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婁
約
〕
瑠
金
鋸
化
婆
に
・
つ
て
影
響
竃
け
暴
悪
蓉
葬
・
引
・
続
羨
の
曝
の
豪
及
ぼ
な
か
っ
た
薩
に
お
い
て
独
特
の
…

発
達
を
見
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
文
化
を
代
．
表
す
る
考
古
掌
的
資
料
と
し
て
先
ず
銅
剣
を
祖
形
と
す
る
薫
製
石
剣
と
そ
れ
を
出
す
埋
聯
駈
と
を
採
り
上

げ
る
。
石
鋼
の
形
式
と
分
布
か
ら
、
朝
鮮
に
特
に
多
く
行
わ
れ
た
鵜
形
銅
剣
が
そ
の
源
で
あ
る
事
を
推
定
し
、
石
剣
を
出
す
埋
葬
駈
の
形
式
と
伴
出
物
を
挙

げ
て
そ
の
文
化
の
性
質
．
を
考
え
る
。
一
方
、
薮
羅
の
本
謎
慶
州
と
洛
東
江
流
域
に
分
賛
す
る
長
方
形
墓
窒
の
高
塚
の
・
王
体
部
構
造
が
石
鋼
を
熱
す
埋
灘
祉
の

下
部
構
造
と
関
係
が
深
い
こ
と
を
述
べ
相
互
の
系
統
を
肯
定
す
る
。
即
ち
同
じ
土
難
平
の
埋
灘
．
祉
の
発
達
と
み
な
す
。
帆
然
し
醜
葬
晶
は
連
絡
し
な
い
事
実
を

指
摘
し
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
金
海
貝
塚
以
下
の
初
期
鉄
期
時
代
遺
蹟
を
考
え
る
。
か
く
て
朝
鮮
に
固
有
の
高
塚
墳
成
立
の
基
盤
と
な
っ

た
土
藩
文
化
の
性
質
を
暁
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
た
、

一
　
銅
剣
を
摸
し
た
石
剣
の
型
式
と
分
布

　
大
陸
か
ら
初
め
て
朝
鮮
半
島
に
波
及
し
た
金
属
文
化
を
代
表
す
る

遺
物
の
主
要
な
も
の
に
は
、
兵
器
の
類
と
、
馬
具
叉
は
車
輿
具
の
類

が
あ
り
、
と
も
に
武
力
と
権
威
を
象
徴
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
石
器

隠
代
的
段
階
に
あ
っ
た
当
時
の
朝
鮮
土
着
民
の
持
物
に
対
比
す
る
と

き
、
征
服
者
。
支
配
者
の
文
化
た
る
性
絡
が
は
っ
き
り
す
る
。
そ
の

波
及
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
明
刀
銭
。
穿
上
横
文
該
博
。
貨
泉
・
前

漢
鏡
等
を
以
っ
て
拠
る
べ
き
イ
ン
ヂ
ケ
イ
タ
ー
と
す
る
。

　
西
鮮
地
区
で
は
、
最
初
の
金
属
文
化
の
波
及
に
引
続
き
、
漢
の
郡

県
が
確
立
し
た
。
即
ち
楽
浪
。
三
方
郡
で
あ
っ
て
、
前
二
一
紀
末
か

ら
後
四
世
紀
初
ま
で
四
百
年
の
聞
、
い
ま
の
平
安
道
と
黄
海
道
は
そ

の
支
配
下
に
属
し
た
。
今
世
紀
初
め
以
来
の
考
古
学
的
業
績
が
如
実

に
そ
の
姿
を
再
現
し
た
如
く
、
高
度
に
発
達
し
た
鉄
器
時
代
文
化
が

こ
の
地
区
に
栄
え
て
い
た
。
然
し
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
植
民
地
に
お

け
る
支
配
者
の
文
化
で
あ
っ
て
、
土
着
民
の
も
の
で
な
か
っ
た
事
は
、

最
初
の
金
属
文
化
と
同
様
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
土
着
民
の
文
化
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
云
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
を
高
雄
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な
ら
し
め
る
よ
う
な
組
織
的
な
調
査
は
従
来
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な

い
。
遺
物
包
含
層
・
支
石
墓
・
組
合
籍
式
石
棺
等
の
あ
る
も
の
が
そ

れ
に
該
当
す
る
遺
蹟
ぞ
あ
り
、
土
器
・
石
器
の
う
ち
に
そ
れ
を
代
表

す
る
遺
物
が
あ
る
筈
だ
が
、
考
古
学
的
な
研
究
が
行
き
届
か
ず
、
詳

し
い
構
造
も
嵩
土
状
態
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
夫
等
、
が
楽

浪
郡
と
同
時
代
的
資
料
だ
と
す
る
積
極
的
な
き
め
て
が
な
い
状
態
で

あ
る
。
既
往
の
考
古
…
学
界
は
、
楽
浪
郡
プ
ロ
パ
ー
の
遺
跡
。
遺
物
の

調
査
に
忙
し
く
、
同
時
代
の
土
着
文
化
の
実
態
を
研
究
す
る
時
間
を

充
分
に
持
た
な
か
っ
た
の
で
、
か
よ
う
な
蹴
行
的
な
結
果
に
な
っ
た
。

　
南
鮮
地
区
に
お
い
て
も
、
爾
鮮
地
区
に
楽
浪
・
帯
方
郡
が
存
続
し

て
い
た
間
の
土
着
文
化
が
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
関
す
る

調
査
研
究
は
、
満
門
冒
す
べ
き
進
捗
を
一
示
し
た
わ
け
ノ
し
は
山
な
い
。
　
た
だ

西
鮮
地
区
と
違
っ
て
、
楽
浪
郡
の
如
き
漢
の
直
接
支
配
が
な
か
っ
た

関
係
上
、
同
時
代
の
土
着
文
化
の
性
格
…
が
、
酉
鮮
の
り
て
れ
よ
り
も
、

明
確
に
遺
跡
遺
物
の
上
に
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
楽
浪
。
帯
方
郡

の
統
治
下
に
あ
っ
た
西
之
地
区
の
土
藩
文
化
は
、
湊
文
化
の
直
接
の

影
響
を
強
く
う
け
て
、
そ
の
遺
跡
・
遺
物
が
、
こ
れ
を
土
着
の
も
の

と
判
断
し
難
い
程
に
な
っ
た
場
合
も
想
像
さ
れ
る
が
、
南
鮮
地
区
に

は
そ
れ
程
に
強
い
影
響
を
与
え
る
漢
丈
化
の
移
植
は
な
か
っ
た
。

　
楽
浪
。
帯
方
郡
の
境
界
を
南
に
紹
一
え
た
南
鮮
地
区
に
は
、
既
に
知

ら
れ
て
い
る
通
り
、
慶
尚
北
道
永
川
郡
琴
湖
面
漁
隠
洞
の
革
帯
錨
，

鋲
・
帯
金
具
。
前
漢
式
鏡
其
他
を
含
む
一
括
遺
物
、
同
慶
州
郡
外
東

面
九
政
里
の
青
銅
兵
器
。
鉄
製
利
器
。
銅
製
の
鐸
。
鈴
を
含
む
一
括

遺
物
、
同
慶
州
郡
外
東
面
入
室
里
の
青
銅
兵
器
・
鉄
製
利
器
・
銅

鐸
・
銅
鐸
を
含
む
一
括
遺
物
、
そ
の
ほ
か
最
初
の
金
属
等
化
波
及
の

跡
は
多
数
知
ら
れ
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
に
継
続
す
る
大
陸

文
化
波
及
の
確
か
茨
痕
跡
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
即
ち
楽
浪
。
帯
方

郡
の
発
達
し
た
鉄
器
時
代
文
化
は
、
南
鮮
地
区
に
進
出
す
る
に
至
ら

な
か
っ
た
。

　
か
く
の
如
く
、
南
鮮
土
着
の
文
化
が
右
に
挙
げ
た
最
初
の
金
属
文

化
の
波
及
の
後
、
漢
文
化
の
颪
接
の
影
響
か
ら
は
比
較
的
自
由
で
あ

っ
た
締
果
と
し
て
、
当
然
西
鮮
地
区
と
は
違
っ
た
成
長
を
と
げ
た
が
、

そ
れ
を
説
明
す
る
恰
好
の
考
古
学
的
資
料
と
し
て
、
私
は
磨
製
石
剣

及
び
こ
れ
を
出
す
遺
跡
特
に
埠
葬
鮭
を
挙
げ
る
。

　
銅
剣
を
摸
し
た
形
と
一
般
に
薫
じ
ら
れ
て
い
る
朝
鮮
の
磨
製
石
剣

は
、
端
女
が
知
り
得
た
だ
け
で
も
百
五
十
を
数
え
る
。
そ
の
分
布
は

平
安
南
道
新
安
州
と
成
森
南
厳
器
青
と
を
北
限
と
し
、
凡
そ
次
の
地

域
に
集
中
し
て
発
見
さ
れ
た
。
（
括
蕃
習
は
石
剣
の
数
を
示
す
）
慶
線
番

151　（587）



粥
郡
（
三
七
）
、
　
洛
東
江
流
域
の
藩
邸
附
近
（
一
二
）
及
び
釜
山
附
近

（
八
）
、
錦
江
流
域
の
扶
余
丁
（
二
〇
）
及
び
公
州
郡
（
六
）
大
同
江
流

域
の
平
壌
附
近
（
一
六
）
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
は
、

た
と
え
ば
漢
江
の
全
・
支
流
を
．
合
せ
た
流
域
か
ら
十

一二

{
の
発
見
が
あ
っ
た
の
を
は
じ
め
、
疎
な
分
布

で
は
あ
る
が
、
江
原
道
東
海
岸
沿
い
に
も
全
羅
道

に
も
及
ん
ぞ
い
て
、
一
応
む
ら
な
く
分
布
し
て
い

る
事
彊
指
摘
さ
れ
る
。

　
こ
の
分
布
の
状
態
は
銅
剣
類
の
分
布
と
三
一
致

す
る
。
銅
剣
類
の
発
見
が
大
同
江
下
流
域
に
特
に

多
い
の
ば
当
然
で
あ
る
が
、
錦
江
下
流
の
扶
余
附

近
、
洛
東
江
申
流
及
び
下
流
域
そ
し
て
慶
州
附
近

に
集
申
的
で
あ
る
。
我
た
が
知
り
得
た
石
剣
の
数

の
約
三
分
の
一
を
志
し
た
三
州
附
近
は
、
銅
剣
の

発
見
数
に
お
い
て
も
平
壌
附
近
に
次
い
で
多
い
こ

と
は
演
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
銅
剣
類
の
分
布
状

態
の
パ
タ
；
ン
に
石
剣
の
分
布
が
似
て
い
る
こ
の

事
実
は
、

源
と
発
達
に
重
大
な
関
係
が
あ
る
と
思
う
。
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私
は
攣
、
「
朝
讐
於
け
藤
磐
剣
の
形
式
と
分
ム
を
論
じ

た
際
、
石
剣
を
四
型
式
に
分
け
た
が
、
今
は
銅
剣
を
祖
型
と
す
る
と

　　
@　
@　
@○

～
1
！

銅剣を摸した石剣の型式（A。a及A・b平壌附’近
契二二・BI　a慶北慶州神盤里、　B工b　忠南扶飴佳
増里石漆墳・畷全南高翼郡豆原面雲岱里支石墓）

15．A　（588＞

ヨ

B
b

ヨ

～
ご

パ
ー

雲
の
形
．
武
の
…
問
題
と
根
侯
っ
て
、
朝
鮮
の
磨
製
石
剣
の
起

t
鴇
〕
端

　
　
　
　
A
b
第

考
え
ら
れ
る
朝
鮮
の
磨
製
石
剣
の
う
ち
、
そ
の
主
な
も
の
、
即
ち
大

多
数
を
占
め
る
も
の
の
み
を
と
り
あ
げ
て
、
次
の
二
つ
に
大
別
す
る
。
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（
A
）
有
茎
式
と
、
　
（
お
）
有
柄
式
と
で
あ
る
。

