
「
神
代
石
（
じ
ん
だ
い
せ
き
）
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
今
日
、
一

般
の
辞
書
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
考
古
学
界
で
も
学
史
を
語
る
と
き
以
外
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
よ
っ
て
知
る
人
も
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の

神
代
石
と
は
何
か
を
、
ま
ず
記
述
し
て
お
こ
う
。

江
戸
時
代
の
中
期
、
お
お
よ
そ
一
七
世
紀
の
後
半
に
、
〃
石
〃
を
蒐
集
す
る
こ
と

に
一
生
を
費
や
し
た
一
人
の
人
物
が
い
た
。
そ
の
名
を
木
内
石
亭
と
い
う
。
彼
は
、

古
今
東
西
の
珍
し
い
石
を
蒐
集
し
た
。
そ
の
中
に
は
鉱
物
、
化
石
に
混
じ
っ
て
、
今

日
の
考
古
学
で
い
う
石
器
、
石
製
品
の
類
も
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
は
、
長
年
の
石
を

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
培
っ
た
観
察
眼
を
も
っ
て
、
蒐
集
し
た
石
の
中
か
ら
石
器
、
石

製
品
を
抽
出
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
石
が
、
自
然
石
と
は
違
い
人
が
使
用
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
の
考
え
を
導
い
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
石
が
神
代
（
か
み
よ
）
の
時

代
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
こ
と
か
ら
、
「
神
代
石
」
と
命
名
し
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
・
は
じ
め
に

『
神
代
石
之
図
』
と
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
資
料

ｌ
弄
石
家
収
集
資
料
の
流
転
Ｉ

石
亭
の
活
動
は
、
弄
石
家
と
呼
ば
れ
た
同
好
の
人
々
に
よ
っ
て
弄
石
社
と
い
う
組

織
的
な
活
動
に
な
り
、
全
国
的
な
拡
が
り
を
見
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
個
人
の
趣
味

と
い
う
範
晴
で
は
捉
え
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
江
戸
中
期
と

い
う
円
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
状
況
を
背
景
と
し
て
芽
生
え
て
き
た
、
町
人
層
に
よ
る

学
問
隆
盛
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
石
の
蒐
集
・
研
究
は
、
津
島

恒
之
進
（
如
蘭
）
ら
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
は
じ
め
た
、
物
産
学
の
一
分
野
と
し
て
の

理
解
も
で
き
よ
う
。

石
亭
を
し
て
考
古
学
の
祖
と
す
る
指
摘
や
、
同
好
の
木
村
兼
葭
堂
ら
の
蒐
集
活
動

を
も
っ
て
、
わ
が
国
の
博
物
館
活
動
の
萌
芽
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
い
う
研
究
成

果
も
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
活
動
が
次
代
へ
引
き

継
が
れ
ず
、
社
会
に
定
着
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
活
動
の
限
界
を
見
る
こ
と
も
で
き

る
。

そ
し
て
ま
た
、
蒐
集
し
た
遺
物
か
ら
当
時
の
人
間
活
動
の
復
元
を
し
て
い
く
と
い

う
考
古
学
的
な
視
点
を
欠
い
て
い
た
。
神
代
石
の
各
名
称
に
付
け
ら
れ
た
「
雷
」
「
天

狗
」
な
ど
の
語
句
か
ら
し
て
、
彼
ら
の
神
代
石
に
対
す
る
扱
い
が
奇
異
な
も
の
、
不

思
議
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
。
当
時
考
古
学
と
い
う
学

徳
田
誠
志

七
九

！



問
概
念
が
存
在
し
な
い
以
上
至
極
当
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
石
亭
の
研
究
成
果
が

改
め
て
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
長
谷
部
言
人
氏
に
よ
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
昭
和

①

初
期
を
待
つ
必
要
が
あ
っ
た
。
石
亭
の
業
績
を
評
価
す
る
一
つ
と
し
て
、
彼
は
神
代

石
を
単
に
奇
異
な
も
の
と
せ
ず
、
『
曲
玉
問
答
』
な
ど
の
著
作
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

今
日
の
考
古
学
的
な
視
点
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

石
亭
の
蒐
集
品
は
今
日
で
は
ほ
ぼ
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
原
型
を
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
兼
葭
堂
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
石
の
み
で
は
な
い
、

物
産
学
全
般
に
わ
た
る
よ
う
な
膨
大
な
蒐
集
品
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
兼
葭
堂

の
居
宅
に
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
、
そ
し
て
ま
た
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
蒐
集
品
も
、
あ
く
ま
で
も
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
彼
の
死
後
は
散
逸
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
が
個
人
に
よ
る
活
動
の
限
界
で
あ
り
、
彼
の
邸
宅
が
今

日
の
博
物
館
的
な
機
能
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
機
能
が
十
分
に
は
熟
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
前
稿
で
も
や
や
触
れ
て
い
る
の
で
、
詳
述
す
る
こ
と
は
避
け
、

小
稿
の
目
的
に
つ
い
て
記
述
し
て
お
く
。

平
成
八
年
初
夏
、
東
京
本
郷
の
古
書
店
目
録
に
一
巻
の
巻
子
本
が
掲
載
さ
れ
た
。

そ
れ
が
後
述
す
る
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
で
あ
り
、
大
学
当
局
の
ご
理
解
を
得
て
、

関
西
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
小
稿
で
は
ま
ず
こ
の
巻
子
本
を
紹

介
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
。
ま
た
、
原
本
及
び
、
今
日
ま
で
に
確
認
で
き
た
写

本
を
示
し
、
『
神
代
石
之
図
』
と
は
何
か
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
は
、
こ

の
『
神
代
石
之
図
』
に
描
か
れ
て
い
る
資
料
の
い
く
つ
か
が
、
現
在
関
西
大
学
博
物

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
他
に
も
江
戸
時
代
文
献
の
中
に

描
か
れ
て
い
る
神
代
石
の
い
く
つ
か
が
、
本
館
の
所
蔵
資
料
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

㈹
『
神
代
石
之
図
』
の
性
格
と
類
似
の
巻
子
本

本
項
で
は
、
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
を
見
て
い
く
こ
と
と

す
る
が
、
ま
ず
、
こ
の
『
神
代
石
之
図
』
を
は
じ
め
と
し
た
、
神
代
石
を
描
い
た
図

巻
類
一
般
（
冊
子
本
を
含
む
）
の
性
格
に
つ
い
て
簡
単
に
記
述
し
て
お
こ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
江
戸
時
代
中
期
（
一
七
世
紀
中
頃
）
に
、
木
内
石
亭
を
中
心

と
し
た
弄
石
家
と
称
さ
れ
る
人
々
が
全
国
各
地
に
存
在
し
た
。
石
亭
を
中
核
と
し
て

各
地
に
居
住
し
た
人
々
の
間
で
、
自
ら
の
所
蔵
品
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
、
あ
る
い

は
蒐
集
し
た
神
代
石
の
交
換
な
ど
の
情
報
が
や
り
取
り
さ
れ
た
。
近
く
に
居
住
し
た

人
々
の
間
で
は
直
接
互
い
の
居
宅
を
訪
問
し
、
各
自
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
披
瀝
し
た

よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
石
亭
は
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
、
木
村
兼
葭
堂
の
も

と
を
訪
ね
、
兼
葭
堂
の
所
蔵
品
を
見
学
し
、
そ
の
感
想
を
著
書
に
記
述
し
て
い
る
。

ま
た
、
現
在
の
岐
阜
県
高
山
市
に
居
住
し
た
二
木
長
嚥
（
長
兵
衛
）
は
、
天
明
七
年

（
一
七
八
七
）
に
石
亭
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
互
い
に
訪
問
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
遠
く
離
れ
た
弄
石
家
と
の
間

で
は
、
手
紙
の
や
り
取
り
と
と
も
に
自
ら
が
所
蔵
す
る
神
代
石
を
図
に
描
き
、
そ
の

八
○

確
認
で
き
た
の
で
、
併
せ
て
報
告
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
関
西
大
学
博

物
館
資
料
の
形
成
過
程
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

考
古
学
を
専
門
に
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
巻
子
本
を
扱
う
こ
と
自
体
が
苦
労
で

あ
る
が
、
資
・
史
料
を
公
開
す
る
こ
と
第
一
目
的
と
し
て
、
記
述
し
て
い
く
こ
と
を

ご
了
承
願
い
た
い
。

二
・
史
料
紹
介
『
神
代
石
之
図
』
上
巻

I



半
紙
を
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
巻
子
本
に
仕
立
て
て
情
報
の
交
換
を
行
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
実
際
に
訪
問
す
る
際
に
も
、
自
ら
が
所
蔵
す
る
神
代
石
を
持
参
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
図
に
描
い
た
も
の
を
携
帯
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

