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三

は
じ
め
に

　

遺
跡
か
ら
出
土
す
る
植
物
遺
存
体
は
当
該
時
期
の
自
然
環
境
や
食
生
活
な
ど
を

示
す
好
古
の
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
桃
核
は
良
好
に
残
存
す
る
こ
と
が

多
く
、
出
土
事
例
も
比
較
的
多
い
。
当
然
な
が
ら
桃
核
の
出
土
は
遺
跡
や
墳
墓
に

お
け
る
桃
の
果
実
の
存
在
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
出
土
位
置
や
出
土
状
況
に

よ
っ
て
食
生
活
や
祭
祀
な
ど
の
多
様
な
習
俗
の
存
在
を
推
定
で
き
る
。
桃
の
原
産

地
は
中
国
と
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
に
展
開
し
た
果
実
で
あ
る
た
め
、
出
土
事
例
も
東

ア
ジ
ア
全
体
に
及
ぶ
。

　

本
論
で
は
そ
の
一
般
性
に
比
し
て
、
こ
れ
ま
で
考
古
学
的
に
は
あ
ま
り
言
及
さ

れ
な
か
っ
た
桃
に
関
係
す
る
考
古
資
料
に
つ
い
て
、
日
本
列
島
で
桃
核
の
出
土
事

例
が
増
加
す
る
弥
生
・
古
墳
時
代
と
並
行
す
る
中
国
の
漢
代
か
ら
南
北
朝
頃
ま
で

を
中
心
と
し
て
、
出
土
位
置
や
状
況
や
図
な
ど
の
報
告
さ
れ
た
主
な
出
土
資
料
を

あ
げ
、
出
土
遺
構
や
出
土
状
態
な
ど
考
古
資
料
と
し
て
の
基
本
的
な
知
見
を
整
理

　

本
論
で
は
中
国
に
お
け
る
桃
関
連
遺
物
を
継
時
的
に
俯
瞰
し
、
典
型
的
な

出
土
事
例
と
し
て
、
戦
国
時
代
か
ら
南
北
朝
期
頃
を
中
心
に
し
て
、
副
葬
さ

れ
た
食
品
と
し
て
の
桃
核
の
ほ
か
に
桃
枝
製
の
呪
具
、
桃
の
字
句
を
含
む
文

字
資
料
な
ど
あ
げ
、
桃
や
そ
れ
に
関
す
る
思
想
や
信
仰
お
よ
び
習
俗
が
顕
現

す
る
考
古
資
料
を
整
理
し
た
。
中
国
の
神
仙
思
想
や
道
教
的
習
俗
の
流
れ
を

汲
む
と
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
初
め
頃
の
桃
核
に
つ

い
て
、
文
献
学
的
研
究
か
ら
は
西
王
母
と
桃
の
関
係
は
弥
生
時
代
併
行
期
の

中
国
で
は
生
成
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
弥
生
時
代
の
桃
核
を
中

国
の
思
想
や
習
俗
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
疑
義
を
呈
し
、
む
し
ろ
、

桃
核
の
多
数
出
土
が
弥
生
時
代
の
特
質
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

桃
核　

中
国
古
代　

弥
生
時
代　

古
墳
時
代　

祭
祀

中
国
の
桃
関
係
遺
物
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

─
日
本
古
代
出
土
桃
核
研
究
の
前
提
と
し
て

─

門
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〕
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す
る
。
こ
れ
に
際
し
て
、
中
国
の
出
土
桃
核
は
本
来
の
出
土
状
況
を
示
さ
な
い
資

料
が
多
く
、
た
ん
な
る
集
成
は
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
基
礎
的
知
見

の
提
示
と
い
う
点
か
ら
も
、
あ
え
て
出
土
遺
構
・
状
況
な
ど
を
概
述
す
る
こ
と
に

努
め
た）（
（

。
ま
た
、
遺
物
の
み
な
ら
ず
、
文
献
記
述
に
み
え
る
関
連
す
る
事
象
に
つ

い
て
は
、
考
察
に
資
す
た
め
に
先
秦
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
参
照
事
例
を
あ
げ

る
こ
と
と
し
た
。

　

参
照
す
る
史
・
資
料
を
南
北
朝
頃
ま
で
と
し
た
の
は
、
本
文
で
も
ふ
れ
る
よ
う

に
『
漢
武
帝
内
伝
』
な
ど
に
み
え
る
西
王
母
と
桃
の
説
話
の
生
成
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
桃
に
関
す
る
説
話
や
信
仰
が
魏
晋
代
頃
に
変
容
し
て
い
く
た
め
に
、
こ

の
よ
う
な
画
期
前
後
の
状
況
を
考
古
資
料
か
ら
あ
と
づ
け
、
こ
れ
を
本
論
の
一
義

的
な
検
討
課
題
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、
卑
弥
呼
や
邪
馬
台
国
の
位

置
と
の
関
係
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
を
含
め
た
弥
生
・
古
墳

時
代
の
出
土
桃
核
の
研
究
に
対
し
、
前
提
と
な
る
知
見
を
提
供
す
る
こ
と
に
副
次

的
な
効
果
を
期
待
す
る
。

一
　
桃
に
関
す
る
文
学
・
民
俗
学
的
研
究 

─
日
本
古
代
の
出
土
桃
核
と
の
関
連
か
ら
─

　

日
本
に
お
け
る
桃
の
民
俗
・
文
化
に
つ
い
て
は
伝
承
や
信
仰
な
ど
を
中
心
と
し

て
、
民
俗
学
的
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
本
論
の
内

容
に
関
わ
る
中
国
の
桃
に
関
す
る
信
仰
に
関
し
て
は
、
日
本
の
桃
に
関
す
る
信
仰

や
伝
承
に
つ
い
て
、
道
教
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が）（
（

、
時
期
や
系

統
お
よ
び
伝
播
の
具
体
相
が
実
証
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
桃
崎
祐
輔
氏
は
桃
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
を
整
理
し
、
学
史
的

に
は
中
国
に
由
来
す
る
道
教
的
な
祭
儀
と
さ
れ
る
桃
に
関
す
る
呪
術
や
そ
の
伝
説

等
に
関
し
、
日
本
と
中
国
に
お
け
る
桃
に
関
す
る
信
仰
の
質
的
差
異
が
あ
る
と
い

い
う
研
究
を
踏
ま
え
て
、
日
本
の
桃
信
仰
を
即
座
に
道
教
の
影
響
と
位
置
づ
け
る

前
に
相
互
の
内
容
を
十
分
に
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
桃
に
関
す
る
民
俗
儀
礼
を
集
成
的
に
紹
介
し
た）（
（

。
至
極
、
妥
当
な
見
解
で
あ

り
、
と
く
に
近
年
の
邪
馬
台
国
位
置
論
に
関
わ
る
出
土
桃
核
の
年
代
や
信
仰
な
ど

に
つ
い
て
の
性
急
か
つ
論
理
的
飛
躍
の
著
し
い
論
調
に
対
し
て
も
、
同
様
の
対
応

が
も
と
め
ら
れ
よ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
、
近
年
に
お
け
る
桃
の
信
仰
や
伝
承
に
関
す
る
研
究
や
言
及
の
う
ち
、

西
王
母
と
の
関
り
を
主
と
し
て
あ
げ
て
い
く
と
、
ま
ず
、
王
秀
文
氏
は
『
桃
の
民

俗
誌
』
で
中
国
史
書
・
文
献
の
桃
に
関
す
る
民
俗
文
化
を
博
覧
し
、
日
本
文
化
へ

の
移
入
や
双
方
の
関
係
に
つ
い
て
包
括
的
に
論
じ
た
。
と
く
に
喪
式
・
盟
会
・
進

食
な
ど
に
際
す
る
桃
の
枝
な
ど
で
不
祥
を
防
ぎ
凶
悪
を
追
い
払
う
桃
や
桃
の
生
命

力
を
め
ぐ
る
伝
承
な
ど
に
幅
広
く
言
及
し
て
い
る）（
（

。
こ
れ
に
よ
る
と
早
い
時
期
の

桃
の
説
話
と
し
て
は
『
詩
経
』
周
南
・
桃
夭
篇
に
み
え
る
婚
姻
に
お
け
る
女
性
を

寿
ぐ
内
容
と
し
て
、
呪
術
的
な
桃
の
生
命
力
や
背
景
と
な
る
呪
術
的
意
味
が
あ
る

と
し
た
。

　

そ
の
後
、
と
く
に
六
朝
時
代
に
は
桃
が
長
生
の
仙
果
と
し
て
頻
繁
に
登
場
し
て

く
る
。『
博
物
志
』『
漢
武
故
事
』『
漢
武
帝
内
伝
』
に
は
、
西
王
母
が
漢
の
宮
廷

を
訪
れ
、
三
千
年
に
一
度
だ
け
実
を
結
ぶ
桃
の
実
を
武
帝
に
与
え
て
食
べ
さ
せ
た

こ
と
や
、
東
方
朔
が
三
度
も
西
王
母
の
桃
を
盗
ん
だ
な
ど
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
の
う
ち
、『
博
物
志
』
は
現
存
の
内
容
は
後
補
に
よ
っ
て
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一
書
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
西
晋
・
張
華
の
撰
と
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の

成
立
は
三
世
紀
の
最
末
年
と
さ
れ
る）（
（

。
ま
た
、『
漢
武
故
事
』
に
は
漢
王
朝
が
魏

に
滅
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
内
容
が
あ
る
の
に
対
し
、
後
漢
の
早
い
時
期
に
没
し
た
班

固
が
こ
れ
を
知
る
は
ず
は
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
彼
の
著
述
と
す
る
説

は
否
定
さ
れ
て
お
り
、『
漢
武
帝
内
伝
』
な
ど
と
と
も
に
後
漢
初
期
の
班
固
に
仮

託
さ
れ
た
小
説
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
、
成
立
年
代
も
六
朝
期
と
す
る
の
が
定

説
と
な
っ
て
い
る）（
（

。
さ
ら
に
『
漢
武
帝
内
伝
』
に
つ
い
て
は
東
晋
代
以
降
の
上
清

派
道
教
の
展
開
に
対
抗
す
る
意
味
で
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る）（
（

。
西
王
母

伝
説
の
展
開
と
変
容
に
関
す
る
研
究
で
は
、
道
教
に
取
り
込
ま
れ
る
六
朝
時
代
以

前
の
西
王
母
は
、
土
地
あ
る
い
は
国
・
半
人
半
獣
の
怪
物
・
天
帝
の
娘
・
不
老
不

死
の
女
神
・
不
死
の
薬
を
持
つ
存
在
な
ど
の
属
性
が
あ
り
、
道
教
成
立
後
は
多
少

の
差
異
は
あ
っ
て
も
天
上
を
統
べ
る
女
神
と
し
て
認
知
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
の
後

に
お
け
る
西
王
母
と
桃
の
伝
承
は
『
博
物
誌
』『
漢
武
故
事
』『
漢
武
内
伝
（
漢
武

帝
内
伝
）』
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
西
王
母
と
桃
を
関
連
付
け
る
文
献
は

み
ら
れ
な
い
こ
と
が
端
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る）（
（

。

　

い
っ
ぽ
う
、
図
像
と
し
て
の
西
王
母
は
漢
代
以
降
に
多
く
の
事
例
が
あ
る
が
、

近
来
の
研
究
総
括
に
お
い
て
も
、
漢
代
画
像
石
の
確
実
な
資
料
か
ら
は
、
主
題
が

西
王
母
と
桃
と
の
構
図
は
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず）（
（

、
こ
の
点
は
上
述
の
西
王
母
と
桃

の
伝
説
の
展
開
時
期
が
漢
代
よ
り
遅
れ
る
六
朝
時
代
で
あ
る
こ
と
と
符
合
す
る
。

た
だ
し
、
桃
都
樹
と
呼
ば
れ
る
遺
物
な
ど
一
部
の
考
古
資
料
に
桃
木
が
表
現
さ
れ

て
い
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
が）（1
（

、
こ
れ
ら
に
は
桃
実
や
桃
核
の
表
現
は
な
く
、
種

類
未
詳
の
樹
葉
な
ど
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
西
王
母
や
桃
と
確
実
に
関
係
す
る
資

料
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
道
教
に
お
け
る
桃
の
信
仰
と
さ
れ
る
桃
と
西
王
墓

に
関
係
す
る
説
話
の
成
立
は
六
朝
時
代
ま
た
は
西
晋
か
ら
南
朝
代
を
さ
か
の
ぼ
ら

な
い
と
す
る
見
方
が
主
流
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
後
述
す
る
一
部
の
報
道
等
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
三
世
紀
代
と
さ
れ
る
纒
向
遺
跡
出
土
の
桃
核
を
西
王
母
と
関
連

さ
せ
て
道
教
と
の
関
連
を
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
も
含
め
、
実
態
と
し
て
の
桃
に
関
す
る
信
仰
や
習
俗
に
つ
い

て
は
、
考
古
資
料
と
し
て
残
さ
れ
た
桃
核
な
ど
を
参
照
す
る
に
し
く
は
な
い
。
そ

こ
で
次
に
中
国
出
土
の
桃
核
や
桃
枝
に
関
す
る
遺
物
の
研
究
を
整
理
し
、
続
い
て

桃
に
関
連
す
る
遺
物
を
瞥
見
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
中
国
の
桃
と
関
連
出
土
遺
物
に
関
す
る
研
究

　

中
国
で
出
土
し
た
桃
に
関
す
る
遺
物
に
つ
い
て
、
論
旨
の
範
囲
で
関
連
す
る
研

究
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
桃
に
関
す
る
中
国
の
古
代
か
ら
民
俗
事
象
に
い
た
る

研
究
と
し
て
は
、
さ
き
の
王
秀
文
氏
の
研
究
の
ほ
か
に
本
論
と
関
連
す
る
出
土
遺

物
を
含
め
た
小
南
一
郎
氏
の
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
先
秦
時
代
か
ら
現
代
の
民

俗
に
い
た
る
伝
説
や
行
事
・
祭
儀
な
ど
に
対
し
、
桃
の
節
句
・
上
巳
・
魔
除
け
の

呪
術
・
宇
宙
樹
に
大
別
し
て
博
覧
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
出
土
遺
物
と
し
て
、

桃
木
を
用
い
た
「
桃
人
」
の
墨
書
の
あ
る
人
形
や
桃
木
で
作
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ

た
剛
卯
と
い
う
祭
祀
具
も
取
り
上
げ
て
い
る）（（
（

。
た
だ
し
、
出
土
遺
物
と
し
て
の
剛

卯
に
は
桃
木
で
作
ら
れ
た
例
は
な
い
た
め
、
本
論
の
対
象
か
ら
は
省
く
こ
と
と
す

る
。

　