　
（
A
）
は
剣
身
に
短
い
ナ
カ
ゴ
を
作
り
禺
し
た
形
ぞ
、
本
篇
で
は

単
に
ナ
カ
ゴ
式
と
呼
ぶ
。
　
（
お
）
は
把
を
つ
け
た
剣
の
形
で
隅
こ
こ

で
は
ツ
カ
式
と
仮
に
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
（
A
）
ナ
カ
ゴ
式
に
も
（
お
）
ツ
カ
式
に
も
、
剣
身
〃
の
舘
耀
の
訟
醐
側
臥

に
樋
を
通
す
も
の
一
a
i
と
、
然
ら
ざ
る
も
の
一
1
3
1
と
が
あ
り
、

ま
た
ツ
カ
式
に
あ
っ
て
は
、
剣
把
の
中
央
に
細
い
溝
を
挟
っ
て
上
下

二
段
と
し
た
一
8
1
・
i
の
形
と
、
挟
入
り
の
な
い
一
孤
一
の
形
と
が
あ

る
。
（
第
図
）
。
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
皿
即
ち
剣
把
に
挟
入
り

の
な
い
式
の
一
身
は
、
・
す
べ
て
b
で
あ
っ
て
、
樋
を
通
す
も
の
を
見
・

な
い
。

　
扱
て
東
北
ア
ジ
ア
に
分
布
す
る
銅
剣
を
通
観
す
る
と
、
　
ス
キ
ー

ト
。
サ
イ
ベ
リ
ア
式
短
剣
・
支
那
式
銅
剣
。
細
形
銅
剣
の
一
ご
形
式
が

著
る
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
梅
原
末
治
博
士
等
の
指
摘
さ
れ
た

　
　
　
　
②

通
り
で
あ
る
。
朝
鮮
の
磨
…
製
石
剣
が
そ
の
ど
れ
に
似
て
い
る
か
を
考

え
て
見
る
と
、
A
a
ナ
カ
ゴ
式
通
解
形
は
最
も
よ
く
細
形
銅
剣
に
似

る
。
A
b
は
そ
の
樋
を
・
省
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
把
を
か
た
ど
ら

な
い
の
で
、
ス
キ
ー
ト
・
サ
イ
ベ
リ
ア
式
短
剣
と
も
。
支
那
式
銅
剣

と
も
異
る
。
摂
・
即
ち
ッ
カ
式
通
樋
彫
は
、
緬
形
銅
剣
に
剣
把
謹
つ

け
た
形
だ
と
思
う
。
身
に
樋
を
通
し
た
形
は
細
形
銅
剣
以
外
に
は
考

え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
8
1
b
は
ユ
」
の
形
勝
は
支
那
式
銅
剣

に
近
い
。
即
ち
剣
淵
の
断
面
は
扁
平
な
菱
形
で
あ
り
、
支
那
式
銅
剣

の
剣
把
の
飾
を
紐
で
縛
っ
た
形
は
、
石
剣
の
こ
段
に
な
っ
た
把
に
通

ず
る
屯
の
が
あ
る
。
麗
b
は
、
同
様
支
那
式
銅
剣
の
形
に
近
く
、
ま

た
ス
キ
ー
ト
・
サ
イ
ベ
リ
ア
式
短
剣
の
あ
る
竜
の
に
似
る
。

　
以
上
の
比
較
を
表
示
す
る
と
軟
の
如
く
な
る
。

形

一I

　l把｝

一1
剣l
　I
身i

第

式陣
i：i”

　1

（A）

有
茎
式

（B）

有
三
二

1
組
入
あ
り

　
　
　
　
㎝
類
似
・
鋼
心

志
・
∴
細
形
鶉

b
樋
な
し
　
紬
形
銅
剣

轟
・
∴
細
形
劉
・
剣
把

・
聾
・
夏
鴬
遷

実
入
な
上
轟
芒
縣
理
系
鷺
鍬

　
然
る
に
ス
キ
ー
ト
・
サ
イ
ベ
リ
ア
式
銅
剣
の
朝
鮮
に
お
け
る
例
と

い
う
の
は
、
古
物
商
の
手
を
経
た
所
伝
の
甚
だ
不
確
実
な
一
例
が
旧

朝
鮮
総
欝
揚
館
に
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
や
ま
た
素
式
銅
剣
は

所
伝
不
離
の
も
の
が
数
例
あ
る
が
、
確
実
な
例
と
し
て
僅
に
秦
或
と

lor3　（58g）



伴
出
し
た
元
平
壌
第
一
申
学
校
所
蔵
の
金
銅
飾
柄
銅
剣
笈
び
平
安
柔

道
風
土
の
元
鮎
貝
房
之
進
所
蔵
の
銅
剣
の
二
本
を
挙
げ
得
る
に
過
ぎ

　
④

な
い
。
こ
れ
に
対
し
そ
の
他
は
緬
形
銅
剣
に
属
す
る
も
の
の
み
で
、

梅
原
末
治
博
士
が
作
ら
れ
た
笑
測
図
あ
る
い
は
写
真
－
以
下
梅
原

考
古
資
料
と
呼
ぶ
一
に
よ
る
と
六
や
五
点
に
の
ぼ
る
。
即
ち
朝
鮮

に
分
布
す
る
銅
剣
は
、
殆
ん
ど
す
べ
て
繍
…
形
銅
剣
又
は
そ
の
系
統
で

あ
っ
て
、
支
那
式
銅
剣
や
ス
キ
ト
・
サ
イ
ベ
リ
ア
式
鋼
剣
は
流
行
し

な
か
っ
た
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
基
づ
け
ば
、
前
表
の

狂
b
・
斑
の
石
剣
が
、
形
の
上
で
支
那
式
繍
剛
剣
叉
は
ス
キ
ト
。
サ
イ

｝
　
　
　
　
　
　
エ

ベ
リ
ア
式
短
剣
に
似
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
そ
れ
を
摸
作

し
た
も
の
と
す
る
の
に
は
躍
擁
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
分
布
論
約
に
は

朝
鮮
の
磨
製
石
剣
は
む
し
ろ
細
形
銅
剣
と
む
す
び
つ
け
て
考
え
る
方

が
、
妥
当
だ
と
言
わ
ね
ば
な
わ
ぬ
。

　
そ
こ
ノ
し
8
1
b
及
び
麗
b
の
形
が
何
を
表
現
す
る
か
を
別
の
加
療
か

ら
考
え
よ
う
。
私
は
こ
こ
ぞ
ひ
と
つ
の
憶
説
を
素
焼
す
る
。
即
ち
ツ

カ
式
石
剣
の
祖
形
は
歯
序
を
着
装
し
鞘
に
収
め
ら
れ
た
細
形
銅
剣
で

あ
る
と
推
定
す
る
。
細
形
銅
剣
は
常
態
で
は
剣
把
を
つ
け
、
鞘
に
入

れ
ら
れ
て
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
ツ
カ
式
石
剣
は
そ
の
形
を
模
作
し

た
も
の
と
思
う
。
細
形
銅
剣
の
椿
の
都
邑
は
有
機
質
の
物
質
で
あ
っ

た
の
で
腐
h
朽
、
し
去
っ
た
が
．
藤
胴
瓢
探
石
剣
が
そ
の
形
を
伝
え
て
い
る
と
、

か
よ
う
に
私
は
考
え
る
。
今
日
我
々
が
手
に
す
る
短
い
茎
を
作
り
重

し
た
だ
け
の
細
形
銅
剣
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
ぞ
侃
…
用
さ
れ
た
も
の
で

な
い
こ
と
は
．
確
か
ぞ
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
青
銅
製
の
一
剣
把
金
壷
ハ

の
発
見
や
、
軸
部
と
共
心
の
葉
身
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
尤
も

夫
等
の
形
が
狂
・
3
工
の
柄
部
の
形
と
一
致
し
な
い
点
に
問
題
が
残
る

　
　
　
　
　
］
　
　
　
　
T
」

の
で
あ
る
が
、
今
は
議
論
が
多
岐
に
な
る
の
で
省
略
し
、
…
別
の
機
会

に
論
じ
た
い
。

　
以
上
を
要
約
す
る
に
、
前
表
に
示
し
た
磨
製
石
剣
の
形
式
の
う
ち
、

A
式
と
現
a
と
は
細
形
銅
剣
の
剣
身
そ
の
も
の
を
写
し
た
も
の
で
あ

り
、
樋
を
通
さ
ぬ
3
1
b
と
皿
は
、
形
の
比
較
だ
け
か
ら
言
え
ば
、
支

　
　
　
　
　
　
　
■
」
　
　
　
　
　
　
匪

郷
式
銅
剣
か
ス
キ
ト
。
サ
イ
ベ
リ
ア
系
短
剣
を
モ
デ
ル
と
し
た
事
に

な
る
が
、
こ
の
推
定
は
朝
鮮
に
お
け
る
分
布
が
極
め
て
稀
薄
で
あ
る

の
で
消
極
的
と
な
り
、
こ
こ
に
鞘
に
収
ま
り
剣
把
を
着
装
し
た
緬
形

銅
剣
を
模
作
し
た
と
の
私
見
が
生
れ
る
。
尤
も
b
の
形
式
の
う
ち
に

は
樋
を
省
略
し
た
も
の
が
あ
る
事
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。

　
扱
て
梅
原
考
古
資
料
及
び
私
が
朝
鮮
在
住
当
時
作
っ
た
実
測
図
と

に
拠
り
、
石
剣
の
分
布
図
（
掲
戴
を
略
す
）
を
作
っ
て
見
る
と
、
（
A
）

ナ
カ
ゴ
式
と
（
β
）
ツ
カ
式
の
分
布
状
態
の
対
照
が
掘
る
し
い
。
全
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蹴
や
島
で
…
禺
所
確
膳
乗
の
ナ
カ
ゴ
式
二
十
点
虚
－
、
十
八
点
は
平
安
南
…
道
及

び
黄
海
道
の
嵐
土
で
、
そ
の
う
ち
十
三
点
は
平
壌
附
近
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
ッ
カ
式
の
総
数
百
二
十
七
の
申
僅
か
三
点
だ
け
が
平
壌
附

近
の
発
見
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ツ
カ
式
石
剣
は
漢
江
流
域
、
錦
江
流

域
、
洛
東
江
流
域
、
及
び
勢
州
附
近
に
分
布
の
中
心
を
お
き
、
広
く

南
鮮
か
ら
見
澄
さ
れ
て
い
る
。
而
も
南
鮮
に
お
け
る
ナ
カ
ゴ
式
の
発

見
は
僅
か
二
点
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
ナ
カ
ゴ
式
は
西
端
の
特
産
で
あ

夢
、
ツ
カ
式
は
歯
剛
鮮
の
石
剣
を
代
表
す
る
。
特
に
南
鮮
に
お
け
る
ツ

カ
式
の
発
達
は
著
る
し
く
、
石
剣
の
流
行
の
頂
点
を
な
す
と
言
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
盛
ん
な
分
布
の
圏
内
に
は
未
だ
支
那
式
銅
剣
の
発