今
日
ま
で
小
形
の
巻
子
本
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
携
帯
用
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
神
代
石
之
図
』
と
は
、
現
在
の
博
物
館
図
録
の
よ
う
な
性
格
を
持

っ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
今
日
の
よ
う
な
出
版
と
い
う
形

が
取
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
弄
石
家
の
問
で
順
次
書
写
さ
れ
、
写
本
が
流
布
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
い
く
つ
か
が
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
個
人
蔵

の
も
の
も
多
い
が
、
各
地
の
図
書
館
・
史
料
館
に
も
い
く
つ
か
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
極
め
て
稀
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
古
書
店
の
販
売
目
録
に
掲
載
さ
れ
市
場

に
出
ま
わ
る
こ
と
が
あ
る
。

『
神
代
石
之
図
』
が
い
わ
ば
博
物
館
図
録
の
よ
う
な
性
格
で
あ
る
と
し
て
記
し
た

が
、
類
似
し
た
図
巻
類
は
、
当
然
石
亭
ら
が
活
躍
し
た
江
戸
中
期
に
集
中
し
て
作
成

さ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
今
回
取
り
あ
げ
た
『
神
代
石
之
図
』
で
あ
る
が
、

同
じ
よ
う
な
巻
子
本
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

神
代
石
研
究
の
集
大
成
と
し
て
は
、
石
亭
の
『
雲
根
志
』
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言

は
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
享
和
元
年
（
一
八
○
一
）
に
出
版
さ
れ
た
三
編
に
、
『
諸

家
所
蔵
神
代
石
図
』
が
付
録
と
し
て
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
石
亭
が
本
文
に
示

し
た
神
代
石
を
所
蔵
者
別
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
石
亭
が
『
雲
根
志
』
を
執
筆

し
た
と
き
の
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
図
録
に
収
め
ら
れ
た
も
の
が
、
当
時
の

代
表
的
な
神
代
石
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
『
神

代
石
之
図
』
と
『
諸
家
所
蔵
神
代
石
図
』
が
石
亭
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
図
巻
の
代

表
と
い
え
る
。

そ
の
他
の
系
統
の
図
巻
と
し
て
は
、
極
め
て
大
雑
把
な
分
類
で
あ
る
が
二
木
長
輔

の
蒐
集
品
を
写
生
し
た
巻
子
本
『
石
器
図
』
と
、
越
後
に
居
住
し
た
河
倉
亭
と
称
し

た
庫
川
平
四
郎
の
蒐
集
し
た
神
代
石
を
載
せ
る
『
上
古
石
器
図
巻
』
の
二
系
統
が
存

在
す
る
。

前
者
は
飛
騨
に
居
住
し
、
近
隣
の
縄
文
時
代
遺
跡
出
土
の
石
器
を
中
心
と
し
て
蒐

集
活
動
を
行
っ
て
い
た
、
長
輪
の
蒐
集
品
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
の
蒐
集
品
は
、
巻

子
本
と
と
も
に
、
今
日
ま
で
子
孫
宅
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
物
の
神

代
石
と
、
そ
の
図
巻
が
残
さ
れ
て
い
る
例
は
極
め
て
貴
重
で
あ
り
、
現
在
は
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
、
高
山
市
郷
土
館
に
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
弄
石
家
の
蒐
集
品

が
死
後
散
逸
し
て
し
ま
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
先
述
し
た
が
、
そ
の
中
で
長
輔

の
蒐
集
品
は
、
家
業
の
酒
造
業
が
今
日
で
も
営
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
木
家
代
々

の
当
主
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
飛
騨
と
い
う
狭
い
盆

地
の
中
に
、
独
自
の
町
人
文
化
を
咲
か
せ
た
土
地
柄
と
い
う
地
理
的
・
文
化
的
な
環

境
が
、
遠
因
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
長
嚥
の
所
蔵
品
は

『
神
代
石
之
図
』
の
一
部
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

後
者
は
越
後
頚
城
郡
に
居
住
し
た
、
河
倉
亭
の
蒐
集
品
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

②

河
倉
亭
は
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
潭
川
平
四
郎
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
越
後
地
方

も
飛
騨
と
同
じ
く
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
多
く
、
必
然
的
に
縄
文
時
代
石
器
を
中
心
と

し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
越
後
に
は
、
石
亭
と
と
も
に
弄
石
家
の
中

心
的
な
活
躍
を
し
た
、
涜
華
井
甘
井
と
称
し
た
鈴
木
一
保
に
比
定
さ
れ
て
い
る
人
物

が
居
住
す
る
な
ど
、
神
代
石
蒐
集
熱
が
高
い
地
域
で
あ
っ
た
。
淀
華
井
甘
井
は
石
亭

の
調
査
・
研
究
活
動
の
共
同
研
究
者
、
あ
る
い
は
よ
き
支
援
者
で
あ
り
、
『
神
代
石

八
一



之
図
』
の
践
文
に
は
自
ら
石
亭
の
求
め
に
応
じ
て
、
神
代
石
を
浄
写
し
た
こ
と
が
記

述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
河
倉
亭
の
蒐
集
品
の
一
部
が
、
神
田
孝
平
の
手
を
経
て
関
西

大
学
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
二
系
統
以
外
に
も
、
神
代
石
を
描
い
た
史
料
（
図
巻
類
）
は
い
く

つ
も
存
在
す
る
。
藤
貞
幹
の
著
し
た
『
集
古
図
』
に
も
、
石
斧
と
考
え
ら
れ
る
図
が

い
く
つ
か
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
清
野
謙
次
氏
は
こ
れ
ら
の
史
料
（
図
巻
類
）
を
検
討

③

し
、
五
系
統
の
存
在
を
示
唆
き
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
写
本
が
存
在
し
、

ま
た
名
品
図
録
の
よ
う
に
代
表
的
な
神
代
石
を
抜
き
出
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
巻
子
本
も
あ
る
。
写
本
自
体
は
江
戸
年
間
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
時
代
に
お
い
て
も

い
く
つ
か
が
つ
く
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
神
田
孝
平
自
身
も
い
く
つ
か
写
本
を
製
作

し
、
所
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
巻
子
本
あ
る
い
は
冊
子
本
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
す
べ
て
の
神
代
石
を
検
討
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
集
成
す
れ
ば
、
少

な
く
と
も
江
戸
時
代
に
知
ら
れ
て
い
た
神
代
石
の
全
容
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
よ
う
。

②
関
西
大
学
所
蔵
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
に
つ
い
て

江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
神
代
石
を
載
せ
る
巻
子
本
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
こ
と
を

述
べ
た
が
、
今
回
関
西
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
た
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
（
以
下
、

関
大
本
と
記
述
）
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

関
大
本
は
美
濃
紙
大
の
和
紙
を
つ
い
だ
巻
子
本
で
あ
り
、
天
地
二
九
・
八
四
長

さ
約
一
○
ｍ
九
○
ｍ
を
測
る
。
次
に
示
す
写
本
が
上
・
下
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に

本
来
は
全
二
巻
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
東
京
本
郷
の
古
書
店
か

ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
り
、
古
書
店
に
入
手
先
を
問
い
合
わ
せ
た
も
の
の
、
来
歴
は

不
明
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
表
紙
は
な
く
、
紐
も
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
本
文
と
同
じ
和
紙
の
ま
ま

巻
子
本
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
将
来
的
に
は
表
紙
を
付
け
る
な
ど
の
表
装
を
必
要

と
し
よ
う
。

き
て
、
内
容
で
あ
る
が
冒
頭
に
木
内
石
亭
に
よ
る
序
文
が
記
き
れ
て
い
る
。
序
文

は
既
に
斎
藤
忠
氏
に
よ
っ
て
釈
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
全
文
を
掲

げ
て
お
わ
・

「
予
奇
石
を
翫
ぶ
事
多
年
、
同
好
の
士
国
々
に
多
く
、
お
の
お
の
秘
蔵
す
る
所
の

神
代
石
あ
り
。
今
真
図
を
模
写
し
、
後
来
同
好
の
奇
観
に
ま
た
ん
と
す
。
是
皆

無
名
の
奇
石
に
し
て
、
天
工
に
あ
ら
ず
、
人
工
に
あ
ら
ず
、
実
に
神
工
の
い
ち

じ
る
し
き
も
の
な
り
。
此
た
ぐ
ひ
雷
斧
石
弩
あ
り
。
又
形
小
く
し
て
奇
な
る
物

あ
り
と
い
へ
ど
も
、
其
品
多
き
故
に
は
ぶ
き
て
写
さ
ず
。
さ
れ
ど
も
、
石
劔
頭

の
奇
古
な
る
、
し
り
へ
に
付
て
こ
れ
を
記
す
。
予
の
奇
石
を
翫
ぶ
時
に
至
て
、

か
駐
る
奇
石
の
世
に
あ
ら
は
る
る
は
、
予
の
時
を
得
た
る
か
と
は
じ
め
に
記

す
。
」

湖
東
石
亭
主
人
自
序

短
い
文
章
で
は
あ
る
が
、
石
亭
の
神
代
石
に
対
す
る
思
い
が
彦
み
出
て
お
り
、
最

後
の
一
文
は
、
自
ら
が
生
涯
を
か
け
て
石
の
研
究
に
没
頭
し
て
き
た
事
へ
の
、
自
負

心
の
あ
ら
わ
れ
と
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
小
形
の
神
代
石
は
収
録
せ
ず
に
、

