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五
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第
八
號

通

編

第

五

百

十

四

號

昭

和

五

年

八

月

朝
鮮
に
於
け
る
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾
並
に
關
係

の
遺
物

梅

原

末

治

一

朝
鮮

に
於
け
る
銅
鉾
銅
劍
類
の
出
土

の
事
實
の
學
界
に
紹
介

せ
ら
れ
た
の
は
必
す
し
も
新
し
い
事
で
は
な
い
。
そ

れ
は
明
治

の
末

年
に
當

つ
て
黄
海
道
黒
橋
里
發
見
に
係

る

一
群
の
遺
物
に
封
す

る
關
野
博
士

一
行

の
調
査
に
端
を
發
し
て
ゐ
る
。
さ
り
乍
ら
其

の
後

此
の
類
は
石
器
時
代

の
遺
物
や
漢

の
樂
浪
郡
時
代
以
後

の
遺
跡
遺
物
の
如
く
、
あ
ま
り
注
意

に
上
ら
な
い
で
過
ぎ
牝

。
處
が
私
の
本

誌
第
三
十

七
卷

の
初

に
書

い
た
大
正
九
年
冬

の
慶
術
北
道
入
室
里

の

一
遺
跡
か
ら
多
數

の
鉾
劍

の
出
土
し
た
こ
と
が

一
の
機
縁
を
な

し
て
、
當

時
著
し
い
進
域
を
呈
し
て
ゐ
た
内
地
の
同
種
遺
物

の
研
究

と
相
俟

つ
て
、
該
遺
跡
を
中
心
と
す

る
同
じ
遺
物

の
綜
括
的
調

査
が
總
督

府
の
古
蹟
調
査
課
で
行
は
る
ゝ
こ
と

丶
な

つ
て
、
從
來
埋
も
れ
た
資
料
が
各
地
か
ら
見
出

さ
れ
興
味
を
加

へ
る
と
共
に
、

内
地

の
銅

鉾
銅
劍
を
論
す

る
人
士
に
廣

い
見
地
に
立

つ
考
察
を
可
能
な
ら
し
め
た
こ
と
は
故
高
橋
博
士
の

『
銅
鉾
銅
劍

の
研
究
』
に

よ
く
表
は
れ

で
ゐ
る
。
吾

々
が
書
い
た

『
南
朝
鮮

に
於
け
る
漢
代

の
遺
蹟
』
(大
正
十
一
年
度
朝
鮮
總
督
府
古
蹟
調
査
報
告
第
二
册
)
は
右

の
調
査

の
結
果
を

録
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
爾
後
時
の
經
過
と
共
に
關
係
遺
品
の
發
見
の
傳

へ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
兩

三
年
前
全
羅
南

朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(
梅
原
)
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一



人 類學 雜 誌45・8

道
に
於
け

る

一
遺
跡
の
學
術
的
發
掘
か
ら
銅
劍

一
口
を
獲

て
、
考
古
學
上

一
の
新
事
實
を
提
供
す
る
も
の
な
ど
あ
る

に
至

つ
た
。
咋

年
海
外

の
族
か
ら
歸

つ
て
滿
四

ヶ
年
振
り
に
渡
鮮
し
た
私
は
、

一
ヶ
月
半
の
滯
在
中
各
地
で
是
等
の
遺

品
を
囑
目
す

る
機
會
を
持

つ

て
、
種

々
の
新
事
實
を
知

つ
た
が
、
他
方
數
年
來
所
謂
金
石
併
用
期
遺

物
の
研
究
が
我
が
考
古
學
界

の

一
の
主
な
潮

流
を
な
し
て
ゐ

る
に
も
か

ゝ
は
ら
す
、
そ
れ
が
な
ほ
あ
ま
り
内
地
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
事
に
想
倒
し
て
、
嚮

の
調
査

の
關
係
者
の

一
人
た
る
こ
と
か

ら
、
其
等
を
紹
介
し
て
見
た
い
念
を
起
し
た
の
で
あ

つ
た
。
恰
も
此
の
際
松
村
博
士
か
ら
本
誌

へ
の

一
文
を
徴
せ
ら
れ
た
の
で
、
即

ち
前

の
小
報
告
と
の
關
係
に
基
き
、
右

の
所
見
を
簡
潔

に
纒
め
て
こ
れ
に
應
す

る
こ
と
に
し
た
。
以
下
の
記
載
が
そ

れ
で
あ
る
。
は

じ
め
に
此

の
調
査

に
藤
田
亮
策
、
諸
鹿
央
雄
兩
君

の
援
助
を
得
た
こ
と
を
記
し
て
豫
め
感
謝

の
意
を
致
し

て
置
き
た

い
。

二

さ
て
新
た
に
私

の
知

つ
た
朝
鮮
に
於
け
る
銅
鉾
銅
劍

の
發
見
地
と
し
て
、
先
づ
擧
ぐ
可
き
確
實
な
も
の
と
し

て
は
、
所
謂
細
線
鋸

齒
文
鏡

の
伴
出

で
名
高
く
な

つ
た
平
安
南
道
大
同
郡
大
寶
面
反
川
里
を
は
じ
め
、
慶
尚
北
道
永
川
郡
花
山
里
連
溪
洞
、
同
慶
州
郡
内

東
面
坪
里

、
江
原
道
高
城
郡
新
北
面
沙
坪
里
三
日
浦
東

畔
、
小
泉
君
の
調
査
に
依

つ
て
所
謂
ド

ル
メ

ン
群

の
う
ち
か
ら
遺
品
を
出
し

た
全
羅
南
道
高
興
郡
豆
原
面
雲
岱
里
な
ど
が
あ
る
し
、
出
土
地
の
傳

へ
の
み
の
も
の
に
至

つ
て
は
平
安
南
道
、
黄
海

道
、
慶
尚
北
道

等

に
亙

つ
て
十
指
を
屈
す

る
に
近
く
、
別
に
慶
州
入
室
里
出
土
の
文
樣
あ

る
銅
鉾

一
個

の
檢
出
や
、
平
安
南
道
大
同

江
面
か
ら
の
銅

劍
柄
の
發
見
は
、
從
來
の
資
料
乃
至
見
解
を
補
正
す
る
著
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
以
下
右
の
順
序
に
從

つ
て
、
其

の
重
要
な
も
の

か
ら
項
を
分

つ
て
記
述
を
進
め
る
こ
と
に
し
や
う
。

(一)
平
安
南
道
大
同
郡
友
川
里
出
土
遺
品

こ
れ
は
大
正
の
末

年
の
發
見
に
係
り
、
出
土
品
は
細
形
銅
劍
片

一
個
、
多
鈕
細
線
鋸
齒
文
鏡

二
面
、推
定
馬
面
片

一
個
が
現
存
し
て

朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(
梅
原
)

三
〇
二
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い
ま
平
壤
府
博
物
館
と
平
壤
中
學
校
と

に
分
割
保
存
せ
ら
れ

で
ゐ

る
。

右

の
う
ち

に
、
多
鈕
細
線
鋸
齒
文
鏡
を
二
面
も
含
ん
で
ゐ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
學
界

