が
あ
っ
た

」
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、

私
自
身
は
い
ま
だ
検
討
し
て
い
な
い
の

で、．

」
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。

ひ
き
つ
づ
き
狭
矛

c
型
式
が
舶
載
さ
れ

た
後
、
弥
生
中
期
前
半
よ
り
、
我
が
国
で
も
南
鮮
の
工
人
の
手
に
よ

り
、
我
が
国
人
の
好
み
に
応
じ
た
狭
矛
d
型
式
が
製
作
さ
れ
始
め
、

副
葬
が
み
ら
れ
る
。
奴
国
の
後
漢
へ
の
朝
貢
の
年
代
と
ほ
ぼ
合
致
し
、

一
方
で
国
産
銅
利
器
を
つ
く
り
だ
さ
し
め
る
地
域
社
会
の
力
が
、
漢

へ
の
朝
貢
と
い
っ
た
形
を
も
生
み
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
d
型
式
の
段
階
で
は
、
北
九
州
の
佐
賀
・
福
岡
等
の
先
進
地

域
で
は
、
い
ぜ
ん
護
棺
内
に
副
葬
品
と
し
て
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
の

108 (108} 



独
あ
る
い
は
、
細
形
銅
剣
や
平
形
銅
剣
と
と
も
に
埋
蔵
遺
跡
よ
り
出

に
対
し
、
九
州
で
も
後
進
地
域
あ
る
い
は
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
、
単
器
化
の
過
程
で
の
、
鉄
製
利
器
へ
の
影
響
と
み
る
。

あ
る
い
は
北
九
州
先
進
地
域
で
の
狭
矛
d
型
式
の
聾
棺
へ
の
副
葬

土
し
て
い
る
と
い
う
状
態
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
内
海
地
域

等
に
お
け
る
d
型
式
の
伝
世
が
考
慮
さ
れ
る
と
し
て
も
、
例
え
ば
香

川
県
瓦
谷
例
の
ご
と
く
、

d
型
式
と
共
伴
し
た
五
本
の
う
ち
一
本
の

銅
剣
に
は
、
銅
鐸
と
共
通
す
る
紋
様
が
鋳
出
さ
れ
で
お
り
、
畿
内
と

の
関
連
の
深
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
も
前
期
末
に
さ
か
の
ぼ

る
銅
鐸
の
埋
蔵
遺
跡
へ
の
納
置
と
も
共
通
し
て
い
る
点
注
目
す
べ
き

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

で
あ
ろ
う
。

私
は
銅
矛
の
長
大
化
、
’
す
な
わ
ち
狭
矛
d
型
式
よ
り
、
中
矛
A
型

式
の
変
化
の
う
ち
に
、
銅
鐸
祭
把
に
よ
る
影
響
を
考
え
た
い
。
銅
鐸

は
す
で
に
型
式
化
、
巨
大
化
の
方
向
へ
歩
み
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
に

と
も
な
う
風
習
｜
埋
蔵
す
る
と
い
う
習
慣
を
も
含
め
て

l
が
瀬
戸
内

を
経
由
し
て
逆
に
北
九
州
に
入
り
、
銅
矛
の
長
大
化
、
あ
る
い
は
他

の
銅
利
器
の
型
式
化
を
生
み
だ
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
結
果
つ
く
り
だ
さ
れ
た
中
矛
A

・B
型
式
が
、
北
九

州
の
先
進
地
域
で
も
埋
蔵
遺
跡
よ
り
出
土
す
る
の
は
当
然
と
い
え
よ

ぅ
。
森
貞
次
郎
氏
は
鉄
器
の
流
入
に
よ
る
銅
器
の
長
大
化
を
と
か
れ

る
が
、
私
は
立
岩
の
鉄
文
に
み
る
ご
と
き
は
、
む
し
ろ
青
銅
利
器
儀

は
、
奴
国
の
首
長
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
銅
矛
の
鋳
造
と
関
連
し
、

生
産
地
で
の
特
別
な
現
象
を
示
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
こ

と
は
銅
剣
先
だ
け
の
聾
棺
へ
の
副
葬
を
も
考
慮
し
て
な
お
今
後
の
検

討
を
待
ち
た
い
。

瀬
戸
内
海
で
は
中
矛
A
型
式
の
矛
は
な
く
、

B
型
式
が
あ
ら
わ
れ
、

広
矛
の
段
階
に
な
る
と
消
滅
の
方
向
に
向
う
。
こ
の
あ
り
方
と
最
も

関
連
深
い
の
は
、
平
形
銅
剣
の
内
海
地
域
で
の
鋳
造
お
よ
び
そ
の
盛

行
で
あ
ろ
う
。

一
方
対
島
で
は
、
中
矛
A
型
式
い
ご
中
矛
B
型
式
に

い
た
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
西
海
岸
か
ら
し
か
矛
の
出
土
は
な
く
、
当