い
わ
ば
名
品
の
み
を
掲
載
し
た
と
い
う
編
纂
の
姿
勢
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
序
文
に
続
い
て
、
合
計
五
二
点
の
神
代
石
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
神
代
石
は
図
版
１
１
４
に
写
真
を
掲
載
し
た
。
ま
た
、
添
え
ら
れ
て
い
る
記
事
に

つ
い
て
は
表
１
１
４
に
ま
と
め
た
。
な
お
、
番
号
は
冒
頭
か
ら
適
時
筆
者
が
付
け
た

も
の
で
あ
り
、
記
事
に
つ
い
て
も
関
大
本
で
明
ら
か
に
欠
落
し
て
い
る
と
判
断
で
き
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た
も
の
は
、
他
の
写
本
か
ら
補
っ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
一
覧
表
に
よ
り
な
が
ら
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
描
か
れ
て
い
る

神
代
石
の
内
容
で
あ
る
が
三
種
に
大
別
で
き
る
。
第
１
類
は
、
縄
文
時
代
に
属
す
る

と
考
え
ら
れ
る
石
器
類
（
独
鈷
石
・
石
棒
・
石
冠
・
石
剣
・
石
斧
・
石
槌
）
で
あ
る
。

第
２
類
は
、
古
墳
時
代
前
期
の
古
墳
を
中
心
に
副
葬
さ
れ
た
石
製
品
（
石
釧
・
車
輪

石
・
鍬
形
石
）
で
あ
る
。
第
３
類
と
し
て
は
、
考
古
遺
物
と
し
て
は
疑
問
が
あ
る
も

の
に
大
別
で
き
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
前
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
な
贋
物
も
含
ま
れ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
が
贋
物
か
否
か
は
、
絵
図

面
と
い
う
限
界
が
あ
り
、
判
断
で
き
な
い
も
の
も
多
い
。

そ
の
他
、
変
わ
っ
た
も
の
と
し
て
、
長
輪
所
蔵
品
の
中
の
伽
・
訂
に
示
し
た
石
帯

に
取
り
付
け
ら
れ
た
巡
方
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
石
亭
が
神
代
石
と
分
類
し
た
も
の
が
明
確
に
な
っ
て

く
る
。
す
な
わ
ち
、
石
錐
・
石
匙
（
天
狗
飯
匙
）
等
の
よ
う
に
、
石
亭
が
用
途
を
理

解
し
得
た
と
考
え
た
も
の
は
、
神
代
石
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
同
様
に
勾
玉
（
曲

玉
）
な
ど
の
玉
類
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
神
代
石
と
は
今
日
の
石
器
・
石

製
品
の
考
古
遺
物
全
般
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
用
途
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
を

総
称
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

次
に
、
出
土
地
が
記
さ
れ
て
い
る
神
代
石
を
見
て
い
く
と
、
信
濃
、
越
後
、
そ
し

て
長
嚥
の
所
蔵
で
あ
る
飛
騨
国
か
ら
の
出
土
品
は
、
第
１
類
と
し
た
縄
文
時
代
石
器

類
が
多
い
。
そ
し
て
第
２
類
の
古
墳
出
土
品
と
思
わ
れ
る
石
製
品
は
、
大
和
国
の
出

土
品
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
今
日
知
ら
れ
て
い
る
、
当
該
時
期
の
遺
跡
の
分
布
と
よ

く
合
致
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
考
古
遺
物
と
し
て
間
違
い
な
い
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
逆
に
伽
・
別
・
邪
の
「
木
曽
山
中
」
と
記
さ
れ
た
出
土
品

は
、
縄
文
時
代
石
器
類
、
あ
る
い
は
古
墳
時
代
石
製
品
の
い
ず
れ
で
も
な
さ
そ
う
で

あ
り
、
贋
作
の
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
は
、
単
に
形
状
の
み
か
ら
で
な
く
、
木
曽
山

中
が
ど
こ
を
指
す
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
域
に
は
今
日
石
製
品
が
出
土
し

そ
う
な
古
墳
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
指
摘
し
う
る
。

続
い
て
所
蔵
者
を
見
る
と
、
石
亭
の
広
い
交
友
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
畿

内
は
も
と
よ
り
、
北
陸
、
東
海
の
十
数
国
に
わ
た
り
、
上
野
、
讃
岐
な
ど
が
遠
方
と

い
え
よ
う
。
こ
れ
は
序
文
で
石
亭
自
身
が
「
同
好
の
士
国
々
に
多
く
」
と
記
述
し
て

い
る
こ
と
を
裏
付
け
る
。
そ
し
て
ま
た
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ
の

交
友
関
係
が
大
名
、
僧
侶
、
神
官
を
は
じ
め
、
長
輔
の
よ
う
な
町
人
層
に
ま
で
わ
た

っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
士
農
工
商
と
い
う
身
分
を
越
え
た
関
係
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
こ
と
は
石
亭
を
中
心
と
し
て
神
代
石
の
研
究
が
、
官
営
で
は
な
く
市
井
の

人
々
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

さ
て
、
筆
者
の
興
味
も
あ
っ
て
、
描
か
れ
た
神
代
石
の
中
か
ら
古
墳
出
土
の
石
製

品
を
見
な
が
ら
、
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。
す
な
わ
ち

鍬
形
石
ｑ
車
輪
石
・
石
釧
の
三
種
類
を
総
称
し
て
、
腕
輪
形
石
製
品
と
今
日
呼
ん
で

い
る
も
の
を
見
て
い
く
。
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
で
は
、
肋
・
略
に
鍬
形
石
、
伽
・
８
．

岨
・
皿
に
車
輪
石
、
伽
．
６
に
石
釧
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
鍬
形
石
（
伽
．
略
）
は
、
前
稿
で
詳
し
く
触
れ
た
が
、
平
成
八
年
初
夏
、

多
量
の
腕
輪
形
石
製
品
が
出
土
し
た
、
奈
良
県
三
宅
町
島
の
山
古
墳
後
円
部
出
土
品

と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
突
起
部
が
左
側
に
取
り
付
く
と
い
う
大
き
な
特
徴
が

あ
り
、
こ
の
点
か
ら
現
在
関
西
大
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
鍬
形
石
で
あ
る
と
判
断
し

⑤

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鍬
形
石
は
『
雲
根
志
』
三
編
巻
之
五
に
「
神
代
石
四
」
と

⑤

し
て
、
記
述
が
あ
る
。
以
下
、
そ
の
全
文
を
掲
載
す
る
。
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表1 『神代石之図』上巻所収神代石一覧表(1)

番号 所蔵者 出土地 特徴・法量等記載 推定器種 備 考

1 越中新川郡

宝
預

什
中

山
崎

立
芦

不 詳 石色不詳 ｢石色不詳」

東大本なし

2 同立山別山

帝釈天什宝

独鈷石

3 同国同郡

大岩山不動

尊什宝

石棒

4 信濃佐久郡

樋村田属邑

樋村

樋村田中 明和年中於樋村田中

掘(出)祀為神体

縮図長二尺五寸

廻五寸

石
神く

棒

体石）

｢出｣天大本

あり

5 (上野)榛名

山什宝

武蔵棒澤郡

宮戸村

承応三年癸己集武蔵

棒澤郡宮戸村雷雨後

拾納干當社

縮図長二尺五寸余

石棒 ｢上野｣天大

本あり

6 大聖寺侯 出所不詳
一
一
ロ
叩 石釧

7 大聖寺侯 越後三島郡

荻野城塘

越後三島郡荻野城嘘

穿出初脇野町村信濃

屋藤左衛門所蔵

廻三寸八分廻三寸八分

廻六寸五分

質青聴璃折口

石棒

(欠損）

「質青聴瑞 」

は本来No.6

の説明
「質青聴璃

東大本なし

」

8 近江石山寺

密蔵院僧正

大和三輪山

中掘出

質軟質黄白色下品

表筋タカク間ハ溝ノコト

ｸ低シ裏ハ平ナリ

厚一寸厚三四分

車輪石

9 京嵯峨天龍

寺賢長老

奥州南部産 質黄璃璃 不明 考古遺物

でない

10 近江長濱大

通寺

横超院主

No.1と同じ

器種

11 近江長濱大

通寺

横超院主

石剣(?）

12 大和釜口

普賢院

同国法輪寺

山中之得

車輪石
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九 表2 『神代石之図』上巻所収神代石一覧表(2)