の
注
意
に
上

つ
て
、
其

の
關
係
の

記
述
と
し
て

故
高
橋
博
士
の

「
新
發
見

の
細
線
鋸
齒
文
鏡

に

就

い
て
」

(「
考
古
學
雜
誌

」
第
十
九
卷

第
三
號

及
び

「
三
宅
博
士
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
」所
載

)及
び
森
本
六
爾
君
の

「
多
鈕
細
文
鏡

】
新
例
」
(「考
古
學
研
究
」
第

三
年
第

一
號
所
載
)
の
二
編

の
發
表
を
見
た
。
從

つ
て

こ
ゝ
に
は
同
じ
樣
な
記
事
を
繰
返
す

こ
と
を
差
控

へ
る
が
、
兩
者
の
文
は
共
に
平
壤
中
學
校
長
鳥
飼
生
駒
氏
の
調
べ
に
據

つ
て
、
實

物
を
見
な

い
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
爲

に
、
遺
物
そ
の
も
の
よ
り
も
考
説
を
主
と
し
た
傾
き
が
あ

つ
て
、
事
實

の
記
載
と
し
て
不

滿
足
な
點

も
見
受
け
る
か
ら
、
こ
、
に
實
査
の
結
果

に
基
き
そ
れ
を
補
足
す
る
こ
と
に
す
る
。

銅
劍
片
は
現
存
長
さ
二
寸
七
分
あ

つ
で
、
器
の
本
の
部
分
に
屬
す
る
も
の
、
莖
は
完
形
を
存
し
て
、
杏
仁
樣
の
斷

面
を
示
し
、
型

の
合
せ
目
を
兩
側
に
と
ゞ
め
で
、
そ
れ
が
上
邊
で
身
の
下
部

に
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
。
同
部
は
い
ま
片
側

の
み
遺
存
す
る
が
、
そ
の
櫛
形

を
な
す
處

か
ら
見

る
と
自
然
に
か
く
缺
け
た
か
ど
う
か
が
疑
は
れ
る
。

一
部
分
の
破
片
な
が
ら
右
の
現
状
の
示
す
と

こ
ろ
細
形
銅
劍

と
解

し
で
誤
り
な
か
ら
う
。
銅
色

は
黑
味
を
帶
び

で
美
し
い
。
次
に
鏡

二
面
は
二
氏

の
文

の
中
心
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文

樣

は
詳
し

く
記
さ
れ
で
居
り
、
高
橋
氏
の
文

に
は
寫
眞
ま
で
載
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
が
、
實
物

に
於

い
で
、
其

の
面
に
内
反
り

の

あ

る
こ
と
が
文
樣
面
の
隆
起
か
ら
推
測
せ
ら
れ
る
こ
と

ゝ
、
鏡
自
體
の
表
面
が

一
種

の
淡
褐
綠

の
色
澤
を
呈
し
て
ゐ
る
に
も
か

ゝ
は

ら
す
、
破
斷
面
に
は
極
め
て
高

い
白
銅

の
光
澤
が
認

め
ら
れ
て
、
銅
質

の
佳
良
な
の
を
如
實
に
示
し
て
ゐ
る
の
を
注
記

す
べ
き
で
あ

る
。
第

一
圖

に
載
せ
た
二
者
の
實
測
圖

で
其

の
前
者
の
詳
細
が
明
な
わ
け
で
、
大
き
い
方
は
徑
四
寸
四
分
五
厘
に
對

し
で
中
央

一
分

余
の
内
反
り
が
見
ら
れ
、
小
さ
な
形

の
全

い

一
面
ま
た
ほ
ゞ
相
似
た
率
の
内
反
り
を
示
し
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
、
内
區

の
破
碎
か
ら
共

の
果

し
て
本
來
の
も
の
な
り
や
否
や
の
疑
は
れ
た
、
大
和
吐
田
鄕
や
、
河
内
大
縣
出
土
の
同
式
鏡

に
見
ゆ
る
、
面
の
内

反
り
も
亦
本

來

の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
が
多
鈕
細
線
鋸
齒
文
鏡
の
特
徴
を
形
造

る
の
で
は
な
い
か
と
調
査

の
當
時
考

へ
及
ん
だ
が
、
咋
年
十

一
月

朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(
梅
原
)
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朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(梅
原
)

三
〇
四

中
旬
東

京
帝
室
博
物
館

に
於

い
て
右

の
河
内

大
縣
の

一
鏡
を
觀
、
そ
の
や

》
著
し
い
内
反
り
の
決
し
て
破
損
か
ら
來
た
も
の
で
な
い

事
を
知

つ
て
其
の
確
か
さ
を
思
ふ
に
至

つ
た
。
し
て
見
れ
ば
そ
の
何
故
に
内
反
り
を
持

っ
や

に
就

い
て
は
吐
田
郷

の
遺
品
の
發
見
當

第一圖ZF安 南道反川里出土遘物測圖

時
論
ぜ
ら
れ
た
見
解
が
問
題
と
し
て
も
、
此
の
事
を
同

鏡

の
性
質
の

一
と
し
で
考
慮
す
る
の
要

の
あ
る
こ
と
だ

け
は
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
他
の
銅
製

の

一
片
は
同
じ

圖

の
四
に
載
せ
た

も
の
で
現
存
長
さ
三
寸

一
分
、
幅

の

一
端
か
ら
他
端

へ
輕

い
遞
減
を
示
し

た
細
長

い
器
の

一
部
を
な
す
へh、伸
砧
ひ
ほ
に
片
)。
而
し
て
そ
れ
は
斷
面
淺

い
へ
の
字
形
を
し
て
、
表
面
の
中
央
に
峯
状

の
突
帶
が

見
ら
れ
る
。
此
の
破
片
だ
け
で
は
馬
面

と
す
る
の
確
證

が
な
く
、
か

へ
つ
で
其
の
餘
り
に
細
長

き
を
戚
ぜ
し
め

る
が
、
然
し
南
露
發
見
の
そ
れ
に
極
め

で
細
長

い
類
が

あ
り
、

ま
た
殘
存
部

の
示
す
と

こ
ろ
、
樂
浪
第

九
號
墳
出
土

の
金
銅
馬
面
に
類
似
を
持

つ
か
ら
他
に

一
寸
別
な
用
途

の
考

へ
難
い
今

日
で
は
、
や

丶
特
殊
な
其
の

一
例
と
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
も
あ

る
ま

い
。

倒
麕

北
禦

川
郡
花
山
面
發
見
品

出
土
品
は
狹
鋒
ク
リ
ス
形
銅
劍
、
細
形
銅
劍
各

一
ロ
で
あ
つ
て
、
昨
昭
和
四
年
五
月
廿
四
五
日
に
同
地
迚
溪
洞
に
於
け
る
新
寧
道
路

改
修
工
亭
中
偶
然
に
發
見
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
℃
其
の
六
月
九
日
諸
鹿
央
雄
君
の
發
見
者
た
る
川
井
喜
久
氏
に
就
い
て
聽
い
た
處
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に
從

ふ
と

、
出
土
地
た
る
花
山
面
連
溪
洞
は
永
川
邑

の
北
約
三
里
の
琴
江

の
上
流
に
當
り
、

一
方
川
に
沿
ひ
、
他
は
丘
で
粘
板
岩
の

點

々
露
出

し
た
地
域
の

一
部
で
あ
る
と

の
こ
と
、
而
し
で
出
土
状
態
は
桑
畑
を
な
す
粘
土
層

(厚
さ

一
尺
五
寸
乃
至

二
尺
)