見
を
聞
か
ず
、
ス
キ
ト
・
サ
イ
ベ
リ
ア
式
短
剣
の
確
証
も
な
い
の
に

対
し
、
細
形
銅
剣
の
確
実
な
出
土
例
三
十
六
を
数
え
た
。
中
に
は
、

ひ
と
つ
の
支
石
墓
群
に
お
い
て
黒
蓋
石
剣
と
細
形
銅
剣
i
尤
も
刃

を
つ
け
ず
円
い
錦
を
持
つ
一
と
が
、
別
々
に
ぞ
は
あ
る
が
、
発
見

さ
れ
た
例
（
全
羅
南
道
高
興
郡
翫
原
颪
雲
岱
黒
）
も
あ
る
。
即
ち
分
布
論

的
に
も
ツ
カ
式
石
創
建
は
、
ナ
カ
ゴ
式
石
剣
同
樺
P
、
細
形
銅
剣
を
模
し

た
と
す
る
所
似
ぞ
あ
る
。
銅
剣
に
対
す
る
形
態
の
比
較
及
び
分
布
状

態
の
比
較
が
朝
鮮
の
石
剣
の
起
源
と
発
達
の
問
題
に
重
大
な
関
係
が

怠
る
と
晶
匿
っ
た
の
は
、
以
上
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

二
　
石
剣
を
出
す
埋
葬
蛙

　
朝
鮮
発
見
の
磨
製
石
剣
の
大
半
は
黒
土
状
況
が
明
ら
か
で
な
い
。

支
石
墓
以
外
、
石
剣
が
掘
り
禺
さ
れ
た
揚
所
は
地
上
に
著
る
し
い
遺

…
構
が
な
い
の
で
、
考
古
学
者
が
計
画
を
た
て
て
発
掘
す
る
手
が
か
り

が
な
く
、
…
耕
作
や
土
木
工
事
の
際
偶
然
掘
り
出
　
さ
れ
た
場
合
が
多
い

か
ら
で
あ
る
。
隅
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
に
集
ま
っ
て
い
た
石
剣
は
、

概
ね
そ
う
い
う
偶
然
の
発
見
晶
で
あ
っ
た
。
地
方
庁
は
石
剣
に
添
え

て
発
見
事
情
を
記
し
た
文
書
を
送
っ
て
来
た
も
の
だ
が
、
ほ
と
ん
ど

ど
れ
も
肝
心
な
点
を
逸
し
、
遺
蹟
の
構
造
・
伴
並
物
に
つ
い
て
審
か

に
な
し
難
い
点
が
多
い
の
は
素
人
の
聞
書
で
あ
る
か
ら
や
む
を
得
な

い
。
私
は
同
館
の
石
剣
の
実
測
図
を
作
っ
た
際
、
地
方
庁
報
告
の
抜

書
を
記
し
て
お
い
た
。
も
と
よ
り
不
充
分
な
記
録
で
は
あ
る
が
、
考

古
学
者
に
よ
る
同
種
遺
跡
の
発
掘
調
査
の
結
果
と
照
合
す
れ
ば
、
大

体
の
原
状
を
推
定
轟
来
る
。

　
考
古
学
者
に
よ
る
暦
製
石
剣
轟
土
の
遺
跡
の
調
査
は
、
大
正
年
闇

に
お
け
る
鳥
居
斎
蔵
博
士
、
昭
和
初
の
小
泉
顕
夫
・
沢
俊
一
両
氏
、

昭
和
十
年
代
初
の
藤
穎
亮
策
教
授
に
よ
る
も
の
が
著
る
し
い
。
憾
寝

計
画
的
調
査
の
結
果
は
、
金
部
が
正
式
の
報
告
書
と
な
っ
て
公
表
さ
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、
第
工
表
　
石
剣
を
出
し
た
埋
葬
鉦
一
覧

日
岡
旨
G
「
匿
＝
］
園
の
松
田
石
剣
『
劃
、
「
…
倒
－
i
、
…
駅
，
t
－
，
物
…
円
■
剰
、
…
…
一
魁
－

黄
海
・
撃
勅
部
・
雲
坐
塁
塞
　
τ
・
－
　
一
　
　
　
　
旧
居
・
蓋
馨
八
粛

〃
慮
・
・
叢
・
徳
登
臨
芸
棺
　
τ
・
（
糞
・
二
姦
三
　
　
　
　
下
光
・
難
三
一
登
・
喜

〃
・
長
淵
・
蓬
・
速
豊
富
砦
寧
τ
・
（
二
本
）
［
　
　
　
　
電
方
庁
馨

護
・
揚
州
・
欝
・
金
吾
暑
峯
　
　
・
旧
び
班
　
万
鎌
一
　
　
　
三
方
庁
馨

圏
一
半
・
醐
膜
題
塵
一
］
剛
∴
「
｝
垂
、
寧
一
一
…
」
膵
閣
－
．
…
　
　
i

江
原
・
荒
・
新
北
桑
蓄
積
蚕
　

蕨
　
　
石
鎌
二
・
璽
七
　
　
一
有
光
・
謹
二
八
巻
主
・

〃
・
轡
南
・
乱
雲
璽
ω
　
平
　
　
一
五
　
　
　
羽
媚
劃
…
勲
麹
圭
－
四

〃
・
寧
越
・
下
東
・
角
豊
馨
式
籍
　
班
・
　
　
…
姦
七
　
　
　
　
有
光
尚
右
圭
五

〃
・
施
善
・
輩
鑑
畢
惑
墓
　
頁
・
　
薩
δ
　
　
　
　
天
光
・
同
右
転
エ
ハ

欝
・
葉
・
禁
・
佳
量
璽
ω
第
喜
…
理
　
　
姦
二
　
　
　
　
一
叢
警
籍

　　

@
　
〃
　
　
7
第
毒
理
　
　
石
鎌
三
　
　
　
　
　
嗣

　　

@
　
〃
　
　
7
第
三
号
平
　
　
万
鎌
三
　
　
　
　
一
同

　　

@
　
〃
　
　
7
第
四
号
理
　
　
譲
δ
　
　
　
　
一
同

能
・
響
・
療
・
九
豊
蔓
石
蚤
譲
晶
　
　
万
轍
三
、
　
　
　
「
勢
庁
馨

陰
陣
峨
」
孝
鷹
匪
続
騰
降
計
理
．
一
．
年
．
ヨ
ヨ
…
」
…
一
…
…
…
…
…
…
」
葭
晩
躍
ト
㎞
輝
ド
…
甲

醗
菖
旧
記
レ
瞳
洞
三
段
薩
回
河
≡
E
前
…
－
…
…
擁
際
‘
　
「
二
…
：
悪
黒
藻
　
－
㌦
．
．
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媚
一
劃
、
三
都
泓
「
葺
石
蕎
イ
、
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B

　　

@　

@　

@　

@
＋
二
　
曽
齎

　　

@　

@　

@　

@
＋
三
　
　
⇔
・
　
颪

欝
・
簾
・
需
・
翁
琴
芝
　
｝
環

眉
「
釜
府
嚢
町
，
一
「
到
、
ー
ー
齋
…
ー
ー

　
　
・
奮
彦
陽
乗
璽
石
第
　
可
変
形

〃
夫
郎
府
大
鳳
町
区
区
三
s
支
石
墓
⇔
覆
⇔
蕊
b

　　

@　

@　

@
早
薬
八
7
⇔
・
｝

石
下
蹴
山
ハ
P
　
　
噺
亦
十
由
器
片

　
　
　
　
　
．

一贋
鎌
三
、
丹
塗
二
一
、
赤
土
器
壷

三
十

三
日
六

　
　
　
遣
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　　　
　
　
地
方
庁
報
告

二
尊
奮
・
昭
三
織

　　

�
ﾚ
・
考
雑
三
八
巻

　　

y
同

四｛八
号囁四

面

万
攣
九
、
丹
塗
璽
、
石
釜

r
ー
ー
i

｛角
形
石
器
、
土
繋
片

丁
目
・
李
二
馨
三
九
、
図
欝

〔
表
の
誌
〕

蕪
支
石
墓
は
北
方
式
卓
子
形
支
贋
墓

S
支
石
墓
は
蟹
南
式
碁
盤
形
麦
石
墓

～
支
石
墓
ぽ
S
・
N
い
ず
れ
に
属
す
る
か
不
明
の
も
の

支
贋
墓
の
下
に
⇔
㊧
等
番
号
を
附
け
た
の
は
主
体
糠
…
造
の
形
式
を
塾
す

ω
イ
は
稽
々
平
た
い
石
塊
を
立
て
並
べ
て
側
壁
を
作
っ
た
直
方
体
の
石
製

⇔
ロ
は
小
形
の
平
・
石
を
何
段
も
平
積
に
し
て
側
～
壁
を
作
っ
た
石
霊

爾
は
積
石

三
方
庁
報
告

三
原
書
轟

れ
た
の
ぞ
は
な
い
が
論
文
や
報
告
書
に
引
用
さ
れ
た
記
事
に
よ
つ
て

概
要
を
知
り
得
る
も
の
が
若
干
あ
る
。
就
中
藤
田
亮
策
教
授
が
昭
和

十
一
・
十
三
年
慶
古
蹟
調
査
報
告
（
朝
癬
古
蹟
研
究
会
）
中
に
発
表
さ

れ
た
「
大
紫
大
鳳
町
支
石
墓
調
査
」
の
結
果
は
、
石
剣
を
出
す
墓
の

研
究
に
最
も
貢
献
す
る
。

　
是
等
の
資
料
を
通
観
し
て
埋
葬
駈
た
る
講
造
を
分
類
す
る
と
次
の

如
く
で
あ
る
。
e
板
石
を
以
て
箱
形
を
組
ん
だ
粗
製
組
合
式
箱
形
石

棺
。
⇔
直
方
体
の
石
室
。
こ
れ
に
ご
型
式
あ
り
、
㊥
塊
状
の
鵜
車
田
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た
い
∴
人
石
職
排
熱
個
を
立
て
並
べ
て
左
右
の
側
門
盤
｛
と
・
す
る
も
の
、
㈱
平
石

を
毒
言
竜
平
に
積
ん
で
側
壁
と
し
た
も
の
。
⇔
右
の
石
棺
又
は
石
室

を
中
核
と
す
る
積
石
塚
。
画
支
石
墓
。
こ
れ
に
ω
北
方
式
と
㈱
南
方

式
が
あ
る
。
石
剣
を
嘉
す
埋
葬
蛙
は
以
上
四
型
式
に
分
た
れ
る
。

　
第
ご
表
は
私
が
知
っ
て
い
る
資
料
中
嵩
土
状
況
の
確
実
な
例
の
み

に
よ
っ
て
作
っ
た
。
大
方
の
援
助
に
よ
り
補
正
出
来
れ
ば
幸
で
あ
る
、

　
い
ま
各
構
造
に
つ
き
私
の
注
意
を
惹
い
た
代
表
的
な
発
掘
例
を
、

西
鮮
及
び
南
鮮
に
分
け
て
紹
介
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

・
漢
江
下
流
域
か
ら
北
方
の
西
夏
地
区
に
は
卓
子
形
の
北
方
式
支
石

墓
が
多
数
分
布
す
る
事
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
、
黄
海
南
殿
栗
郡

北
部
面
岩
出
星
北
方
丘
上
の
卓
子
形
支
石
墓
か
ら
ナ
カ
ゴ
式
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
る
雲
斗
の
石
剣
の
鋒
部
破
片
の
発
見
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
外
は
、

石
剣
嵩
土
の
例
を
聞
か
ぬ
。
他
の
埋
葬
堤
か
ら
出
た
例
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

黄
海
適
鳳
山
郡
野
臥
爾
、
同
長
淵
郡
速
達
面
に
お
い
て
組
合
式
石
棺

内
か
ら
ナ
カ
ゴ
式
石
剣
の
発
見
が
あ
る
。

　
漢
江
下
流
域
の
京
畿
道
話
州
郡
沁
沁
面
金
吾
里
、
同
愚
答
郡
龍
門

面
蕩
々
ぞ
は
⇔
イ
の
石
室
と
推
定
さ
れ
る
遺
跡
か
か
萎
皿
意

b
の
ツ
カ
式
石
剣
を
養
し
、
前
者
は
ナ
カ
ゴ
式
石
剣
（
A
b
）
と
共

　
　
③

存
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
南
方
及
び
東
方
に
ひ
ろ
が
る
に
従
い
、
埋
葬
蛙
か
ら
は