13 馬場

町
寺

鯏
蝋

法泉

出所不詳 質堅硬 不明 自然石か

14 院
順

洞
宗

西
田

京
鴫

出所不詳 車輪石

15 京寺(町)御池

木瓜屋伏右衛

門

松前熊石産 厚壱寸 青龍刀石器？ 「町｣東大

本あり

16 浪華蒙葭堂 大和虎隠村

山中得之

質青聴瑞 鍬形石 前稿掲載

17 浪華兼葭堂 越後産 質堅硬如玉

其製石弩同

不明

18 讃岐阿野南部

(郡力)陶村

福岡官兵衛

同国白峰得

之

質如玉黒シ 不明 東大本、

天大本と

も｢郡」

19 伊勢洞津

福田某

奥州南部産 石棒？

20 三宅儀平 信濃木曽奥山

得之奇石

美濃可児郡石原村

三宅儀平持来一覧

質堅硬紋理如刷絲

不明

21 飛騨高山

二木長兵衛

同国小坂村

掘出

質至堅剛全体丸シ

奇品如玉

石梶棒

22 二木長兵衛 質堅硬少ｼ平ﾐアリ 独鈷石

23 二木長兵衛 此方刃ノコトシ

此方ム子丸ミアリ

質堅硬

石剣

(欠損）

24 二木長兵衛 質堅硬ニテ密ナリ

全体丸ク少シ

平ミアリ

石棒

25 二木長兵衛 質硬

左右トモ貝ノロ

中ニテ厚七分

石剣か

(欠損）

26 二木長兵衛 質硬上品

全体丸シ

石剣か

(欠損）

27 二木長兵衛 質硬中品 石冠

28 二木長兵衛 質如玉至品

底品(凹力）

石冠 東大本
「
凹」

29 二木長兵衛 質硬中品 石冠

30 二木長兵衛 質硬下品

厚二分

石刀か
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○表3 『神代石之図』上巻所収神代石一覧表(3)

31 二木長兵衛 質硬中品

底品(凹力）

石冠 ｢底品｣東大

本なし

天大本｢凹」

32 二木長兵衛 質硬上品磨肌

中ニテ厚一寸

廻り貝ノロ

磨製石斧

33 三木長兵衛 質硬廉下品

此方貝ノロ

此所ニテ厚一寸四分

不明

34 二木長兵衛 質軟下品筋高シ

上平ミアリテ貝ノロ

底之図小口之図

石冠

35 二木長兵衛 上品 石棒

36 二木長兵衛 信濃木曽山中

得之

上品 ｢上品」

東大本無し

37 二木長兵衛 奇品如玉厚二分

四隅ノ穴サクリ穴

石帯か

(巡方）

38 二木長兵衛 透徹奇品厚七分

穴両方ヨリ貫ク

不明

39 二木長兵衛 上貝ノロニアラズ

平ナリ

石冠か

40 二木長兵衛 質堅硬 石冠

41 二木長兵衛 奥州南部産 質堅硬

全体平ミアリ

独鈷石

(欠損）

42 二木長兵衛 獣頭石棒

43 同所

福嶋

五右衛門

同国白川山掘

出

質堅硬 独鈷石 着色なし

44 信濃岩村田

吉澤彦五郎

二品トモ出所

不詳

石棒

45 信濃岩村田

吉澤彦五郎

石棒

46 信濃水

ﾄ(戸）

妙覚寺

内郡

狩村

石棒

47 信濃水

ト(戸）

妙覚寺

内郡

狩村

不明

(紡錘車か）



表4 『神代石之図』上巻所収神代石一覧表(4)
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49 越中富山

戻臣

池田嘉助

質硬 石冠 加助力。

天大本

｢加」

50 越中富山

侯臣

池田嘉助

質硬二品共飛騨白川郷

白川村兵太ト云者萬治元

年ヨリ持傳寛政七年四月

得之

独鈷石

51 同吉川

唯右衛門

同国婦眉郡野積谷

市谷山中華表下

堀出

質硬廉 石棒

52 同吉川

唯右衛門

出羽荘内之山中

拾得之奇石

奇品質堅硬厚三分半

両面黒色病大小数多

表裏合白筋

明和二年於京東洞院

姉小路大和屋又右衛門

宅一覧

不明
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「
安
永
四
年
乙
未
八
月
廿
八
日
、
浪
華
に
遊
で
、
蒸
葭
堂
を
訪
ふ
。
主
人
奇
石
を

翫
ぶ
事
年
あ
り
。
此
頃
神
代
石
一
つ
を
得
た
り
と
て
見
せ
ら
る
。
古
今
数
な
き

奇
石
な
り
。
そ
の
形
状
鍬
が
た
の
如
く
、
長
さ
七
寸
中
四
寸
ば
か
り
。
末
は
薄

く
し
て
三
五
分
、
本
せ
ば
く
末
ひ
ろ
し
。
本
の
方
に
二
寸
に
一
寸
ば
か
り
な
る

一
穴
あ
り
。
表
裏
に
高
く
筋
を
彫
上
た
り
。
全
体
青
璃
瑞
に
て
、
奇
な
り
。
美

な
り
。
愛
す
る
に
堪
た
り
。
玉
工
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
し
て
、
其
根
源
は
彫
刻

の
物
な
り
。
先
に
述
る
濃
州
三
宅
氏
が
鍬
形
石
と
同
物
に
て
、
至
っ
て
上
品
に

し
て
形
ま
た
異
な
り
。
古
代
神
工
の
物
に
て
い
か
な
る
物
と
も
し
る
人
な
し
。

大
和
国
唐
院
村
の
山
中
に
て
狐
の
穿
出
せ
り
と
。
又
奇
な
ら
ず
や
。
形
図
の
ご

と
し
。
」

こ
の
文
中
に
あ
る
「
濃
州
三
宅
氏
が
鍬
形
石
と
同
物
に
て
」
と
あ
る
も
の
は
、
伽
．

別
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
神
代
石
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
伽
・
別
に
つ
い
て

は
、
写
真
に
示
し
た
と
お
り
本
物
の
鍬
形
石
と
は
思
わ
れ
な
い
。
先
に
も
記
述
し
た

よ
う
に
出
土
地
が
木
曽
山
中
と
あ
り
、
形
状
だ
け
で
な
く
、
出
土
地
か
ら
も
疑
い
が

持
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。
別
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
神
代
石
蒐
集
熱
が
高
ま
る

と
と
も
に
、
奇
石
商
と
称
す
る
人
々
が
輩
出
し
、
弄
石
家
に
神
代
石
を
販
売
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
石
亭
の
記
録
に
も
奇
石
商
か
ら
購
入
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

奇
石
商
が
扱
っ
た
も
の
す
べ
て
が
贋
作
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
神
代
石
が
商
品

と
し
て
扱
わ
れ
は
じ
め
た
時
点
で
、
贋
作
が
つ
く
ら
れ
る
余
地
が
産
ま
れ
た
と
い
え

形
李
瑳
ヘ
ノ
Ｏ

贋
作
の
問
題
は
別
稿
に
譲
る
が
、
江
戸
時
代
に
認
識
さ
れ
て
い
た
真
の
鍬
形
石
と

思
わ
れ
る
神
代
石
は
、
こ
の
兼
葭
堂
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
－
点
に
限
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。

次
に
車
輪
石
で
あ
る
が
、
上
巻
に
三
点
、
そ
し
て
後
述
す
る
下
巻
に
一
点
の
四
点

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
三
点
が
『
雲
根
志
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
そ

⑦

の
記
事
を
引
用
す
る
。

「
上
古
の
神
物
、
神
作
な
り
。
何
た
る
も
の
と
も
し
る
人
な
し
。
其
形
状
丸
く
或

ハ
飯
櫃
な
り
。
あ
る
ひ
は
平
に
し
て
中
厚
く
、
端
は
薄
し
。
大
さ
指
渡
し
三
寸
、

或
ハ
五
寸
、
或
ハ
八
九
寸
。
色
薄
白
く
木
理
あ
り
て
木
の
化
せ
し
に
似
た
り
。

菊
花
の
ご
と
く
に
彫
て
中
に
一
の
穴
あ
り
。
今
の
茶
台
、
盃
台
の
形
に
し
て
、

穴
の
さ
し
わ
た
し
二
寸
ば
か
り
あ
り
。
甚
稀
な
る
も
の
な
り
。
」
（
後
略
）

こ
の
説
明
文
と
と
も
に
大
和
普
賢
院
所
蔵
品
（
神
代
石
之
図
上
巻
伽
・
岨
）
、
京
都
島

田
宗
順
所
蔵
品
（
同
上
巻
伽
．
ｕ
）
、
石
亭
所
蔵
品
（
神
代
石
之
図
下
巻
）
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
普
賢
院
所
蔵
品
の
出
土
地
は
『
雲
根
志
』
で
は
「
法
隆
寺
山