の
下
に

埋
沒
し
て
ゐ
た
二
人
持
位
の
大
石
(竪
二
尺

五
寸

、
横
二
尺
、

厚

一
尺
位

と
云
ふ

)
を
除

い
た
と
こ
ろ
、
其
の
下

に
徑
五
六
寸

の
小
石
二
十
四
五
個

の
存
在
を
見
、

つ
い
で
粘
板
岩
の
徑

一
尺
内
外
深
さ

一
尺
五
寸
位

の
穴
の
存
在
が
注
意

に
上

つ
で
、
遺
物
は
そ
の
穴
中
に

一
錢
銅
貨

大
の
卵
子
形
石

一
個
と
共

に
あ

つ
た
と
云
ふ
。
こ
れ
が
果
し
で
諸
鹿
氏

の
考

へ
る
如
く
古
墳
と
す
べ
き
や
否
や
は
遺
跡

の
破
壞
し
去

ら
れ
た
今
日
究

め
得
な

い
が
、
川
井
氏
の
云

ふ
處
が
事
實
を
傳

へ
た
と
す
れ
ば
遺
跡
と
し
て
特
殊
な
構
造
を
持

つ
も
の
で
あ

つ
で
、

そ
れ
は
南
鮮
の

所
謂
ド

ル
メ

ン

(
支
石
若
し
く
ば
掌
石
)
に
見

る
大
石
下

の
積
石
と

の
連
絡
を
考

へ
し
め
て
興
味
が
湧
く
。

出
土

の
遺

物
は
諸
鹿
君
の
手
を
經

で
い
ま
總
督
府
博
物
館

の
慶
州
分
館
に
陳
列
せ
ら
れ

で
あ
る
。
第
六
圖
版
の
1
・2

に
示
す
如
く

ニ
ロ
と
も

に
銹
化
破
損
し
て
ゐ
る
が
、
白
銅
に
近
い
質
料
か
ら
成
る
こ
と
の
其

の

一
部

の
色
澤
か
ら
察
せ
ら
れ
る
も

の
、
細
形
銅
劍

の
方
は
ほ

ゞ
形
を
存

し
て
、
同
式
劍

の
標
式
的
な
外
形
を
示
し
、
總
長

一
尺
〇
四
分
、
其
の
莖
は
斷
面
圓
形
に
近
く

、
ま
た
ク
リ

ス

形
銅
劍
は
身

の
中
央
に
や

ゝ
大
き

い
破
損
が
あ

る
か
ら
現
在
で
は
原
長
を
確
め
得
な
い
が
長
さ
九
寸
内
外
と
推
定
せ
ら
れ
,
其

の
鋒

に
實
用

の
器
と
し
で
の
鏡
利
さ
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。

(三)
 同
慶
州
内
東
面
坪
里
の
出
土
品

同
地

に
於

け
る
遺
物

の
發
見
は
前
者
に
先
立

つ
約
二
年
の
昭
和
二
年
八
月
の
事
で
あ
る
と
云
ふ
。
出
土
品
た
る
細
形

銅
劍

一
口
と
異

形
石
器
と

は
其
の
後
諸
鹿
央
雄
君

の
有
に
歸
し
て
、
い
ま
慶
州

の
博
物
館
分
館
に
陳
列
せ
ら
れ

で
ゐ
る
。
銅
劍
は
鋒

部
若
干
を
損

し

で
ゐ
る
が

、
現
存
長
さ
八
寸

二
分
五
厘
あ
る
か
ら
、
本
來

の
長
さ
は
此
の
種
劍

に
多
く
見
る

一
尺
内
外
な
の
が
察

せ
ら
れ
る
。
兩

面

共
に
碧
緑

乃
至
黒
緑
色

の
光
澤
を
持

つ
て
美
し
く
、刄
ま
た
鋭
い
。
形
式

の
上
で
は
身

の
幅
が
細
形
と
し
て
は
寧
ろ
廣

い
方
な
の
と
、

朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(梅
原
)
 

三
〇
五
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朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(梅
原
)
 

三
〇
六

刳
り
を
施
し
た
部
分
が
割
合
に
上
方
に
位
置
し
た
の
と
を
擧
ぐ
可
き
で
あ
ら
う
。

異
形
石
器
は
堅
緻
な
石
材
を
以
て
作
つ
た
磨
製
品
で
、
大
さ
二
寸
内
外
、
其
の
形
は
第
二
圖
の
1
の
如
く
、恰
も
俵
を
横
に
半
截
し

た
樣
な
楕
圓
形
の
雨
旁
に
小
突
起
を
作
り
出
し
た
も
の
を
器
體
と
し
て
、
其
の
上
邊
に
相
似
た
四
柱
状
の
節
を
有
す
る
異
樣
な
鈕
形

第二圖 慶州發見異形石器形状圖

(據島田貞彦氏)

の
造
り
出
し
を
持

つ
た
も

の
。
半
島

に
於
け
る
類

品
は
季
安
南
道

龍
岡
郡
に
於
乙
洞
古
城
内
の
地
下
五
尺
の
處
で
發
見
し
た
の
が
、

關
野
博
士

の

『樂
浪
郡
時
代

の
遺
跡
』

に
載

つ
て
ゐ
る
し
、
同
じ

慶
州
南
山
出
土

の
別

の
例
の
本
遺
品
と
並
ん
で
慶

州
博
物
館
に
陳

列
せ
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
而
し
て
同
じ
系
統
の
銅
製
品
が
黄
海

道
黒
橋
里
に
於
い
て
銅
鉾
銅
劍
と
伴
出
し
た
遺
物
中
に
あ
る
こ
と

も
よ
く
知
ら
れ

て
ゐ
る
。
此
の
類

の
石
器
の
用
途

に
至

つ
て
は
未

だ
明
で
な
い
が
、
大
さ
を
考
慮
の
外
に
畳
く
と
我
が
史
前
遺
物
中

の
冠
石
と
の
相
似
が
考

へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

一
昨
年
同
じ
系

統

の

一
例
が
南
滿
洲
旅
順
管
内
牧
羊
城
附
近
に
於

い
て
劍
柄
形
銅

器
に
嵌
め
込
ま
れ
た
儘
の
状
態
に
て
出
土
し
た
事

實
が
確
め
ら
れ

て
、
そ
れ
が

一
種
の
宗
教
的
な
意
味
を
有

し
た
如
く
解

せ
ら
る
ゝ
點
か
ら
、類
推
上
に
若
干
の

ヒ
ン
ト
が
輿

へ
ら
れ
る
事

に
な
つ
た
。

序

に
記
す
る
が
上
記
慶
州
南
山
か
ら
出
た
他

の

一
個
に
は
、
其

の
鉦
状

部
の

一
部

に
細
か
な
動
物
の
刻
書
が
あ
り
、
ま
た
器
體

に

人
物
と

覺
し
き
繪
が
描
か
れ

て
あ
る
。
こ
れ
は
昨
年
九
月
濱
田
博
士
に
依

つ
て
は
じ
め
て
注
意

せ
ら
れ
た
と

こ
ろ
の
も

の
、
第

二
圖
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の
㈹
は
其

の
動
物

の

ス
ケ
ッ
チ
で
、

一
は
鹿
と
覺
し
く
、
他
は
猪
を
寫
し
た
も
の
で
も
あ
ら
う
か
。
刻
畫
は
我
が
彌
生
式
土
器
の
面

上
の

ヘ
ラ
書
き
に
類
似
を
示

し
て
ゐ
て
、
遺
物
の
年
代

の
漢
代
た
る
こ
と

の
考

へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
地
に
稀
な
原
始
繪
畫

の

一
例
と
し

て
興
味
を
惹
く

の
で
あ
る
。

さ
で
右

の
遺
物
發
見
地
並

に
其
の
存
在
状
態

に
就

い
で
は
、
小
泉
顯
夫
、
諸
鹿
央
雄
兩
君
の
調

べ
が
あ
る
。
諸
鹿
君

に
依
る
と
地

は
坪
里
の
う
ち
白
雲
台
下

の
山
麓

に
あ
た
り
、
坪
里
か
ら
約

一
町
許
b
登

つ
た
傾
斜
面
で
、
一
方
は
溪
川
に
而
し
た
、
從
來
か
ら
石
器

時
代
遺
物

の
發
見
地
と
し
で
知
ら
れ
た
處
で
あ
る
。
こ
ゝ
で

一
鮮
人
が
牛
を
繋

い
で
、
草
刈
を
し
や
う
と
し
て
、
ふ
と
地
下
に
數
個

の
徑

一
尺

内
外

の
九
石
の
埋
沒
し
た
の
を
見
出
し
、同
部
を
採
掘
中
遺
物
を
得
た
の
で
あ
る
と
云
ふ
。
而
し
で
同
君
の
實

査
の
結

果
、

遺
物
を
出

し
た
該
地
點
は
約
五
尺
に
三
尺
位

の
間
や

ゝ
他
と
土
質
を
異
に
し
で
軟
か
く
、
掘
出
し
た
石
材
が
近
傍
の
谷
川

に
轉
落

し

乍
ら
遺
存

し
て
、
或
は
墳
墓

で
は
な
か
つ
た
か
を
推
測
せ
し
め
る
も
の
が
あ

つ
た
と
し
で
ゐ
る
。
別

に
當
時
小
泉
君

の
撮
影
し
た
寫

眞

に
依

る
と
遺
跡
は
傾
斜
面

に
存
し
て
、
而
も
石
塊
で
側
壁
を
築

い
た
小
石
室
で
あ

つ
た
状
態
が
ほ
ゴ
察
せ
ら
れ
、
前

者
の
示
旨
以

上

に
古
墳

た
る
の
徴
證
が
備
は

つ
て
ゐ
る
。
但
し
詳
細
は
小
泉
君

の
詳
し
い
報
告
の
發
表
を
待

つ
べ
き
で
あ
る
。

働
江
原
道
高
城
郡
新
北
面
沙
坪
里
の
銅
劍

此

の
發
見

は
大
正
十
五
年
四
月
廿
四
日
、
發
見
者
た
る
高
城
面
西
里
の
吉
原
松
五
郎
氏
が
埋
藏
物
と
し
で
總
督
府

に
屆

出

で
、
遺
物

が
總
督
府
博
物
館

の
收
藏
に
歸
し
た
の
で
明
と
な

つ
た
も

の
、
出
土
の
細
形
銅
劍

一
口
は
銹
化
甚
だ
し
く
、
刄
の
こ
ぼ
れ
多
い
上
に
、

四
片

に
折
斷

し
て
外
觀
の

美
を
缺
く
が
、
復
原
す
る
と
長
さ
が

一
尺

}
寸
七
分
あ

つ
て
、
細
長

い
刺
器
と
し
で
は
功
果
的
な
鋭
利
な

式
な
の
が
認
め
ら
れ
る
。
出
土
状
態

に
就

い
で
は
屆
書
に
、
吉
原
氏
が
水
利
工
事

の
爲
に
同
里
三
日
浦
東
胖
な
る
小
丘

の
北
麓
を
發

掘
中
、
地
表
下
五
尺
の
土
暦

に
存
し
た
と
あ
る
か
ら
單
獨
の
出
土
と
見
ゆ
る
。
同
じ
高
城
郡

の
杆
城
か
ら
は
鳥
居
博
士

が
鉾
や
鏃

の

朝
鮮
に
於
け
る
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾
並
に
關
係
の
遺
物

(梅
原
)