ツ
カ
式
石
剣
の
み
が
発
見
さ
れ
る
。
漢
江
上
流
域
・
錦
江
流
域
・
全

羅
道
・
洛
東
江
流
域
の
各
地
に
石
剣
を
画
し
た
埋
葬
堤
が
分
布
し
て

い
る
が
、
…
禺
土
し
た
石
剣
は
獄
b
か
又
は
皿
の
ッ
カ
式
石
剣
に
限
ら

れ
て
い
る
の
は
注
目
に
価
す
る
。
そ
の
埋
葬
吐
の
種
類
は
e
か
ら
㈱

ま
で
を
網
羅
す
る
が
、
⇔
イ
・
ロ
或
い
は
㊨
を
中
核
と
し
た
南
方
式

（
碁
盤
形
）
支
石
墓
が
著
る
し
い
。

　
忠
南
扶
余
佳
増
里
の
鳳
鳳
山
麓
に
お
い
て
、
大
正
四
年
鳥
居
龍
蔵

博
士
が
石
剣
凪
土
の
埋
葬
雛
を
調
査
さ
れ
た
事
は
夙
に
紹
介
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
遺
跡
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
調
査
者
が
或

い
は
組
合
式
石
棺
で
あ
っ
た
か
の
如
く
記
し
、
（
「
有
史
以
前
の
臼
本
」

ー
ー
大
正
＋
四
年
蕨
一
三
九
六
頁
以
下
）
叉
別
の
所
で
は
ド
ル
メ
ン
と

記
す
（
「
黄
海
道
有
典
以
前
遺
跡
し
1
大
正
五
年
度
朝
鮮
総
督
府
古
蹟
調
査

報
告
八
工
四
頁
）
等
長
ら
く
真
相
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
然
る
に
現
在

我
女
が
整
理
を
行
っ
て
い
る
梅
原
考
古
資
料
申
に
関
係
地
方
庁
の
報

告
の
写
し
と
現
揚
の
写
真
焼
付
が
あ
っ
た
の
ぞ
、
そ
れ
が
四
宝
の
石

室
イ
、
即
ち
数
個
の
梢
た
平
た
い
塊
石
を
立
て
並
べ
て
側
壁
と
し
た

直
方
体
の
室
か
ら
射
た
事
が
明
・
臼
に
な
っ
た
。
第
一
二
号
発
見
の
石
剣

の
み
が
M
b
ノ
し
他
の
一
二
本
は
麗
ぞ
あ
っ
た
。
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石
室
猟
の
一
例
に
、
慶
尚
書
道
昌
原
郡
熊
南
面
外
洞
爺
の
小
学
校

　
　
敷
地
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
非
常
に
形
式
化
さ
れ
た
と

　
　
こ
ろ
の
雛
の
石
剣
と
黒
鉱
十
九
、
石
斧
一
、
丹
塗
丸
底
小
形
簸
一
を

　
　
出
し
た
。
調
査
者
小
泉
顕
夫
氏
が
同
氏
等
の
「
達
西
面
古
墳
調
査
報

　
　
止
口
」
　
（
麟
鮮
総
督
府
大
正
十
二
年
度
古
蹟
調
査
報
告
第
一
羅
一
二
九
買
）
　
の

　
　
第
ご
十
五
図
に
示
さ
れ
た
通
り
、
青
石
及
び
割
石
を
以
て
長
方
形
に

　
　
築
い
た
石
窒
で
、
四
壁
は
扁
平
な
石
を
平
積
と
し
、
底
に
も
石
を
敷

　
　
い
て
あ
る
。
　
コ
凶
鑑
」
四
輯
の
記
事
に
よ
る
と
こ
の
石
室
は
板
石
を

　
　
以
て
上
下
爾
層
に
分
た
れ
、
板
石
を
横
架
し
て
蓋
と
し
た
も
の
で
あ

　
　
り
、
遺
物
は
下
層
部
に
充
満
し
た
土
砂
中
に
あ
っ
た
と
ゑ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
　
金
北
錦
山
郡
済
原
面
九
億
墨
で
石
剣
を
禺
し
た
支
石
墓
は
ω
の
石

知幡
　
室
を
、
全
南
高
潔
郡
豆
原
面
雲
岱
里
の
支
石
墓
は
ω
の
石
窒
を
積
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

察
　
ぞ
包
ん
だ
中
心
構
造
を
、
慶
北
漆
谷
郡
東
明
画
謡
講
洞
の
支
石
墓
も

鵜
ω
碧
箸
夫
準
に
彗
て
い
た
．
養
い
ず
れ
毒
ッ

、
嚇
力
紫
黒
を
尊
し
た
．
慶
北
達
城
郡
城
北
面
薫
製
畠
b
形
薇

鯉
、
．
を
礁
し
た
遺
跡
は
石
室
イ
を
主
体
と
す
る
支
石
墓
ノ
」
あ
っ
た
。

漱
　
「
大
藩
鳳
町
突
舞
群
の
発
掘
調
套
は
誓
複
合
し
た
形
式

祉
蔓
蘂
馨
る
讐
明
ら
か
に
し
た
・
郡
ち
蕾
亮
嚢
解
熱
び

轍
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

南
　
権
本
魁
次
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
組
合
式
石
棺
及
び
石
室
が
ひ
と
つ
の
積

石
の
内
に
数
暴
並
ん
だ
中
央
の
上
に
一
盤
石
を
す
え
た
も
の
、
或
い

は
数
墓
の
石
室
又
は
石
椿
が
ひ
と
つ
の
上
石
の
周
囲
に
な
ら
ん
だ
複

雑
な
構
造
で
あ
る
。
言
う
迄
も
な
く
是
等
複
合
型
は
単
一
な
構
造
の

支
石
墓
よ
り
も
型
式
的
に
進
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
中
か
ら
発

見
さ
れ
た
8
1
b
及
び
班
の
ツ
カ
式
石
剣
四
本
は
敵
…
弱
な
石
質
の
も
の

で
著
る
し
く
便
化
し
た
形
を
含
む
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
府
に
挙
げ
た
四
型
式
の
構
造
の
う
ち
組
合
式
箱
形
石
棺
は
ど
こ
に

で
も
み
ら
れ
、
特
に
こ
れ
の
み
．
を
以
て
特
色
あ
る
徳
島
貌
と
し
て
強

調
す
る
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
。
他
の
石
室
も
積
石
塚
も
南
鮮
に
の
み
限
っ

て
分
布
す
る
埋
葬
蛙
と
断
定
す
る
こ
と
は
禺
来
な
い
。
然
し
そ
れ
等

が
碁
盤
形
支
石
墓
の
下
部
構
造
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
は
、
南
鮮
特

薦
の
埋
葬
蛙
で
あ
る
。
そ
の
支
石
墓
は
漢
江
下
流
域
よ
り
北
に
は
無

く
、
慶
尚
道
。
全
羅
道
に
特
に
濃
籍
な
分
布
を
見
る
。
嶺
南
式
叉
は

南
方
式
の
名
が
あ
る
所
以
で
あ
る
。
南
方
式
支
石
墓
は
ツ
カ
式
石
剣

の
分
布
圏
と
略
々
重
複
し
た
分
布
状
態
で
、
そ
の
な
か
か
ら
石
剣
が

見
轟
さ
れ
る
揚
ム
ロ
殆
ん
ど
す
べ
て
ツ
カ
式
石
甜
剣
で
あ
る
。
上
鞍
方
式
ふ
文

石
墓
内
発
兇
晶
の
リ
ス
ト
は
北
方
式
の
そ
れ
と
違
っ
て
、
磨
製
石
剣

と
石
鎌
が
特
に
多
い
。
従
っ
て
爾
方
式
蓉
盤
形
支
石
墓
の
発
達
は
ツ

カ
式
石
剣
を
作
っ
た
人
た
に
負
・
7
3
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
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ツ
カ
式
石
剣
を
作
っ
た
人
々
の
闇
に
は
、
然
し
乍
疹
、
も
と
も
と

簡
単
な
組
合
式
石
棺
と
無
封
土
の
原
始
酌
石
室
を
造
る
葬
法
が
あ
っ

た
。
そ
れ
が
巨
石
を
そ
の
上
に
挙
げ
る
メ
ガ
リ
シ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ィ

ア
を
．
得
て
雁
W
て
彼
等
独
齢
符
の
藻
搬
皿
形
ふ
文
石
墓
腰
回
造
の
岬
葬
法
を
確
｝
立
す

る
に
到
っ
た
。
満
鮮
に
わ
た
る
支
石
墓
の
分
布
状
態
か
ら
推
す
と
、

そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
北
方
式
支
石
墓
建
設
者
か
ら
伝
わ
っ
た
に
相
違

な
い
。
然
し
中
心
部
の
構
造
に
は
本
来
の
石
棺
・
石
室
或
は
積
石
の

形
を
保
持
し
た
の
で
あ
る
か
ら
支
石
墓
の
繊
現
は
墓
制
の
基
本
的
な

改
変
を
意
味
す
る
も
の
ぞ
は
な
く
、
伴
出
の
副
葬
晶
は
殆
ん
ど
石
器

臨
代
以
来
の
土
器
叉
は
石
器
に
限
る
。
従
っ
て
そ
の
地
築
は
畏
族
の

交
替
に
よ
っ
た
も
の
ぞ
な
い
と
恩
う
。

　
三
部
形
支
石
墓
の
流
行
期
闘
…
を
幾
世
紀
と
そ
の
年
数
を
は
っ
き
り

習
う
資
料
は
無
い
が
、
分
席
の
ひ
ろ
が
り
と
稠
密
さ
か
ら
考
え
て
相

当
長
く
続
い
た
事
は
疑
な
く
、
簡
単
な
構
造
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
と

形
式
の
推
移
が
認
め
ら
れ
、
特
色
を
な
す
巨
大
な
上
石
の
意
味
も
蓋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

石
的
な
亀
の
か
ら
標
識
的
な
も
の
へ
と
変
化
の
あ
と
が
察
ぜ
ら
れ
る

に
竜
拘
は
ら
ず
、
組
合
箱
式
石
棺
と
石
室
の
制
…
は
つ
づ
き
、
積
石
的

装
縫
竜
つ
づ
い
た
。

　
支
石
墓
の
副
葬
燕
に
就
い
て
は
三
上
次
男
教
授
の
苦
心
に
な
る

「
支
石
墓
集
成
鵡
『
が
あ
る
。
爵
方
式
碁
盤
形
支
石
墓
内
発
潜
勢
は
・

磨
製
石
剣
及
磨
製
石
坪
に
固
定
し
た
感
が
あ
り
、
そ
し
て
ツ
カ
式
石

剣
一
本
に
…
数
本
の
石
鍛
を
伴
う
発
見
が
多
い
事
は
払
削
掲
の
第
二
表
に

よ
っ
て
明
ら
か
ぞ
あ
る
。
時
に
土
器
を
曝
す
こ
と
が
あ
る
が
、
南
鮮

の
石
器
時
代
土
器
に
通
有
の
赤
色
無
文
土
器
片
を
混
じ
、
ま
た
丹
塗

磨
研
の
小
形
壺
を
出
す
。
然
し
何
物
も
発
見
さ
れ
な
い
例
が
む
し
ろ

多
い
。
上
石
の
下
に
石
棺
、
石
室
の
如
き
溝
造
を
さ
え
の
こ
さ
ぬ
も

の
屯
少
く
な
い
。
こ
れ
は
三
上
教
授
の
集
成
表
に
よ
っ
て
竜
賜
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
り
、
藤
田
教
授
や
極
製
氏
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
学
術