中
」
と
な
り
、
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
で
は
「
法
輪
寺
山
中
」
と
あ
る
。
図
を
見
る

限
り
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
く
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
出
土
地
を

示
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
他
出
土
地
が
明
ら
か
な
も
の
は
い
ず
れ
も
大

和
国
（
奈
良
県
）
内
か
ら
出
土
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
絵
図
を
見
る
限

り
本
物
の
車
輪
石
と
見
て
間
違
い
な
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
先
の
鍬
形
石
と

は
異
な
り
、
出
土
し
た
古
墳
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

描
か
れ
て
い
る
車
輪
石
と
、
今
日
残
き
れ
て
い
る
実
物
を
同
定
す
る
作
業
は
、
車

輪
石
に
特
徴
が
少
な
い
だ
け
に
困
難
で
あ
る
。
可
能
性
が
あ
る
遺
物
と
し
て
は
、
現

在
石
山
寺
が
所
蔵
す
る
資
料
の
中
に
車
輪
石
一
点
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が

伽
．
８
に
あ
る
車
輪
石
の
可
能
性
が
あ
る
。

石
釧
は
伽
・
６
に
一
点
の
み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
神
代
石
之
図
』
以
外
の
図
巻

類
に
お
い
て
も
、
管
見
に
よ
る
限
り
石
釧
と
判
定
で
き
る
神
代
石
は
本
例
の
み
で
あ

九
一

一



以
上
、
石
製
品
を
概
観
し
な
が
ら
、
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
の
内
容
を
紹
介
し
て

き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
神
代
石
之
図
』
と
い
う
史
料
の
有
効
性
と
、
限
界
が
指
摘

で
き
る
。
有
効
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
ず
資
料
が
ほ
ぼ
実
物
大
で
描
か
れ
て
い
る

と
判
断
で
き
、
神
代
石
の
特
徴
を
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
か
ら
縄
文
時
代
石
器
の
中
に
は
微
妙
な
も
の
も
あ
る
が
、
真
作
と
贋
作
を
判
断
す

る
最
大
の
根
拠
に
な
る
。
ま
た
出
土
地
が
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
今
日
そ
の
場
所
を
特

定
す
る
こ
と
が
で
き
、
今
日
知
ら
れ
て
い
る
遺
跡
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

具
体
的
に
は
前
稿
で
記
述
し
た
と
お
り
、
伽
・
略
に
描
か
れ
て
い
る
鍬
形
石
に
つ

い
て
の
み
し
か
同
定
作
業
は
な
し
え
て
い
な
い
が
、
現
物
が
確
認
で
き
れ
ば
、
現
在

る
。
描
か
れ
た
石
釧
は
薄
緑
色
（
写
本
に
よ
っ
て
は
深
緑
色
）
に
着
色
さ
れ
て
お
り
、

外
斜
面
・
外
側
面
と
も
に
細
刻
線
が
施
さ
れ
た
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
日

の
型
式
学
的
な
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
古
相
を
示
す
石
釧
と
い
え
よ
う
。
出
土
地
は
不

詳
で
あ
り
、
現
在
実
物
が
残
さ
れ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
石
釧
の
所
蔵
者
で
あ
る
大
聖
寺
侯
と
は
、
加
賀
大
聖
寺
藩
前
田
氏
を
指
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
石
亭
と
同
時
代
の
藩
主
と
な
る
と
、
第
五
代
利
通
も
し
く

は
第
六
代
藩
主
で
あ
ろ
う
。
彼
は
伽
．
７
の
石
棒
も
所
蔵
し
て
お
り
、
神
代
石
蒐
集

熱
が
民
間
だ
け
で
な
く
、
武
家
階
級
に
も
及
ん
で
お
り
、
そ
の
学
問
を
通
じ
て
石
亭

と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

名
称
に
つ
い
て
は
、
「
石
釧
」
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
別
の
巻
子
本
に
は
「
神
製

御
撰
石
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
用
途
が
釧
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は

大
正
年
間
の
こ
と
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
石
釧
の
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

は
当
然
で
あ
る
。

も
考
古
学
で
検
討
し
う
る
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
限
界
点
は
同
定
作
業
が
困
難
な
こ
と
に
つ
き
よ
う
。
二
木
長
輪
の
蒐
集
品

以
外
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
で
は
、
描
か
れ
た
神
代
石
の
現
物
が
、
今
日

残
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
。
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
品

も
例
外
で
は
な
い
が
、
残
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
多
く
は
「
出
土
地
不
詳
」
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
。
よ
ほ
ど
そ
の
資
料
に
特
徴
が
な
け
れ
ば
描
か
れ
た
神
代
石
を
同
定

し
て
い
く
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
ま
た
、
贋
作
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と

を
指
摘
し
た
が
、
実
物
が
確
認
で
き
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
、
関
西
大
学
が
所
蔵
す
る
こ
と
と
な
っ
た
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
の
う
ち
、

腕
輪
形
石
製
品
を
中
心
と
し
て
紹
介
し
て
き
た
。

㈹
『
神
代
石
之
図
』
下
巻
に
つ
い
て

関
西
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
『
神
代
石
之
図
』
は
上
巻
で
あ
り
、

当
然
下
巻
が
存
在
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
ま
た
、
序
文
に
石
亭
の
印
が
な
い
こ

と
か
ら
も
写
本
で
あ
っ
て
、
原
本
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
国
書

総
目
録
』
及
び
各
図
書
館
の
蔵
書
目
録
等
を
手
掛
か
り
に
『
神
代
石
之
図
』
の
原
本
、

あ
る
い
は
写
本
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
管
見
に
触
れ
た
も
の
は
下
記
の
と
お
り
で

あ
る
。

神
宮
文
庫
所
蔵
『
神
代
石
之
図
』
乾
・
坤
（
以
下
、
神
宮
本
）

東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
所
蔵
『
神
代
石
之
図
』
上
・
下
巻
（
以
下
、
東
大
本
）

天
理
大
学
図
書
館
蔵
『
石
器
蒐
図
』
上
・
下
巻
（
以
下
、
天
大
本
）

三
．
「
神
代
石
之
図
』
の
原
本
と
写
本

九
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国
立
公
文
書
館
蔵
『
神
代
石
之
回
』
（
以
下
、
内
閣
本
）

各
巻
子
本
に
つ
い
て
は
後
述
し
て
い
く
こ
と
と
し
、
ま
ず
神
宮
本
に
よ
っ
て
下
巻
の

内
容
を
見
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

基
本
的
に
は
上
巻
と
同
様
の
体
裁
で
あ
り
、
五
六
点
の
神
代
石
の
原
寸
大
模
写
と
、

出
土
地
・
所
蔵
者
及
び
、
若
干
の
所
見
を
記
し
て
い
る
。
後
半
の
No.35
か
ら
No.56

（
下
巻
も
上
巻
と
同
様
巻
頭
の
神
代
石
か
ら
番
号
を
付
し
た
）
は
、
石
亭
が
「
石
剣

頭
」
と
呼
ぶ
、
今
日
の
子
持
勾
玉
が
二
二
点
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
先
に
示
し
た
序
文

に
お
い
て
、
石
亭
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
石
剣
頭
（
子
持
勾
玉
）
を
奇
古
な

も
の
と
し
て
捉
え
、
集
成
を
試
み
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
石
剣
頭
に
つ
い
て
は
、
命
名
の
経
緯
、
ま
た
用
途
を
含
め
て
論
述
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
当
面
三
十
数
点
の
神
代
石
を
見
て
い
こ
う
。
上
巻
に
お
い
て
分
類
し

た
よ
う
に
、
第
1
類
縄
文
時
代
石
器
、
第
2
類
古
墳
時
代
石
製
品
、
第
3
類
贋
作
及

び
不
明
品
の
三
種
類
が
存
在
す
る
。
上
巻
と
比
較
し
て
第
1
類
の
縄
文
時
代
石
器
が

多
く
を
占
め
る
。
こ
れ
は
現
在
の
新
潟
県
在
住
の
弄
石
家
蒐
集
品
が
大
部
分
で
あ
り
、

新
潟
県
に
お
け
る
縄
文
遺
跡
の
多
さ
と
比
例
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
越
後
に
お