陸
錫
興
氏
は
出
土
し
た
「
桃
人
」
の
墨
書
が
あ
る
桃
木
を
用
い
た
人
形
と
桃
枝
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を
用
い
た
人
形
を
文
献
に
み
え
る
桃
梗
と
し
て
と
り
あ
げ
、
六
世
紀
頃
ま
で
の
桃

に
関
す
る
信
仰
を
あ
と
づ
け
た）（1
（

。
余
清
逸
氏
は
桃
人
・
桃
符
を
中
心
と
し
て
、
先

秦
時
代
か
ら
清
代
ま
で
の
文
献
の
記
述
を
ま
と
め
た）（1
（

。
楊
琳
氏
は
鬼
に
対
す
る
辟

邪
の
意
味
の
桃
人
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る）（1
（

。

　

前
項
で
あ
げ
た
研
究
も
含
め
、
桃
の
伝
承
や
民
俗
に
関
す
る
研
究
で
引
用
さ
れ

た
史
書
・
経
書
な
ど
に
み
え
る
桃
に
関
す
る
記
述
の
な
か
で
、
本
論
の
考
古
資
料

と
の
対
照
検
討
の
た
め
に
物
質
資
料
と
し
て
桃
に
関
係
す
る
も
の
を
あ
げ
る
。

　

ま
ず
、『
周
礼
』
夏
官
司
馬
に
み
え
る
「
盟
す
る
に
則
ち
玉
敦
を
以
て
辟
盟
し
、

遂
に
こ
れ
を
役
す
。
牛
耳
を
贊
し
、
桃
茢
す）（1
（

」
の
「
桃
茢
」
の
説
明
と
し
て
、
鄭

玄
の
注
に
は
「
桃
は
鬼
の
畏
れ
る
所
な
り
。
茢
、
苕
帚
は
不
祥
を
掃
く
所
以
な

り
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
が
桃
に
辟
邪
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
と

さ
れ
る
。

　

『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
四
年
条
に
は
「
其
の
之
を
出
だ
す
や
、
桃
弧
棘
矢
、
以

て
其
の
災
い
を
除
け
り
」
と
あ
り）（1
（

、
桃
で
作
っ
た
弓
が
災
い
を
除
く
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
同
じ
く
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
十
九
年
条
に
は
「
乃
ち
巫
を
し
て

桃
茢
を
以
て
先
づ
殯
を
祓
わ
し
む
。
楚
人
、
禁
ぜ
ず
。
既
に
し
て
之
を
悔
ゆ
。」

と
あ
り）（1
（

、
鄭
玄
の
注
に
は
「
周
礼
に
云
う
、
茢
は
苕
箒
」
と
あ
る
。
以
上
の
記
述

に
よ
り
、
先
秦
時
代
に
は
桃
茢
す
な
わ
ち
桃
の
木
の
箒
が
不
祥
や
災
い
を
避
け
、

葬
送
に
と
も
な
う
殯
を
祓
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
桃
茢
は
『
礼
記
』
檀
弓
下
に
は
「
君
臣
の
喪
に
臨
め
ば
、
巫
祝
桃
茢
執

戈
を
以
て
す
。
こ
れ
を
惡
（
に
く
）
め
ば
な
り
。
生
に
異
な
る
所
以
な
り
。
喪
に

死
の
道
有
り
。
先
王
の
言
う
に
難
し
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
あ
り）（1
（

、
喪
に
際
し

て
巫
祝
や
茢
（
葦
の
花
）、
戈
な
ど
と
と
も
に
桃
が
用
い
ら
れ
、
喪
を
悪
む
、
す

な
わ
ち
邪
気
を
祓
う
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
鬼
を
追
い
払
い
、
疫
を
駆
逐
す
る
儀
式
で
あ
る
追
儺
に
用
い
ら
れ
る

「
代
辰
子
」（
子
供
）、「
桃
弓
・
葦
箭
」（
桃
の
木
の
弓
と
葦
の
矢
）、「
撒
豆
駆

鬼
」（
豆
を
撒
い
て
鬼
を
追 

い
払 

う
）
な
ど
に
関
し
て
は
、
漢
・
張
衡
『
東
京

賦
』
な
ど
の
記
述
を
参
照
し
て
漢
代
「
大
儺
」
に
淵
源
が
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ

る
）
（1
（

。
た
だ
し
、
出
土
資
料
と
し
て
の
桃
弓
は
未
発
見
で
あ
り
、
漢
代
図
像
資
料
に

描
か
れ
た
弓
を
桃
弓
に
あ
て
る
場
合
が
あ
る
が
、
傍
題
な
ど
が
な
く
確
実
と
は
い

え
な
い
。

　

桃
と
食
事
作
法
に
つ
い
て
、『
礼
記
』
玉
藻
に
は
「
棗
桃
李
を
食
う
に
は
核
を

致
さ
ず
。
瓜
は
上
環
を
祭
り
て
、
中
を
食
い
、
操
れ
る
所
を
捨
つ
」
と
あ
り）11
（

、
果

物
を
食
べ
る
時
の
礼
儀
作
法
と
し
て
、
棗
・
桃
・
李
を
食
う
に
は
、
そ
れ
ら
の
核

を
懐
に
し
て
捨
て
ず
、
瓜
を
食
う
に
は
上
環
す
な
わ
ち
蔕
の
部
分
を
祭
り
、
中
ほ

ど
を
食
い
、
手
に
持
っ
た
部
分
は
捨
て
る
と
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
桃
は
礼
に
基
づ
い
た
食
文
化
の
な
か
で
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
桃
を
用
い
た
信
仰
遺
物
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
次

項
の
類
別
的
な
検
討
で
個
別
に
ふ
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
　
中
国
の
桃
関
係
遺
物 

─
漢
代
か
ら
魏
晋
代
ま
で
を
中
心
と
し
て
─

　

中
国
出
土
の
桃
関
連
遺
物
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
墳
墓
か
ら
桃
核
や
桃
木
・

桃
枝
を
用
い
た
人
形
、
桃
字
を
含
む
鎮
墓
文
な
ど
の
文
字
資
料
が
出
土
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
墳
墓
か
ら
出
土
す
る
桃
核
は
副
葬
さ
れ
た
食
品
と
し
て
埋
納
さ
れ
て
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お
り
、
そ
れ
以
外
に
出
土
状
況
等
か
ら
は
墓
に
関
す
る
祭
祀
と
み
ら
れ
る
例
が
あ

る
。
ま
た
、
副
葬
さ
れ
た
陶
瓶
な
ど
に
記
さ
れ
た
鎮
墓
文
な
ど
の
文
章
や
簡
牘
に

桃
を
含
む
文
章
が
み
ら
れ
る）1（
（

。
こ
こ
で
は
以
上
の
よ
う
な
大
別
に
も
と
づ
き
、
出

土
遺
物
と
し
て
の
桃
核
・
桃
木
枝
製
遺
物
・
桃
字
を
含
む
出
土
文
字
資
料
に
類
別

し
て
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
併
行
す
る
時
期
を
主
体
と
し
て
、
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
出
土
し
、
か
つ
出
土
状
況
や
図
・
写
真
等
を
含
め
て
比
較
的
詳
細
に
報

告
さ
れ
た
主
な
事
例
を
抽
出
し
て
整
理
し
て
お
く
。
な
お
、
井
戸
そ
の
他
の
生
活

遺
構
か
ら
出
土
す
る
桃
に
つ
い
て
は
、
食
物
残
滓
を
主
体
と
す
る
と
み
ら
れ
る
が
、

堆
積
状
況
が
明
ら
か
で
な
く
、
時
代
・
時
期
が
特
定
で
き
な
い
場
合
が
多
い
。
そ

の
た
め
、
こ
こ
で
出
土
遺
構
や
状
況
と
時
期
が
知
ら
れ
る
墳
墓
等
の
出
土
遺
物
を

主
と
し
、
日
本
古
代
の
出
土
桃
核
と
参
照
の
必
要
な
事
例
は
、
後
段
の
考
察
で
と

り
あ
げ
る
に
と
ど
め
た
。

（
1
）
副
葬
食
物

　

墓
に
食
品
と
し
て
副
葬
さ
れ
、
果
実
が
腐
敗
し
た
結
果
、
桃
核
が
遺
存
し
た
場

合
に
つ
い
て
、
確
実
な
報
告
に
よ
る
典
型
的
な
例
を
あ
げ
る
。

①
湖
北
・
黄
州
楚
墓
群
（
湖
北
省
黄
岡
市
）

　

戦
国
中
期
後
半
と
さ
れ
る
一
八
号
墓
（
Ｗ
Ｍ
（（
）
の
木
槨
内
南
側
か
ら
竹
を
編

ん
だ
筒
四
点
（
口
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
が
出
土
し
（
図
（
─
（
）、
各
々
の

な
か
に
は
桃
核
・
杏
仁
・
八
角
・
花
椒
が
残
存
し
て
い
た）11
（

。
こ
の
よ
う
な
出
土
状

況
か
ら
、
果
物
や
香
辛
料
を
竹
製
容
器
に
入
れ
て
副
葬
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

②
徐
州
・
亀
山
二
号
前
漢
墓
（
江
蘇
省
徐
州
市
）

　

複
雑
な
多
室
構
造
の
崖
洞
墓
で
、
墓
内
に
は
生
活
に
必
要
な
諸
施
設
が
設
け
ら

れ
て
お
り
、
第
九
室
の
井
戸
内
部
か
ら
は
大
量
の
果
核
が
出
土
し
、
鑑
定
の
結
果
、

棗
・
梅
・
杏
・
李
（
ス
モ
モ
）・
酸
棗
な
ど
の
核
（
種
）
と
と
も
に
桃
核
が
出
土

し
て
い
る
（
図
（
─
（
）。
ま
た
、
第
一
一
室
か
ら
は
大
量
の
家
禽
や
家
畜
の
骨

が
出
土
し
て
い
る
。
亀
山
二
号
墓
は
徐
州
地
域
で
最
大
の
崖
洞
墓
で
あ
り
、「
劉

注
」
銘
の
亀
鈕
銀
印
出
土
に
よ
っ
て
、
墓
主
は
歴
代
の
前
漢
楚
王
の
な
か
で
、
襄

王
劉
注
（
在
位
紀
元
前
一
二
八
～
紀
元
前
一
一
六
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。
ま
た
、
井
戸
か
ら
出
土
し
た
果
核
の
種
類
か
ら
埋
葬
さ
れ
た
の
は
八
～
九
月

と
推
定
さ
れ
て
い
る）11
（

。
墓
内
に
車
馬
室
・
厨
房
・
井
戸
・
便
所
な
ど
ま
で
備
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
死
後
に
も
現
世
と
同
様
の
生
活
を
想
定
し
て
造
墓
を
し
た

こ
と
が
わ
か
り
、
家
畜
や
果
核
な
ど
も
死
後
の
食
糧
と
し
て
大
量
に
副
葬
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
。
墓
内
の
井
戸
は
実
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
他
の
祭

祀
的
な
遺
物
も
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
桃
を
含
め
た
果
実
の
貯
蔵
場
所
と

し
て
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
前
漢
代
の
諸
侯
王
の
墓
と
副
葬
の
習
俗
の
な
か

で
、
食
糧
と
し
て
の
桃
の
副
葬
が
知
ら
れ
る
例
で
あ
る

③
山
東
・
銀
雀
山
四
号
漢
墓
（
山
東
省
臨
沂
県
）

　

『
孫
子
兵
法
』『
孫
臏
兵
法
』
な
ど
の
竹
簡
が
出
土
し
た
銀
雀
山
一
号
漢
墓
と

墓
域
を
同
じ
く
す
る
四
号
墓
で
は
岩
石
質
の
地
山
に
掘
ら
れ
た
墓
壙
と
木
槨
の
間

か
ら
陶
器
や
漆
器
を
主
体
と
し
た
多
数
の
副
葬
品
が
出
土
し
て
お
り
、
東
北
部
で

は
栗
・
杏
の
核
と
と
も
に
桃
核
が
出
土
し
た
（
図
（
─
（
）。
四
号
墳
は
隣
接
す

る
三
号
墳
と
夫
婦
合
葬
墓
を
構
成
す
る
と
み
ら
れ
、
三
号
墳
の
墓
主
は
男
性
の
可

能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四
号
墳
の
墓
主
は
女
性
と
み
ら
れ
る
。

出
土
遺
物
か
ら
み
て
三
・
四
号
墳
の
年
代
は
前
漢
武
帝
期
を
下
限
と
し
、
文
帝
・

景
帝
の
時
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る）11
（

。

④
山
東
・
臨
沂
金
雀
山
民
安
工
地
四
号
墓
（
山
東
省
臨
沂
市
）
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木
槨
の
な
か
に
木
棺
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
副
葬
品
は
南
側
に
施
さ
れ
た
台
状

の
部
分
に
板
を
用
い
て
作
ら
れ
た
箱
状
の
什
器
（
長
一
〇
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

幅
四
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

厘
）
が
あ
り
、
そ
こ
に

陶
器
の
鼎
・
盒
・
壺
・
罐
、
木
製
櫛
、
木
製
箆
な
ど
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

上
に
竹
製
の
容
器
が
あ
り
（
図
（
─
（
）、
そ
の
中
に
納
め
ら
れ
た
二
点
の
漆
塗

耳
杯
の
な
か
か
ら
多
量
の
桃
核
と
黍
・
西
瓜
・
甜
瓜
の
種
が
発
見
さ
れ
た
。
報
告

者
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
墓
主
が
夏
期
に
死
亡
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
墓
の

造
営
時
期
は
出
土
し
た
五
銖
銭
の
特
徴
な
ど
か
ら
前
漢
代
の
武
帝
期
前
後
と
推
定

さ
れ
て
い
る）11
（

。

⑤
江
西
・
南
昌
火
車
站
四
号
東
晋
墓
（
江
西
省
南
昌
市
）

　

甬
道
（
墓
門
か
ら
墓
室
ま
で
の
羨
道
）・
前
室
・
後
室
か
ら
な
る
塼
室
墓
で
あ

る
四
号
墓
の
前
室
の
南
北
に
付
さ
れ
た
耳
室
の
う
ち
南
側
耳
室
か
ら
出
土
し
た
陶

器
の
う
ち
、
二
点
の
青
磁
四
系
罐
（
口
径
一
一
・
一
、
九
・
四
、
底
径
六
・
四
、

四
・
八
、
高
五
・
三
、
四
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
図
（
─
（
）
か
ら
桃
核
と
楊

梅
（
ヤ
マ
モ
モ
）
核
が
出
土
し
た
。
四
号
墓
を
含
む
こ
の
墓
群
の
年
代
は
西
晋
晩

期
か
ら
東
晋
早
期
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
四
号
墓
は
や
や
古
い
時
期
と

み
ら
れ
て
い
る）11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
比
較
的
詳
細
な
報
告
が
あ
る
事
例
を
み
て
も
、
そ
の
他
の
果
実

や
香
辛
料
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
秦
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に

い
た
る
ま
で
桃
が
食
糧
と
し
て
副
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
2
）
葬
送
祭
祀