三
〇
七
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朝
鮮
に
於
け
る
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾
並
に
關
係
の
遺
物

(梅
原
)
 

三
〇
八

鎔
範
片
を

採
集
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
未
だ
調
査
は
充
分
で
な
い
が
此
の
地
方
は
鉾
劍
等

の
分
布
上

一
の
注
意
す

べ
き
處
か
と
思

は
れ

る
。

(五)
全
羅
南
道
高
興
郡
豆
原
面
雲
岱
里
發
見
の
遺
品

昭
和

二
年

に
小
泉
顯
夫
君
が
同
地
に
散
布
す
る
所
謂
ド
ル
メ

ン
群

の
學
術
調
査
を
行

つ
た
際
、
其

の

一
か
ら
發
見
し
た
も
の
で
あ

つ

て
、
そ
れ

に
先
立
つ
數
月
、
同
じ
群
か
ら
磨
石
劍

一
口
の
出
土
が
あ
り
、
三
者

の
相
互
關
係
が
明
に
な

つ
て
、
從
來
問

題
の
支
石
塚

の
研
究

に
新
光
明
を
投
じ
た
重
要
な
資
料
で
あ

る
。
但
し
其
の
詳
細
は
調
査
者
た
る
小
泉
君

の
報
告
が
近
く
總
督
府
か

ら
公
刊
の
豫

定
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ

に
讓

つ
て
、
こ
ゝ
に
は
遺
品
が
も
と
ド
ル
メ
ン
の
大
き
な
覆
石

の
下
に
あ

つ
た
と
思
は
れ
る

一
種
の
箱
式
棺

内
に
埋
沒

し

て
ゐ
た
事
實
と
、
そ
れ
が
身

の
幅

の
著
し
く
廣
く

て
、
細
形
と
否
形
と
の
中
間
型
に
近

い
銅
劍

の
身

の
本

の
部
分
で
あ

る
の
を
擧

ぐ
る
に
と
ゞ
め
や
う
。

三

以
上
の
諸
例

に
樹
し
て
次
に
來
る
と
こ
ろ
の
遺
品
は
出
土
状
態
は
固
よ
り

の
こ
と
、
出
土
地
點

の
明
瞭
を
缺
く
、
學

術
的
見
地
か

ら
資
料
と

し
て
の
價
値
の
下

る
類

で
あ
る
が
、
其

の
十
指
を
數

へ
得

る
う
ち
に
、
ま
た
程
度
の
上
か
ら
二
つ
の
差
違
が
認
め
ら
れ
る
。

一
つ
は
出
土
地
點
は
實
際
は
明
で
あ
り
、
伴
出
物
な
ど
ま
た
或
點
ま
で
知
ら
れ
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
是
等
が
骨
董
品

と
な

つ
た
爲

や
其
他
取
扱
者
の
種
々
な
事
情
で
、
便
宜
そ
れ
を
漠
然
と

せ
し
め

て
ゐ
る
類
又
は
調
査

の
不
充
分
な
も
の
で
あ
り
、
他

は
眞
に
單
な

る
傳

へ
を
持

つ
に
過
な

い
遺

品
で
あ

る
。
其
の
前
者

の
著
し
い
例
と
し
て
平
壤
府
博
物
館
員
平
賀
藤
吉
氏

の
許
か
ら
出

た
資
料
を
擧

げ
る
こ
と

が
出
來
る
。

(六)
黄
海
道
黄
州
附
近
出
土
の
銅
劍
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こ
れ
は
同
地

の
林
檎
畑
か
ら
兩
三
年
前
出
土
し
た
も
の
と
云
ひ
、
伴
出
物
を
傳

へ
な
い
か
ら
單
獨
出
土
で
あ

つ
た
ら
し

い
。
遺
品
は

一
時
平
賀
氏
の
所
有
で
あ

つ
た
が
、後
季
壤
府
博
物
館

の
有

に
歸

し
て
い
ま
同
館

に
陳
列
せ
ら
れ
て
あ
る
。
第
六

圖
版

の
4

の
如
き
細

形
銅
劍

で
、
總
長

一
尺
〇
六
分
四
厘
、
其
の
兩
刄
は
頗

る
鋭
利
に
、
銅
色
ま
た
美
し
く
稀
に
覯
る
完
好
な
遺
品
に
屬

す
る
。

㈲
平
安
南
叢

川
附
近
出
土
品

こ
ゝ
で
は
銅
劍

ニ
ロ
が
若

干
の
銅
製
品
と
件
出
し
た
の
で
あ

つ
て
、
遺
跡
の
古
代

の
墳
墓
な
の
を
推
測
せ
し
む
る
も

の
が
あ

る
。
こ

れ
ま
た
出
土
が
前
者
と
相
去
る
遠
く
な
い
頃

で
あ

つ
た
ら
し
い
。
銅
劍

の

一
は
二
片
に
折
斷
し
て
ゐ
る
が
、
接
合
す

る
と
全

い
形
が

見
ら
れ

て
、上
記
黄
州
出
土
品
に
近

い
形
状
を
し
た
細
形
で
あ
り
(長
一
尺

〇
七
分
)、他
も
亦
相
似

た
細
形
銅
劍
の
鋒
部

に
近
い
破
片
で
、
質
が

白
銅
に
近
く
、
相
當
鋭
い
戚
じ
を
與

へ
る
も
の
で
あ

つ
た
。
前
者
は
李
賀
氏

の
手
か
ら
轉

々
し
て
、
最
近
大
邱
市
田
次
郎
氏

の
所
臓
と

な

つ
た
と
云

ふ
が
、
後
者
の
破
片
は
李
賀
氏
か
ら
寄
鱠
を
受
け
て
、
分
析
用
と
し
て
京
都
帝
國
大
學
文
學
部
考
古
學
敖
室
に
齎
し
歸

つ
九
に
も
か

ゝ
は
ら
す
、
私

の
不
注
意
か
ら
同
じ
く
寄
膾
を
受
け
た
次
に
擧

ぐ
る
大
同
江
面
出
土
の
片
と
共

に
い
ま
行
方
を
失

つ
た

の
を
遺
槭
と
す
る
。是
等
の
銅
劍
と
件
出
し
た
遺
品
に
は
節
状
隆
起

の
あ

る
筒
形
銅
器
、高
橋
博
士
の
所
謂
耳
形
銅
器

の
斷
片
を
は
じ

め
、
扁

李
な
双
頭
異
形
銅
器
の
破
片
、
菱
形

に
近
い
外
形
を
し
た
鍔
か
と
考

へ
ら
れ
る
銅
製
品
、
銅
環
等
が
あ
る
。
中
で
筒
形
銅
器

は
、
本
遺

跡
地

に
迸

い
大
同
江
面
東
大
院
里
や
、黄
海
遘
黒
橋
里
で
銅
劍
や
銅
鉾
と
件
出
し
た
の
と
同

一
式

に
屬
し
、
耳
形
銅
器
も
後

者
に
例
が
あ
る
。
ま
た
鍔
形
品
は
全
く
同
じ
も

の
が
、
鬱
陵

島
か
ら
内
行
花
紋

の
小
鏡
、
五
珠
、
大
泉
五
十
、
貨
泉
、貨
布
等
の
錢
貨
と

件
出
し

て
ゐ
る
こ
と
が
注
意

に
上
る
の
で
あ

る
。

鋤
同
大
同
江
面
の
銅
劍
片

同
地
發
見

の
銅
劍
は
既

に
二
三
紹
介
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
白
紳
壽
吉
氏

の
探
集
品
中

に
あ

つ
た
長
さ

一
寸
五
分
の
銅
劍
片
は

朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(梅
原
)