け
る
弄
石
家
と
し
て
は
、
こ
の
巻
子
本
の
跛
文
を
執
筆
し
て
い
る
鈴
木
甘
井
（
浣
華

井
甘
井
）
が
代
表
で
あ
る
が
、
他
に
下
巻
に
登
場
す
る
人
物
を
列
挙
す
る
と
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。
「
高
田
光
國
寺
」
「
奥
村
順
治
」
「
和
田
七
郎
左
衛
門
」
「
信
濃
屋
六

右
衛
門
」
「
河
野
平
八
郎
」
「
倉
石
甚
助
」
の
名
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
倉
石
は
八
点
の

所
蔵
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
は
木
内
石
亭
の
所
蔵
品
が
一

0
点
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
下
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
神
代
石
の
中
か
ら
二
、
三
注
目
す
べ
き
も
の
を
取

り
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
は
前
稿
に
お
い
て
贋
作
の
例
と
し
て
あ
げ
た
二
点
が
、
と
も
に

九
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こ
の
下
巻
に
所
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
伽
・
加
に
あ
る
涜
華
井
甘
井
が
所
蔵
す
る
と
し
て
描
か
れ
た
神
代
石
で

あ
る
。
こ
れ
が
前
稿
で
も
紹
介
し
た
、
現
在
高
山
市
郷
士
館
が
所
蔵
す
る
資
料
と
同

一
で
あ
る
と
見
て
間
違
い
な
い
（
図
版
５
）
。
そ
の
根
拠
と
し
て
添
え
ら
れ
て
い
る

記
事
が
「
大
和
山
邊
郡
布
留
神
社
丹
波
市
之
岡
堀
出
」
と
あ
り
、
実
物
に
添
え
ら
れ

て
い
る
付
菱
と
一
致
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
形
状
も
一
致
し
、
大
き

さ
も
原
寸
大
に
描
か
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

も
う
一
点
は
伽
・
詔
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
石
亭
が
所
蔵
す
る
贋
作
石
製
品
で
あ

る
。
現
物
は
関
西
大
学
博
物
館
に
あ
り
（
図
版
６
）
、
筆
者
が
最
初
に
違
和
感
を
抱

い
た
も
の
で
あ
る
。
形
状
、
大
き
さ
も
一
致
す
る
。
ま
た
色
彩
を
実
物
と
比
較
し
た

と
き
色
調
も
一
致
す
る
こ
と
か
ら
『
神
代
石
之
図
』
に
描
か
れ
た
図
は
、
忠
実
に
石

の
色
も
表
現
し
て
い
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
旧
稿
を
執
筆
し
た
時
点
で
は
こ
の
巻

子
本
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
高
山
市
郷
土
館
に
あ
る
長
嚥
の
描
い
た
と
思

わ
れ
る
ス
ケ
ッ
チ
と
の
比
較
を
試
み
た
。
し
か
し
、
こ
の
巻
子
本
に
よ
っ
て
こ
の
贋

作
が
石
亭
の
手
元
に
あ
っ
た
も
の
を
確
実
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
こ
と
は
、
単
に
巻
子
本
に
描
か
れ
た
神
代
石
の
実
物
が
今
日
同
定
で
き
た
と

い
う
事
実
に
留
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
肋
・
別
が
涜
華
井
甘
井
の
所
蔵
品
と
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
嬬
の
手
元
に
あ
り
、
こ
の
事
実
は
涜
華
井
甘
井
か
ら
長
輪

へ
の
贈
答
で
あ
ろ
う
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
石
亭
の
所
蔵
品
の
ス
ケ
ッ
チ
が
、

や
は
り
二
木
の
手
元
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
越
後
居
住
の
淀
華
井
甘
井
、
飛
騨

居
住
の
二
木
長
嚥
、
近
江
居
住
の
木
内
石
亭
の
間
の
密
接
な
交
流
を
物
語
る
物
証
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
書
状
、
あ
る
い
は
往
来
の
記
事
な
ど
で
彼
ら
交
流
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
神
代
石
の
交
換
、
贈
答
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

蝿
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実
証
で
き
る
。
同
じ
く
下
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
石
亭
所
蔵
の
石
棒
は
、
出
土
地
が

飛
騨
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
長
嚥
か
ら
の
贈
答
品
で
あ
ろ
う
と
想
定
で
き

フ
（
勺
Ｏ

そ
の
他
に
下
巻
所
収
神
代
石
の
中
で
注
目
し
た
い
も
の
と
し
て
、
肋
・
妬
に
あ
る

石
亭
所
蔵
の
車
輪
石
で
あ
る
。
絵
図
は
図
版
７
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
記
さ

れ
た
記
事
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
大
和
葛
城
山
麓
辨
弁
天
山
坂
口
村
掘
出
質
堅
硬

同
物
湖
南
石
山
密
蔵
院
僧
正
蔵
出
所
不
明
」

こ
の
記
事
の
な
か
で
「
質
堅
硬
」
の
文
字
は
東
大
本
で
は
脱
落
し
て
い
る
。
ま
た
石

山
僧
正
蔵
と
あ
る
車
輪
石
は
上
巻
伽
．
８
（
神
宮
本
で
は
伽
・
蛆
）
に
示
さ
れ
て
い
る

三
輪
山
中
出
土
品
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
こ
の
車
輪
石
で
あ
る
が
、
神
田
孝
平
の
著
し
た
『
日
本
大
古
石
器
考
』
第
岨

図
２
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
（
図
版
甑
の
出
土
地
が
同
じ
く
「
大
和
葛
城
」
と

あ
り
、
現
在
関
西
大
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
車
輪
石
と
同
一
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
、
こ
の
同
定
作
業
に
は
今
し
ば
ら
く
厳
密
性
を
必
要
と
し
、
ま
た
、
同
地
に

当
該
時
期
の
古
墳
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
出
土
地
の
確
定
に
も
時
間
を
要
す
る
。

以
上
、
『
神
代
石
之
図
』
下
巻
を
紹
介
し
な
が
ら
、
描
か
れ
て
い
る
神
代
石
の
な

か
か
ら
石
製
品
を
中
心
に
紹
介
し
て
き
た
。
下
巻
に
つ
い
て
は
個
々
の
写
真
が
掲
載

で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
概
略
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
『
神
代
石
之
図
』
の
持

つ
内
容
、
及
び
意
義
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
め
ら
れ
た
こ
と
と
し
た
い
。

②
『
神
代
石
之
図
』
の
原
本
と
写
本

現
在
確
認
で
き
た
『
神
代
石
之
図
』
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
関
大
本
を
含
め
て
五

で
あ
る
の
に
対
し
、
東
大
本
で
は
「
寛
政
八
年
の
秋
、
石
亭
翁
の
求
め
に
よ
り
て
神

代
石
の
図
を
浄
写
す
。
し
り
へ
に
…
…
（
後
略
）
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
傍
線
を
付

し
た
「
寛
政
八
年
」
「
石
亭
翁
」
な
ど
が
原
本
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
相
違
も

下
巻
が
確
認
で
き
た
天
大
本
で
も
東
大
本
と
同
様
の
践
文
で
あ
る
。

巻
で
あ
る
。
一
応
す
べ
て
の
現
物
を
確
認
し
た
が
、
写
真
撮
影
が
未
了
で
あ
り
十
分

比
較
検
討
で
き
て
い
な
い
点
が
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
た
上
で
、
確
認
で
き
た
事
項

を
記
述
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
『
神
代
石
之
図
』
の
原
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
神

宮
本
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
第
一
に
序
文
の
最
後
に
あ
る
「
木
内
石
亭
」
の

あ
と
に
石
亭
の
実
印
が
捺
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
関
大
本
、
東
大
本
と
と
も

に
印
は
押
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
最
後
の
祓
文
に
お
い
て
も
記
述
し
た
涜
華
井
甘

井
の
実
印
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
神
宮
本
と
関
大
本
・
東
大
本
・
天
大
本
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
か

ら
、
あ
る
程
度
の
写
本
の
系
統
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
ま
ず
こ
の
神
宮
本
と
他
の
写
本
の
違
い
を
確
認
し
て
い
く
が
、
伽
・
蛆
．

Ⅱ
に
示
し
た
「
近
江
長
浜
大
通
寺
横
超
院
主
蔵
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
石
棒
が
、
神

宮
本
で
は
伽
．
７
の
後
に
描
か
れ
て
お
り
、
神
宮
本
で
は
伽
・
８
．
９
に
な
る
。
関
大

本
も
含
め
す
べ
て
の
写
本
で
は
、
本
稿
で
示
し
た
と
お
り
の
順
序
で
描
か
れ
て
お
り
、

こ
の
原
本
と
写
本
の
相
違
が
ど
の
時
点
で
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
描
か
れ
た
神
代
石
の
特
徴
、
及
び
記
事
に
つ
い
て
は
全
く
一
致