①
湖
北
・
鄂
城
楚
墓
（
湖
北
省
鄂
州
市
）

　

鄂
城
楚
墓
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
鄂
州
市
郊
区
の
百
子
畈
大
隊
五
号
墓
は
多

重
の
外
棺
に
内
官
を
収
め
た
木
槨
墓
で
木
棺
と
木
槨
の
間
の
空
間
に
陶
器
・
漆

器
・
青
銅
器
な
ど
の
多
数
の
副
葬
品
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
木
棺
北
側

の
銅
鼎
・
漆
器
・
陶
器
な
ど
の
間
の
空
間
か
ら
果
核
が
出
土
し
て
お
り
（
図
（
─

（
）、
遺
物
の
項
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
桃
核
二
〇
個
に
あ
た
る
。
桃
核
の
周
囲
か

ら
は
そ
の
他
の
果
実
や
食
糧
類
は
出
土
し
て
お
ら
ず
、
周
囲
に
は
漆
器
な
ど
腐
食

し
や
す
い
容
器
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
と
、
出
土
状
態
か
ら
み
て
桃
の
実
の
み
が

選
択
的
に
副
葬
品
の
間
に
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
、
桃
が
葬
送
祭
儀
に
お
い
て
副
葬

さ
れ
た
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
墓
の
時
期
は
戦
国
中
期
頃
と
み
ら
れ
て
い

る
）
11
（

。
②
湖
北
・
江
陵
秦
家
咀
楚
墓
（
湖
北
省
江
陵
県
）

　

一
〇
五
基
か
ら
な
る
小
型
の
楚
墓
群
で
あ
り
、
木
槨
墓
を
主
と
す
る
が
、
略
報

告
が
公
表
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
図
・
写
真
や
出
土
遺
構
な
ど
の
詳
細
を
含
め
、

全
貌
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
か
ら
は
桃
核
、
李
核
、
花
椒
、
蓮
蓬
（
ハ

ス
の
花
托
）
な
ど
の
果
核
や
果
実
が
出
土
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
個
々

の
墓
の
年
代
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
墓
は
総
じ
て
楚
墓
と
し
て
は
小

型
に
属
し
、
春
秋
晚
期
か
ら
戦
国
晚
期
の
初
め
に
か
け
て
の
も
の
と
さ
れ
る）11
（

。

③
四
川
・
成
都
龍
泉
駅
区
北
干
道
木
槨
墓
群
（
四
川
省
成
都
市
）

　

成
都
市
の
南
島
地
域
に
所
在
す
る
三
〇
基
の
戦
国
時
代
の
墓
群
で
、
発
掘
さ
れ

た
墓
の
う
ち
戦
後
時
代
晩
期
か
ら
前
漢
代
初
期
の
九
基
か
ら
桃
核
が
出
土
し
た
。

す
べ
て
の
資
料
が
報
告
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
図
示
さ
れ
た
墓
（
一
六
号

墓
、
三
四
号
墓
）
の
出
土
位
置
は
い
ず
れ
も
墓
内
の
副
葬
品
の
埋
納
さ
れ
て
い
る

部
分
で
、
陶
器
な
ど
の
遺
物
の
間
や
傍
ら
か
ら
桃
核
が
か
た
ま
っ
て
出
土
し
て
お

り
（
図
（
─
（
）、
最
多
で
六
個
（
二
六
号
墓
）
が
出
土
し
た）11
（

。
本
来
は
木
質
や
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植
物
質
の
容
器
に
入
れ
ら
れ
た
果
実
が
腐
食
し
て
桃
核
の
み
が
残
存
し
た
可
能
性

も
あ
る
が
、
上
記
の
鄂
城
楚
墓
を
参
照
す
る
と
祭
祀
の
痕
跡
と
み
ら
れ
、
さ
ら
に

す
で
に
ふ
れ
た
食
物
と
し
て
の
副
葬
の
場
合
は
、
他
の
食
物
と
共
伴
す
る
場
合
が

多
い
こ
と
を
参
照
す
る
と
、
本
例
も
祭
祀
に
と
も
な
う
遺
物
の
可
能
性
が
あ
る
。

④
湖
北
・
雲
夢
睡
虎
地
四
五
号
墓
（
湖
北
省
雲
夢
県
）

　

四
五
号
墓
で
は
木
槨
内
南
側
の
副
葬
品
埋
納
部
分
の
漆
器
・
青
銅
器
の
間
か
ら
、

一
四
個
の
桃
核
が
出
土
し
た
（
図
（
─
（
）。
同
じ
く
木
槨
墓
で
あ
る
四
七
号
墓

で
は
青
銅
匜
の
内
部
か
ら
桃
核
一
二
個
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
墓
の
年
代
は

秦
代
か
ら
前
漢
代
初
め
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る）11
（

。

　

以
上
の
例
か
ら
、
桃
核
は
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
初
め
頃
ま
で
ま
の
墓
か
ら
出
土

す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
他
の
食
糧
と
と
も
に
出
土
す
る
の
で
は
な
く
、
漆
器
や

青
銅
器
な
ど
の
間
か
ら
桃
核
の
み
が
出
土
す
る
事
例
が
複
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
当

該
時
期
に
は
埋
葬
に
と
も
な
う
祭
儀
に
用
い
ら
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

（
3
）
鎮
墓
文

①
陝
西
・
戸
県
朱
家
堡
後
漢
墓
（
陝
西
省
戸
県
）

　

塼
室
墓
か
ら
銅
鏡
（「
長
生
宜
子
」
銘
連
文
鏡
）・
鉄
釜
・
陶
器
類
な
ど
が
出
土

し
、
陶
器
の
な
か
に
は
朱
書
に
よ
る
文
章
の
記
さ
れ
た
罐
が
あ
っ
た
。
朱
書
は
十

一
行
九
七
字
に
お
よ
び
、「
陽
嘉
二
年
八
月
己
巳
朔
六
日
甲
戍
徐
。
天
帝
使
者
、

謹
為
曹
伯
魯
之
家
移
殃
去
咎
、
遠
之
千
里
、
咎
□
大
桃
不
得
留
、
□
□
至
之
鬼
所
。

徐
□
□
、
生
人
得
九
、
死
人
得
五
、
生
死
異
路
、
相
去
万
里
。
従
今
以
長
保
孫
子
、

寿
如
金
石
、
終
無
凶
。
何
以
為
信
、
神
薬
圧
填
、
封
黄
神
越
章
之
印
。
如
律
令
」

の
文
章
が
記
さ
れ
て
い
た
。
後
漢
順
帝
の
陽
嘉
二
年
は
一
三
三
年
で
あ
り
、「
天

帝
使
者
」「
神
薬
」「
黄
神
越
章
之
印
」「
如
律
令
」
な
ど
の
道
教
的
呪
句
が
み
ら

れ
、
後
漢
代
の
道
教
的
符
籙
と
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
（
─
（
））

1（
（

。
ま
た
、
紀
年

か
ら
み
て
、
道
教
的
呪
符
に
関
係
す
る
文
章
と
し
て
は
、
現
在
知
ら
れ
る
も
っ
と

も
時
期
の
さ
か
の
ぼ
る
例
と
さ
れ
る）11
（

。
文
意
に
関
わ
る
重
要
な
部
分
に
未
詳
の
字

句
が
あ
る
た
め
、
正
確
な
復
原
は
難
し
い
が
、
類
似
の
内
容
は
陕
西
・
韓
城
市
出

土
閭
氏
朱
書
陶
瓶
に
「
黄
帝
使
者
、
謹
為
閭
□
□
之
家
、
□
移
殃
去
欲
…
殃
咎
雄

雌
、
皆
比
□
亡
。
重
复
之
鬼
、
不
徐
自
死
…
百
鬼
何
不
□
疾
□
行
、
天
帝
神
薬
□

圧
□
鎮
」
と
あ
り
、
初
期
的
な
道
教
に
関
わ
る
鎮
墓
文
と
解
さ
れ
て
い
る
（
図
（

─
（
））

11
（

。
こ
の
文
章
も
参
照
す
る
と
、
朱
家
堡
後
漢
墓
朱
書
の
大
意
は
「
曹
伯
鲁

之
家
」
に
対
し
て
、
咎
す
な
わ
ち
凶
あ
る
い
は
差
し
障
り
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
関

し
て
、「
至
之
鬼
所
」
す
な
わ
ち
鬼
の
至
る
と
こ
ろ
と
関
連
し
て
、「
□
大
桃
」
が

咎
を
留
め
ず
、
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、「
相
去
万
里
」
な
ど
の
語
か
ら
、

死
者
の
鬼
魂
を
離
れ
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
曹
伯
魯
之
家
が
「
長
保
孫
子
、
寿

如
金
石
、
終
無
凶
」
と
い
う
吉
祥
句
の
示
す
状
態
に
な
る
、
と
解
さ
れ
る
。

（
4
）
人
形
桃
枝
・
桃
木
製
品

① 

長
沙
・
馬
王
堆
一
号
墓
、
三
号
墓
桃
枝
・
桃
木
人
形
（
湖
南
省
長
沙
市
）

　

馬
王
堆
漢
墓
と
し
て
著
聞
す
る
墓
群
の
な
か
で
、
馬
王
堆
一
号
墓
の
出
土
遺
物

に
「
桃
木
小
木
俑
」
と
さ
れ
る
三
三
点
は
、
桃
の
枝
に
目
鼻
な
ど
を
墨
書
し
て
お

り
、
そ
の
う
ち
二
二
点
（
長
さ
八
～
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
は
二
条
の
麻
縄
で

結
束
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
た
（
図
（
─
（
））

11
（

。
三
号
墓
で
も
頭
部
を
作
り
出
し

た
桃
枝
を
用
い
た
俑
が
外
棺
と
中
棺
の
蓋
板
の
合
わ
せ
目
か
ら
、
桃
枝
小
俑
と
し

て
二
個
体
（
長
さ
一
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
が
出
土
し
て
お
り
（
図
（
─
（
）、

一
号
墓
の
遺
物
と
同
様
に
辟
邪
の
た
め
の
俑
と
報
告
さ
れ
て
い
る）11
（

。

　

こ
れ
ら
の
報
告
書
等
で
は
一
号
墓
の
被
葬
者
は
長
沙
国
軑
侯
利
蒼
（
二
号
墓
の
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中
国
の
桃
関
係
遺
物
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
門
田
誠
一
）

一
四

墓
主
・
紀
元
前
二
一
一
～
一
八
六
）
の
妻
で
あ
る
辛
追
（
紀
元
前
二
〇
五
頃
～
一

六
三
）
と
み
ら
れ
、
三
号
墓
は
そ
の
子
の
墓
（
～
紀
元
前
一
六
八
）
と
推
定
さ
れ

て
お
り
、
い
ず
れ
も
前
漢
代
の
紀
元
前
二
世
紀
後
半
の
な
か
で
造
営
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る）11
（

。

　

こ
れ
ら
の
遺
物
の
機
能
と
意
味
に
つ
い
て
は
、
木
俑
の
な
か
に
顔
面
お
よ
び
身

体
の
部
分
に
麻
製
の
衣
を
着
せ
た
様
子
を
墨
書
で
表
現
し
た
人
形
が
出
土
し
て
お

り
、
後
述
す
る
六
世
紀
頃
の
木
牌
と
文
献
の
記
述
か
ら
桃
人
と
し
、『
戦
国
策
』

斉
策
三
に
孟
嘗
君
が
蘇
秦
に
言
っ
た
言
葉
と
し
て
「
今
、
子
は
東
国
の
桃
梗
な
り
、

子
を
刻
削
し
以
て
人
と
為
す
」
と
あ
る
の
を
主
な
根
拠
と
し
て
、
桃
を
削
っ
て

作
っ
た
人
形
の
桃
梗
と
す
る
見
解
が
あ
る）11
（

。
桃
梗
と
は
桃
が
邪
気
を
は
ら
う
と
信

じ
ら
れ
、
そ
の
枝
で
作
っ
た
辟
邪
に
用
い
る
祭
祀
具
と
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
遺
物

が
桃
梗
で
あ
る
可
能
性
は
た
か
い
が
、
現
状
で
は
後
述
の
桃
人
の
よ
う
に
直
接
的

な
出
土
文
字
資
料
そ
の
も
の
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
文
献
等
に
み
え
る
桃

梗
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
に
よ
っ
て
、
漢
代
に
は
板
材

の
俑
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
は
桃
の
板
で
作
っ
た
祭
祀
具
と
み
ら
れ
る
一
群

が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

② 

新
疆
・
ト
ル
フ
ァ
ン
ア
ス
タ
ー
ナ
古
墓
桃
木
牌
（
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ト
ル

フ
ァ
ン
県
）

　

六
世
紀
頃
と
推
定
さ
れ
る
墓
か
ら
出
土
し
た
木
片
は
上
部
の
両
隅
が
切
り
落
と

さ
れ
、
下
部
の
尖
っ
た
簡
状
の
板
で
木
牌
（
長
さ
二
一
×
上
部
幅
五
×
厚
さ
一
・

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
片
面
の
上
部
に
は
墨
書
で
斜
め
に

三
筋
の
墨
線
が
あ
り
、
人
面
の
髭
の
残
筆
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
下
部
に
は

「
桃
人
一
枚
可
張
龍/

勒
墓
舎
一
所
東
千
」、
も
う
一
面
に
は
「
⃞南
陌
北
陌
自
与

先
人
相/

使
後
世
並
冒
⃞
不
得 

徊
俊/

如
律
令
」（/

は
改
行
）
の
墨
書
が
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
木
牌
作
成
時
点
で
の
名
称
が
「
桃
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

た
（
図
（
─
（
）。
ま
た
、
文
言
か
ら
、
墓
主
は
張
龍
勒
と
い
う
人
物
で
、
こ
の

桃
人
は
、
そ
の
墓
を
守
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る）11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
先
秦
時
代
か
ら
魏
晋
代
頃
ま
で
の
桃
核
そ
の
も
の
や
桃
に
関
す

る
出
土
文
字
資
料
、
遺
物
な
ど
の
う
ち
、
確
実
に
出
土
状
況
等
が
知
ら
れ
、
か
つ

詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
事
例
を
あ
げ
た
。

（
5
）
そ
の
他
の
資
料

　

こ
の
他
に
桃
と
関
係
す
る
と
さ
れ
る
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
是
非
と
と
も

に
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
、
後
漢
末
頃
の
西
王
母
と
桃
の
関
係
を
示
す
と
さ
れ
る

桃
都
樹
な
る
遺
物
は
樹
状
の
銅
製
品
に
装
飾
を
付
し
て
お
り
、
後
漢
末
頃
に
四
川

地
域
を
中
心
と
し
て
み
ら
れ
る
揺
銭
樹
に
類
す
る
形
状
で
あ
る
。
発
掘
資
料
と
し

て
は
、
前
漢
晩
期
か
ら
王
莽
代
頃
の
河
南
・
済
源
泗
澗
溝
漢
墓
（
八
号
墓
）
か
ら

の
出
土
品
（
高
さ
六
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
（
図
（
─

（
））

11
（

。
こ
の
資
料
に
は
樹
木
の
表
現
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
桃
の
実
や
桃
核
と