三
〇
九
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朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(
梅
原
)
 

三

一
〇

未
だ
記
録

せ
ら
れ
て
な
い

一
例

に
屬
す
る
。
そ
れ
は
細
形
銅
劍

の
本

の
部
分

に
當

つ
て
、
形
式

は
上
記
黄
海
道
黄
州

附
近
の
出
土
品

に
近
く

、
其
の
莖

の
部
分
に
も
と
そ
れ
を
纒

ふ
た
纎
維

の
〓
び
附

い
た
痕
を
と

ゞ
め
で
ゐ
る
の
が
面
白

い
。
質
は
青

銅
と
見
ゆ
る
。

(九)
黄
海
遺
松
木
郡
豐
川
附
近
出
土
の
銅
劍

本
遺
品

は
同
地
駐
在
所
巡
査
某
氏

の
所
藏
に
係
る
も
の
。
昨
昭
和
四
年
度

に
行
は
れ
た
總
督
府

の
黄
海
道
の
古
蹟

一
般
調
査
の
際
、

小
田
省

吾
、
野
守
健
兩
氏

の

一
行
の
注
意
す
る
と

こ
ろ
と
な

つ
で
所
在
が
明
に
せ
ら
れ
た
。
野
守
君
に
從

ふ
に
、
銹
化

の
爲
刄

こ
ぼ

れ
が
著

し
く
、
兩
端

に
若
干
の
缺
失
す
ら
生
じ

て
ゐ
る
が
、
細
形
銅
劍
通
有
の
形
式
を
取

つ
て
現
長
は
九
寸
三
分
で
あ

る
。
な
ほ
此

の
劍

は
小
田
氏
の
調
査
の
結
果
が
發
表
せ
ら
れ
た
ら
性
質
が
よ
り
明
瞭

に
な
る
で
あ
ら
う
。

第 三圖 傳慶州出土 クリス形銅劍及筒形銅器測圖

(一〇)傳
慶
尚
北
道
慶
州
附
近
出
土
銅
劍
類

入
室
里
の
顯
著
な
遺
跡
を
存

し
た
慶
州
郡
に

あ

つ
て
は
、
上
に
擧
げ
た
坪
里
に
於
け
る
遺

物
發
見
事
實

の
外

に
、
其

の
後
な
ほ
三
ロ
の

銅
劍

の
出
土
を
傳

ふ
る
も
の
が
あ

つ
で
、
其

の

一
の
如
き
は
伴
出
物
を
も
存
し
て
、
所
傳

の
信
す

べ
き
を
思
は
し
め
る
。
こ
れ
は
い
ま

大
邱
府

の
小
倉
武
之
助
氏

の
所
藏
す
る
狹
鋒

ク
リ
ス
形
銅
劍

一
口
と
、
節

状
隆
起
を
持

つ

筒
形
銅
器

一
個
と
か
ら
成
る
も
の
で
、實
物
は
昨
秋
開
催
の
新
羅
古
美
術
展
覽
會
に
出
陳
せ
ら
れ

て
あ

つ
た
。
二
者

の
形
の
詳
細
は
第
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三
圖
の
測
圖

に
譲

る
が
、
銅
劍

は
長
さ
六
寸
六
分
と
云

ふ
小
形

の
花
車

な
感
じ
を
與
ふ
る
も
の
、
全
面
に
は
漆
黒
色

の
掬
す
べ
き
色

澤
を
示

す
。
筒
形
銅
器
は
長
さ
二
寸
六
分
で
、
破
損
し
乍
ら
も
完
形
が
見
ら
れ
て
、
こ
れ
ま
た
同
じ
色
澤
を
呈
し
、
そ
の
上
に
兩
者

に
鐵
錆

の
附
着
が
あ

る
と

こ
ろ
、
共
存

の
事
實
を
肯
定
す
る
も
の
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
か
ら
引

い
て
筒
形
品
の
劍

に
附
屬
す
る
所
謂

鐓
で
あ

つ
た
ら
う
と
す
る
解
釋
が
導
き
出
さ
れ
る
。
傳
慶
州
出
土

の
銅
劍

の
第

二
は
咋
秋
の
慶
州
瑞
鳳
塚

の
殘
部

の
發
掘
調
査
中
、

同
地
田
中
氏

の
手
か
ら

一
行

の
總
督
府
博
物
館
に
購
入
し
た
破
片
の
示
す
と
こ
ろ
、
本
遺
品
は
現
存
長
さ
三
寸
八
分

の
細
形
銅
劍

の

斷
片
で
、
身

の
下
半
部
に
屬
し
、現
存
幅
の

一
寸
七
分
近
く
あ
る
點
、其
他
か
ら
本
來
の
長
さ
の

一
尺
五
六
寸

に
上

つ
た

の
を
推
測
せ

し
む
る
も

の
、
色
澤
は
前
者
と
は
違

ふ
が
、
ま
た
美
し
い
滑
澤
面
を
持

つ
た
佳
品
で
あ
る
、
第
三
の
同
地
の
柴
田
團

九
郎
氏
所
藏
の

一
劍
、
ま

た
諸
鹿
君
に
從
ふ
と
同
じ
様
な
大
形
の
細
形
銅
劍
と
認
め
ら
れ
る
。
私
の
滯
慶
中
、
そ
れ
が
大
邱
方
面

へ
齎

さ
れ
て
ゐ
た
の

で

一
見

の
機
會
を
失

つ
た
。
從

つ
て
い
ま
其
の
詳
細
を
記
し
得
な
い
。

(二)
慶
尚
北
道
尚
州
附
近
出
土
の
銅
劍

大
邱
府
市

田
次
郎
氏

の
所
藏

に
係

る
も
の
。
そ
れ
は
第
四
圖

に
二
例
を
示
し
た
如

き
三
口
で
、
多
少
の
出
入
は
あ
る
が
、
孰
れ
も
粗

な
面
の
鑄

放
し
の
ま

ゝ
の
遺
品
に
屬
し
て
、
面
上
に
氣
泡
の
痕
が
あ
り
、
黒
味
を
帶
び
た
銅
色

の
う
ち
に
含
鉛
量

の
相
應
に
あ

る
の

を
思
は
し
め
る
共
逋
點
を
示
し
、形
式
ま
た
二
口
が
莖

の
延
長
が
身
の
中
央
を
通
じ
て
、
突
起
状
を
呈
し
た
ま

ゝ
鋒
先

に
ま
で
達
し
、

他
の

一
は
そ
れ
と
は
や

ゝ
違

つ
て
鋒
先
偏
菱
形
の
斷
面
を
示
す
が
、
三
者
を
通
じ
て
細
形
銅
劍

に
通
有
な
刄
部
の
節

状

の
刳
り
が
殆

ん
ど
認
め
難

く
、
刄
ま
た
鋭
利
を
缺
い
て
、
著
し
く
扁
平
な
感
じ
を
與

へ
る
も
の
が
あ
り
、
此
の
點
は
大
小
の
逹
ひ

こ
そ
あ
れ
、
大

同
江
面
の
樂
浪

の
遺
跡
か
ら
、
前
年
鏡
鑑
と
伴
出
し
た
二
口
の
劍

の
示
す
と
こ
ろ
に

一
致
し
て
ゐ
て
、細
形
銅
劍
と
我
が
平
型
銅
劍
と

の
中
間
型

と
も
云
ふ
べ
き
類
で
あ

る
。
そ
れ
等

か
ら
す
る
と
此
の
類

は
地
方
的
作
品
と
見
る
べ
き
も
の
と
思
は
れ
る
。
市
田
氏
の
談

朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(梅
原
)
 

三
一
一
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朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(梅
原
)
 

三
一
二

に
依

る
と

、
三
口
の
劍
は
二
度

に
分
れ
て
氏
の
手
に
入
つ
た
が
、共

に
尚
州
邑

の
西
木
氏
の
手
か
ら
出
た
と
云
ふ
か
ら

、
如
上
の
遺
品

自
躰
の
示

す

コ
ン
デ

ィ
シ
ョ
ン
と
併

せ
て
、
同
時
の
出
土
と
解
し
て
よ
か
ら
う
。
而
し
て
氏

の
購
入
し
た
の
は
大
正
十
四
年
の
串
だ

第四圖 朝鮮出土銅劍測圖

 