時
の
朝
鮮
‘
中
国
へ
の
ル

l
ト
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
広
矛
A
－

B
型
式
の
段
階
で
も
西
海
岸
沿
い
が
圧
倒
的
に
多
い
。

壱
岐
と
の
出
土
数
の
差
は
、
対
島
の
対
朝
鮮
、
中
国
へ
の
渡
海
す
る

最
終
基
地
の
重
視
の
あ
ら
わ
れ
か
、
説
志
倭
人
伝
に
も
、
壱
岐
に
は

官
が
お
か
れ
た
の
に
対
し
、

対
島
に
は
大
官
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と

と
も
関
連
し
よ
う
。

(109) 

中
矛
B
型
式
の
段
階
い
ご
、
す
な
わ
ち
中
期
末
、
後
期
初
頭
い
ご
、

銅
矛
は
筑
紫
郡
を
中
心
と
す
る
鋳
造
権
を
に
ぎ
っ
た
人
々
と
、
銅
矛
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を
う
け
と
っ
た
人
k

と
の
聞
に
一
定
の
恒
常
的
な
関
係
を
も
ち
つ
づ

け
る
。
あ
る
い
は
場
所
と
し
て
の
対
島
の
重
視
で
あ
っ
て
、
対
島
の

人
k

を
重
視
し
て
は
い
な
い
の
か
も
し
れ
ぬ
が
、
最
も
端
的
に
示
す

の
は
、
対
島
の
ク
ピ
ル
遺
跡
で
あ
る
。
銅
矛
に
附
加
さ
れ
て
い
た
意

義
は
、
唐
泊
沖
の
海
底
出
土
の
矛
を
も
考
慮
し
て
、
中
矛
い
ご
の
段

階
で
航
海
の
祭
杷
の
対
象
物
へ
と
変
化
を
ひ
き
お
こ
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

中
矛
B
型
式
を
忠
実
に
模
倣
し
た
広
矛
A
型
式
い
ご
、
他
の
銅
利

器
と
も
ど
も
銅
質
は
一
転
し
て
粗
悪
に
な
る
。
銅
原
料
の
問
題
が
当

然
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
，
ら
ぬ
が
、
一
つ
は
鋳
型
で
み
る
よ
う
に
製

作
の
際
労
力
が
は
ぶ
か
れ
、
対
象
物
と
し
て
の
機
能
に
変
化
が
な
け

れ
ば
、
大
き
く
て
そ
れ
ら
し
い
か
つ
こ
う
を
し
て
お
れ
ば
よ
い
と
い

っ
た
考
え
方
が
生
じ
て
き
た
た
め
と
も
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
中
矛

A
型
式
に
先
立
つ
弥
生
中
期
の
段
階
で
、
石
斧
な
ど
に
は
す
で
に
機

能
化
へ
の
指
向
性
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
祭
肥
に
使
用
さ
れ
る
も

の
に
は
、
そ
の
変
化
が
一
段
階
も
二
段
階
も
遅
れ
て
お
こ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
、
当
時
の
人
々
の
生
産
用
具
に
対
す
る
意
識
と
の
差
を
明

瞭
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
銅
鐸
の
方
で
は
広
矛
A

・B

型
式
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
突
線
鉦
式
銅
鐸
の
段
階
で
も
錫
分
国
で
の
銅
矛
の
型
式
は
最
初
に
鋳
造
開
始
さ
れ
て
以
降
、
形
の
大
小

る
耳
部
紋
様
の
多
様
化
の
き
ざ
し
で
あ
る
。
詳
述
し
た
よ
う
に
我
が

の
減
少
は
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
銅
矛
も
含
む
銅
利
器
ほ

(110) 

ど
に
は
顕
著
で
な
く
、
畿
内
と
北
九
州
で
の
原
料
の
所
有
差
も
影
響

し
て
い
よ
う
。
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以
上
銅
矛
を
つ
う
じ
て
我
が
国
の
弥
生
時
代
の
あ
り
方
を
み
た
場

合
、
大
き
な
特
色
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
鋳
銅
技
術
と
し
て
の
利

点
を
フ
ル
に
い
か
し
多
様
な
も
の
を
生
み
だ
す
こ
と
が
少
く
、

方

一
定
の
型
式
に
の
っ
と

っ
て
い
な
け
れ
ば
、
広
矛
A
型
式
に
み
ら
れ
る
如
く
銅
矛
と
は
認
め

向
的
な
変
化
し
か
み
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
な
こ
と
が
平
形
銅
剣
や
銅