み
ら
れ
る
表
現
は
な
く
、
葉
の
あ
る
樹
木
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
根
拠
は
示
さ
れ

て
い
な
い
が
西
晋
代
の
『
玄
中
記
』
に
「
東
南
に
桃
都
山
あ
り
、
上
に
大
樹
あ
り
、

名
は
桃
都
と
い
う
。
枝
が
三
千
里
に
相
去
す
。
上
に
一
天
鶏
あ
り
。
日
が
初
出
し
、

光
が
此
の
木
を
照
ら
す
と
、
天
鶏
が
鳴
い
て
、
群
鶏
が
皆
之
に
あ
わ
せ
て
鳴
く）11
（

」

と
述
べ
ら
れ
る
桃
都
樹
と
さ
れ
て
い
る）1（
（

。
た
だ
し
、
こ
の
記
述
の
桃
都
樹
は
所
在

し
た
桃
都
山
の
名
を
と
っ
た
巨
樹
・
巨
木
の
類
で
あ
っ
て
、
種
類
が
桃
で
あ
る
と

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
郭
沫
若
氏
に
よ
る
と
、
桃
都
樹
は
扶
桑
か
ら
発
展
し
た
も

の
で
あ
り
、
桃
都
樹
と
天
鶏
に
関
し
て
の
伝
説
は
漢
時
代
以
前
に
は
見
当
た
ら
な
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い
た
め
、
漢
代
に
成
立
し
た
と
み
て
い
る）11
（

。
そ
の
た
め
、
こ
の
遺
物
を
単
純
に
桃

と
関
連
さ
せ
る
こ
と
は
適
当
を
か
く
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
の
他
に
も
、
西
王
母
と
桃
の
図
像
に
関
し
て
、
後
漢
代
の
銅
鏡
に
西
王
母
に

桃
を
捧
げ
る
侍
女
の
図
像
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
（
図
（
─
（
、
（
））

11
（

、
桃
と
さ
れ

た
図
像
は
上
方
に
延
び
る
尖
っ
た
表
現
が
入
れ
子
状
に
な
っ
て
お
り
、
形
態
的
に

は
宝
珠
な
い
し
は
火
焔
状
を
呈
す
る
。
た
と
え
ば
河
南
・
固
始
県
出
土
後
漢
画
像

鏡
な
ど
の
よ
う
に
西
王
母
の
傍
題
の
あ
る
像
の
傍
ら
で
侍
女
が
容
器
を
も
つ
構
図

が
あ
り
（
図
（
─
（
））

11
（

、
こ
の
場
合
は
内
容
物
の
表
現
は
み
ら
れ
ず
、
容
器
の
周

囲
に
は
雲
気
文
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
西
王
母
を
含
む
図
像
の
詮
索
は
論
旨
と
は

は
な
れ
る
た
め
、
こ
の
図
像
を
参
照
し
て
、
前
出
の
侍
女
が
奉
持
す
る
容
器
に
み

ら
れ
る
宝
珠
あ
る
い
は
火
焔
状
の
形
態
を
示
す
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
雲
気
文
と

同
様
に
奉
持
さ
れ
た
器
物
を
通
し
て
西
王
母
の
霊
性
を
示
す
文
様
の
可
能
性
を
指

摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い）11
（

。

　

こ
れ
ら
を
参
照
し
て
も
、
管
見
で
は
漢
代
の
鏡
に
桃
と
西
王
母
の
文
様
が
み
ら

れ
る
確
実
な
例
は
な
く
、
あ
わ
せ
て
、
前
述
の
と
お
り
、
漢
代
画
像
石
に
も
西
王

母
と
桃
実
な
ど
が
明
確
な
関
連
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た
確
実
な
出
土
資
料
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
西
王
母
と
桃
が
結
び
つ
く
伝
承
が
六
朝
時
代
に
成
立

す
る
と
い
う
文
献
学
の
研
究
成
果
と
合
致
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
桃
核
を
主
と
し
た
桃
に
関
連
す
る
遺
物
の
種
類
が
多
様
な
漢
代
を
中

心
に
、
そ
れ
ら
の
事
例
を
類
型
ご
と
に
整
理
し
、
紹
介
し
た
が
、
次
に
こ
れ
ら
に

関
す
る
知
見
に
ふ
れ
た
い
。

四
　
先
秦
か
ら
漢
魏
代
の
桃
関
係
遺
物
の
意
味

　

こ
こ
ま
で
資
料
を
提
示
し
た
桃
核
や
桃
に
関
す
る
遺
物
の
意
味
に
つ
い
て
継
時

的
に
述
べ
て
い
く
。
葬
送
に
関
す
る
祭
祀
に
伴
う
事
例
と
し
て
、
時
期
が
さ
か
の

ぼ
る
例
と
し
て
は
副
葬
品
の
間
か
ら
桃
核
が
出
土
し
て
い
る
顎
城
楚
墓
が
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
漢
代
以
降
の
墳
墓
か
ら
は
他
の
果
核
や
家
畜
の
骨
な
ど
と
と
も
に
桃

核
が
出
土
す
る
事
例
が
あ
り
、
食
糧
と
し
て
の
桃
が
副
葬
さ
れ
た
結
果
、
果
実
は

腐
食
し
桃
核
の
み
が
残
存
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
山
東
・
徐
州
亀
山
二
号
墓
の

よ
う
に
侯
王
の
墓
と
み
ら
れ
る
大
型
墓
か
ら
は
副
葬
さ
れ
た
食
糧
の
一
種
と
し
て

桃
核
が
出
土
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
漢
代
の
大
型
墓
出
土
桃
核

の
な
か
で
も
と
く
に
漢
代
諸
侯
墓
と
推
定
さ
れ
る
墓
か
ら
出
土
し
た
副
葬
食
糧
と

し
て
の
動
物
・
植
物
遺
存
体
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
前
漢

代
に
は
財
や
富
を
象
徴
す
る
こ
と
が
流
行
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
前
漢
諸
侯
の

墓
に
は
実
物
の
動
物
や
植
物
な
ど
が
副
葬
さ
れ
、
そ
の
種
類
や
数
量
は
前
漢
代
早

期
が
最
多
で
あ
り
、
中
期
に
は
や
や
少
な
く
な
り
、
晩
期
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
く
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
陪
葬
そ
の
も
の
は
後
漢
代
に
葬
送
の
主
流

と
な
る
が
、
動
植
物
の
副
葬
は
前
漢
代
諸
王
侯
墓
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
り
、

そ
れ
は
一
面
で
前
漢
代
諸
候
王
の
政
治
的
地
位
や
富
と
財
の
象
徴
で
あ
り
、
時
代

や
社
会
の
特
性
を
示
す
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）11
（

。

　

い
っ
ぽ
う
、
桃
核
以
外
に
馬
王
堆
一
、
三
号
漢
墓
そ
の
他
の
出
土
例
を
典
型
と

し
、
主
と
し
て
前
漢
代
の
墓
か
ら
出
土
す
る
桃
梗
や
桃
人
の
よ
う
に
漢
代
に
は
桃

木
を
用
い
て
人
形
に
し
た
祭
祀
具
と
み
ら
れ
る
遺
物
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
記
述
と
し
て
、
桃
梗
に
つ
い
て
は
『
戦
国
策
』
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一
七

に
「
梗
は
更
な
り
、
歳
終
更
始
す
、
介
祉
を
受
く
る
な
り
」
と
あ
り
、
年
末
ご
と

に
改
め
て
新
し
い
も
の
を
門
に
懸
け
た
桃
木
製
の
人
形
が
あ
り
、
後
に
は
単
に
人

形
を
画
い
て
桃
符
と
い
っ
た
ら
し
い

　

桃
人
に
関
し
て
は
『
論
衡
』
に
引
用
さ
れ
た
『
山
海
経
』
逸
文
や
『
太
平
御

覧
』
所
引
『
漢
旧
儀
』
の
「
滄
海
の
中
に
、
度
朔
の
山
有
り
。
上
に
大
桃
木
有
り
、

そ
の
屈
蟠
す
る
こ
と
三
千
里
、
其
の
枝
間
の
東
北
を
鬼
門
と
曰
（
い
）
い
、
万
鬼

の
出
入
す
る
所
な
り
。
上
に
二
神
人
有
り
。
一
は
神
茶
（
し
ん
と
）
と
い
い
、
一

は
鬱
壘
（
う
つ
り
つ
）
と
い
い
、
萬
鬼
を
閲
領
す
る
を
主
（
つ
か
さ
ど
）
る
。
悪

害
の
鬼
は
、
執
（
と
ら
）
ふ
る
に
葦
索
（
い
さ
く
）
を
以
て
し
て
、
以
て
虎
に
食

わ
し
む
。
是
に
於
て
黄
帝
乃
ち
礼
を
作
り
、
時
を
以
て
之
を
駆
り
、
大
桃
人
を
立

て
、
門
戸
に
神
荼
、
鬱
壘
と
虎
と
を
画
（
え
が
）
き
、
葦
索
を
懸
け
、
以
て
凶
魅

を
禦
（
ふ
せ
）
ぐ
」（『
論
衡
』
訂
鬼
篇
）
と
い
う
記
述
が
し
は
し
ば
引
用
さ
れ
る）11
（

。

こ
こ
で
は
桃
木
で
作
っ
た
人
形
を
門
口
に
立
て
る
こ
と
が
鬼
の
侵
入
を
防
ぐ
一
つ

の
手
立
て
と
さ
れ
て
い
る
。

　

桃
梗
と
桃
人
は
一
連
の
内
容
と
し
て
み
え
、
た
と
え
ば
後
漢
・
王
劭
の
『
風
俗

通
義
』
八
祀
典
に
「
桃
梗
、
葦
茭
、
画
虎
」
の
項
が
あ
り
、
桃
人
に
つ
い
て
「
謹

ん
で
黄
帝
の
書
を
按
ず
る
に
と
し
て
、
上
古
の
時
、
荼
と
鬱
と
の
昆
弟
二
人
あ
り
。

性
能
く
鬼
を
執
（
と
）
ら
う
。
度
朔
山
上
の
桃
樹
の
下
に
章
（
あ
ら
わ
）
れ
、
百

鬼
を
簡
閲
し
、
道
理
な
く
妄
り
に
人
の
禍
害
を
為
な
す
鬼
を
、
荼
と
鬱
と
、
葦
縄

で
縛
り
て
虎
に
食
わ
す
。
故
に
県
官
常
に
臘
除
夕
を
以
て
桃
人
を
飾
り
、
葦
索
を

垂
た
れ
、
虎
を
門
に
画
く
」
と
あ
る）11
（

。
こ
こ
で
は
除
夜
に
役
所
の
門
に
、
桃
の
人

形
が
飾
ら
れ
、
葦
の
縄
が
垂
ら
さ
れ
、
虎
の
絵
を
喜
ぶ
と
い
っ
た
風
習
が
あ
っ
た

こ
と
を
書
き
留
め
て
お
り
、
そ
れ
が
、
太
古
の
時
代
の
度
策
山
（
度
朔
山
）
に
立

つ
神
話
的
な
桃
の
樹
に
由
来
す
る
風
習
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る）11
（

。

　

ま
た
、『
後
漢
書
』
礼
儀
志
中
に
「
百
官
官
府
、
お
の
お
の
木
面
の
獣
を
以
て

能
く
儺
人
の
師
を
為
り
訖
り
、
桃
梗
、
鬱
儡
、
葦
菱
を
設
け
畢
れ
ば
、
執
事
の
陛

す
る
者
罷
む
、
葦
戟
、
桃
杖
は
、
以
て
公
卿
、
将
軍
、
特
侯
、
諸
侯
に
賜
う
と
い

う
」
と
あ
り）11
（

、
追
儺
の
際
の
儺
人
の
持
物
と
し
て
現
れ
る
。『
晋
書
』
礼
志
上
に

は
「
歳
旦
に
は
常
に
葦
茭
、
桃
梗
を
設
け
、
宫
お
よ
び
百
寺
の
門
に
は
鳩
を
磔
し
、

以
て
悪
気
を
禳
う
」
と
あ
り）1（
（

、
晋
代
に
は
桃
梗
が
邪
気
を
は
ら
う
祭
祀
具
の
一
つ

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

後
漢
代
の
桃
に
関
し
て
、
祭
祀
や
信
仰
と
の
関
わ
り
が
知
ら
れ
る
遺
物
と
し
て
、

陕
西
戸
県
朱
家
堡
後
漢
墓
出
土
の
道
教
的
符
札
に
み
え
る
「
咎
□
大
桃
不
得
留
」

「
□
□
至
之
鬼
所
」
の
よ
う
に
墓
に
伴
う
鎮
墓
文
に
桃
の
語
が
み
ら
れ
る
例
が
あ

り
、
こ
の
鎮
墓
文
に
は
「
天
帝
使
者
」「
黄
神
越
章
之
印
」
な
ど
の
神
仙
思
想
あ

る
い
は
初
期
道
教
的
と
さ
れ
る
語
句
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
桃
核
も
道
教
的
祭

祀
に
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
文
章
で
は
「
大
桃
」
の

語
が
道
教
的
語
句
や
と
も
に
用
い
ら
れ
、
最
終
的
に
は
一
般
的
な
吉
祥
句
が
示
す

状
況
に
な
る
過
程
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
道
教
的
符
札
に
み
え
る
鬼
を
避
け
る
と
い
う
内
容
に
関
わ
る
桃
の

背
景
と
し
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
『
山
海
経
』
に
み
え
る
神
仙
思
想
に
お
け
る
鬼
門

と
桃
の
辟
邪
の
力
の
由
来
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
仙
思
想
や
そ
れ
と
関
連
す
る

初
期
の
道
教
的
な
信
仰
が
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る）11
（

。

　

こ
こ
で
挙
例
し
た
考
古
資
料
と
同
じ
時
期
す
な
わ
ち
魏
晋
頃
に
知
ら
れ
て
い
た

桃
の
信
仰
は
、
関
連
す
る
研
究
を
摘
要
し
て
ふ
れ
た
よ
う
に
、『
礼
記
』
な
ど
の

経
書
に
み
え
る
よ
う
な
儒
教
の
祭
祀
と
も
関
連
す
る
。
さ
ら
に
文
献
学
の
研
究
で



中
国
の
桃
関
係
遺
物
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
門
田
誠
一
）

一
八

は
、『
博
物
誌
』『
漢
武
故
事
』『
漢
武
帝
内
伝
』
な
ど
に
み
え
る
西
王
母
が
漢
の

武
帝
に
献
じ
た
桃
は
、
三
千
年
に
一
度
花
が
咲
き
、
実
が
な
る
と
い
う
周
知
の
伝

説
は
南
朝
頃
ま
で
に
は
成
立
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
本
論

で
挙
例
し
て
き
た
後
漢
代
頃
ま
で
の
桃
に
関
す
る
遺
物
や
そ
の
背
景
と
な
る
信
仰

は
、
西
王
母
の
伝
説
と
は
直
接
の
関
係
は
想
定
し
が
た
い
。

　