と
云
ふ
か
ら
、
出
土
は
少
く
も
其
の
以
前
で
あ

つ
た

の
は
疑

ふ
餘
地
は
な
い
が
、
何
時
何
地
で
如
何
な
る
状
態
で
出

た
か
は
現
在
で

は
明
に
な
し
難
い
の
を
遺
憾
に
思

ふ
。
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(三
)自
餘

の
遺
品

以
上
の
外
朝
鮮

に
於
け
る
銅
劍

の
類
と
し

て
は
、
な
ほ
總
督
府
博
物
館
の
新
收
品

に
三
口
の
實
例
が
あ
る
。
何
れ
も
商
人

の
手
か
ら

購
入
し
た

の
で
出
土
地
の
傳

へ
を
缺
く
が
、
第
四
圖
3
・4

の
に
載
せ
た
二
口
は
共
に
細
形
銅
劍
と
し
て
、
身
の
幅

の
中
等
位
に
屬
す

る
も
の
で

、
3
は
長
さ

一
尺
餘
、
青
銅

の
面
が
水
中
古
の
如
き
色
澤
を
呈
し
て
居
り
、
4
は
長
さ
八
寸
三
分
、
此
の
類
と
し
て
は
寧

ろ
小
形
と
云

ふ
可
く
、
こ
れ
は
莖
の
部
分
が
自
餘
の
褐
土

の
附
着
し
た
の
と
は
全
然
違

つ
た
色
澤
を
し
て
、
短

い
同

部
に
も
と
柄

の

あ

つ
た
ら

し
い
こ
と
を
推
知

せ
し
め
る
痕
を
と
ゞ
め
て
ゐ
る
の
が
注
意
を
惹
く
。
二
者
の
朝
鮮
出
土
で
あ
ら
う
こ
と

は
、
如
上
の
色

澤
な
ど
か
ら
認
め
ら

列
や
う
。
第
三
の
遺
品
は
身
の
部
分
や

ゝ
擴
大
し
た
類
で
、
そ
の
點
で
は
南
滿
洲
出
土
の
銅
劍
と
同

一
の
特
色

を
示
し
、
〓
ま

た
堅
く
、
い
ま
そ
れ
を
削
り
去

つ
て
古
色
を
損
じ
、
其

の
色
澤
に
違
ひ
が
あ
る
。
從

つ
て
こ
れ
は
商
人

の
云

ふ
如
き

朝
鮮
出
土

品
な
り
や
は
疑
問
で
あ
る
。
長
さ
九
寸
貳
分
五
厘
。

(三)
有
文
狹
鋒
銅
鉾

第
六
圖
版

の
3

に
表
裏
の
寫
眞
を
載
せ
た
も
の
で
、
總
長

一
尺

一
寸

二
分
に
近
く
、
鉾
と
し
て
壯
重
な
作
り
な
の
を
示
し
て
ゐ
る
と

共

に
、
單

調
な
遺
品

の
み
の
多

い
鉾
劍
類
の
う
ち

に
あ

つ
て
、
其
の
身
に
は
袋
穗

の
突
起

に
添

ふ
て
左
右
に
鎬
が
通
じ
、
ま

た
穗
袋

の
表
面
に
は
、
雷
紋
を
想
起
せ
し
め
る
菱

形
重
ね
文
を
鑄
出
し
た
珍
ら
し
い
式
な
の
が
注
意
に
値
す
る
。
類
例
を
求
め

る
と
、慶
州
入

室
里
發
見

で
い
ま
總
督
府
博
物
館

に
藏
し
た
有
棘
狹
鋒
銅
鉾

一
口
の
、穂
袋
部
を
除
く
と
殆
ん
ど
同
巧
と
稱
し
て
よ
い
も
の
が
あ
る
。

此
の
銅
鉾

は
慶
尚
南
道
釜
山
府

の
中
野
健
造
氏

に
依

つ
て
、總
督
府

の
博
物
館
に
齎
さ
れ
た
が
、後
轉
じ

て
、
大
邱
の
市
田
次
郎
氏

の

有

に
歸
し

た
。
氏

の
調
査
に
從
ふ
と
、
遣
品
は
釜
山
郊
外

の
鮮
人
の
手
か
ら
出
て
、
地
金
と
し
て
轉

々
し
て
磯
野
な

る
者
の
手
に
入

り
、途

に
中

野
氏
の
注
意

に
上

つ
た
も
の
で
あ
る
と
云

ふ
。
で
氏
は
じ
め
多
く
の
人
士
は
、
そ
れ
か
ら
釜
山
附
近
發
見

と
云

ふ
推
測
を

朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(梅
原
)
 

三
一
三
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三
一
四

加

へ
た
事

で
あ

つ
た
。處
が
私
は
此

の
鉾

の
最
初

の
印
象

に
於

い
て
、
形
式
の
上
に
於
け
る
入
室
里
出
土
品
と

の
類
似

に
想
倒

し
た
の

み
な
ら

ず
、
記
憶
に
存
す
る
其

の
狹
鋒
銅
鉾

の
〓
色
の
本
例
と
の

一
致
を
思
ひ
浮
べ
て
、
私
か
に
如
上
の
見
解

に
疑
念
を
懐

い
た
が
、

共

の
後

大
邱
に
新
羅
古
美
術
展
覽
會

の
開
催
せ
ら
れ
る
に
會

し
、
入
室
里
の
出
土
品
の
陳
列
を
見
、
二
者
を
比
較
す

る
機
會
を
持

つ

た
。其

の
結
果

二
者

の
示
す
〓
色
乃
至
多
く
の
状
態
が
完
全
に
合
致
す

る
の
を
知
り
、
特
に
其

の
鋒
部

に
於
け
る
鐡
錆

の
附
着

の
工
合

な
ど
は
、
兩
者
が
相
重
な

つ
た
本
來
の
存
在
を
す
ら
推
測
せ
し
む

る
も

の
が
あ

つ
た
。
即
ち

こ
れ
か
ら
本
遺
品
は
、
實
は
入
室
里
發

見

の
際

、
人
夫
の
滯
歸
し
た

一
の
轉
じ
て
釜
山
に
傳
は
つ
た
も
の
と
し
て
ほ
ゞ
誤
り
が
な
か
ら
う
。
然
ら
ば
嘗
て
散

佚
し
た
同
遺
跡

出
土
品

の
探
究

に
苦
心
を
し
た
私

一
己
に
と

つ
て
は
愉
快
を
感
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

右
の

入
室
里

の
出
土
品

の
新
例
を
明
に
な
し
得
た
序
を
以
て
、
併

せ
て
附
記
し
た
い
の
は
同
じ
出
土
品
の
う
ち
に
あ

つ
た

一
個

の

第
五
圖
 
平
安
南
道
大
同
江
面
發
見
銅
製
劍
柄
測
圖

銅
劍
柄
に
就

て
ゞ
あ
る
。
吾
々
は
其

の

『
南
朝
鮮
に
於
け
る
漢
代
遺

跡
』
な
る
報
告
中
、
此
の
柄

に
如
何
に
銅
劍
が
着
裝
せ
ら
れ
た
か
に
考

へ
を
及
ぼ
し
て
、
試
み
に
其
の
復
原
形
を
載
せ
た
が

、其

の
際

一
端
に

四
孔
の
穿
た
れ
た
方
を
柄
の
端
と
考

へ
て
、
こ
ゝ
に
或
は
飾
り
を
附

し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
想
像
し
た
事
を
思
ひ
出
す
。
處
が
其