的
調
査
が
行
き
と
ど
い
て
い
な
い
事
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
頗
る
貧

弱
な
内
容
で
し
か
な
い
事
は
確
か
で
あ
る
。
自
給
自
足
の
生
活
か
ら

容
易
に
作
り
得
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
此
の
事
実
は
、
石
剣
に
先

行
す
る
銅
剣
が
代
表
す
る
と
こ
ろ
の
初
期
金
属
文
化
の
遺
跡
の
嵩
土

品
と
は
対
瞭
的
で
あ
る
。

　
そ
の
初
期
金
属
文
化
は
、
梅
原
博
士
が
地
下
式
木
製
墳
の
一
種
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

推
定
さ
れ
た
慶
北
画
早
撃
及
び
琴
湖
面
の
所
謂
｝
括
遺
物
の
…
妙
な
顕

著
な
遺
跡
を
の
こ
し
た
に
竜
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
後
そ
の
系
統
を
受
け

継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
性
格
の
遺
跡
ば
、
南
鮮
地
区
で
は
殆

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
即
ち
初
期
金
属
文
化
に
後
続
す
る
大
陸
系
丈
量
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の
薯
る
し
い
存
在
は
南
鮮
地
方
で
は
未
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
考

古
学
的
資
料
に
関
す
る
限
り
、
お
式
石
剣
及
び
南
方
式
支
石
墓
が
顕

著
な
存
在
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
陸
文

化
の
後
続
が
消
極
的
と
な
り
文
化
が
停
滞
し
た
結
果
の
一
現
象
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
れ
は
同
時
代
の
西
鮮
地
方
に
対
比
し
て
全
く
対
照
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
ば
銅
剣
・
銅
鉾
に
よ
っ
て
代
蓑
さ
れ
る
初
期
金
属
文
化
に
す

ぐ
続
い
て
、
楽
浪
郡
の
経
営
が
進
ん
で
い
た
。
大
同
江
下
流
域
を
申

心
と
す
る
今
の
平
安
道
。
黄
海
道
に
は
純
然
た
る
漢
文
化
の
生
活
が

営
ま
れ
、
そ
の
遺
蹟
・
遺
物
が
彩
し
い
事
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

そ
の
古
墳
群
は
方
台
状
墳
丘
を
戴
く
高
虚
心
で
あ
っ
て
、
外
観
に
お

い
て
支
石
墓
と
全
く
異
る
。
ま
た
内
部
構
造
・
も
勿
論
漢
族
の
そ
れ
で

あ
る
。
そ
し
て
装
身
具
と
副
葬
鼎
が
、
漢
代
文
化
の
標
式
的
の
も
の

な
包
含
す
る
こ
と
は
、
ま
た
普
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
ぞ
あ
る
。
そ

れ
は
高
度
に
発
達
し
た
鉄
器
文
化
の
も
の
で
あ
っ
て
、
支
石
墓
の
石

器
時
代
的
内
容
と
は
天
地
零
壌
の
差
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
よ

う
な
わ
か
り
き
っ
た
比
較
を
こ
と
さ
ら
書
く
理
由
は
、
半
島
の
一
部

に
漢
本
土
そ
の
ま
ま
の
生
活
が
営
ま
れ
、
優
れ
た
工
芸
晶
進
ん
だ
利

器
が
も
た
ら
さ
れ
た
に
竜
拘
わ
ら
ず
、
陸
つ
づ
き
の
南
鮮
土
着
の
ひ

と
び
と
に
は
直
接
縁
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
事
を
強
調
し
て
翁
き
た

い
か
・
り
．
て
あ
ツ
リ
。
濫
匹
文
化
の
驚
嘆
・
す
べ
き
准
～
展
を
、
　
墨
小
浪
一
郡
の
遺

跡
・
遺
物
の
上
に
見
る
に
つ
け
、
こ
れ
が
半
島
土
着
の
文
化
に
如
何

な
る
影
響
を
与
え
た
か
と
争
う
の
で
あ
る
が
、
考
古
学
的
資
料
の
上

に
は
そ
の
「
痕
跡
が
殆
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
統
治
者
・
支
配

考
た
り
し
漢
族
の
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
闇
に
お
い
て
の
み
享
受

さ
れ
た
文
化
で
あ
り
、
郡
内
の
土
着
の
文
化
か
ら
さ
え
浮
い
た
竜
の

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
南
鮮
土
藩
民
の
生
活
が
、
華
や
か
な
漢
文

化
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
土
着

文
化
の
水
準
が
低
く
て
、
高
級
な
楽
浪
文
化
を
積
極
的
に
吸
収
し
よ

う
と
す
る
段
階
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
の
如
く
西
鮮
地
方
に
漢
の
鉄
器
時
代
文
化
が
栄
え
て
い
た
時
、

漢
江
下
流
域
以
南
に
流
行
し
た
碁
盤
形
支
石
墓
が
土
着
民
に
対
す
る

支
配
者
的
外
来
民
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
墓
で
な
か
っ
た
事
は
確
か

で
あ
る
。
尤
竜
支
石
墓
の
巨
大
な
構
造
は
単
一
の
家
族
の
手
の
み
で

建
設
出
来
た
と
は
思
え
な
い
。
網
嚢
の
人
手
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
事

と
集
合
状
況
特
に
数
ナ
基
の
支
石
墓
が
集
ま
っ
て
い
る
状
態
か
ら
族

長
的
な
存
在
が
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
の
如
き
貧
弱
な
内
容
か
ら
は
、

豊
か
な
漢
文
化
に
対
す
る
土
着
文
化
の
所
産
と
し
か
思
え
な
い
。
而
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も
分
布
状
態
は
ほ
ぼ
斉
一
な
文
化
が
網
当
．
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し

た
こ
と
を
示
し
、
導
管
に
現
わ
れ
た
上
述
の
分
化
に
よ
っ
て
、
そ
の

聞
に
自
か
ら
地
方
差
が
生
じ
た
こ
と
、
ま
た
蒔
の
経
過
に
伴
い
変
遷

が
あ
っ
た
事
を
知
る
。

三
　
南
鮮
に
お
け
る
長
方
形
三
三
の
高
塚

　
以
上
の
…
様
な
文
化
状
態
に
あ
っ
た
南
鮮
が
、
西
鮮
地
方
と
同
じ
水

準
の
鉄
器
時
代
文
化
に
到
達
し
た
の
は
所
謂
コ
一
国
時
代
、
考
古
学
的

に
は
高
塚
営
造
期
に
入
っ
て
か
ら
．
て
あ
る
。
南
鮮
に
高
塚
墳
が
行
わ

れ
た
最
初
を
確
め
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
高
塚
を
築
く
ア
イ
デ
ィ
ア

は
、
直
接
叉
は
聞
接
に
漢
族
の
高
塚
墳
営
造
の
魔
風
に
由
来
す
る
事

に
疑
な
い
。

　
立
て
、
楽
浪
帯
方
郡
の
漢
墓
を
除
く
朝
鮮
の
高
塚
式
古
墳
の
墓
室

に
ぱ
、
ご
つ
の
著
る
し
い
型
式
が
認
め
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
横
穴
式

石
室
墳
で
あ
り
、
他
は
竪
穴
式
石
室
墳
で
あ
る
。
朝
鮮
の
勘
合
、
然

し
乍
ら
横
穴
式
と
竪
穴
式
は
横
か
ら
の
埋
葬
、
上
方
か
ら
の
埋
葬
と

い
う
埋
葬
に
あ
た
っ
て
の
屍
体
の
搬
入
方
向
が
問
題
と
な
る
ほ
か
に
、

一
墓
蜜
が
何
回
も
時
を
隔
て
て
繰
返
し
葬
る
こ
と
が
出
来
る
家
族
墓

か
、
或
は
一
回
限
り
の
単
磁
を
目
途
に
し
た
上
人
墓
か
の
相
違
が
問

題
に
な
る
。
横
穴
式
紅
潮
は
右
の
意
味
で
の
家
族
墓
で
あ
る
に
対
し
、

竪
穴
式
石
室
は
墨
入
墓
の
構
造
で
あ
る
。
前
者
は
封
土
の
一
端
か
ら

墓
室
内
に
通
ず
る
羨
道
と
、
そ
の
羨
道
よ
り
高
さ
も
幅
も
は
る
か
に

大
き
い
主
窒
と
よ
り
な
る
。
墓
窒
と
羨
道
と
は
従
っ
て
明
確
な
区
劃

を
以
て
連
な
る
。
後
者
即
ち
竪
穴
式
石
室
は
、
外
部
か
ら
墓
蜜
に
導

か
れ
る
通
路
の
構
造
が
無
い
の
を
普
通
と
す
る
。
即
ち
明
確
な
羨
道

を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
三
国
時
代
の
高
塚
壌
中
、
前
者
の
典
型
的
な
も
の
は
、
高
句
麗
古

墳
の
石
室
に
多
く
、
そ
の
主
室
は
殆
ん
ど
す
べ
て
哺
様
に
方
形
の
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ラ
ン
を
呈
す
る
。
私
が
発
掘
調
査
し
た
「
但
州
忠
孝
里
石
室
墳
」
・
も

時
代
は
遍
羅
一
統
時
代
に
降
る
が
、
亦
典
型
的
な
こ
の
種
石
室
墳
で

あ
る
Q

　
後
者
の
典
型
的
な
も
の
は
、
洛
東
江
流
域
の
各
地
及
び
新
羅
の
本

拠
慶
州
平
地
に
分
布
す
る
。

　
ま
ず
洛
．
東
江
流
域
で
は
慶
尚
北
道
善
由
・
蒔
直
・
達
城
・
高
歯
、

慶
尚
無
道
畠
寧
。
晋
州
・
威
安
。
梁
山
等
に
集
申
的
に
分
布
し
て
い

る
。
．
既
往
の
隔
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
員
の
発
掘
調
査
の
結
果
に
よ
れ

ば
、
夫
等
古
墳
は
埋
葬
さ
む
た
被
葬
者
の
二
女
身
旦
ハ
と
副
葬
晶
に
お
い

て
共
通
ぞ
あ
る
ば
か
9
で
な
く
、
虚
言
の
簸
…
造
に
お
い
て
二
本
的
な
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，
共
通
点
を
示
す
。
構
造
上
の
共
通
点
の
一
つ
は
、
墓
室
が
縦
長
の
直

方
体
石
室
で
あ
る
事
で
あ
る
。
平
面
が
縦
長
い
長
方
形
に
、
殆
ん
ど

垂
直
な
壁
面
を
め
ぐ
ら
し
、
天
井
に
は
数
放
の
巨
石
を
横
に
架
し
、

前
後
に
並
べ
て
蓋
と
す
る
。
此
の
天
井
の
架
構
方
式
は
墓
室
の
形
に

従
う
も
の
ぞ
長
方
形
の
平
面
形
に
対
し
て
は
最
も
自
然
で
あ
り
、
墓

室
の
長
さ
が
三
、
四
米
を
越
え
る
の
を
普
通
と
す
る
洛
東
江
流
域
の

石
室
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
以
外
の
架
構
方
法
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
夫
等
は
亦
一
葬
限
り
の
墓
室
で
あ
る
こ
と
、
室
の
中
央
に
盛
装
し

た
被
葬
者
を
安
置
し
、
副
葬
晶
を
被
葬
者
の
頭
上
に
あ
た
る
玄
室
の

　
一
半
に
お
さ
め
た
葬
法
に
お
い
て
類
型
的
な
葬
法
ぞ
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
。