そ
の
他
、
現
状
で
は
関
連
す
る
考
古
資
料
が
な
い
が
、
物
質
資
料
と
関
連
す
る

桃
の
霊
力
、
呪
力
に
関
係
す
る
説
話
と
し
て
、
南
朝
梁
・
宗
懍
の
『
荊
楚
歲
時

記
』
に
は
正
月
一
日
に
桃
板
を
造
っ
て
戸
に
掲
げ
、
こ
れ
を
仙
木
と
い
う
、
と
あ

る
）
11
（

。
同
じ
く
、
謝
道
通
が
羅
浮
山
（
広
東
省
恵
州
市
）
に
登
っ
た
時
、
数
人
の
童

子
が
朱
で
桃
板
に
書
し
、
戸
板
に
貼
っ
た
の
を
み
た
。
道
通
が
帰
っ
て
、
こ
れ
を

写
し
て
、
戸
の
上
に
貼
る
と
鬼
は
こ
れ
を
見
て
畏
れ
た
、
と
あ
る）11
（

。
ま
た
、
直
接

的
な
考
古
資
料
と
比
較
、
対
照
は
難
し
い
が
、
桃
の
霊
力
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、

王
莾
が
漢
の
高
祖
廟
の
神
霊
を
感
じ
た
た
め
、
虎
賁
（
皇
帝
直
属
の
兵
）
の
武
人

た
ち
を
高
祖
廟
に
派
遣
し
、
剣
で
あ
ち
こ
ち
を
斬
り
つ
け
、
斧
で
戸
を
破
壊
し
、

「
桃
湯
」（
桃
の
エ
キ
ス
ま
た
は
桃
を
浸
し
た
湯
か）11
（

）
や
「
赭
鞭
」（
赤
い
鞭
）
で

屋
根
や
壁
を
洗
い
流
し
、
軽
車
校
尉
を
駐
在
さ
せ
、
ま
た
中
軍
の
北
の
土
塁
の
兵

を
高
祖
廟
の
寝
廟
に
駐
屯
さ
せ
た
、
と
あ
る）11
（

。
後
代
の
類
書
で
は
あ
る
が
、『
太

平
御
覧
』
に
は
元
日
に
桃
湯
を
服
す
る
の
は
五
行
の
精
に
よ
っ
て
邪
気
を
圧
伏
し
、

百
鬼
を
制
す
る
、
と
あ
り
、
こ
れ
が
屠
蘇
酒
や
膠
牙
餳
と
し
て
遺
っ
て
い
る
、
と

す
る）11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
実
際
の
桃
核
や
桃
に
関
係
す
る
出
土
遺
物
と
関
連
す
る
文
献
記

述
か
ら
通
時
的
に
俯
瞰
す
る
と
、
桃
は
お
そ
く
と
も
戦
国
時
代
に
は
墓
の
副
葬
品

や
葬
送
祭
儀
に
用
い
ら
れ
、
漢
代
に
は
諸
侯
王
を
墓
主
と
す
る
と
み
ら
れ
る
大
型

墓
に
食
物
と
し
て
副
葬
さ
れ
た
。
後
漢
代
に
は
「
天
帝
」
な
ど
の
道
教
的
語
句
の

記
さ
れ
た
鎮
墓
文
の
記
さ
れ
た
冥
券
に
「
大
桃
」
の
語
が
み
ら
れ
る
。
漢
魏
南
北

朝
頃
に
は
人
形
や
道
教
的
呪
符
に
桃
木
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
「
桃
人
」
な
ど
の
墨

書
が
あ
る
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
出
土
遺
物
と
出
土
文
字
資
料
か
ら
は
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
を
中

心
と
し
て
、
桃
核
の
他
に
、
桃
木
を
用
い
た
人
形
、
出
土
文
字
資
料
な
ど
と
し
て

桃
に
関
す
る
遺
物
が
知
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
食
物
と
し
て
の
副
葬
品
、

墓
に
関
わ
る
祭
祀
、
祭
祀
具
と
し
て
の
桃
木
・
桃
枝
の
人
形
、
陶
器
朱
書
の
道
教

的
文
言
を
含
む
符
籙
な
ど
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
で
前
項

で
ふ
れ
た
よ
う
に
文
献
学
的
研
究
に
よ
っ
て
道
教
的
祭
祀
関
連
す
る
西
王
母
に
関

連
す
る
桃
の
説
話
は
六
朝
頃
を
初
出
と
す
る
見
方
が
主
流
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

五
　
中
国
出
土
桃
関
係
資
料
と
日
本
列
島
出
土
桃
核 

と
の
相
対
的
検
討

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
本
論
の
目
的
は
中
国
出
土
の
桃
関
連
遺
物
と

そ
の
意
味
に
つ
い
て
基
礎
的
知
見
を
略
説
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、

論
旨
と
の
関
連
に
お
い
て
、
今
後
の
課
題
を
示
す
た
め
に
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時

代
に
か
け
て
の
桃
核
出
土
遺
跡
の
相
対
化
に
関
連
す
る
事
項
や
内
容
に
限
定
し
て
、

日
本
列
島
の
出
土
傾
向
や
そ
れ
に
関
す
る
研
究
の
動
向
を
省
察
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
桃
そ
の
も
の
は
縄
文
時
代
か
ら
出
土
し
、
そ
の
形
状
か
ら
は
複
数
の
種

類
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
時
代
に
よ
っ
て
出
土
桃
核
の
種
類
が
変
わ
る
可
能
性
が

示
唆
さ
れ
て
い
る）11
（

。
ま
た
、
弥
生
・
古
墳
時
代
の
桃
核
に
関
す
る
早
い
時
点
で
の
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一
九

研
究
と
し
て
は
植
物
質
食
料
の
集
成
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
桃
核
出
土
例
は

一
九
八
一
年
の
時
点
で
弥
生
時
代
が
五
〇
遺
跡
、
古
墳
時
代
は
三
一
遺
跡
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る）11
（

。

　

い
っ
ぽ
う
、
現
状
で
最
も
時
期
の
さ
か
の
ぼ
る
事
例
と
さ
れ
た
縄
文
時
代
前
期

の
伊
木
力
遺
跡
（
長
崎
県
諫
早
市
）
出
土
例
は）11
（

、
そ
の
後
の
放
射
性
炭
素
年
代
測

定
で
は
弥
生
時
代
中
期
の
年
代
が
計
測
さ
れ
て
い
る）1（
（

。
縄
文
時
代
の
桃
に
つ
い
て

は
、
伊
木
力
遺
跡
出
土
例
を
除
く
と
し
て
も
、
全
国
規
模
の
詳
細
な
集
成
に
よ
っ

て
、
複
数
の
地
域
で
出
土
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）11
（

。
そ
の
後
、
弥
生
時
代
以

降
の
出
土
遺
跡
数
と
個
体
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
桃
核
出
土
遺

跡
の
地
域
的
な
集
成
や
整
理
か
ら
も
検
証
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
山
陰
地
方
の

桃
核
出
土
遺
跡
の
集
成
的
研
究
で
は
、
鳥
取
・
島
根
両
県
で
三
三
遺
跡
六
一
例
で

あ
り
、
そ
の
う
ち
縄
文
時
代
が
二
遺
跡
二
例
（
目
久
美
遺
跡
・
縄
文
中
～
後
期
、

古
市
河
原
田
遺
跡
・
縄
文
晩
期
）、
弥
生
時
代
が
一
九
遺
跡
三
七
例
、
古
墳
時
代

が
四
遺
跡
一
〇
例
、
近
世
が
一
遺
跡
三
例
、
時
期
不
明
が
一
〇
遺
跡
一
〇
例
と
さ

れ
る
。
こ
の
う
ち
弥
生
時
代
の
例
と
し
て
建
物
の
柱
穴
や
ピ
ッ
ト
の
中
か
ら
桃
核

が
出
土
し
た
例
が
三
遺
跡
あ
り
（
押
平
尾
無
遺
跡
・
弥
生
後
期
～
古
墳
初
頭
、
古

御
堂
笹
尾
山
遺
跡
・
弥
生
後
期
～
古
墳
前
期
、
南
谷
大
山
遺
跡
・
弥
生
終
末
期
）、

桃
を
使
用
し
た
祭
祀
ま
た
は
呪
術
的
な
行
為
が
推
定
さ
れ
て
い
る）11
（

。

　

遺
構
と
の
関
連
で
は
、
千
葉
県
域
で
は
二
〇
〇
二
年
の
時
点
に
お
い
て
、
古
墳

～
奈
良
・
平
安
時
代
の
柱
穴
出
土
の
桃
核
に
つ
い
て
、
集
成
と
整
理
が
な
さ
れ
て

お
り
、
古
墳
時
代
一
七
遺
構
八
六
点
、
奈
良
・
平
安
時
代
一
九
遺
構
四
二
点
の
事

例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
出
土
傾
向
と
し
て
、
古
墳
中
・
後
期
で
は
玉
類
や
手
捏

土
器
な
ど
、
奈
良
・
平
安
時
代
は
鉄
製
品
が
同
一
層
位
か
ら
出
土
す
る
と
し
た
。

ま
た
、
古
墳
時
代
は
竪
穴
住
居
址
の
埋
没
過
程
で
祭
祀
遺
物
と
と
も
に
桃
核
が
出

土
す
る
と
推
定
し
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
は
カ
マ
ド
廃
絶
時
の
祭
祀
行
為
に
伴
っ

て
桃
核
が
出
土
す
る
と
さ
れ
た）11
（

。
ま
た
、
古
墳
の
横
穴
式
石
室
か
ら
桃
核
が
出
土

す
る
事
例
も
知
ら
れ
て
い
る）11
（

。

　

以
上
を
参
照
す
る
と
、
日
本
列
島
全
域
に
及
ぶ
か
ど
う
か
は
未
詳
で
あ
る
と
し

て
も
、
弥
生
・
古
墳
時
代
に
は
地
域
を
越
え
て
、
建
物
の
祭
祀
な
ど
に
桃
核
が
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
他
の
地
域
で

も
出
土
事
例
が
知
ら
れ
て
お
り
、
桃
の
出
土
状
況
に
関
し
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
岡
山
県
で
は
縄
文
後
期
の
津
島
岡
大
遺
跡
（
岡
山
市
・
第
六
次
調

査
）
で
は
、
縄
文
時
代
後
期
前
半
の
桃
核
が
出
土
し
て
い
る
。
弥
生
時
代
後
期
に

な
る
と
出
土
遺
跡
数
は
二
〇
を
超
え
、
そ
の
う
ち
上
東
遺
跡
（
岡
山
県
倉
敷
市
）

で
は
九
六
〇
六
点
、
津
島
遺
跡
で
は
二
三
五
九
点
と
大
量
の
桃
核
が
出
土
し
て
い

る
と
さ
れ
、
ま
た
、
井
戸
か
ら
赤
色
顔
料
と
と
も
に
桃
核
が
出
土
し
た
例
（
鹿
田

遺
跡
第
一
次
調
査
井
戸
（
、
（（
な
ど
・
岡
山
市
）
か
ら
、
弥
生
時
代
の
井
戸
の
祭

祀
行
為
に
お
け
る
桃
の
用
法
の
例
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る）11
（

。

　

弥
生
・
古
墳
時
代
に
は
そ
の
他
の
地
域
に
お
い
て
も
桃
核
の
多
数
出
土
が
知
ら

れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
姫
原
西
遺
跡
（
島
根
県
出
雲
市
）
の
弥
生
時
代
後
期
初
頭

か
ら
後
期
終
末
頃
の
貝
塚
で
は
総
数
で
約
一
五
〇
〇
点
の
桃
核
が
出
土
し
た
と
さ

れ
て
い
る）11
（

。

　

極
め
て
稀
な
出
土
遺
物
と
し
て
は
、
小
山
遺
跡
（
島
根
県
出
雲
市
）
の
弥
生
時

代
終
末
か
ら
古
墳
時
代
前
期
前
葉
の
溝
（
Ｓ
Ｄ
〇
〇
三
上
層
）
で
は
桃
の
形
を
模

し
た
土
製
品
が
出
土
し
て
お
り）11
（

（
図
（
─
（
）、
こ
の
時
期
に
お
け
る
祭
祀
な
ど

に
伴
う
桃
核
の
意
味
を
象
徴
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
他
で
は
南
郷
大
東
遺



中
国
の
桃
関
係
遺
物
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
門
田
誠
一
）

二
〇

跡
（
奈
良
県
・
古
墳
時
代
中
期
）
で
は
祭
祀
遺
構
と
み
ら
れ
る
導
水
施
設
近
傍
の

遺
構
か
ら
、
土
師
器
・
韓
式
土
器
・
製
塩
土
器
な
ど
と
も
に
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
や
桃
核

が
出
土
し
て
お
り
、
古
墳
時
代
固
有
の
祭
祀
と
関
連
し
て
桃
が
用
い
ら
れ
た
可
能

性
が
あ
る
事
例
と
し
て
あ
げ
て
お
く）11
（

。

　

こ
れ
ら
と
前
後
す
る
時
期
の
事
例
と
し
て
、
本
論
執
筆
の
契
機
の
一
端
と
も

な
っ
た
纒
向
遺
跡
出
土
の
桃
核
が
あ
る
。
纒
向
遺
跡
は
弥
生
時
代
終
末
か
ら
古
墳

時
代
初
頭
を
中
心
と
し
て
、
水
路
や
金
属
器
の
生
産
遺
構
、
他
地
域
か
ら
の
搬
入

土
器
、
大
規
模
な
建
物
や
周
辺
に
あ
る
箸
墓
古
墳
・
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
・
纒
向
石
塚

古
墳
な
ど
の
出
現
期
古
墳
か
ら
構
成
さ
れ
る
当
該
期
の
大
規
模
な
遺
跡
で
あ
る
こ

と
に
は
異
論
が
な
い
。
箸
墓
古
墳
は
学
史
的
に
は
笠
井
新
也
が
卑
弥
呼
の
墓
に
比

定
し
て
以
来
、
異
な
る
根
拠
を
含
み
つ
つ
も
、
こ
れ
を
支
持
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、

邪
馬
台
国
畿
内
説
を
前
提
と
し
た
諸
説
が
主
流
で
あ
り
、
考
古
学
的
・
歴
史
学
的

に
実
証
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
被
葬
者
論
争
と
は
別
に
出
現
期
古