鐸
の
場
合
に
も
い
え
る
。
愛
媛
県
一
万
出
土
の
平
形
銅
剣
で
は
、
突

起
部
の
鋳
損
じ
を
わ
ざ
わ
ざ
、
銅
鐸
の
場
合
と
同
様
な
手
法
で
鋳
か

け
て
あ
り
、
銅
鐸
の
場
合
、
型
も
た
せ
の
周
囲
を
鋳
損
じ
た
も
の
を
、

わ
ざ
わ
ざ
型
も
た
せ
の
孔
だ
け
を
残
し
て
、
他
の
部
分
を
鋳
か
け
て

あ
旬
。
ま
た
補
刻
さ
れ
て
い
る
鐸
が
あ
る
こ
と
も
同
様
な
趣
を
示
す

と
解
せ
ら
れ
る
。

ま
た
視
点
を
か
え
て
銅
矛
な
ら
銅
矛
を
見
た
場
合
ど
う
い
う
こ
と

が
い
え
る
か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
広
矛
A

・B
の
段
階
に
お
け



の
差
は
あ
れ
一
定
の
基
準
に
の
っ
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
広

矛
A
、
と
く
に
広
矛
B
の
段
階
に
お
い
て
、
耳
部
紋
様
に
変
化
が
み

う
け
ら
れ
る
。
そ
の
変
化
が
機
能
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
さ
て

お
き
、
こ
の
こ
と
は
、
鋳
造
技
術
者
が
石
型
に
矛
の
形
を
ほ
り
つ
け

る
時
、
彼
等
の
頭
の
中
で
は
、

一
定
の
型
式
に
の
っ
と
っ
た
も
の
が
、

あ
り
あ
り
と
う
か
ん
で
い
た
と
私
は
考
え
る
が
、
そ
の
自
己
の
伝
統

的
に
う
け
つ
い
だ
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
習
慣
と
な
り
お
お

せ
て
い
た
も
の
の
、
打
破
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

で
あ
る
。

工
人
の
伝
統
的
観
念
を
う
ち
ゃ
ぶ
っ
て
の
飛
躍
あ
る
い
は

創
造
と
い
う
こ
と
を
、
例
え
ば
矛
な
ら
矛
の
紋
様
の
変
化
、
あ
る
い

は
他
の
独
特
の
器
形
の
製
作
と
い
う
こ
と
に
み
れ
ば
、
次
に
問
題
に

な
る
の
は
、
何
故
そ
の
段
階
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
創
造
が
あ
り
飛

躍
が
あ
り
得
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
代
の
制
約
下
に
あ
る

人
々
の
心
が
、
直
接
、
作
り
だ
す
も
の
に
反
映
す
る
か
、
し
な
い
か
、

そ
の
場
合
の
、
例
え
ば
工
人
の
身
分
と
い
う
も
の
と
創
造
の
心
と
が

ど
う
結
び
あ
う
の
か
等
に
、
わ
ず
か
に
銅
矛
を
の
み
と
り
あ
げ
て
云

々
す
る
こ
と
に
問
題
は
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
弥
生
後
期
後
半
に

お
け
る
新
し
い
気
運
へ
、
ー
そ
れ
が
た
と
え
、
銅
矛
が
す
で
に
よ
り

必
要
と
さ
れ
な
い
退
化
型
式
と
し
て
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
も
｜
の
動

き
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

新
し
い
も
の
を
つ
く
り
だ
し
て
も
、
そ
れ
を
う
け
い
れ
る
心
が
な

つ
く
り
だ
し
う
る
技
術
、
創
造
の
心
は
あ
っ
て
も
、
生
み

け
れ
ば
、

だ
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
ひ
き
つ
づ
い
て
は
行
な
わ
れ
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
中
国
に
お
け
る
銅
容
器
に
と
も
な
う
祭
杷
が
、
朝
鮮
、
日
本

の
青
銅
器
鋳
造
開
始
の
頃
は
す
で
に
下
火
に
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
、

楽
浪
郡
治
下
の
漢
墓
い
が
い
に
銅
容
器
の
ほ
と
ん
ど
出
土
し
て
い
な

い
の
も
関
連
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

最
後
に
銅
原
料
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
中
国
で
は
西
周
以

降
の
銅
器
金
文
を
み
る
と
、
し
ば
し
ば
王
よ
り
貝
、
車
馬
、
布
、
盟
、

島
、
豚
、
白
、
珊
圭
、
環
埠
、
臣
、
高
、
土
等
を
錫
わ
り
、
そ
の
休

に
答
え
て
銅
器
を
作
っ
て
い
る
。
特
に
青
銅
器
の
鋳
造
そ
の
も
の
と＠

 