　
こ
れ
と
同
様
単
葬
の
竪
穴
式
長
方
形
墓
室
を
持
つ
高
塚
墳
は
従
来

　
「
慶
州
の
積
石
塚
」
と
呼
ば
れ
た
慶
州
阿
南
古
墳
群
で
あ
る
。
慶
州

邑
城
衛
門
外
の
平
地
に
分
布
し
、
高
大
な
墳
丘
が
聾
立
す
る
壮
観
と
、

金
冠
塚
、
瑞
鳳
塚
、
金
鈴
塚
飾
履
塚
、
壼
秤
塚
等
に
お
け
る
豪
華
な

副
葬
晶
の
発
見
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
る
。

　
そ
の
構
造
は
度
女
説
か
れ
た
様
に
、
地
面
を
掘
り
く
ぼ
め
た
竪
胃

内
に
木
室
を
組
み
、
こ
れ
を
人
頭
大
の
川
石
の
堆
．
積
で
覆
い
、
上
に

高
大
な
墳
丘
を
盛
る
。
木
材
を
以
て
組
細
だ
木
室
を
石
積
で
覆
う
た

中
心
部
の
構
造
が
珍
し
く
、
積
石
塚
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
．
木

室
の
木
材
は
長
年
の
關
に
腐
朽
し
、
石
積
み
は
そ
の
た
め
に
潰
え
て

原
形
を
と
ど
め
な
い
。
然
し
少
な
く
と
も
当
初
は
石
積
み
の
重
圧
に

耐
え
る
巨
大
な
木
材
を
天
井
に
架
し
四
壁
も
亦
重
彫
な
る
木
材
を
重

ね
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
墓
室
の
復
原
を
試
み
る
な
ら
ば
、
疑
も
な

く
直
方
体
の
箱
形
で
、
こ
こ
に
言
・
つ
長
方
形
蒸
室
系
ぞ
あ
る
。
而
も

室
の
一
半
に
仰
臥
伸
展
の
遺
骸
が
恐
ら
く
棺
に
収
め
ら
れ
て
置
か
れ

た
。
室
内
の
他
の
端
、
必
ず
頭
の
上
に
当
る
部
分
が
方
形
の
…
廓
に

な
っ
て
そ
こ
に
土
器
を
主
と
す
る
副
葬
品
が
一
杯
に
並
べ
て
あ
る
。

被
葬
者
は
必
ず
一
走
窒
＝
葬
で
あ
っ
て
、
外
方
か
ら
墓
壼
に
入
る
施

設
が
無
い
。
か
よ
う
な
点
で
前
述
の
石
窒
の
場
合
と
同
様
の
手
順
と

装
置
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
で
私
は
洛
東
江
流
域
の
長
方
形
石
室
と

慶
州
邑
南
木
室
墳
の
墓
室
と
は
用
材
を
異
に
し
た
だ
け
で
あ
り
、
基

本
的
な
墓
室
の
形
状
と
そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
葬
法
は
共
逓
で

あ
っ
た
と
思
う
。

　
両
者
の
共
通
点
目
そ
れ
の
み
ぞ
は
ゆ
乏
い
。
長
方
形
墓
室
を
積
石
で

包
む
特
殊
な
構
造
が
、
慶
州
邑
南
木
室
壌
に
於
い
て
顕
著
ぞ
あ
る
こ

と
は
右
に
も
述
べ
た
が
、
同
様
の
申
核
を
持
つ
高
塚
が
洛
東
江
流
域

の
星
州
、
達
城
、
葦
簾
で
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
畠
寧
聖
算
塁
第
十
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二
口
写
椿
帆
　
（
大
正
八
年
瞬
総
督
府
静
物
館
貴
謁
査
一
梅
原
考
古
叢
料
に
よ
る
）

は
心
添
の
と
全
く
同
じ
木
室
を
積
石
で
包
ん
だ
式
で
あ
っ
た
。
ま
た

私
自
身
大
蒲
の
旧
忠
霊
塔
附
近
の
石
室
墳
を
調
査
し
た
際
巨
大
な
長

方
形
石
室
が
川
石
の
堆
積
の
内
に
あ
る
の
を
見
出
し
た
。
野
守
健
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

等
発
掘
の
達
西
面
内
唐
竹
五
十
　
号
壇
と
同
様
、
二
階
の
長
方
形
石

室
を
ひ
と
区
劃
の
石
積
で
包
ん
だ
構
造
で
あ
っ
た
。
浜
田
、
梅
原
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

博
士
の
慶
北
芸
州
郡
星
山
洞
第
二
号
墳
も
亦
同
様
で
あ
る
。

　
更
に
別
の
共
通
点
は
一
墳
丘
多
榔
式
の
構
造
で
あ
る
。
一
調
丘
下

に
二
基
図
は
｝
二
面
以
上
の
榔
…
壼
を
設
け
た
も
の
を
指
す
。
二
葬
叉
は

三
葬
を
最
も
普
通
と
す
る
が
、
主
福
二
櫛
を
以
て
一
葬
に
当
て
た
も

の
か
ら
、
極
端
な
例
で
は
三
州
皇
吾
里
十
六
号
墳
の
如
く
一
墳
儲
…
下

た
十
一
二
の
榔
…
が
あ
っ
て
八
葬
を
数
え
た
も
の
も
知
ら
れ
て
い
る
。
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
嘗
て
南
鮮
に
於
け
る
多
講
式
高
塚
墳
に
就
い
て
論
じ
た
際
類
例
を

挙
げ
て
説
明
し
た
か
ら
一
々
の
詳
繍
…
は
そ
れ
に
護
る
。
右
の
皇
吾
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

十
六
号
墳
、
慶
州
皇
南
里
百
九
号
墳
、
慶
州
壷
粁
塚
と
鈴
銀
塚
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
藩
祖
り
の
多
葬
は
、
時
を
隔
て
・
て
行
わ
れ
た

の
で
あ
っ
て
、
横
穴
式
石
室
墳
に
見
ら
れ
る
家
族
墓
的
埋
葬
と
同
じ

プ
夢
ン
シ
プ
ル
に
拠
り
乍
ら
、
而
も
一
回
の
埋
葬
毎
に
、
個
人
墓
的

な
単
葬
用
の
長
方
形
煙
室
を
構
築
し
た
所
に
特
色
が
あ
る
。

　
洛
東
江
流
域
の
石
室
壇
が
普
通
一
般
に
雷
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

任
那
諸
国
の
も
の
ぞ
あ
る
か
ど
う
か
考
古
学
的
研
究
は
漸
羅
の
も
の

と
の
闇
の
区
別
が
爵
来
る
程
進
ん
で
い
な
い
。
両
者
は
共
通
の
丈
化

を
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
遺
跡
、
遺
物
に
よ
っ
て
は
裁
．
然
と
匿
別
．

し
難
い
と
す
る
の
が
、
む
し
ろ
安
全
で
あ
る
。
長
方
形
墓
室
の
構
造

も
、
結
局
、
新
羅
の
本
拠
と
径
庭
地
域
と
に
は
共
通
の
根
幹
を
持
つ

文
化
が
あ
っ
た
事
の
証
［
拠
に
外
な
ら
ぬ
。
即
ち
高
句
麗
や
他
の
地
域

と
の
同
時
代
的
墳
墓
に
比
較
し
て
最
も
明
確
な
特
色
を
発
揮
し
、
固

有
の
壇
墓
形
式
を
慶
州
平
野
と
洛
東
江
流
域
と
に
保
持
し
つ
づ
け
た

の
は
、
土
着
の
人
女
即
ち
韓
族
を
お
い
て
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。

　　

@　

l
翻
雛
雛
罐
灘
勇
烈

　
新
羅
の
本
拠
慶
州
と
洛
東
江
流
域
の
各
地
に
、
類
型
的
な
墓
室
を

持
つ
高
塚
が
分
布
す
る
事
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
墓
室
の

由
来
を
考
え
る
時
、
私
は
第
ご
章
で
記
し
た
南
鮮
に
お
け
る
石
剣
繊

土
の
埋
葬
堤
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
組
合
石
棺
は
姑
ら
く
お
き
、

石
窒
と
積
石
は
右
の
高
塚
嚢
中
に
み
・
り
れ
た
墓
室
の
構
造
と
同
じ
性

格
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
石
室
は
直
［
方
体
の
箱
形
を
呈
し
、
竪
穴
式

石
室
の
範
疇
に
入
り
、
必
ず
一
軍
限
ゆ
の
単
葬
に
供
さ
れ
た
。
小
泉
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顕
夫
氏
が
申
か
ら
ツ
カ
式
石
剣
　
、
石
鎌
一
九
、
石
斧
｝
、
丹
塗
磨

研
丸
腰
壷
一
を
発
見
し
た
慶
西
南
道
昌
原
郡
熊
南
面
外
洞
里
熊
南
小

学
校
敷
地
内
の
一
石
室
は
、
前
述
の
如
き
構
造
で
あ
っ
て
、
小
泉
氏

は
「
達
西
面
古
墳
の
石
室
の
構
造
は
大
陸
墓
制
の
影
響
と
考
え
る
よ

り
は
、
寧
ろ
南
鮮
各
地
に
存
在
す
る
支
石
墓
の
主
体
構
造
、
其
他
の

有
史
以
前
墳
墓
の
構
造
に
著
る
し
い
共
通
点
を
認
め
る
」
　
（
「
達
野
面

宵
墳
調
査
報
告
」
　
（
＝
一
八
・
＝
一
九
頁
）
と
主
張
し
た
。

　
叉
藤
田
教
授
・
櫃
本
亀
次
郎
氏
等
が
発
掘
調
査
し
た
大
郵
大
鳳
町

支
石
墓
群
の
中
に
は
、
既
述
の
如
く
、
二
墓
以
上
の
石
室
。
石
棺
が

一
区
劃
の
積
石
の
中
に
並
び
、
そ
の
中
央
に
大
き
な
上
石
を
載
せ
た

例
が
数
組
あ
る
。
前
記
高
塚
壌
に
お
け
る
一
葉
丘
多
榔
式
と
同
じ
観

念
に
藻
つ
く
葬
法
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
も
に
単
葬
の
竪
穴

式
長
方
形
墓
室
の
基
本
構
造
を
保
持
し
た
ま
ま
で
家
族
量
的
観
念
を

具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
藤
田
教
授
は
「
一
基
の
支
石
墓
内
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
数
緬
の
石
室
の
関
係
が
一
家
の
親
近
の
竜
の
た
る
べ
き
こ
と
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

君
わ
れ
、
糠
本
氏
は
「
大
郎
支
石
墓
群
に
つ
い
て
」
副
葬
晶
の
膚
無

を
被
葬
者
の
性
別
に
結
び
つ
け
、
叉
石
窒
。
石
棺
の
大
き
さ
に
よ
っ

て
子
供
と
大
人
を
区
荊
し
、
夫
妻
と
子
供
を
埠
撮
し
た
支
石
墓
を
想

像
さ
れ
た
。
同
様
齋
藤
塁
壁
は
多
榔
式
高
塚
墳
に
つ
い
て
夫
妻
と
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
爲

供
の
埋
葬
を
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
σ

　
こ
れ
だ
け
条
件
が
爵
揃
う
と
、
石
剣
或
い
は
石
鋼
と
同
時
代
的
遺

物
を
轟
す
堺
葬
堤
の
構
造
は
、
長
方
形
墓
室
の
高
塚
に
そ
の
系
統
を

伝
え
た
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
上
石
の
か
わ
9
に
封
土
を
も
り
あ
げ

る
ア
イ
デ
ィ
ア
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ア
イ
デ
ィ
プ
が
大
陸
の
墓

制
に
由
来
す
る
こ
と
は
今
更
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
は
高
大
な