墳
が
集
中
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
ヤ
マ
ト
政
権
あ
る
い
は
倭
王
権
な
ど
の
呼
称
が

用
い
ら
れ
る
よ
う
な
広
域
を
支
配
し
た
政
権
の
発
現
と
関
連
さ
せ
る
見
方
も
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
見
方
が
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
纏
向
遺
跡
で
は
居
館
遺
構
の
南
側
で

検
出
さ
れ
た
土
坑
（
第
一
六
八
次
調
査
Ｓ
Ｋ
三
〇
〇
一
、
報
告
書
で
は
庄
内
（
式

新
相
頃
と
す
る
）
か
ら
、
そ
の
他
の
多
く
の
植
物
遺
存
体
と
と
も
に
二
七
六
九
点

の
桃
核
が
出
土
し）11
（

（
図
（
─
（
）、
科
学
的
年
代
測
定
に
よ
っ
て
紀
元
一
〇
〇
～

二
五
〇
年
頃
と
発
表
さ
れ
た）1（
（

。
こ
の
概
報
で
は
、
建
物
址
を
取
り
巻
く
柱
列
と
の

関
係
か
ら
、
こ
の
土
坑
は
居
館
建
物
よ
り
後
の
遺
構
で
あ
り
、
建
物
解
体
に
係
る

祭
祀
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
因
子
に
よ
っ
て
、

時
期
に
邪
馬
台
国
と
近
い
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
卑
弥
呼
が
桃
を
祭
祀
に
用
い
、

そ
れ
を
中
国
の
西
王
母
信
仰
と
関
連
す
る
と
い
う
報
道
や
所
見
も
み
ら
れ
た）11
（

。
そ

の
後
、
学
術
的
に
こ
れ
を
論
じ
た
文
章
に
は
接
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
典
型

的
な
事
例
を
あ
げ
て
き
た
中
国
と
日
本
列
島
の
桃
核
出
土
の
状
況
か
ら
み
る
と
、

纏
向
遺
跡
で
出
土
し
た
大
量
の
桃
核
が
た
と
え
三
世
紀
頃
で
あ
る
と
し
て
も
、
本

論
で
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
西
王
母
と
関
連
し
た
道
教
的
な
信
仰
を
示
す
と
単
純
に

解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
纏
向
遺
跡
に
時
期
的
に
ち
か
い
漢
代
か
ら
魏
晋

に
お
い
て
、
墓
に
副
葬
さ
れ
た
食
品
と
し
て
の
桃
核
や
桃
木
・
桃
枝
製
の
祭
祀
具

お
よ
び
道
教
的
信
仰
を
示
す
遺
物
と
し
て
の
陶
器
朱
書
鎮
墓
文
や
桃
木
製
人
形
な

ど
の
呪
句
を
含
む
文
章
が
記
さ
れ
た
祭
祀
遺
物
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
類
似
す
る
遺

物
の
弥
生
・
古
墳
時
代
の
出
土
事
例
は
知
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
中
国
の
宗
教
・

思
想
や
習
俗
の
影
響
と
は
考
え
に
く
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、
一
部
の
弥
生
時
代
の
遺
跡
で
知
ら
れ
る
井
戸
か
ら
出
土
す
る
祭
祀

遺
物
と
し
て
の
桃
核
に
つ
い
て
も
、
中
国
で
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
井
戸
の
祭
祀

主
体
は
井
神
と
さ
れ
、
戸
・
竈
・
門
・
行
（
み
ち
）
な
ど
と
と
も
に
生
活
に
お
け

る
祭
祀
で
あ
る
五
祀
と
し
て
（
組
み
合
わ
せ
は
諸
書
に
よ
り
異
同
が
あ
る
）、

「
豕
」（
豚
）（
後
漢
・
班
固
『
白
虎
通
義
』）
や
こ
れ
含
む
少
牢
（『
隋
書
』
礼
儀

志
）
が
犠
牲
と
し
て
捧
げ
ら
れ
て
お
り
、『
礼
記
』
な
ど
に
み
え
る
儒
教
的
祭
祀

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る）11
（

。
な
お
、
食
物
残
滓
と
し
て
の
桃
核
の
出
土
は
数
多
く
、

す
で
に
西
周
代
に
は
井
戸
出
土
品
な
ど
の
類
例
が
あ
る
（
図
（
─
（
））

11
（

。
井
戸
出

土
の
桃
核
に
関
す
る
分
析
の
例
と
し
て
は
、
前
漢
海
昏
侯
劉
賀
（
紀
元
前
九
二
～

紀
元
前
五
九
）
の
陵
墓
で
あ
る
墎
墩
漢
墓
（
江
西
省
南
昌
市
）
の
陵
園
の
井
戸
跡

出
土
資
料
で
は
、
桃
核
の
中
に
あ
る
桃
仁
を
取
り
出
し
た
と
み
ら
れ
る
資
料
が
あ
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二
一

る
こ
と
か
ら
、
果
実
の
食
用
の
み
な
ら
ず
桃
仁
を
薬
品
と
し
て
使
用
し
た
と
解
さ

れ
て
い
る
（
図
（
─
（
））

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
食
用
・
薬
用
の
資
料
を
除
い
て
、
既
述
の
鎮
墓
文
な
ど
の
祭
祀
に

用
い
た
資
料
な
ど
と
関
連
す
る
特
徴
を
も
つ
遺
物
が
弥
生
・
古
墳
時
代
の
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
際
に
、
あ
ら
た
め
て
道
教
的
信
仰
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
あ
わ
せ
て
、
文
献
学
的
研
究
で
は
、
道
教
的
祭
祀
と
関
連
す
る
西
王
母

に
関
わ
る
桃
の
説
話
は
六
朝
頃
を
初
出
と
す
る
と
さ
れ
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時

代
初
頭
併
行
期
の
中
国
で
は
未
だ
流
布
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
当
該
時
期
の
遺
跡
か
ら
、
た
ん
に
桃
核
だ
け
が
出
土
し
た
と
し
て
も
、
神
仙

思
想
や
初
期
の
道
教
的
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
は
な
ら
な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
出
土
桃
核
に
関
し
て
は
、
別
の
専
論
と
し
て

成
立
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
近
年
の
研
究
を
も
と
に
、
出
土
傾
向
の
み
を
示
し
た

い
。
安
承
模
氏
は
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
出
土
桃
核
の
集
成
と
そ
の
検
討
を
行
っ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
新
石
器
時
代
か
ら
朝
鮮
時
代
ま
で
の
出
土
桃
核
は
二
〇
一
五
年
時

点
で
は
六
九
遺
跡
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
新
石
器
時
代
か
ら
三
国
時
代
ま
で
に
限
る

と
六
〇
遺
跡
で
あ
っ
た
。
出
土
遺
跡
の
種
類
と
し
て
は
、
住
居
址
・
竪
穴
・
墓
・

井
戸
と
貯
水
場
・
旧
河
道
・
低
湿
地
水
池
な
ど
と
し
、
具
体
的
な
根
拠
は
あ
げ
ら

れ
て
い
な
い
が
、
墓
や
井
戸
か
ら
出
土
す
る
事
例
に
は
霊
力
や
辟
邪
の
呪
術
的
・

儀
礼
的
な
目
的
を
推
定
し
て
い
る）11
（

。
集
成
さ
れ
た
出
土
桃
核
の
う
ち
包
含
層
出
土

な
ど
単
一
の
遺
構
で
な
い
場
合
も
含
む
が
、
数
量
の
多
い
事
例
を
あ
げ
る
と
、
五

六
個
（
扶
余
・
双
北
里
遺
跡
旧
地
表
、
三
国
時
代
）、
四
七
個
（
金
海
・
官
洞
里

遺
跡
低
湿
地
、
原
三
国
～
三
国
時
代
）、
二
七
個
（
光
州
・
笠
岩
洞
遺
跡
低
湿
地
、

青
銅
器
時
代
）、
一
四
個
（
烏
山
・
内
三
美
洞
遺
跡
一
九
号
住
居
址
、
三
国
時

代
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
、
縄
文
時
代
以
来
の
桃
核
出
土
事
例
を
参
照
す
る
と
、

纏
向
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
桃
核
は
二
七
六
五
点
と
そ
の
数
の
多
さ
に
も
注
目
さ
れ

て
い
る
が
、
弥
生
時
代
の
出
土
桃
核
と
し
て
は
既
述
の
よ
う
に
上
東
遺
跡
で
九
六

〇
六
点
、
津
島
遺
跡
で
二
三
五
九
点
と
大
量
か
つ
多
数
の
桃
核
が
出
土
す
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な

桃
核
の
一
遺
跡
か
ら
の
多
数
・
大
量
の
出
土
は
知
ら
れ
ず
、
複
数
次
の
祭
祀
ま
た

は
廃
棄
行
為
の
集
積
と
み
ら
れ
る
多
数
か
つ
多
量
の
桃
核
の
集
中
的
出
土
は
弥
生

時
代
後
期
を
中
心
と
し
た
特
色
と
み
て
よ
い
。

　

弥
生
時
代
お
い
て
桃
核
が
多
数
出
土
し
た
遺
跡
の
う
ち
、
上
東
遺
跡
は
突
堤
状

の
土
手
部
分
に
木
材
な
ど
を
用
い
た
船
着
き
場
遺
構
と
さ
れ
て
お
り）11
（

、
祭
祀
的
な

属
性
が
つ
よ
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ）11
（

、
そ
れ
に
用
い
ら
れ
た
貨
泉
を
含
め
て
楽
浪
系

土
器
・
韓
式
土
器
な
ど
の
外
来
遺
物
の
出
土
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、

纏
向
遺
跡
か
ら
は
韓
式
土
器
・
楽
浪
系
土
器
（
第
九
〇
次
調
査
・
溝
出
土
）
の
破

片
が
出
土
し
て
い
る
ほ
か
は
、
東
ア
ジ
ア
と
く
に
中
国
と
関
係
す
る
遺
物
は
ほ
と

ん
ど
出
土
せ
ず）11
（

、
上
東
遺
跡
と
は
大
き
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
属
性

の
異
な
る
遺
跡
で
共
通
し
て
多
数
の
桃
核
が
出
土
す
る
こ
と
は
、
桃
核
が
外
来
の

集
団
と
の
接
触
や
東
ア
ジ
ア
と
の
交
渉
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
直
接
的
な
影

響
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
祭
祀
や
信
仰
の
一
端
で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
難
し
く
し
て

い
る
。

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
資
料
か
ら
は
、
基
本
的
に
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
初
頭

頃
に
か
け
て
出
土
す
る
桃
核
は
、
外
来
系
遺
物
の
多
数
伴
出
な
ど
の
知
見
が
蓄
積

し
な
い
か
ぎ
り
、
外
来
の
習
俗
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
東
ア
ジ



中
国
の
桃
関
係
遺
物
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
門
田
誠
一
）

二
二

ア
の
な
か
で
も
出
土
数
量
が
際
立
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
多
数
か
つ
多
量
の
桃
核

の
出
土
は
倭
の
地
域
性
を
顕
現
す
る
習
俗
に
由
来
す
る
と
み
て
よ
い
。
こ
う
し
た

桃
核
の
出
土
に
関
し
て
、
種
類
は
変
化
す
る
と
し
て
も
、
縄
文
時
代
遺
跡
か
ら
桃

核
が
出
土
す
る
と
い
う
現
下
の
認
識
を
背
景
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
あ
げ
た
時

期
的
に
ち
か
い
東
ア
ジ
ア
地
域
の
う
ち
、
と
く
に
中
国
の
墳
墓
へ
の
副
葬
や
桃
木

を
用
い
た
俑
や
木
簡
や
陶
器
朱
書
鎮
墓
文
な
ど
の
祭
祀
遺
物
と
弥
生
・
古
墳
時
代

の
出
土
桃
核
と
は
違
い
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
纏
向
遺
跡
例
を
は
じ
め

と
し
た
出
土
桃
核
に
対
す
る
西
王
母
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
再
三
ふ
れ
た
よ
う

に
西
王
母
と
桃
の
説
話
の
成
立
が
六
朝
期
、
あ
る
い
は
西
晋
か
ら
南
朝
頃
と
す
る

説
が
主
流
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
生
か
ら
古
墳
時
代
初
頭
に
か
け
て
の
出
土
桃
核

を
、
た
だ
ち
に
西
王
母
信
仰
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い）11
（

。
こ
う
し
た
検
討
の

前
提
と
し
て
、
本
論
で
は
中
国
の
桃
核
出
土
例
と
の
比
較
を
踏
ま
え
つ
つ
、
弥

生
・
古
墳
時
代
の
出
土
桃
核
と
そ
の
遺
跡
を
位
置
づ
け
る
う
え
で
の
論
点
を
示
し

た
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
中
国
に
お
け
る
桃
関
連
遺
物
を
継
時
的
に
俯
瞰
し
、
典
型
的
な
出
土

事
例
と
し
て
、
戦
国
時
代
か
ら
南
北
朝
期
頃
を
中
心
に
し
て
、
副
葬
さ
れ
た
食
品

と
し
て
の
桃
核
の
ほ
か
に
桃
枝
製
の
呪
具
、
桃
の
字
句
を
含
む
文
字
資
料
な
ど
あ

げ
、
桃
や
そ
れ
に
関
す
る
思
想
や
信
仰
お
よ
び
習
俗
が
顕
現
す
る
考
古
資
料
を
整

理
し
た
。
こ
れ
ま
で
桃
核
と
桃
関
係
資
料
は
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、

基
本
的
な
考
古
学
的
知
見
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
集
成
的
な
検
討
の
課
題

は
残
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
副
次
的
に
は
こ
う
し
た
中
国
の
桃
関
係
出
土
資
料
を
日
本
で
出
土
し
た

桃
核
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
質
を
示
す
こ
と
を
期
し
た
。
と
く
に

中
国
の
神
仙
思
想
や
道
教
的
習
俗
の
流
れ
を
汲
む
と
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
弥
生
時

代
か
ら
古
墳
時
代
初
め
頃
の
桃
核
に
つ
い
て
、
文
献
学
的
研
究
か
ら
は
西
王
母
と

桃
の
関
係
は
弥
生
時
代
併
行
期
の
中
国
で
は
生
成
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
弥
生
時
代
の
桃
核
を
中
国
の
思
想
や
習
俗
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
、

疑
義
を
呈
し
、
む
し
ろ
、
桃
核
の
多
数
出
土
が
弥
生
時
代
の
特
質
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
論
旨
と
内
容
の
た
め
必
ず
し
も
桃
核
や
桃
に
関
す
る
出
土
事
例
お

よ
び
信
仰
や
習
俗
に
関
し
て
も
網
羅
的
あ
る
い
は
集
成
的
な
検
討
を
目
論
ん
だ
も

の
で
は
な
い
が
、
並
行
す
る
時
期
の
中
国
と
日
本
の
桃
に
関
す
る
出
土
遺
物
の
傾

向
に
つ
い
て
は
瞥
見
し
え
た
か
と
思
う
。
桃
の
霊
力
と
し
て
、
し
ば
し
ば
参
照
さ

れ
る
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』（
第
九
の
一
書
）
の
黄
泉
比
良
坂
で
イ
ザ
ナ
ギ
ノ