関
連
深
い
の
は
、
金
あ
る
い
は
赤
金
を
賜
わ
り
、
そ
れ
を
も
ち
い
て

青
銅
器
を
鋳
造
し
た
こ
と
を
明
記
し
た
金
文
で
あ
る
。
例
え
ば
西
周

＠
 

初
期
の
禽
肢
に
は

王
伐
林
侯
、
周
公
某
禽
珂
、
禽
有
肢
珂
、
王
錫
金
百
押
す
、
禽
用
作
宝
舜

⑧
 

と
あ
り
、
宣
王
代
の
師
笈
段
に
は

）
 

噌

i
T
ムl
 

（
 

王
若
日
、
師
室
口
、
准
夷
諒
我
負
陪
臣
：
：
：
敵
手
士
女
羊
牛
学
士
口
金
、
．
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・
・
・
余
用
作
朕
後
男
鼠
尊
段
・

．．．．． 

と
あ
り
、
ま
た
戦
国
末
の
楚
王
生
田
志
齢
に
は

楚
玉
含
芯
戦
獲
兵
銅

正
月
士
口
日
実
鋳
少
盤
以
共
機
裳
：
：
・

と
あ
る
。
西
周
初
期
に
お
い
て
は
、
周
王
あ
る
い
は
周
王
を
補
佐
し

た
公
伯
よ
り
銅
を
賜
わ
り
、
青
銅
器
を
そ
の
家
の
先
祖
を
ま
つ
る
た

め
に
鋳
造
し
て
い
る
。
実
際
に
鋳
造
し
た
の
は
、
周
王
室
の
直
轄
下

に
あ
っ
た
百
工
の
う
ち
の
工
人
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
、
令
葬
な
ど

の
金
文
よ
り
推
測
さ
れ
る
が
、
青
銅
の
原
料
自
身
も
周
王
室
の
管
理

下
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

禽
散
の
金
文
で
は
准
夷
地
方
を
伐
っ
た
功
に
よ
り
銅
を
賜
っ
て
い

る
が
、
そ
の
背
景
に
銅
原
料
獲
得
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
南
方
の
楚
国
あ
る
い
は
東
南
進
夷
地
区
は
、
古
代
よ
り
銅
錫

の
産
出
が
豊
富
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
西
周
後
期
の
師
嚢

段
に
み
ら
れ
る
如
く
、
周
初
よ
り
臣
属
下
し
て
島
と
農
産
物
を
貢
納

し
て
い
た
准
夷
の
反
乱
を
征
し
、
銅
を
獲
得
し
た
こ
と
等
に
よ
り
、

西
周
代
銅
原
料
の
獲
得
の
一
手
段
と
し
て
、
楚
園
、
准
夷
の
征
伐
に

ょ
っ
た
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
楚
国
あ
る
い
は
准
夷
の
地
域
で
鋳
造
さ
れ
た
銅
容
器
、
あ

る
い
は
銅
兵
器
を
鋳
つ
ぶ
し
て
新
た
に
銅
器
を
鋳
造
し
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
春
秋
以
前
に
お
い
て
は
、
特
定
の
祖
先
を
祭

る
の
は
、
特
定
の
家
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
楚
王
禽
志
盤
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
国
も
末
年
に
な
る
と
大
国

は
、
弱
国
を
併
呑
し
、
祭
を
た
や
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
銅
原
料
と

し
て
、
他
国
の
銅
兵
捺
あ
る
い
は
銅
容
器
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

朝
鮮
の
場
合
は
、
文
献
の
上
に
銅
原
料
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
で
て

こ
ず
、
高
麗
と
か
李
朝
の
文
献
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も

⑬
 

す
で
に
藤
田
亮
作
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
銅
原
料
を

日
本
か
ら
輸
入
し
て
不
足
を
補
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

日
本
と

朝
鮮
に
お
け
る
当
代
の
青
銅
製
品
の
総
量
の
差
は
、
漢
帝
国
の
直
接

の
支
配
下
に
お
か
れ
た
た
め
の
、
土
着
社
会
の
発
展
の
圧
迫
と
も
無

関
係
で
は
な
か
ろ
う
が
、
原
料
の
多
寡
と
も
関
連
深
か
ろ
う
。

日
本
に
お
い
て
は
、
銅
鐸
の
原
料
と
し
て
舶
載
銅
利
器
の
鋳
つ
ぶ

し
説
、
あ
る
い
は
中
国
の
貨
銭
説
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
舶
載