の
後
此
の
珍
ら
し
い
劍
柄
と
殆
ん
ど
同
巧

の
も
の
が
平
壤

の
劉
岸

の
樂
浪

の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
、諸
岡
氏

の
手
を
經

て
總
督
府

の
有
に
歸
し
、
資
料
の
加
は

つ
た
の
に
滿
足
し
た
が
、
さ
て
そ
れ
に
依

る
と
四
孔

の
穿
た
れ

て
あ
る
方
に
莖
を
受
く
る
處

の
、
云
は
ゞ
刀

の
〓

に
相
當
る
も
の
が
造
り
出
さ
れ

て
あ

つ
て
(第
五
圖
參
照
)
、莖
が

そ
こ
に
挿
入

せ
ら
れ
た
事
實

、
即
ち
嚮

の
推
測
と
は
全

く
反
對
な
結
果
が
示
さ
れ
た
。
然
ら
ば
古
の
四
孔
は
裝
飾
用
で
は
な
く
て
、
劍

と
柄
と

を
結
縛
す
る
用

に
供
し
た
も
の
と
解
す
べ
く
、
そ
れ
が
我
が
銅
劍
に
時
に
例
を
見
る
身

の
下
部

に
あ

る
双
孔
と
併

せ
考

ふ
べ
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き
も
の
で
は
な
い
か
と

の
新
し
い
推
測
を
加

へ
し
め
る
に
至
つ
た
。
嚮

の
誤
り
を
訂
す
と
共
に
、
試
み
に
こ
の
憶
測
を
附
記
す
る
次

第

で
あ

る
。

四

以
上
列
記
し
た
朝
鮮

に
於
け
る
銅
鉾
銅
劍
の
新
資
料
を
以
て
、
從
來
知
ら
れ
た
遺
品
に
併

せ
て
考

へ
る
と
、
出
土

地
の
明
確
な
ら

ぬ
類
が
相
當
に
多

い
憾
を
持

つ
が
、
而
も
通
觀

し
て
此
の
種
の
遺
物

の
半
島

に
於
け
る
分
布
の
割
合
に
濃
厚
な
こ
と

が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ

る
し
、
同
時
に
ま
た
う
ち

に
自
ら
な

る

一
致
點
が
見
出
さ
れ

で
、
そ
れ
が
南
滿
洲
か
ら
内
地
に
達
す
る
極
東

の

一
地
方
に
於

け
る
同

種
遺
物
分
布
區
域

の

一
部
を
形
成
し
な
が
ら
、

一
の
特
色
を
そ
れ
自
躰
に
保

つ
で
ゐ
る
こ
と
が
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
先

づ
こ
れ

を
形
式

の
上

に
就

い
で
觀

る
に
、
本
文

の
記
載
が
如
實
に
物
語

つ
で
ゐ
る
如
く
、從
來
知
ら
れ
た
範
圍
を
出
づ

る
も
の
と
て
は

な

い
が

、
銅
劍

に
あ

つ
て
は
刄

の
鋭

い
細
形
が
、
十
三
口
を
數

へ
で
、
新
資
料
の
大
半
を
占
め
た
の
を
は
じ
め
、

ク
リ
ス
形
銅
劍

二

口
、
銅
鉾

一
口
ま
た
利
器
と
し

て
役
立

つ
と

こ
ろ
の
狹
鋒

に
屬
す
る
も
の
で
、
そ
れ
に
對
す
る
と
身
の
幅
の
廣
く
な

つ
た
式

は
僅
か

に
四
口
と
云

ふ
事
實
が
示
さ
れ
て
、
多
數
を
占
む

る
も
の
ゝ
鋭
利
な
類
な

の
が
分
明
す
る
。
而
し
て
此

の
點
は
從
來
知
ら
れ
た
遺
品

に
就

い

て
檢
す
る
も
、
ま
た

狹
鋒
銅
鉾
 

十
口

細
形
銅
劍
 

十
九
口

廣
鋒

ク
リ

ス
形
銅
劍
 

一
口

平
型
系
銅
劍
 

三
口

廣
鋒
銅
鉾
 

一
口
?

(據
『南
朝
鮮
に
於
け
る
漢
代
の
遺
跡
』)

朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
劍

(梅
原
)
 

三

一
五
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朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
劍

(梅
原
)
 

三
一
六

な
る
數
字
が
出

て
來

て
、
狹
鋒

の
利
器
と
し
て
効
果
的
な
遺
品
二
十
九
個
に
對
し
、
廣
鋒

の
系
統
が
通
じ

て
僅
か
に
五
口
に
過
ぎ
な

い
と
云

ふ
、
全
く

一
致
し
た
事
實
が
認
め
ら
れ
る
。
此

の
現
象
は
決
し
て
偶
然
な
も
の
で
は
な
か
ら
う
。
然
ら
ば

こ
れ
こ
そ
朝
鮮
出

土

の
銅

劍
銅
鉾
の
持

つ
地
方
的
な
形
式
上
の
特
色
と
云
ふ
べ
き
で
あ

る
。

飜

つ
て
西
日
本
出
土
の
同
じ
遺
物
類
の
形
式
を
顧
み
る
と
、
前
者

の
諸
形
式
は
何
れ
も
そ
の
う
ち
に
見
出
さ
れ

て
、
廣
く
兩
地
域

を
含

め

て
考
察
す

る
の
必
要
を
感
ぜ
し
む
る
が
、
然
し
形
式
の
上
に
表
は
れ
た
異
同
と
な
る
と
、

狹
鋒
銅
鉾
 

十
九
口

(
十
二
ヶ
所
)

細
形
銅
劍
 

三
十

口

(
十
七

ヶ
所
)

ク
リ

ス
形
狹
鋒
銅
劍
 

十
四
口

(九

ヶ
所
)

廣
鋒
銅
鉾
 

百
七
十

一
口

(
四
十
二
ヶ
所
)

平
型
銅
劍
 

三
十
八
口

(
九

ヶ
所
)

ク
リ

ス
形
廣
鋒
銅
劍
 

三
十
六
口

(十
五

ヶ
所
)

(據
『銅
鉾
銅
劍
の
研
究
』
)