ミ
コ
ト
（
伊
邪
那
岐
命
、
伊
弉
諾
尊
）
が
三
つ
の
桃
の
実
を
投
げ
て
、
イ
ザ
ナ
ミ

ノ
ミ
コ
ト
（
伊
邪
那
美
命
、
伊
弉
冉
尊
）
の
命
を
う
け
た
追
手
で
あ
る
雷
神
を
逃

げ
帰
ら
せ
た
、
と
あ
る
神
話
や
後
者
で
は
「
此
用
桃
避
鬼
之
緣
也
」
と
あ
る
鬼
を

避
け
る
方
法
の
由
来
と
す
る
こ
と
な
ど
を
実
際
の
考
古
資
料
と
直
接
に
結
び
つ
け

る
こ
と
は
方
法
的
な
過
誤
が
あ
り
、
こ
れ
を
含
め
た
神
話
や
説
話
の
検
討
は
異
な

る
次
元
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
こ
れ
を
含
め
、
本
論
が
日
本
の
先

史
・
古
代
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
桃
核
な
ど
に
関
し
て
、
中
国
の
信
仰
や
習
俗
と
安

易
に
結
び
つ
け
る
言
説
に
対
す
る
問
題
提
起
と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
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二
三

〔
注
〕

（
（
） 
中
国
の
報
告
例
で
は
図
・
写
真
お
よ
び
出
土
状
況
な
ど
の
記
述
が
な
く
、
た
ん

に
文
字
情
報
の
み
で
桃
核
の
出
土
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
例
も
多
い
が
、
こ
う

し
た
場
合
は
後
世
の
攪
乱
や
混
入
ま
た
は
時
期
の
不
明
な
廃
棄
な
ど
の
状
況
が

判
断
で
き
ず
、
遺
跡
・
遺
構
と
の
関
係
が
不
明
な
場
合
が
多
い
。
こ
う
し
た
事

例
は
考
古
資
料
と
し
て
の
意
味
は
ほ
ぼ
な
い
こ
と
か
ら
、
た
ん
な
る
集
成
が
意

味
を
も
つ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
の
た
め
本
論
で
は
出
土
状
態
や
状
況
な
ど
の

知
ら
れ
る
事
例
を
あ
げ
た
た
め
、
悉
皆
的
な
挙
例
と
は
な
っ
て
な
い
が
、
桃
核

を
含
む
植
物
質
資
料
は
攪
乱
や
二
次
的
移
動
を
う
け
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
資

料
状
況
を
勘
案
し
て
も
、
漢
代
を
主
と
し
た
桃
核
の
傾
向
や
出
土
の
意
味
を
知

る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
方
法
が
有
効
と
考
え
る
。

（
（
） 

窪
徳
忠
『
道
教
と
中
国
社
会
』（
平
凡
社
、
一
九
四
八
年
）
一
四
六
～
一
五
三
頁
。

 

下
出
積
與
『
古
代
神
仙
思
想
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
二
二

五
～
二
二
八
頁
。

 

福
永
光
司
『
道
教
と
日
本
文
化
』（
人
文
書
院
、
一
九
八
七
年
）
三
七
頁

（
（
） 

桃
崎
祐
輔
「
桃
呪
術
の
比
較
民
俗
学
（
（
）
─
日
本
の
事
例
を
中
心
と
し
て

─
」（『『
比
較
民
俗
研
究
』
二
、
一
九
九
〇
年
）

（
（
） 

王
秀
文
『
桃
の
民
俗
誌
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

（
（
） 

王
媛
「《
博
物
誌
》
的
成
書
、
体
例
与
流
伝
」（『
中
国
典
籍
与
文
化
』
二
〇
〇

六
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（
） 

竹
田
晃
・
黒
田
真
美
子
編
『
穆
天
子
伝 

漢
武
故
事 

神
異
経 

山
海
経
他
』（
明

治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
三
四
三
～
三
四
四
頁

（
（
） 

小
南
一
郎
「「
漢
武
帝
内
伝
」
の
成
立
」『
中
国
の
神
話
と
物
語
り
』（
岩
波
書

店
、
一
九
八
四
年
）〔
初
出
は
一
九
七
五
年
〕

（
（
） 

若
林
歩
「
西
王
母
と
桃
の
関
係
性
─
不
死
の
薬
と
仙
桃
・
蟠
桃
」（『
国
文
目

白
」
五
一
、
二
〇
一
二
年
）

（
（
） 

謝
偉
「
漢
画
像
西
王
母
図
像
近
三
十
年
研
究
総
述
」（『
平
頂
山
学
院
学
報
』
三

六
─
四
、
二
〇
二
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕）

（
（0
） 

小
南
一
郎
「
桃
の
伝
説
」（『
東
方
学
報
』
七
二
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
（（
） 

小
南
一
郎
「
桃
の
伝
説
」（
前
掲
注
（0
）

（
（（
） 

陸
錫
興
「
考
古
発
現
的
桃
梗
与
桃
人
」（『
考
古
』
二
〇
一
二
年
第
一
二
期
）

〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

余
清
逸
「
桃
人
・
桃
符
・
春
聯
・
対
聯
」（『
徐
州
師
範
学
院
学
報
』
一
九
八
四

年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

楊
琳
「
辟
邪
御
鬼
的
桃
人
」（『
世
界
宗
教
文
化
』
二
〇
〇
一
年
第
四
期
）〔
中

国
語
文
献
〕

（
（（
） 『
周
礼
』
夏
官
司
馬

 

盟
、
則
以
玉
敦
辟
盟
、
遂
役
之
。
贊
牛
耳
、
桃
茢
。

（
（（
） 『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
四
年

 

其
出
之
也
、
桃
弧
棘
矢
、
以
除
其
災
。

（
（（
） 『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
十
九
年

 

乃
使
巫
以
桃
、
茢
先
祓
殯
。
楚
人
弗
禁
、
既
而
悔
之
。

（
（（
） 『
礼
記
』
檀
弓
下

 

君
臨
臣
喪
、
以
巫
祝
桃
茢
執
戈
、
惡
之
也
。
所
以
異
於
生
也
。
喪
有
死
之
道
焉
。

先
王
之
所
難
言
也
。

（
（（
） 

こ
れ
に
関
す
る
論
考
は
数
多
い
が
、
近
年
で
は
丁
武
軍
「
古
儺
文
化
の
起
源
・

変
遷
・
現
状
：
中
国
南
豊
と
京
都
を
事
例
と
し
て
」（『
こ
と
ば
と
文
化
』
八
、

二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

（
（0
） 『
礼
記
』
玉
藻

 

食
棗
桃
李
、
弗
致
于
核
、
瓜
祭
上
環
、
食
中
棄
所
操
。

（
（（
） 

こ
の
よ
う
な
資
料
の
類
例
と
し
て
は
、
桃
木
製
以
外
の
も
の
も
あ
り
、
人
形
木

牘
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
陳
亮
「
東
漢
人
形
木
牘
与
鎮
墓
符
籙
」（『
中
国

美
術
学
院
学
報
』
二
〇
二
〇
年
第
一
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

黄
鳳
春
・
洪
剛
・
劉
焔
「
湖
北
黄
州
楚
墓
」（『
考
古
学
報
』
二
〇
〇
一
年
第
二

期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 
南
京
博
物
院
・
銅
山
県
文
化
館
「
銅
山
亀
山
二
号
西
漢
崖
洞
墓
」（『
考
古
学

報
』
一
九
八
五
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

 
龍
振
堯
「《
銅
山
亀
山
二
号
西
漢
崖
洞
墓
》
一
文
的
重
要
補
充
」（『
考
古
学

報
』
一
九
八
五
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

山
東
省
博
物
館
・
臨
沂
文
物
組
「
臨
沂
銀
雀
山
四
座
西
漢
墓
葬
」（『
考
古
』
一



中
国
の
桃
関
係
遺
物
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
門
田
誠
一
）

二
四

九
七
五
年
第
六
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 
金
雀
山
考
古
発
掘
隊
「
臨
沂
金
雀
山
一
九
九
七
年
発
現
的
四
座
西
漢
墓
」（『
文

物
』
一
九
九
八
年
一
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 
江
西
省
文
物
考
古
研
究
所
・
南
昌
市
博
物
館
「
南
昌
火
車
站
東
晋
墓
葬
群
発
掘

簡
報
」（『
文
物
』
二
〇
〇
一
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

熊
亜
雲
・
丁
堂
華
「
鄂
城
楚
墓
」（『
考
古
学
報
』
一
九
八
三
年
第
二
期
）〔
中

国
語
文
献
〕

（
（（
） 

荊
沙
鉄
路
考
古
隊
「
江
陵
秦
家
咀
楚
墓
発
掘
簡
報
」（『
江
漢
考
古
』
一
九
八
八

年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

江
章
華
・
劉
雨
茂
「
成
都
龍
泉
駅
区
北
干
道
木
椁
墓
群
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』

二
〇
〇
〇
年
第
八
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（0
） 

湖
北
省
博
物
館
「
一
九
八
七
年
雲
夢
秦
漢
墓
発
掘
報
告
」（『
考
古
学
報
』
一
九

八
六
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

禚
振
西
「
陝
西
戸
県
的
両
座
漢
墓
」（『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
〇
年
第
一
期
）

（
（（
） 

王
育
成
「
東
漢
道
符
釈
例
」（『
考
古
学
報
』
一
九
九
一
年
第
一
期
）〔
中
国
語

文
献
〕

 

連
劭
名
「
考
古
発
現
与
早
期
道
符
」（『
考
古
』
一
九
九
五
年
第
二
期
）〔
中
国

語
文
献
〕

（
（（
） 

賈
麦
明
「
韓
城
市
漢
墓
出
土
閭
氏
朱
書
陶
瓶
考
釈
」（『
東
南
文
化
』
一
九
九
三

年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

湖
南
省
博
物
館
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
：
関
野
雄
等
訳
『
長
沙
馬
王
堆

一
号
漢
墓
』
上
（
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）

（
（（
） 

湖
南
省
博
物
館
・
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
長
沙
馬
王
堆
二
、
三
号
漢

墓
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

近
年
に
お
い
て
、
年
代
や
墓
主
を
含
む
馬
王
堆
漢
墓
の
成
果
を
総
括
し
た
も
の

と
し
て
は
下
記
論
考
参
照
。

 

喩
燕
姣
「
馬
王
堆
漢
墓
的
歴
史
文
化
価
値
」（『
文
物
天
地
』
二
〇
一
七
年
第
一

二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

陸
錫
興
「
考
古
発
現
的
桃
梗
与
桃
人
」（
前
掲
注
（（
）

 

こ
の
論
考
に
よ
る
と
、
同
様
の
遺
物
は
湖
南
・
長
沙
二
〇
三
号
漢
墓
、
湖
北
・

江
陵
鳳
凰
山
八
号
墓
・
一
六
八
号
墓
、
湖
北
・
荊
州
蕭
家
草
場
二
六
号
墓
な
ど

の
前
漢
代
の
墳
墓
と
甘
粛
・
肩
水
金
関
遺
跡
（
甘
粛
省
金
塔
県
）、
額
済
納
遺

跡
（
内
蒙
古
自
治
区
額
済
納
旗
）
出
土
漢
簡
な
ど
の
例
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
報
告
の
な
か
に
は
桃
符
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
根

拠
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
面
墨
書
が
辟
邪
の
意
味
を
も
つ
と
い
う
推
論
の

み
が
示
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
（
魏
堅
主
編
『
額
済
納
漢
簡
』
広
西
師
範
大

学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
〔
中
国
語
文
献
〕
三
一
頁
）。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の

遺
物
は
必
ず
し
も
桃
木
で
製
作
さ
れ
て
い
る
と
は
報
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
桃

木
・
桃
枝
製
の
遺
物
と
同
一
の
用
途
で
あ
っ
た
か
は
判
然
と
せ
ず
、
総
じ
て
鎮

墓
や
辟
邪
の
た
め
の
人
形
木
牘
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
陳
亮
「
東
漢
人
形
木

牘
与
鎮
墓
符
籙
」（
注
（（
）
そ
の
た
め
、
本
論
で
は
本
文
中
で
ふ
れ
た
桃
の
祭

祀
・
儀
礼
に
関
す
る
文
献
と
の
関
係
か
ら
、
桃
木
・
枝
製
の
遺
物
の
み
を
取
り

上
げ
た
。

（
（（
） 

柳
洪
亮
「
吐
魯
番
阿
斯
塔
那
古
墓
群
新
発
現
的
“
桃
人
木
牌
”」（『
考
古
与
文

物
』
一
九
八
六
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

河
南
省
博
物
館
「
済
源
泗
澗
溝
三
座
漢
墓
的
発
掘
」（『
文
物
』
一
九
七
三
年
第

二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（0
） 『
玄
中
記
』

 

東
南
有
桃
都
山
、
上
有
大
樹
、
名
曰
桃
都
、
枝
相
去
三
千
里
。
上
有
一
天
鶏
、

日
初
出
、
光
照
此
木
、
天
鶏
則
鳴
、
群
鶏
皆
隨
之
鳴
。

（
（（
） 

史
志
「
釉
陶
桃
都
樹
」（『
史
学
月
刊
』
一
九
八
六
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

郭
沫
若
「
桃
都
、
女
媧
、
加
陵
」（『
文
物
』
一
九
七
三
年
第
一
期
）〔
中
国
語

文
献
〕

（
（（
） 

小
南
一
郎
『
西
王
母
と
七
夕
伝
承
』（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
一
一
九
～
一

二
一
頁
、
図
二
八

 
写
真
は
梅
原
末
治
『
紹
興
古
鏡
聚
英
』（
桑
名
文
星
堂
、
一
九
三
九
年
）「
五
六　

流
雲
文
呉
王
西
王
母
龍
虎
鏡
」
に
よ
る
。

（
（（
） 
詹
漢
清
「
固
始
県
発
現
東
漢
画
像
鏡
」（『
文
物
』
一
九
八
六
年
第
五
期
）〔
中

国
語
文
献
〕

（
（（
） 

宝
珠
ま
た
は
火
焔
状
の
図
文
に
つ
い
て
は
、
別
に
と
り
あ
げ
る
課
題
で
あ
る
た



佛
教
大
学
　
歴
史
学
部
論
集
　
第
一
四
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

二
五

め
、
時
期
が
下
り
、
文
様
の
形
態
は
異
な
る
が
、
神
像
な
ど
と
と
も
に
火
焔
が

表
さ
れ
た
図
像
と
し
て
、
北
魏
・
大
同
沙
岭
七
号
北
魏
墓
壁
画
の
伏
羲
・
女
媧

と
火
焔
文
の
存
在
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
下
記
論
考
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