銅
利
器
を
原
料
と
し
た
と
す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
。

舶
載
銅
器
の
起
源
は
朝
鮮
に
あ
っ
た
こ
と
は
祥
述
し
た
が
、
朝
鮮
で

の
青
銅
製
品
の
総
数
は
日
本
よ
り
少
く
、
し
か
も
交
易
の
形
な
ら
、

な
ん
ら
か
の
見
返
り
の
品
が
い
る
筈
で
あ
る
。
当
時
の
朝
鮮
と
日
本

(112) 112 



の
ト
交
流
の
形
は
、
新
羅
時
代
に
日
本
へ
の
朝
貢
品
と
し
て
金
・
銀
・

鋼
鉄
、
鹿
皮
匂
が
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
と
お

も
わ
れ
る
。
従
っ
て
銅
利
器
を
鋳
つ
ぶ
し
て
銅
鐸
を
作
っ
た
と
い
う

」
と
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
貨
銭
原
料
説
は
ど
う
か
。
中
国
東

北
地
方
で
は
明
万
銭
、
五
銭
銭
な
ど
が
、
数
砥
も
一
括
し
て
出
土
し

て
い
る
が
、
朝
鮮
、
日
本
で
の
あ
り
か
た
は
一
、
二
枚
が
埋
葬
遺
跡

よ
り
で
る
程
度
で
あ
る
。
従
っ
て
貨
銭
の
場
合
も
、
貴
重
視
さ
れ
て

い
る
と
い
え
、
銅
原
料
と
し
て
は
疑
問
が
の
こ
る
。
私
は
、
日
本
で

朝鮮・日本における初期金属器文化の系譜と展開（近藤）

の
鋳
型
が
、
朝
鮮
の
滑
石
と
は
異
な
り
、
砂
岩
製
で
あ
る
こ
と
と
も

関
連
し
て
、
そ
の
地
に
適
し
た
鋳
型
を
使
用
し
、
銅
原
料
も
我
が
国

の
も
の
を
使
用
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
ま
た
稿
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

以
上
銅
矛
を
中
心
と
し
て
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
で
の
あ
り
方
を

み
て
き
た
が
、
三
者
を
対
比
し
て
青
銅
利
器
を
鋳
造
し
て
い
た
社
会

は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

中
国
で
は
安
陽
後
期
に
完
成
し
た
形
で
出
現
し
た
銅
矛
の
系
統
は
、

西
周
初
期
に
と
だ
え
る
。
そ
れ
は
西
周
い
ご
武
器
と
し
て
よ
り
実
用

に
耐
え
、
し
か
も
武
器
と
し
て
合
理
的
な
方
向
へ
と
歩
み
を
す
す
め

て
ゆ
く
。
春
秋
以
降
、
戦
国
に
か
け
て
銅
利
器
は
各
地
で
特
有
の
変

化
型
式
を
生
み
だ
し
つ
つ
も
、

い
ぜ
ん
鉄
製
武
器
と
同
等
な
立
場
を

確
保
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
河
北
型
の
流
れ
を
う
け
つ
ぎ
、
あ
る
い

は
東
北
地
方
の
胡
族
の
影
響
の
も
と
に
、
漢
の
楽
浪
郡
設
置
以
前
に

銅
利
器
鋳
造
を
開
始
し
た
朝
鮮
で
は
、
青
銅
武
器
は
い
ぜ
ん
武
器
と

し
て
の
明
確
な
意
図
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
南
鮮
で

鋳
造
が
お
こ
な
わ
れ
る
頃
に
は
、
す
で
に
鉄
器
の
使
用
が
盛
ん
で
あ

り
、
青
銅
利
器
は
異
形
化
の
き
ざ
し
が
見
え
、
儀
器
化
の
傾
向
が
う

か
が
え
る
。

そ
の
南
鮮
の
工
人
を
将
来
し
て
、
青
銅
利
器
の
鋳
造
が
始
ま
っ
た

日
本
で
は
、
鋳
造
と
い
う
利
点
を
フ
ル
に
活
用
し
て
、
多
様
な
も
の

を
生
み
だ
す
可
能
性
を
き
り
す
て
、
弥
生
時
代
の
人
々
の
こ
の
み
に

あ
っ
た
も
の
の
み
を
忠
実
に
つ
く
り
つ
づ
け
て
ゆ
く
。
銅
武
器
の
特

異
化
と
と
も
に
、
没
個
性
的
な
も
の
を
工
人
に
要
求
す
る
社
会
の
規

制
力
と
い
っ
た
も
の
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
前
代
の
縄
文
文
化
以
来

の
伝
統
が
、
本
来
の
利
器
と
し
て
の
機
能
を
ね
じ
ま
げ
て
い
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
大
き
く
わ
け
て
中
国
と
朝
鮮
北
部
は
同
一
面
で
と
ら

え
得
、
朝
鮮
南
部
と
日
本
と
が
同
一
面
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、