封
土
を
築
く
墓
制
を
採
用
し
乍
ら
、
主
体
の
構
造
従
っ
て
葬
法
を
変

え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
痘
。
ま
た
塞
室
の
形
状
の
類
似
の
み
を
以

て
両
者
の
系
統
を
云
々
す
る
の
は
、
か
か
る
原
始
的
な
暗
中
が
ど
こ

に
で
も
興
り
得
る
も
の
ぞ
あ
る
か
ら
、
早
計
で
あ
ろ
う
。
又
積
石
鋼

構
造
も
隔
絶
し
た
地
域
で
相
互
の
連
絡
な
し
に
で
も
発
達
し
得
る
で

あ
ろ
う
。
然
し
南
鮮
の
揚
合
は
、
夫
等
の
綜
合
形
式
に
お
い
て
、
か

つ
地
域
を
同
じ
う
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
構
造
上
の
系

統
が
あ
る
と
す
る
根
拠
は
十
分
だ
と
言
い
得
る
。

　
石
剣
を
呈
す
埋
葬
堤
が
、
墓
室
の
構
造
と
そ
れ
か
ら
帰
納
さ
れ
る

葬
法
を
後
の
長
方
形
墓
室
の
高
塚
壇
に
引
き
継
い
だ
証
拠
は
、
以
上

の
如
く
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
甘
心
品
を
比
較
す
る
と
、

そ
の
つ
な
が
り
は
全
く
消
極
的
と
な
る
。
高
塚
墳
の
壌
土
晶
は
既
刊

の
報
告
書
に
明
ら
か
な
様
に
、
　
一
応
完
成
さ
れ
た
鉄
器
時
代
文
化
の
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・
も
の
で
あ
る
。
金
銀
工
・
細
金
細
工
・
鍛
治
・
鋳
造
・
製
陶
・
漆
工
・

破
瑠
器
製
造
等
フ
ー
ル
タ
イ
ム
の
専
門
家
の
手
に
な
っ
た
工
芸
晶
が

集
ま
っ
て
お
り
、
中
に
は
明
ら
か
に
圏
外
か
ら
の
輸
入
鵡
が
含
ま
れ

て
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
石
剣
を
出
す
埋
葬
蛙
か
ら
は
、
第
ご
表
に
明

ら
か
な
如
く
、
石
剣
及
び
多
…
数
の
磨
製
石
鎌
が
賜
て
い
る
外
う
石

斧
・
石
庖
丁
・
管
玉
・
赤
素
焼
の
土
器
等
、
殆
ん
ど
自
給
自
足
的
な

翻
葬
品
が
含
ま
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
特
に
専
門
の
職
人
を
必
要
と

す
る
作
鵜
は
少
な
い
。
即
ち
両
者
の
経
済
的
生
活
の
懸
隔
は
格
段
の

も
の
で
容
易
に
は
越
え
難
い
の
み
な
ら
ず
高
塚
墳
の
揚
重
は
内
容
に

貧
、
蜜
の
別
が
あ
り
外
貌
に
大
小
の
差
が
あ
る
に
対
し
、
支
石
墓
の
内

容
は
一
様
に
貧
弱
で
外
観
に
も
特
に
著
る
し
い
相
互
の
懸
隔
が
認
め

ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
い
か
に
構
造
上
の
連
関
が
辿
れ
る
か
ら
と
言

っ
て
も
、
石
剣
を
面
す
埋
葬
駈
が
直
ち
に
高
塚
墳
に
先
行
し
た
と
は
、

そ
の
ま
ま
で
は
理
論
上
承
認
揖
来
な
い
。

　
銅
剣
・
銅
鉾
に
よ
っ
て
代
蓑
さ
れ
る
初
期
金
属
文
化
が
南
鮮
に
波

及
し
た
時
、
土
着
の
人
々
が
石
器
を
田
常
の
剥
器
と
し
て
使
っ
て
い

た
の
は
当
然
で
あ
る
。
彼
等
は
石
剣
を
作
り
始
め
て
も
、
無
論
石
器

時
代
以
来
の
石
器
を
作
り
使
用
し
て
い
た
。
従
っ
て
彼
等
の
石
剣
の

や
に
は
磨
製
石
鍛
と
共
に
或
い
は
実
用
の
利
器
が
あ
っ
た
ぞ
あ
ろ
う
。

然
し
乍
ら
大
掴
大
鳳
町
支
石
墓
群
や
江
北
達
城
郡
城
北
面
砧
山
事
支

石
墓
か
ら
出
た
石
剣
の
如
く
爪
σ
先
で
酬
れ
る
程
に
軟
弱
な
石
質
の

も
の
、
又
は
形
式
化
し
て
関
や
把
頭
を
極
端
に
尖
ら
せ
た
屯
の
は
到

底
〔
実
用
の
利
器
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
う
い

う
石
剣
が
複
合
型
の
支
石
菓
…
か
ら
多
く
発
見
さ
れ
る
の
は
、
石
剣
の

形
式
化
と
支
石
墓
の
複
合
化
が
平
行
し
て
鞭
つ
た
事
を
示
す
。
石
剣

の
形
が
必
要
以
上
に
誇
張
し
は
じ
め
る
の
は
、
明
ら
か
に
墓
に
入
れ

る
為
の
仮
器
と
し
て
或
い
は
儀
礼
用
品
と
し
て
作
ら
れ
た
に
違
い
な

い
。
私
は
む
し
ろ
埋
葬
堤
か
ら
見
繊
さ
れ
る
石
剣
は
す
べ
て
そ
の
類

で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
把
部
は
剣
把
ら
し
く
形
作
ら
れ

て
い
る
が
、
実
際
に
握
っ
て
み
る
と
実
は
把
握
に
不
便
な
形
で
あ
る

事
が
わ
か
る
。
全
体
美
し
く
磨
研
さ
れ
薄
い
偏
平
な
表
現
は
い
か
に

も
銅
剣
を
平
面
的
に
写
し
た
形
に
近
い
。
恰
も
a
本
の
平
形
銅
剣
や

広
鋒
銅
鉾
の
如
く
、
実
際
の
利
器
と
し
て
の
役
目
か
ら
は
遠
ざ
か
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
単
独
で
発
見
さ
れ
る
石
剣
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
等
も
同
様
で
あ
り
、
申
に
は
吾
等
ぞ
作
ら
れ
た
棺
・
室
の
構
造

が
失
わ
れ
た
埋
葬
蛙
の
も
の
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
祭
祀
冊
に
供
さ
れ

た
と
い
う
場
合
も
想
像
さ
れ
る
。
共
存
関
係
の
著
る
し
い
石
鎌
が
全

く
同
じ
傾
向
を
示
す
の
は
当
然
で
あ
る
。
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ま
た
そ
れ
ら
石
剣
・
石
鎌
に
伴
っ
て
発
見
さ
れ
る
土
器
も
実

罵
の
容
器
た
る
よ
り
は
祭
杞
用
旦
ハ
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
丹
塗

小
形
壷
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
第
二
図
実
測
図
の
一
は
大

邸
大
鳳
町
支
石
墓
群
第
一
区
第
乙
一
支
石
墓
・
か
ら
8
1
b
式
石
剣

一
、
石
弓
三
と
伴
禺
し
た
。
2
は
慶
南
至
原
茸
南
面
の
小
泉
氏

調
査
の
石
室
内
に
畷
式
石
剣
一
、
石
鑛
一
九
、
石
斧
一
と
共
存

し
た
。
3
は
権
本
亀
次
郎
氏
が
金
海
鼓
塚
所
在
の
丘
ぞ
石
棺
の

な
か
か
ら
石
，
嫉
二
本
と
共
に
発
掘
さ
れ
た
も
の
、
図
は
同
氏
原

図
に
拠
る
。
い
ず
れ
も
埋
葬
溺
或
い
は
祭
祀
用
の
壷
と
し
て
仮

器
化
し
た
石
剣
・
石
鎌
に
似
合
い
の
も
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
く
我
々
は
石
剣
を
轟
す
埋
葬
蛙
の
み
に
よ
っ
て
は

石
剣
所
持
者
の
日
常
生
活
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
幽
来
な

い
。
し
か
し
乍
ら
繰
返
し
述
べ
た
石
剣
自
体
の
由
来
に
鑑
み
彼

等
が
青
銅
利
器
を
知
っ
て
い
た
豪
は
疑
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
朝

鮮
の
青
銅
利
器
は
同
時
に
鉄
器
を
伴
っ
て
伝
来
し
た
。
即
ち
銅

剣
∵
銅
鉾
と
共
存
し
た
鉄
刀
。
鉄
剣
・
鉄
鎌
∵
鉄
斧
の
発
見
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

銅
剣
・
銅
鉾
に
鉄
銃
が
…
附
藩
し
た
ま
ま
の
青
銅
利
器
の
発
見
等
、

そ
の
証
拠
は
十
分
で
あ
る
。
従
っ
て
闇
も
な
く
鉄
器
主
用
の
時

期
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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魏
志
の
記
事
に
見
ゆ
る
如
く
　
楽
浪
・
帯
方
二
黒
に
供
給
し
た
程

に
櫨
ん
に
鉄
を
塾
す
地
域
ぞ
あ
っ
た
か
ら
、
南
鮮
は
鉄
利
器
の
材
料

に
事
欠
か
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
製
作
は
銅
剣
・
銅
鉾
の
鋳
造

よ
り
も
技
術
的
に
容
易
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
方
法
は
聞
も
な
く
土
着

の
三
々
に
よ
っ
て
会
得
さ
れ
普
及
し
た
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
そ
れ
は

刀
子
と
か
鎌
と
か
斧
頭
と
か
の
小
形
晶
で
あ
っ
た
。
初
期
金
属
文
化

伝
来
当
初
か
ら
高
塚
墳
営
造
期
に
到
る
闇
の
遺
物
を
含
む
慶
南
金
海

興
％
叢
じ
め
・
慶
北
森
燈
影
長
州
月
晦
簿
遣
跡
奮
そ

の
よ
う
な
小
形
鉄
器
或
は
そ
の
証
跡
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
報
告
書

の
示
す
通
り
で
あ
る
。
銅
剣
を
祖
型
と
し
た
石
剣
の
所
持
者
が
、
か

よ
う
な
鉄
製
利
器
を
知
ら
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
不
自

然
ぞ
あ
る
。

　
ま
た
初
期
金
属
文
化
と
共
に
甫
朝
鮮
に
大
陸
の
土
器
作
り
が
伝
来

し
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
私
が
前
に
土
器
を
中
心
と
し
て
「
朝
鮮
の

初
期
鉄
器
時
代
文
化
に
つ
い
て
」
（
「
來
無
学
」
第
十
輯
）
論
じ
た
際
、

例
を
挙
げ
て
美
様
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
然
る
に
石
剣
を
嵐
す
埋
葬
玩
か
ら
は
鉄
器
の
発
見
は
全
く
無
く
、

ま
た
大
陸
伝
来
の
土
器
作
り
に
よ
る
土
器
の
発
見
を
聞
か
な
い
。
こ

れ
は
遺
跡
が
埋
葬
と
い
う
特
殊
の
営
み
に
関
す
る
も
の
で
、
埋
葬
用

或
い
は
祭
祀
用
に
作
ら
れ
た
も
の
の
み
が
遺
存
し
た
結
果
と
解
さ
れ

よ
う
。
尤
も
鉄
器
の
使
用
が
始
ま
っ
て
も
商
［
ち
に
石
器
時
代
の
土

器
。
石
器
の
使
用
が
廃
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
事
は
、
僅
か
乍
ら

も
石
器
時
代
赤
色
の
無
文
土
器
片
を
混
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
事
か
ら

も
記
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
銅
剣
類
は
稀
少
な
も
の
と
な
り
、
鉄
器
は