 

韋
正
「
大
同
沙
嶺
七
号
北
魏
墓
壁
画
幾
則
題
材
浅
析
」（『
西
部
考
古
』
一
五
、

二
〇
一
八
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

劉
尊
志
「
漢
代
諸
侯
王
墓
動
植
物
陪
葬
内
容
及
相
関
問
題
浅
析
」（『
南
方
文

物
』
二
〇
一
五
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 『
論
衡
』
巻
二
二
・
訂
鬼
篇

 

山
海
経
又
曰
滄
海
之
中
、
有
度
朔
之
山
、
上
有
大
桃
木
、
其
屈
蟠
三
千
里
、
其

枝
間
東
北
曰
鬼
門
、
万
鬼
所
出
入
也
。
上
有
二
神
人
、
一
曰
神
荼
、
一
曰
鬱
壘
、

主
閱
領
万
鬼
。
悪
害
之
鬼
、
執
以
葦
索
、
而
以
食
虎
。
於
是
黄
帝
乃
作
礼
以
時

駆
之
、
立
大
桃
人
、
門
戸
画
神
荼
、
鬱
壘
與
虎
、
懸
葦
索
以
禦
。

 

『
太
平
御
覧
』
巻
九
六
七
・
果
部
四
・
桃

 

漢
旧
儀
曰
山
海
経
称
東
海
擲
晷
度
朔
山
、
山
上
有
大
桃
、
屈
蟠
三
千
里
。
東
北

間
、
百
鬼
所
出
入
也
。
上
有
二
神
人
、
一
曰
神
荼
、
二
曰
郁
壘
、
主
領
万
鬼
。

悪
害
之
鬼
、
執
以
葦
索
、
以
食
虎
。
黄
帝
乃
立
大
桃
人
於
門
戸
。
画
神
荼
、
郁

壘
與
虎
、
葦
索
、
以
御
鬼
。

（
（（
） 『
風
俗
通
義
』
巻
八
・
祀
典
／
桃
梗
、
葦
茭
、
画
虎

 

謹
按
黄
帝
書
上
古
之
時
、
有
荼
與
鬱
塁
昆
弟
二
人
、
性
能
執
鬼
。
度
朔
山
上
章

桃
樹
、
下
簡
閲
百
鬼
、
無
道
理
、
妄
為
人
禍
害
、
荼
與
鬱
塁
縛
以
葦
索
、
執
以

食
虎
。
於
是
県
官
常
以
臘
除
夕
飾
桃
人
、
垂
葦
茭
、
画
虎
於
門
、
皆
追
效
於
前

事
、
冀
以
衛
凶
也
。

（
（（
） 

こ
の
説
話
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
小
南
一
郎
「
桃
の
伝
説
」（
前
掲
注

（0
）
参
照
。

（
（0
） 『
後
漢
書
』
志
第
五
・
礼
儀
中
／
大
儺

 

百
官
官
府
各
以
木
面
獣
能
為
儺
人
師
訖
、
設
桃
梗
、
鬱
櫑
、
葦
茭
畢
、
執
事
陛

者
罷
。
葦
戟
、
桃
杖
以
賜
公
、
卿
、
将
軍
、
特
侯
、
諸
侯
云
。

（
（（
） 『
晋
書
』
巻
一
九
・
志
第
九
・
礼
上
／
吉
礼

 

歲
旦
常
設
葦
茭
桃
梗
、
磔
鶏
於
宮
及
百
寺
之
門
、
以
禳
悪
気
。

（
（（
） 

王
育
成
「
東
漢
道
符
釈
例
」（『
考
古
学
報
』
一
九
九
一
年
第
一
期
）〔
中
国
語

文
献
〕

（
（（
） 『
荊
楚
歲
時
記
』

 

正
月
一
日
、
是
三
元
之
日
也
、
謂
之
端
月
。
…
造
桃
板
著
戸
、
謂
之
仙
木
。

（
（（
） 『
荊
楚
歲
時
記
』

 

謝
道
通
登
羅
浮
山
、
見
數
童
子
以
朱
書
桃
板
、
貼
戸
上
。
道
通
還
、
以
紙
写
之
、

貼
戸
上
、
鬼
見
畏
之
。

（
（（
） 

桃
湯
に
つ
い
て
は
、
桃
の
木
か
ら
葉
・
枝
・
茎
を
取
っ
て
煮
沸
し
た
水
と
す
る

説
が
あ
る
が
、
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

 

闞
緒
良
・
呂
暁
玲
「
従
“
桃
之
夭
夭
”
到
“
逃
之
夭
夭
”」（『
安
徽
広
播
電
視

大
学
学
報
』
二
〇
一
〇
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 『
漢
書
』
巻
九
九
下
・
王
莾
伝
第
六
九
下

 

又
感
漢
高
廟
神
霊
、
遣
虎
賁
武
士
入
高
廟
、
抜
剣
四
面
提
擊
、
斧
壊
戸
牖
、
桃

湯
赭
鞭
鞭
灑
屋
壁
、
令
軽
車
校
尉
居
其
中
、
又
令
中
軍
北
塁
居
高
寝
。

（
（（
） 『
太
平
御
覧
』
巻
二
九
・
時
序
部
十
四
・
元
日

 

又
曰
元
日
服
桃
湯
、
桃
者
五
行
之
精
、
厭
伏
邪
気
、
制
百
鬼
。
今
人
進
屠
蘇
酒
、

膠
牙
餳
、
蓋
其
遺
事
也
。

（
（（
） 

金
原
正
明
「
古
代
モ
モ
の
形
態
と
品
種
」（『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
〇
九
、

一
九
九
六
年
）

（
（（
） 

寺
沢
薫
・
寺
沢
知
子
「
弥
生
時
代
植
物
質
食
料
の
基
礎
的
研
究
：
初
期
農
耕
社

会
研
究
の
前
提
と
し
て
」（『
考
古
學
論
攷
』
五
、
一
九
八
一
年
）

（
（0
） 

同
志
社
大
学
考
古
学
研
究
室
編
『
伊
木
力
遺
跡
：
長
崎
県
西
彼
杵
郡
多
良
見
町

舟
津
郷
所
在
』（
多
良
見
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
〇
年
）

（
（（
） 

工
藤
雄
一
郎
・
水
ノ
江
和
同
・
百
原
新
・
野
澤
哲
朗
・
門
叶
冬
樹
「
長
崎
県
伊

木
力
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
モ
モ
核
の
放
射
性
炭
素
年
代
」（『
植
生
史
研
究
』
二

九
─
二
、
二
〇
二
一
年
）

（
（（
） 
日
本
考
古
学
協
会
二
〇
〇
七
年
度
熊
本
大
会
実
行
委
員
会 

・
日
本
考
古
学
協

会
・
小
畑
弘
己
編
『
列
島
初
期
農
耕
史
の
新
視
点
』「
種
子
出
土
遺
跡
地
名

表
」（
日
本
考
古
学
協
会
二
〇
〇
七
年
度
熊
本
大
会
実
行
委
員
会
、
二
〇
〇
七

年
）



中
国
の
桃
関
係
遺
物
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
門
田
誠
一
）

二
六

（
（（
） 

鳥
取
県
教
育
文
化
財
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
茶
畑
遺
跡
群　

茶
畑
第
（

遺
跡　

押
平
尾
無
遺
跡　

古
御
堂
笹
尾
山
遺
跡　

古
御
堂
新
林
遺
跡
』（
鳥
取

県
教
育
文
化
財
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
）

（
（（
） 
大
谷
弘
幸
「
モ
モ
核
の
出
土
状
況
と
祭
祀
行
為
」
特
集
・
房
総
に
お
け
る
原
始

古
代
の
農
耕
─
各
時
代
に
お
け
る
諸
問
題
─
〔
第
（
章　

炭
化
種
子
か
ら
み
た

農
耕
生
産
物
の
推
定
の
う
ち
第
（
節
〕（『
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
紀

要
』
一
三
、
二
〇
〇
二
年
）

（
（（
） 

桃
崎
祐
輔
「
横
穴
式
石
室
か
ら
出
土
す
る
桃
核
と
黄
泉
国
神
話
」（『
古
文
化
談

叢
』
六
五
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
、
横
穴
式
石
室
出
土
の
桃
核
に
つ
い
て
、
中

国
の
文
化
が
断
片
的
に
移
入
さ
れ
、
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

神
仙
思
想
や
道
教
な
ど
の
中
国
思
想
と
の
関
連
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に

傍
証
と
な
る
考
古
資
料
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
） 

以
上
の
岡
山
県
下
出
土
諸
例
の
知
見
は
南
健
太
郎
「
縄
文
の
モ
モ
、
弥
生
の
モ

モ
」（『
岡
山
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
報
』
五
五
、
二
〇
一
六
年
）
に

よ
っ
た
。

 

上
記
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
鹿
田
遺
跡
の
桃
核
が
出
土
し
た
弥
生
時
代
の
井

戸
の
報
告
は
下
記
参
照
。

 

岡
山
大
学
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
鹿
田
遺
跡
Ⅰ
─
医
学
部
附
属
病
院
外
来

診
療
棟
改
築
お
よ
びN

M
R-CT

室
新
築
に
伴
う
発
掘
調
査
─
』

 

（
岡
山
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
八
年
）

（
（（
） 

島
根
県
教
育
委
員
会
編
『
姫
原
西
遺
跡
』（
島
根
県
教
育
委
員
会
編
、
一
九
九

九
年
）

（
（（
） 

出
雲
市
教
育
委
員
会
編
『
小
山
遺
跡
第
（
地
点
発
掘
調
査
報
告
書
（
第
（
次
発

掘
調
査
）』（
出
雲
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
）

（
（（
） 

坂
靖
「
古
墳
時
代
の
導
水
施
設
と
祭
祀
：
南
郷
大
東
遺
跡
の
流
水
祭
祀
」（『
考

古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三
九
八
、
一
九
九
六
年
）

 

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
南
郷
遺
跡
群
Ⅲ
』（
奈
良
県
立
橿
原
考
古

学
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
（0
） 

桜
井
市
纒
向
学
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
纏
向
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
─
ト
リ

イ
ノ
前
地
区
に
お
け
る
発
掘
調
査
─
』（
桜
井
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
三
年
）

（
（（
） 

中
村
俊
夫
「
纒
向
遺
跡
出
土
の
モ
モ
のA

M
S

（（C

年
代
測
定
」（『
纒
向
学
研

究
』
六
、
二
〇
一
八
年
）

（
（（
） 『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
〇
年
九
月
一
八
日
大
阪
朝
刊
・
二
八
頁
・
社
会
面
、
同

日
の
東
京
朝
刊
・
二
五
頁
・
総
合
面
な
ど
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
番
組
等
で
も
同
様

の
内
容
が
あ
っ
た
が
、
媒
体
の
娯
楽
的
性
質
か
ら
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。

 

印
刷
媒
体
と
し
て
は
、
辰
巳
和
弘
「
卑
弥
呼
の
鬼
道
と
壺
形
墳
の
誕
生
」
桜
井

市
纒
向
学
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
纒
向
学
か
ら
の
発
信　

纒
向
遺
跡
か
ら
（（
人
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
』（
大
和
書
房
、
二
〇
二
三
年
）
に
関
連
す
る
所
見
が
み
ら
れ
る
。

（
（（
） 

楊
頡
慧
「
略
論
中
国
古
代
的
井
神
信
仰
」（『
華
北
水
利
水
電
学
院
学
報
〔（
社

科
版
〕』）
二
七
─
六
、
二
〇
一
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

 

孫
虹
「
井
神
信
仰
奉
祀
考
」（『
内
蒙
古
社
会
科
学
』
三
九
─
五
、
二
〇
一
八

年
）〔
中
国
語
文
献
〕
な
ど
。

（
（（
） 

河
北
省
文
物
研
究
所
「
河
北
満
城
要
庄
西
周
水
井
」（『
文
物
春
秋
』
二
〇
〇
一

年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

祁
学
楷
・
梁
同
軍
・
楊
軍
・
蒋
洪
恩
「
南
昌
墩
墩
漢
墓
陵
園
水
井
出
土
果
実
類

植
物
遺
存
初
探
」（『
南
方
文
物
』
二
〇
一
七
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
） 

安
承
模
「
考
古
学
か
ら
み
た
桃
栽
培
と
儀
礼
的
機
能
」（『
馬
韓
・
百
済
文
化
』

二
六
、
二
〇
一
五
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
） 

岡
山
県
古
代
吉
備
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
下
庄
遺
跡　

上
東
遺
跡
』（
岡
山
県

教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
一
年
）、
渡
邉
恵
里
子
「
上
東
遺
跡
の
「
波
止
場
状
遺

構
」」（『
季
刊
考
古
学
』
一
〇
二
、
二
〇
〇
八
年
）

（
（（
） 

下
澤
公
明
「
上
東
遺
跡
波
止
場
遺
構
の
再
検
討
」（『
古
文
化
談
叢
』
五
二
、
二

〇
〇
五
年
）

（
（（
） 

下
記
の
近
年
の
報
告
書
で
は
韓
式
系
土
器
の
出
土
や
ベ
ニ
バ
ナ
花
粉
・
木
製

鏃
・
木
製
輪
鐙
、
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
の
副
葬
品
に
み
る
舶
載
さ
れ
た
鏡
鑑
類
や
鏟

形
鉄
製
品
な
ど
、
朝
鮮
半
島
や
大
陸
系
の
遺
物
の
出
土
量
が
増
加
し
、
こ
れ
ら

の
地
域
と
の
交
流
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
直
接
的
な
大

陸
と
の
交
渉
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
上
東
遺
跡
な
ど
を

含
む
九
州
や
中
国
地
域
の
大
陸
系
遺
物
出
土
遺
跡
に
比
す
と
、
種
類
や
数
量
も

多
い
と
は
い
え
な
い
。



佛
教
大
学
　
歴
史
学
部
論
集
　
第
一
四
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

二
七

 

桜
井
市
纏
向
学
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
纒
向
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
─
ト
リ

イ
ノ
前
地
区
に
お
け
る
発
掘
調
査
─
』（
二
〇
一
三
年
、
桜
井
市
教
育
委
員
会
）

（
（0
） 
桃
核
の
出
土
例
を
単
純
に
祭
祀
遺
物
と
み
る
こ
と
に
対
す
る
疑
義
に
限
定
す
る

と
、
類
似
の
視
点
は
下
記
文
献
に
み
ら
れ
る
。

 

安
本
美
典
『
誤
り
の
考
古
学
・
纏
向
─
こ
れ
は
、
第
二
の
旧
石
器
捏
造
事
件

だ
！
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
年
）
一
六
三
～
一
六
八
頁

（
も
ん
た　

せ
い
い
ち　

佛
教
大
学
名
誉
教
授
）

二
〇
二
三
年
十
一
月
十
三
日
受
理