以
上
に
よ
っ
て
、
日
本
・
朝
鮮
の
初
期
金
属
器
文
化
の
一
側
面
を
う
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か
が
い
得
た
か
と
考
え
る
。

な
お
資
料
の
収
集
に
あ
た
っ
て
多
大
の
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
藤
田

国
雄
・
野
口
義
麿
・
木
内
武
男
・
藤
本
強
・
小
林
行
雄
・
水
野
清

林
巳
奈
夫
・
鈴
木
博
司
・
小
野
山
節
・
西
谷
正
・
韓
痢
三
・
鏡
山
猛

岡
崎
敬
・
森
貞
次
郎
・
小
田
富
士
雄
・
亀
井
勇
・
渡
辺
正
気
・
宮
小
路

賀
宏
の
諸
氏
、
長
府
博
物
館
の
皆
様
に
厚
く
感
謝
す
る
。

①
吉
村
茂
三
郎
「
徳
須
恵
の
襲
棺
地
帯
に
就
て
」
（
『
佐
賀
県
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念

物
調
査
報
告
』
第
七
暢
一
九
四

O
年）。

②
梅
原
末
治
「
許
斐
氏
旧
蔵
筑
前
須
玖
発
見
の
銅
鉾
銅
剣
」
（
『
人
類
学
雑
誌
』
第

二
五
巻
第
一
一
一
号
一
九
三
七
年
）
。

③
森
本
六
爾
「
肥
前
松
浦
潟
地
方
に
於
け
る
斐
檀
遺
蹟
と
そ
の
伴
出
遺
物
」
（
『
考

古
学
』
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
一
九
三
O
年）。

＠
水
野
清
一
先
生
の
御
好
意
で
実
測
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
他
に
九
州
大
学
が
中

心
と
な
っ
て
行
っ
た
唐
津
綜
合
調
査
の
際
に
も
同
型
の
も
の
が
波
田
薬
棺
群
中
散

布
し
た
中
期
の
土
器
片
に
ま
じ
り
出
土
し
て
い
る
。

⑤
島
田
貞
彦
「
斐
棺
内
新
出
の
玉
類
及
布
片
等
に
就
い
て
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第

一
二
巻
第
八
号
一
九
＝
二
年
）
に
よ
れ
ば
整
棺
と
銅
矛
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

⑥
③
東
京
国
立
博
物
館
『
新
た
に
国
の
保
有
に
な
っ
た
埋
蔵
文
化
財
特
別
陳
列
目

録
』
一
九
六
五
年
。

⑦
森
本
六
爾
「
肥
前
松
浦
潟
地
方
に
於
け
る
護
棺
遺
蹟
と
そ
の
伴
出
遺
物
」
（
『
考

古
学
』
第
一
巻
第
五
・
六
号
一
九
三
O
年）。

⑤
木
下
忠
「
尾
道
市
大
峰
山
出
土
銅
鉾
銅
剣
に
つ
い
て
」
（
『
広
島
考
古
研
究
』

二
一
九
六

O
牛）。

⑮
坪
井
清
足
氏
の
原
図
を
小
林
先
生
よ
り
借
用
し
た
。

⑪
増
田
精
一
「
長
崎
県
対
島
調
査
報
告
ハ
門
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
四
九
巻
第
一
号

一
九
六
三
年
）
。

⑫
中
山
平
次
郎
「
新
発
見
の
銅
鉾
」
（
『
考
古
学
』
第
一
巻
第
五
・
六
号
一
九
一
一
一

O
年
三

⑬
梅
原
末
治
『
吉
利
支
丹
遺
物
の
研
究
』
付
録
「
日
本
発
見
銅
銀
銅
鉾
及
銅
鎌
の

緊
成
図
」
一
九
二
六
年
。

⑭
瀬
之
口
伝
九
郎
「
翼
後
国
成
松
村
京
ケ
尾
出
土
の
広
鋒
銅
剣
鉾
に
就
て
」
（
『
考

古
学
雑
誌
』
第
九
巻
第
四
号
一
九
一
八
年
）
。

⑮
梅
原
末
治
・
古
賀
徳
義
・
下
林
繁
夫
「
熊
本
県
下
に
於
け
る
銅
剣
銅
鉾
調
査
報

k
E
（
『
熊
本
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
』
第
二
冊
一
九
二
五
年
）
。

⑮
松
岡
文
一
「
宇
和
町
の
弥
生
式
時
代
の
文
化
」
（
『
愛
媛
考
古
学
』
第
六
一

九
六
四
年
）
。

⑫
高
橋
健
自
『
銅
鉾
銅
錫
の
研
究
』
一
九
二
五
年
四
八
ペ
ー
ジ
拓
影
。

⑬
高
橋
健
自
前
掲
書
五
二
ペ
ー
ジ
拓
影
。

⑮
中
山
平
次
郎
「
壱
岐
立
石
熊
野
神
社
の
銅
鉾
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
空
暴
露