し
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
大
き
な
違
い
は
賊
文
の
文
頭
に
大
き
な
相
違
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
神
宮
本
は
「
神
代
石
の
図
を
浄
写
す
。
し
り
へ
に
…
…
（
後
略
）
」
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こ
の
相
違
点
は
、
原
本
が
浣
華
井
甘
井
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
神
宮
本
に
は
「
神
宮
文
庫
蔵
書
」
の
蔵
書
印
あ
る
い
は

前
身
の
「
林
崎
文
庫
」
の
蔵
書
印
と
共
に
「
浣
華
甘
蔵
書
」
の
印
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
、
こ
の
巻
子
本
が
浣
華
井
甘
井
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
よ

っ
て
こ
の
原
本
か
ら
写
本
が
作
ら
れ
て
い
く
過
程
で
、
「
い
つ
」
「
な
ぜ
」
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
「
寛
政
八
年
」
「
石
亭
翁
」
等
の
字
句
が
跛
文
の
最
後
に
付
加
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
他
、
個
々
の
神
代
石
に
関
す
る
記
述
は
基
本
的
に
共
通
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
原
本
と
東
大
本
を
詳
細
に
比
較
し
て
い
く
と
、
東
大
本
に
は
い
く
つ
か
の
欠
落
が

生
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
N
o
.
1
の
「
石
色
不
詳
」
の
文
字
は
東
大
本
に
は
認
め
ら

れ
な
い
。
ま
た
N
o
.
4
.
5
な
ど
の
出
土
地
が
、
一
行
書
の
も
の
が
二
行
に
わ
た
っ

て
い
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
字
句
が
絵
図
の
左
側
に
記
述
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
違
い

が
散
見
さ
れ
る
。

ま
た
逆
に
東
大
本
の
み
に
見
ら
れ
る
字
句
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
N
o
.
6
の
「
大

聖
寺
候
蔵
二
品
」
の
中
の
「
二
品
」
の
文
字
は
東
大
本
の
み
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ

は
写
本
の
過
程
で
、
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
を
神
宮
本
と
比
較
し
な
が
ら
、
写
本
の
系
統
を
た

ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
関
大
本
と
の
比
較
、
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
の
特
徴

に
つ
い
て
記
述
し
て
お
き
た
い
。

結
論
的
に
い
え
ば
、
も
っ
と
も
忠
実
に
原
本
を
写
し
た
巻
子
本
は
、
天
大
本
で
あ

る
と
い
え
る
。
東
大
本
に
つ
い
て
は
描
か
れ
て
い
る
神
代
石
の
タ
ッ
チ
が
弱
く
、
着

色
も
塗
っ
た
と
い
う
表
現
が
当
て
は
ま
る
程
度
の
絵
図
で
あ
る
。
ま
た
、
下
巻
に
な

る
と
記
述
の
脱
落
が
目
に
付
く
。
天
大
本
に
つ
い
て
は
、
絵
も
う
ま
く
文
章
の
脱
落

九
七

も
少
な
い
。
ま
た
文
末
の
浣
華
井
甘
井
の
印
も
、
実
大
で
き
わ
め
て
丁
寧
な
朱
書
き

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

関
大
本
に
つ
い
て
は
、
上
巻
の
み
し
か
比
較
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
描
か
れ
て

い
る
神
代
石
は
丁
寧
に
、
か
つ
忠
実
に
模
写
さ
れ
、
ま
た
そ
の
タ
ッ
チ
も
比
較
的
生

き
生
き
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
記
述
に
つ
い
て
は
草
書
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
文
字

の
脱
落
も
見
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
比
較
的
短
時
間
に
模
写
さ
れ
た
た
め
か
、
単
純
な

誤
植
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
N
o
.
1
8
の
所
蔵
者
住
所
で
は
、
原
本
が
「
讃
岐
阿

野
南
郡
陶
村
」
あ
る
の
に
対
し
、
関
大
本
で
は
「
讃
岐
阿
野
南
部
陶
村
」
と
な
り
、

意
味
か
ら
考
え
て
明
ら
か
な
誤
植
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
同
様
に
解
説
の
字
句
、

た
と
え
ば

N
o
.
7
の
上
に
書
い
て
あ
る
「
質
青
瑞
瑞
」
の
文
字
は
N
o
.
6
の
石
釧
に
つ

い
て
の
説
明
語
句
で
あ
り
、
書
か
れ
て
あ
る
位
置
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
こ
の
よ

う
に
記
述
に
つ
い
て
は
文
末
の
一
字
句
が
脱
落
し
て
い
る
点
な
ど
が
あ
る
が
、
神
代

石
の
模
写
は
、
東
大
本
よ
り
も
は
る
か
に
丁
寧
で
あ
り
、
た
と
え
ば
No.12
の
車
輪

石
な
ど
で
は
、
放
射
状
凸
線
の
表
現
が
立
体
的
で
あ
る
。

以
上
大
ま
か
に
各
巻
子
本
の
特
徴
を
見
て
き
た
が
、
具
体
的
に
こ
の
写
本
か
ら
こ

の
写
本
へ
と
い
う
系
統
を
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
筆

者
の
観
察
不
足
に
起
因
す
る
が
、
『
神
代
石
之
図
』
そ
の
も
の
が
、
図
が
主
で
あ
り

記
述
が
少
な
く
、
文
字
に
よ
る
系
統
が
明
ら
か
に
し
づ
ら
い
と
い
う
難
点
も
あ
ろ
う
。

特
に
絵
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
写
本
を
作
っ
た
人
物
の
上
手
下
手
が
あ
り
、
絵
が

う
ま
い
だ
け
で
原
本
に
近
い
と
判
断
す
る
こ
と
も
早
急
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
内
閣
本
は
天
地
一
四
c
m
ほ
ど
の
小
形
の
巻
子
本
で
あ
る
。
内
容
は
『
神
代

石
之
図
』
の
上
巻
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
大
き
な
違
い
は
各
神
代
石
の
寸
法
が
記
述

し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
形
の
巻
子
本
に
写
し
た
た
め
に
、
『
神
代
石
之



図
』
の
原
本
に
描
か
れ
た
図
の
大
き
さ
を
測
り
、
記
述
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
小
形
の
巻
子
本
は
、
先
述
し
た
と
お
り
携
帯
用
で
あ
ろ
う
。
こ
の
内

閣
本
は
木
内
石
亭
の
手
稿
本
と
さ
れ
て
い
る
が
、
文
頭
の
序
文
に
印
も
な
く
、
絵
も

稚
拙
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
携
帯
用
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
『
神
代
石
之
図
』
は
、
各
神
代
石
を
実
物
大
で
描
い
て
い
る

あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
堀

以
上
、
本
稿
で
は
関
西
大
学
が
所
蔵
す
る
こ
と
と
な
っ
た
巻
子
本
『
神
代
石
之
図
』

を
紹
介
し
て
き
た
。
筆
者
の
力
量
不
足
も
あ
り
、
原
本
及
び
他
の
写
本
と
の
書
誌
学

的
な
考
察
に
つ
い
て
は
十
分
で
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
。

さ
て
、
最
後
に
こ
の
『
神
代
石
之
図
』
に
描
か
れ
て
い
る
神
代
石
の
行
方
に
つ
い

て
判
明
し
て
い
る
石
器
類
を
示
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
う
ち
二
木
長
輪
の
所

蔵
品
に
つ
い
て
は
大
半
が
現
在
も
彼
が
居
住
し
た
飛
騨
高
山
に
お
い
て
保
存
さ
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
本
館
が
所
蔵
す
る
遺
物
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
贋
作
と
し
て
旧
稿
で
紹
介
し
た
二
点
の
う
ち
一
点
（
下
巻

肋
・
銘
）
が
本
学
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
巻
伽
・
略
に
描
か
れ
て
い

る
木
村
蒙
葭
堂
が
所
蔵
し
た
鍬
形
石
も
前
稿
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ

れ
ら
以
外
に
確
認
で
き
た
神
代
石
は
下
記
の
四
点
で
あ
る
。

こ
と
の
傍
証
に
も
な
ろ
う
。

四
．
お
わ
り
に
ｌ
神
代
石
の
流
転
Ｉ

１
．
変
形
石
斧
（
図
版
９
．
ｍ
）

司 司

本神
山代
考石
古之
室図
要と
録下
些巻
No No

134 12

こ
の
四
点
に
つ
い
て
は
形
状
、
大
き
さ
の
記
載
か
ら
見
て
も
間
違
い
な
く
、
図
版
に

示
し
た
実
物
で
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。
こ
の
う
ち
１
か
ら
３
は
越
後
国
高
田
に
居

住
し
た
倉
石
甚
助
が
所
蔵
し
て
い
た
と
記
述
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
出
土
地
に