日
常
の
利
器
と
し
て
生
活
の
必
需
品
で
あ
っ
て
而
も
余
剰
が
画
来
る

程
に
は
多
量
に
生
産
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
が
ま

た
石
剣
・
石
製
の
仮
器
化
を
助
長
し
た
に
相
違
な
い
。
土
器
に
つ
い

て
も
同
…
様
で
あ
っ
た
と
思
う
。
石
剣
。
石
場
を
嵩
ず
埋
葬
堤
の
時
代

・
の
文
化
は
、
凡
そ
金
属
器
や
進
ん
だ
窯
法
に
よ
る
容
器
を
盛
ん
に
生

産
す
る
段
階
に
達
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
が
縛
の
経
過
と

共
に
漸
次
発
達
し
て
高
塚
墳
が
示
す
彼
の
高
い
文
化
の
段
階
へ
と
進

ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
聞
の
変
遷
を
一
応
あ
と
づ
け
得
る

遺
跡
が
、
洛
東
江
流
域
に
比
較
的
多
数
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
金

属
文
化
波
及
当
初
か
ら
の
遺
物
を
含
む
初
期
鉄
器
時
代
の
遺
蹟
で
あ

っ
て
、
慶
尚
南
道
金
海
貝
塚
を
以
て
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
即
ち
浜
田
耕
作
。
梅
原
末
治
両
博
士
に
よ
ワ
て
報
告
さ
れ
た
金
海

貝
塚
は
、
石
器
時
代
の
赤
色
無
文
土
器
系
統
の
土
器
と
と
も
に
青
灰

色
鉱
質
・
叩
き
文
土
器
・
黒
色
素
焼
。
黒
色
磨
研
。
白
色
陶
質
製
糖
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ら
か
に
初
期
金
属
文
化
と
共
に
伝
来
し
た
窯
…
法
の
土
器
を
出
し
、
後

者
に
お
い
て
最
も
特
色
を
発
揮
し
た
。
そ
し
て
青
灰
色
陶
質
。
叩
き

・
文
土
器
は
赤
色
無
文
土
器
系
の
所
謂
赤
焼
土
器
と
共
に
後
の
長
方
形

墓
室
高
塚
墳
の
副
葬
土
器
に
系
統
を
伝
え
た
。
青
灰
色
陶
質
置
は
発

達
し
て
漸
雀
焼
と
な
り
、
洛
…
東
江
流
域
高
塚
墳
の
土
器
の
主
要
な
部

分
を
占
め
る
に
到
っ
た
事
は
周
知
の
通
り
ぞ
あ
る
。
叩
き
具
（
℃
銭
－

象
。
）
ぞ
た
た
く
土
器
作
り
の
手
法
は
新
羅
焼
に
も
適
用
さ
れ
、
円

筒
形
丸
底
灘
及
び
甑
の
形
を
し
た
響
胴
軟
質
で
灰
色
の
た
た
き
文
土

器
が
新
羅
焼
及
び
赤
素
焼
土
器
と
共
に
高
塚
墳
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
赤
素
焼
土
器
は
石
器
時
代
以
来
の
赤
色
無
文
土
器
の
後
蕎
で
あ

る
事
は
疑
な
い
。

　
慶
南
東
黄
∵
固
城
・
梁
山
の
貝
塚
　
慶
北
大
郵
達
城
・
慶
州
月
城

の
遺
跡
の
土
器
に
つ
い
て
も
、
右
の
金
海
貝
塚
土
器
と
同
様
の
事
が

㎜
冨
え
る
の
で
あ
っ
て
、
慶
州
及
び
洛
東
江
流
域
の
長
方
形
墓
室
高
塚

墳
は
副
再
説
の
面
で
是
等
遺
跡
に
系
統
を
ひ
く
。

　
前
述
の
如
く
南
鮮
に
は
最
初
の
金
属
文
化
波
及
に
続
く
漢
文
化
の

顕
著
な
遺
跡
を
見
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
後
は
大
陸
文
化
の
支
配
的
な

影
響
は
無
か
っ
た
。
金
海
貝
塚
以
下
の
右
に
挙
げ
た
遺
跡
も
こ
の
事

嫡
を
反
映
し
て
、
初
期
金
属
文
化
と
共
に
伝
来
し
た
窯
法
の
う
ち
か

ら
選
択
さ
れ
た
土
器
伶
り
が
、
継
続
し
て
行
わ
れ
、
高
塚
墳
営
造
期

に
及
ぶ
事
を
示
す
。
そ
の
闇
数
世
紀
、
そ
れ
ら
は
土
着
の
人
々
の
土

器
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
石
器
時
代
以
来
の
窯
法
も
共
に
存
す

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
綜
括
す
る
と
慶
州
平
野
の
木
室
を
主
体
と

す
る
高
塚
墳
及
び
洛
東
江
流
域
の
長
方
形
墓
室
の
高
塚
墳
は
、
脳
室

の
構
造
の
面
ぞ
は
石
剣
を
揖
す
埋
葬
蛙
の
主
体
部
構
造
の
形
を
壮
大

に
し
齋
美
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
副
葬
土
器
の
面
ぞ
は
金
海
貝
塚
等

が
代
表
す
る
初
期
鉄
器
時
代
遺
跡
の
土
器
の
系
統
を
継
承
す
る
。
金

海
貝
塚
以
下
の
諸
遺
蹟
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
が
、
高
塚
墳
の
副
葬
晶

に
示
さ
れ
る
高
度
の
鉄
器
時
代
文
化
の
成
立
の
棊
盤
と
な
っ
た
こ
と

は
急
な
い
。

　
尤
も
高
大
な
封
土
を
盛
砂
あ
げ
る
薪
た
な
葬
法
の
採
用
、
多
数
の

進
歩
し
た
技
法
に
よ
る
製
品
の
副
葬
は
、
ひ
と
り
土
矯
文
化
の
自
力

の
発
達
の
結
果
に
帰
す
べ
き
で
は
な
く
、
大
陸
か
ら
の
輸
入
7
5
至
刺

戟
が
強
力
な
推
進
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は
青
灰
色
陶

質
器
か
ら
発
塾
し
た
新
羅
焼
の
成
立
に
は
大
陸
の
窯
業
の
影
響
を
認

め
る
も
の
で
あ
る
。
高
塚
墳
の
高
大
な
封
土
、
厳
重
な
墓
室
、
豪
華

に
し
て
豊
か
な
副
葬
燕
は
国
家
的
統
制
が
確
立
し
て
始
め
て
実
現
し
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た
の
で
あ
る
。
前
国
家
的
部
族
社
会
か
ら
国
家
的
統
制
へ
の
発
振
に

は
、
強
い
推
進
力
が
内
か
ら
竜
外
か
ら
も
働
い
た
の
で
あ
っ
て
、
以

上
の
考
古
学
的
事
実
は
そ
の
間
の
情
勢
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
と

思
う
。

　
石
剣
を
出
す
埋
葬
堤
と
金
海
貝
塚
以
下
の
初
期
鉄
器
時
代
遺
蹟
と

は
、
か
く
の
如
く
、
高
塚
墳
の
成
立
に
寄
与
し
た
と
こ
ろ
の
土
着
交

化
を
代
表
す
る
遺
跡
で
あ
る
。
共
に
同
じ
初
期
金
属
文
化
の
波
及
に

深
い
関
係
を
持
ち
、
共
に
石
器
時
代
以
来
の
土
器
を
画
す
の
で
あ
る

か
ら
、
婁
際
年
代
の
上
で
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
の
は
疑
な
い
。
然

し
乍
ら
こ
の
両
系
統
の
、
一
方
は
埋
葬
坊
で
あ
り
他
は
生
活
に
関
す

る
包
含
属
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
遺
跡
の
具
体
的
な
関
係
を
示
す
考
古

学
的
な
発
見
は
将
来
に
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
既
往
の
考
古
学
界
は

盛
期
の
高
塚
墳
の
発
掘
調
査
に
忙
し
く
て
、
前
期
の
高
塚
墳
を
調
査

す
る
…
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
事
屯
反
省
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
高
塚
墳

成
立
以
前
の
朝
鮮
文
化
の
考
古
学
的
研
究
を
推
捗
さ
せ
る
に
は
、
こ

れ
等
の
発
見
な
の
調
査
な
り
が
果
さ
れ
る
事
が
必
要
だ
と
思
う
。
ま

た
以
上
の
所
論
が
南
鮮
の
土
着
文
化
を
取
扱
い
乍
ら
、
漸
次
洛
東
江

流
域
と
慶
州
平
野
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
私
の
所
謂

初
期
鉄
器
時
代
遺
物
の
包
含
遺
蹟
の
発
見
が
、
渚
東
江
流
域
に
限
ら

れ
て
他
に
及
ん
で
い
な
い
こ
と
、
及
び
後
に
百
済
の
領
域
に
入
っ
た

南
鮮
西
半
に
お
け
る
古
墳
の
調
査
が
、
宙
丁
り
一
部
の
特
殊
構
造
の
高

塚
に
集
中
し
た
こ
と
か
ら
、
資
料
が
お
の
ず
か
ら
限
定
さ
れ
た
結
果

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
然
し
、
そ
の
限
界
内
で
韓
族
本
来
の
文
化
の
性

質
に
触
れ
る
事
が
轟
来
た
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
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和
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冊
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But in China the variety of natural conditions and social 

development gave rise to the local deviations in the irrigative 

customs. I am therefore concerned with the formation of such 

customs according to the geographical localities mainly documented 

in the materials which I collected in China and moreover refer

red them to the new social developments under the Communist 

government. There the irrational institutions with decaying feu

dalism are in the process of reform and unification . . 
Archaeological Study on the Indigeneous Cultures 

of Southern Korea 
By 

Kyoichi Arimitsu 

From the Yellow River Basin and Northern .Asia the first 

metal culture, which were represented by the weapons, harness 

and chariot fittings, spread over Korea, and then the coloniza

tion by Han started in 108 B. C. The Han colonists can be recog

nized from a large number of burial mounds, in which the cha

racteristic Chinese relics of highly developed Iron Age culture have 

been found. In Southern Korea, beyond the boundery of Lo-lang, 

very few concrete evidences of the Lo-lang culture were found, 

while over 150 finds of polisyed stone daggers, which were undo

ubtedly imitated by the contemporary native people the bronze 

daggers of the first invaded metal culture prior to the develop

ment of the Han colony, were reported. Some of these stone 

daggers were found in the prehistoric graves, among them the so

called "dolmens" are most significant. The beneath construc

tions of the dolmens as well as the common preh~storic graves, in 

which the stone daggers were found, are classified into stone cists, 

rectangular chambers and some of them are covered with a heap 

of stones. Such constructions are functionally similar to those of 

the burial chambers covered with mounds which were common 

in Southern Korea during the Time of Three Kingdoms ( 4-7 cen

tury A. D.) ; the latter having an elongated, paralleled-sided cha

her or gallery with no functional distinction of a passage, usuaUy 

for a single inhumation and some are covered with a heap of 

( 625) 



stones　under　a　mouricl．　Although　the　funerary　goods　found　in　the

latter　belong　to　the　highly　devel’oped　lron　Age　and　contrast　witli’

tliose　of　the　former　which　suggest　the　neolithic　self－s’ 浮lcient　eco－

nomy，　．earthenwares　are　reminiscent　the　pot－sherds　taken　from

refuse　deposits　of　the　Early　lron　Age　wl｝ic｝｝　are．　scattered　in　the

basin　of　the　Naktong　River　and　Kyongj’u　vicinity．　lnfluenced　by

the　Chinese　civilization　the　native　people　of　Southern　Korea

achieved　the　elaborate　lron　A．cre，　but　they　maintalned　their　own

manner　of　the　inhumation　inherited　from　their　stone－age　ancestors，

as　shown　in　the　constructions　of　their　burial　cliambers．

（62り