八
号
一
九
二

O
年）。

＠
賀
川
光
夫
「
新
た
に
発
見
さ
れ
た
東
九
州
の
銅
鉾
銅
文
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第

三
九
巻
第
二
号
一
九
五
＝
一
年
）
。

＠
註
⑮
に
同
じ
。

②
掘
削
之
口
伝
九
郎
「
大
隅
国
出
土
の
銅
鉾
に
就
き
て
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
八
巻

第
ご
号
一
九
一
七
年
）
。

＠
防
長
新
聞
「
上
古
の
遺
物
銅
鉾
を
発
見
す
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
一

O
号
、
六
五
二
頁
一
九
二
四
年
）
長
府
博
物
館
蔵
拓
本
。

⑧
－
③
註
⑮
に
同
じ
。

③
実
測
図
に
よ
っ
て
は
不
明
瞭
な
も
の
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
で
き
る
だ
け
自
分
で

再
検
討
し
た
も
の
に
限
っ
た
。

②
水
野
清
一
・
樋
口
隆
康
・
岡
崎
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敬
『
対
馬
』
（
『
東
方
考
古
学
叢
刊
』
乙
種
第



朝鮮・日本における初期金属探文化の系譜と展開（近藤）

六
冊
一
九
五
三
年
）
。

⑧
藤
田
亮
策
・
梅
原
末
治
『
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
』
第
一
巻
一
九
四
七
年
。

＠
韓
国
国
立
博
物
館
『
！
八
・
一
五
後
蒐
集
｜
陳
列
品
図
鑑
』
一
九
六
五
年
。

＠
森
貞
次
郎
・
乙
競
重
隆
・
渡
辺
正
気
「
福
岡
県
志
賀
島
の
弥
生
遺
蹟
」
（
『
考
古

学
雑
誌
』
第
四
六
巻
第
二
号
一
九
六

O
年）。

＠
高
橋
健
闘
前
掲
書
図
版
第
三
十
三
。

＠
『
対
島
』
挿
図
必
他
の
銅
矛
鋳
型
に
つ
い
て
も
同
じ
。

＠
以
下
饗
棺
の
形
式
編
年
に
つ
い
て
は
、
森
貞
次
郎
「
弥
生
時
代
に
お
け
る
細
形

銅
剣
の
流
入
に
つ
い
て
」
（
金
関
丈
夫
博
士
古
稀
記
念
委
員
会
編
『
日
本
民
族
と

南
方
文
化
』
一
九
六
八
年
）
に
よ
っ
た
。

＠
註
②
に
同
じ
。

＠
梅
原
末
治
『
銅
鐸
の
研
究
』
一
九
二
七
年
。
所
収
中
愛
知
県
瀬
相
鐸
・
兵
庫
県

気
比
第
二
号
鐸
等
数
例
に
鋳
か
け
・
補
刻
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
愛
知
県
伊
奈
第
－

号
鐸
等
に
平
形
銅
剣
と
共
通
す
る
鋳
か
け
の
さ
い
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。

＠
用
作
・
：
・
：
の
用
い
て
を
、
そ
れ
を
材
料
と
し
て
の
意
で
は
な
く
、
用
っ
て
と
い

う
意
味
に
解
釈
す
る
の
が
普
通
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
利
用
し
て
の
意
に
解

す
る
。
江
上
波
夫
「
東
亜
に
お
け
る
子
安
貝
の
流
伝
」
（
『
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』

論
考
筋
一
九
六
七
年
）
＝

O
頁。

＠
隙
夢
家
「
西
周
銅
器
断
代
」
二
（
『
考
古
学
報
』
第
十
冊
一
九
五
五
年
）
に
よ

れ
ば
王
伐
謙
侯
と
し
蓋
は
奄
で
、
節
玄
の
奄
国
は
准
夷
の
北
に
あ
る
と
す
る
意
見

を
採
用
し
て
い
る
。
白
川
静
「
金
文
通
釈
」
三
（
『
白
鶴
美
術
館
誌
』
第
一
一
一
瞬
）

に
は
禁
と
釈
し
楚
と
は
釈
し
が
た
く
、
む
し
ろ
奄
に
賛
訟
を
表
す
る
。
本
論
の
釈

は
『
書
道
全
集
』
一
に
よ
っ
た
が
、
な
お
疑
問
が
の
こ
る
。

⑨
『
書
道
令
黍
』
一
一
九
五
四
年
に
よ
っ
た
。

＠
註
⑧
に
同
じ
。

＠
藤
田
亮
策
「
倭
銅
の
弁
」
（
『
朝
鮮
学
論
考
』
一
九
六
三
年
）
。

＠
『
日
本
書
紀
』
巻
二
九
天
武
天
皇
十
年
十
月
の
条
に
新
羅
よ
り
朝
貢
が
あ
り
、

金
－
銀
・
錦
絹
等
と
と
も
に
銅
鉄
（
”
銅
）
が
献
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