な
る
數
字
が
出

て
來

て
、
其

の
示
す
と
こ
ろ
、
ほ

ゞ
朝
鮮

の
場
合
と
は
正
反
樹
な
の
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
此

の
比
較

か
ら
前

者

の
持

つ
特
色
が

一
層

ハ
ッ
キ
リ
す

る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
其
の
遺
物
を
藏
す
る
遺
跡

の
種
類

に
就
く

に
、
朝
鮮
に
於
け
る
諸
例
は
、
其
の
状
態

の
明
な
も
の
に
あ

つ
て
は
古
墳
と
認
め

ら
れ
る
類
が
多
き
を
占

め
て
、遺
品
は
其

の
副
葬
品
を
な
し
た
も
の
、
而
し
て
南
鮮
に
あ

つ
て
、そ
れ
が
箱
式
棺
乃

至
所
謂
ド
ル
メ
ン

の
副
葬

品
な
の
が
注
意

に
上
る
。
處
が
西
日
本
に
あ

つ
て
は
、
狹
鋒
の
類
が
時

に
同
じ
箱
式
棺
か
ら
出
土
し

て
ゐ

る
こ
と
、
長
門
、對

馬
其
他

に
見
ら
れ
る
が
、
其

の
類

の
多
數
は
特
色

の
あ

る
甕
棺
内

に
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
し
、
廣
鋒
の
類
に
至

つ
て
は
單

に
そ
れ



昭 和5年8月

の
み
の
單

獨
に
出
土
す
る
特
殊

の
遺
跡
の
多

い
こ
と
故
高
橋
博
士
の
指
摘
せ
ら
れ
た
如
く
で
、
こ
ゝ
に
も
朝
鮮
と
日
本

内
地

の
も
の

と
が
、
大
體
上
各
地
方
的
な
特
色

を
持

つ
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
か
く

の
如
く
差
異

の
生
じ
た
理
由
如
何
の
考
察
は
、資
料

の
報
告
を
主
と
し
た
本
編

に
於

い
て
、詳
述
す
る
こ
と

は
寧
ろ
差
控

へ
る
の
を
可
と
し
や
う
し
、
ま

た
そ
れ
は
既

に
從
來
説
か
れ
た
銅
鉾
銅
劍

に
關
す

る
諸
家
の
見
解
か
ら
、
説
明
を
加

へ
得
る
も
の
が

あ
る
。
例

へ
ば
形
式

の
上
に
見
ら
れ
る
、
鋭
利
な
器

の
半
島

に
多

い
こ
と
は
、此

の
種
遺
物
の
源
流

の
大
陸

に
あ
り
と
す

る
説
か
ら
當

然
そ
う
あ

る
こ
と
が
首
肯

せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
遺
跡

の
性
質
ま
た
形
式
上
に
於
け
る
異
形
化
と
表
裏
し
て
、
半
島
か
ら
東
端
の
島

國
に
入

つ
て
、
本
來
と
は
別
個
の
も
の
と
な
り
、
こ
ゝ
に
特
殊

の
遺
跡
の
主
躰
と
な

つ
た
と
す
る
從
來
の
見
方
か
ら
解

釋
が
與

へ
ら

れ
や
う
。
た

ゞ
此

の
場
合
注
意
に
値
す

る
の
は
、同
じ
細
形
銅
劍
や
狹
鋒
銅
鉾
な
ど
が
、
古
墳
か
ら
副
葬
品
と
し
て
見
出

さ
れ
る
際
、南

鮮

に
於
け

る
そ
れ
と
、
西
日
本
特
に
北
九
州

に
於
け
る
そ
れ
が
、
遺
跡

の
性
質
の
上
で
、
上
に
記
し
た
如
く

一
部
に
兩

者
に
共
通
な

所
謂
箱
式
棺

(
S
t
o
n
e
 
c
i
s
t
s

)
に
属
す
る
も

の
を
見
受
け
る
が
、
他
方
九
州
の
そ
れ
が
甕

棺
な
る
特
殊
の
構
造
を
示
し
て
ゐ
る
の
に
對

し
、朝
鮮

の
そ
れ
が
全
羅
道
高
興
の

一
例
か
ら
、
同
地

に
濃
厚

に
分
布
す

る
所
謂
ド
ル
メ
ン
(
支
石
塚
)
と

の
關
係
が
思
惟

せ
ら
れ
て
、

そ
の
間

に
相
違
の
存
す

る
こ
と
是

れ
で
あ
る
。
尤
も
北
九
州

に
於
け
る
銅
鉾
銅
劍
出
土
の
古
墳
と
し
て
、
最
も
顯
著
な

明
治
三
十
二

年
發
見

の
筑
前
須
玖
岡
本

の
遺
跡

の
如

き
は
、
近
頃
小
泉
顯
夫
君
の
調
査
に
依

つ
て
明
と
な

つ
た
南
朝
鮮

の
所
謂
ド
ル

メ
ン
の
構
造

か
ら
推
す

と
、
其

の
上
部
を
覆

ふ
た
大
石
は
、
低

い
支
石
を
持

つ
ド
ル
メ
ン
の
覆
石
と
同

一
の
性
質
の
も
の
と
解
し
て
よ
い
樣
で
あ

る
が
、
而

も
主
躰

の
甕
棺
で
あ
る
點
は
、
南
鮮
ド
ル
メ
ン
の

一
種
の
積
石
を
伴
ふ
箱
式
棺
な
の
と
相
違
を
示
し
て
,

一
部
分

に
同
じ

遺
物
を
藏

し
た
南
滿
洲

の
積
石
塚

に
類
似
を
持

つ
わ
け
で
あ
る
。
然
し
南
滿
洲
の
積
石
塚
は
其

の
規
模
大
で
あ
り
、
ま

た
南
鮮

の
そ

れ
の
如
き
、上
部

に
ド

ル
メ
ン
の
構
造
部
分
が
な

い
點
で
別
個
の
趣
を
備

へ
て
ゐ
る
。
ほ
ゞ
相
似
た
時
代
と
す

べ
く
、
そ
う
し
て
同

一

朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(梅
原
)

三
一
七
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朝
鮮
新
發
見
の
銅
劍
銅
鉾

(梅
原
)
 

三
一
八

の
金
屬
器

の
文
化
を
受
け
た
と
見
る
べ
き
是
等

の
地
方
に
於
け
る
右
の
如
き
事
象
は
、
當
時
既

に
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
か

ゝ
る
違
ひ
を

生
ぜ
し
む

る
原
始
文
化

の
存
在
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
從
來
あ
ま
り
注
意
さ
れ

て
ゐ
な
い
が
、
將
來

の
考
察

に
重
要

な
意
味
を

持

つ
で
あ

ら
う
。

こ
の
事

に
共
に
な
ほ
附
記
す
べ
き
は
、鉾
劍

の
模
作
の
上
に
表
は
れ
た
日
鮮

の
地
方
的
相
違
で
あ
る
。北
九
州
乃
至

西
日
本

に
於

い

て
、
身
の
幅

の
著
し
く
擴
大
し
、實
用
か
ら
全
く
離
れ
た
鉾
劍
が
多
數

に
存
す
る
こ
と
は
事
新
し
く
述

べ
る
ま
で
も
な

く
、
上
引
の
表

が
そ
れ
を

如
實

に
示
し
、
同
式
の
鎔
笵

の
發
見

に
依

つ
て
、是
等
が
該
地
に
於
け
る
特
殊
の
發
達
と
す

べ
き
こ
と
、既

に
學
界

の

一
般

に
認
容
す

る
見
解

で
あ
る
。處
が
此

の
類
が
少
數
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
ま
た
南
鮮
に
も
見
出
さ
れ
る
。
ク
リ
ス
形
銅
劍

の
如
き
、上

に

紹
介
し
た
尚
州
出
土

の
銅
劍

の
如
き
は
其

の
例
で
あ

る
。
從

つ
て
私
が
嘗
て
慶
尚
北
道
永
川
琴
湖
面
出
土
の
鋭
か
ら

推
測
し
た
、
我

が
内
地
に
著
し
き
を
見
る
高
い
文
化
所
産
に
樹
す
る
〓
製

の
崩
芽
の
半
島
に
既

に
存

し
た
と
の
見
解
は
、
銅
劍
銅
鉾

の
場
合
に
あ
つ

て
も
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
而
も
鮮
地
で
は
大
い
に
盛
な
る
を
致
さ
な
か

つ
た
と
考

へ
ら
れ
る
點
ま
た
軌
を

一
に
し
て
ゐ
る
。

た
ゞ
し
此

の
場
合
で
は
、朝
鮮

に
銅
劍
と
形
の
上
に
連
關
し
た
磨
石
劍
が
濃
厚
に
分
布
し
て
、そ
れ
が
恰
も
内
地
の
廣

鋒
銅
鉾
や
平
形

銅
劍

の
盛

行
に
相
近

い
も
の
あ
る
の
は
、
ま
た
上
に
記
し
た
當
代
原
始
文
化
の
地
方
相
の
考
察

の
上
に
示
唆
た

る
も

の
が
あ

つ
て
興

味
を
感
ず

る
の
で
あ
る
。
是
等

に
つ
い
て
は
他
日
改
め
て
説
く
事
に
し
た
い
。

(七
月
五
日
稿
)

(京
都
帝
國
大
學
文
學
部
考
古
學
教
室
)

〔補

配
〕

本
丈
脱
稿
後
、
諸
鹿
央
雄
氏
か
ら
、
夏
に
慶
倚
北
道
盈
徳
郡
柄
谷
面
沙
川
洞
で
、細
形
銅
劍
一
口
發
見
の
新
事
實
の
報
告
に
接
し
た
。
で
こ
ゝ
に
補
記
と
し
て
、某

の
要
點
な
録
す
る
、℃と
に
す
る
。
銅
劍
は
本
文
に
記
し
れ
慶
州
内
東
面
岼
里
出
土
品
と
ほ
ゞ
同
じ
式
の
、幅
の
な
ほ
廣
く
爾
州
出
土
品
に
近
づ
い
れ
も
の
、形
ほ
ゞ
全
く
長
さ

九
寸
四
分
あ
る
。
發
見
に
昨
昭
和
四
年
十
二
月
七
日
で
、
同
地
の
李
夢
學
な
る
も
の
が
沙
川
洞
の
後
麓
で
、
風
雨
の
爲
に
原
形
な
失
つ
た
古
墳
(
一
見
古
墳
と
は
認
め
難
い

も
の
に
な
つ
て
ゐ
れ
と
云
ふ
)
な
穿
つ
て
う
ち
の
粗
造
石
棺
(組
合
せ
と
見
ゆ
)
の
内
部
か
ら
得
れ
も
の
で
あ
る
と
云
ひ
、
棺
は
破
壞
し
終
つ
た
が
、
蓋
石
は
な
ほ
遺
存
す

る
と
。
果
し
て
然
ら
ば
忠
清
南
道
牙
山
の
遺
跡
と
同
じ
類
と
解
す
可
く
、
細
形
銅
劍
が
箱
式
棺
の
副
葬
品
た
る
の
一新
例
な
加
へ
る
わ
け
で
有
盆
な
資
料
で
あ
る
。
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