朝
鮮
総
替
府
中
収
院
『
高
麗
以
前
の
風
俗
関
係
資
料
撮
要
』

追
記
小
論
は
京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
昭
和
三
九
年
度
卒
業
論
文
『
銅
矛
』
｜

日
・
鮮
に
お
け
る
初
期
金
属
探
文
化
の
一
様
相
）
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
昭
和
四
二
年
度
文
部
省
各
個
研
究
「
段
飼
育
銅
利
器
の
研
究
」
の

一
部
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。

（
平
安
博
物
館
）
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actual e妊ect,and it was Jitsugaku itself which had been called by Chu-

hsi朱窯．

In Chu-tzu's dualism universality always goes ahead of individuality, 

such as reason and spirit, or learning and morals. On the contrary, in 

Yang-ming’s陽明 theoryindividuality holds pantheistically the seat of 

monism, and “Liang-chih”「良知」 inChina is at once Chinese itself and 

particular in“spirit." Though the Shonan’s theory even sometimes 

denied the Chu-tzu’s, it could understand the European because it re-

mained in the Chu-tzu’s dualism. The object of this article is to demon-

strate the form and genealogy of above-mentioned Shonan’s idea. 

Universality of the T’ang唐 Dynasty

by 

ZitsuzδTamura 

This article is a revised one of the public lecture in the meeting of 

the Shigaku Kenkyukai, or the Society of Historical Research, on Novem-
ber 2, 1967. 

The T’ang唐 dynastyis called the world empire in general, but the 

conception of these words is too uncertain. Then, we explain the uni-

versality of the T’ang dynasty from the four points ; (1) its relation to 

the East-Asian world, (2) the Lii-ling律令 systemas one of the charac-

teristics of the T’ang dynasty, (3) its relation to the North-Asian world, 
and (4) its universality through the Rebellion of An-shih安史．

Genealogy and Development of the Culture in the 

Early Metallic Age in Korea and Japan 

by 

Takaichi Kondδ 

To trace the genealogy of bronze produced in the Yayoi弥生 culture,

spear-heads are treated in this article. In China in the latter half of 

the Yin殿 dynastyappeared the spear-heads with ears at the socket, 

but in Chung-yuan中原 andHo-pe河北 afterthe period of Si-chou西

周， thecopper arms with no ears but a hole, and tz’u・pu刺部 ofChia 
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戟 wereprominent. On the other hand, since the end of the Ch’un-ts’in 

春秋 inthe Chiang-nan江南 regionaround Hu-nan湖南 appearedspear二

heads with a nose or circular ear at the socket, showing special change 

without the formation of Chia戟. In northern Korea where the casting of 

Bronze tools were commenced under the influence of the bronze culture 

of the Warring Period in Ho-pe Bronze arms were still used as a 

practical weapon, but in southern Korea signs of their change to cere-

monial vessels are observed. Japanese bronze which began at the end 

of the first half of Yayoi弥生 wascast by the south-Korean technicians 

hereafter, '.shipping] bronze from southern Korea around Kyongju慶

州， andwithout making the most of the feature of casting they continued 

to produce the vessels with a one-sided change, which shows the regulat-

ing power of society in the Y ayoi弥生 era.

An Interpretation of the Development of the 

English Feudalism 

by 

Reigan Tomizawa 

This article attempts to define that feudalism is a social custom based 

on the private contract between the lord and his vassal, and attempts 

to see the essence of feudalism in its individualism and its localism. In 

continent, these essences of feudalism developed into the concept of 

“corporate estate ”distinct from the state. But in England, these 

essences developed, not into the concept of “an order ”or“an estate”， 

but into the concept of“the local community ”or“the community of 
the realm ”． 
Then, we proceed to the problem of relation of the feudal lordship 

and the kingship, and emphasize that both the feudal lordship and the 

kingship had the same origin in the lordship of kin-groups, and, entering 

to the feudal period, the English kingship developed as the supreme 

arbitrator over all the feudal lords, and proceeded to take the place of 

the overlord of all the local communities. 

After all, this article tries to explain the relation between the feudal 

lordship and the kingship, from the standpoint of the growth of the 

concept of the community of the realm. 
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