つ
い
て
は
越
後
国
魚
沼
郡
中
之
嶋
下
船
戸
村
と
の
記
述
が
あ
る
。
３
は
信
濃
産
所
路

不
詳
と
あ
り
、
細
か
な
出
土
地
は
特
定
で
き
な
い
。
４
は
淀
華
井
甘
井
が
所
蔵
し
て

お
り
、
越
後
国
頚
城
郡
可
児
村
と
い
う
出
土
地
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
『
本
山
考
古
室
要
鈍
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
図
書
が

刊
行
さ
れ
た
時
点
で
、
４
に
つ
い
て
は
出
土
地
が
越
後
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
他
三
点
は
出
土
地
不
詳
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
今
回
『
神
代
石
之
図
』
を
検
討

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
遺
物
の
出
土
地
を
明
ら
か
に
で
き
た
。
具
体
的

な
遺
跡
名
、
あ
る
い
は
出
土
状
況
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
出
土
地
不

詳
の
遺
物
か
ら
、
今
日
の
考
古
学
的
考
察
に
耐
え
ら
れ
る
遺
物
と
す
る
こ
と
で
き
る

可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
『
神
代
石
之
図
』
に
掲
載
さ
れ
た
資
料
以
外
に
も
、
本
学
博
物
館
が
所
蔵
す

る
石
器
類
が
江
戸
時
代
の
巻
子
本
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に

⑩

新
潟
県
在
住
の
小
島
正
巳
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
巻
子
本
と
は
、
越
後
国
頸

城
郡
ぴ
居
住
し
た
河
倉
亭
と
称
し
た
津
川
平
四
郎
が
収
集
し
た
神
代
石
を
掲
載
し
た

４
．
半
月
形
石
器
（
図
版
咽
・
蛆
）

３
．
独
鈷
石

２
．
両
頭
石
斧
（
図
版
９
．
Ⅱ
）

弓 司 司 司 司 司

本神本神本神
山代山代山代
考石考石考石
古之古之古之
室図室図室図
要上要と要と
録下録下録下
と巻と巻と巻
No NoNo No No No

94 24 141 18 149 13

九
八
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図版15
『上古石器図巻』

No. 49 

r本山考古室要録』
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『
上
古
石
器
図
巻
』
で
あ
る
。
こ
の
巻
子
本
に
つ
い
て
は
小
熊
博
史
氏
も
紹
介
さ
れ

⑪

て
い
る
。
こ
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
神
代
石
の
う
ち
数
点
は
、
ま
ち
が
い
な
く
図
版

ｕ
・
喝
に
示
し
た
本
館
博
物
館
が
所
蔵
す
る
石
器
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
小
島
、

小
熊
氏
と
も
地
元
に
居
住
し
た
江
戸
時
代
の
弄
石
家
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
地

域
に
お
け
る
考
古
学
史
に
つ
い
て
級
密
な
考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
新
潟
県
出
土
の
石
器
が
今
日
本
学
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
経

緯
は
、
小
島
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
田
孝
平
が
明
治
一
○
年
に
文
部

小
輔
と
し
て
、
新
潟
県
の
学
事
巡
回
に
訪
れ
た
折
り
に
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
潭
川
平
四
郎
は
文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
に
逝
去
し
て
お
り
、

そ
の
後
約
七
○
年
間
は
子
孫
宅
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
神
田
が
入
手
し
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

神
田
は
弄
石
家
諸
氏
の
蒐
集
し
た
神
代
石
を
、
明
治
初
期
に
様
々
な
方
法
で
入
手

し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
基
本
的
な
方
法
と
は
、
も
ち
ろ
ん
購
入
で
あ
ろ
う
し
、
あ

る
い
は
寄
贈
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
神
田
孝
平
は
こ
れ
ら
蒐
集
し
た

石
器
類
を
集
成
し
て
、
明
治
一
七
年
に
『
日
本
大
古
石
器
考
』
を
上
梓
す
る
に
至
っ

神
田
は
多
く
の
巻
子
本
も
手
元
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
、
現
在
東
京
大
学
総
合
研

究
博
物
館
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
神
田
自
身
、
木
内
石
亭
・

木
村
兼
葭
堂
・
葎
川
平
四
郎
ら
弄
石
家
ら
の
研
究
成
果
を
承
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
初
期
の
西
洋
か
ら
の
学
問
導
入
と
い
う
社
会
的
風
潮
の

た
め
に
、
積
極
的
に
弄
石
家
ら
の
活
動
を
評
価
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
考

古
学
と
い
う
学
問
が
、
明
治
一
○
年
に
Ｅ
、
Ｓ
・
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
学
問
と
し
て
我

が
国
広
め
ら
れ
て
い
く
状
況
と
軌
を
一
つ
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
の
で
あ
る
。

文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
に
木
内
石
亭
が
逝
去
し
、
一
七
五
○
年
代
か
ら
ほ
ぼ
半
世

紀
の
間
興
隆
し
た
、
物
産
学
の
一
流
派
に
位
置
付
け
ら
れ
る
弄
石
会
の
活
動
も
一
気

に
衰
退
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
弄
石
家
が
蒐
集
し
た
石
器
類
も
散
逸
し
て
い
く
。

関
西
大
学
博
物
館
資
料
は
神
田
孝
平
、
本
山
彦
一
の
手
を
通
じ
て
現
在
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
今
回
『
神
代
石
之
図
』
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、

ほ
ぼ
二
○
○
年
の
時
を
経
て
、
弄
石
家
の
収
集
品
を
本
学
の
博
物
館
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
木
内
石
亭
ら
の
研
究
成
果
を
、
神
田
孝
平
と
い
う
明
治

初
期
の
考
古
学
者
を
介
し
て
、
江
戸
か
ら
明
治
の
考
古
学
史
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
明
治
一
○
年
に
モ
ー
ス
が
大
森
貝
塚

を
調
査
し
、
我
が
国
の
考
古
学
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
背
景
に

は
木
内
ら
の
弄
石
家
、
あ
る
い
は
神
田
ら
の
研
究
成
果
が
連
綿
と
続
い
て
い
る
こ
と

を
承
知
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
関
西
大
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
資
料

の
価
値
を
、
こ
の
点
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

一
○
○



⑪⑩⑨ ⑥⑧⑦ ⑤④③ ②
小
島
正
巳
「
越
後
妙
高
山
麓
に
お
け
る
考
古
学
の
先
達
」
『
新
潟
考
古
』

①
長
谷
部
言
人
「

日
本
考
古
学
会

「

罫
ロ 0

小
熊
博
史
「
北
越
頸
城
河
倉
亭
画
『
上
古
石
器
図
巻
』
考
」
『
甘
粕
健
先
生
退
官
記

念
論
集
考
古
学
と
遺
跡
の
保
護
』
一
九
九
六
年
同
論
集
刊
行
会

末
永
雅
雄
『

註
２
に
同
じ

神
田
孝
平
量
具
困
目
シ
月
庸
貝
陣
目
①

版
『
日
本
大
古
石
器
考
』
）
一
八
八
四
年

図
版
８
に
示
し
た
車
輪
石
の
説
明
文
は
、

「
盟
白
一
盲
『
８
国
頤
．
』
．
Ｐ
Ｃ
Ｏ
昌
一
昌
昌
巳
の
の
（

末
永
雅
雄
『
本
山
考
古
室
要
録
』
二

『
三
○
房
の
○
ご
湯
口
巳
の
貝
陣
○
画
①

呉
昌
の
８

吉
川
弘
文
館

註
６
に
同
じ

徳
田
誠
志
「
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
旧
木
村
兼
葭
堂
所
蔵
の
鍬
形
石
ｌ
奈
良
県

島
の
山
古
墳
の
出
土
品
Ｉ
」
『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
第
３
号
一
九
九
七
年

斎
藤
忠
『
日
本
考
古
学
史
資
料
集
成
』
１
江
戸
時
代
一
九
七
九
年

の
表
記
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
涜
華
井
甘
井
」
に
基
本
的
に
統
一

清
野
謙
次
『
日
本
考
古
学
・
人
類
学
史
』
上
巻
一
九
五
四
年
岩

斎
藤
忠
『
木
内
石
亭
』
人
物
叢
書
一
九
六
二
年
吉
川
弘
文
館

第
九
号
一
九
九
八
年
新
潟
県
考
古
学
会

な
お
、
「
淀
華
井
甘
井
」
の
名
に
つ
い
て
は
、
「
涜
華
井
丼
井
」
「
鈴
木
甘
井
」
な
ど

の
表
記
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
涜
華
井
甘
井
」
に
基
本
的
に
統
一
し
た
。

清
野
謙
次
『
日
本
考
古
学
・
人
類
学
史
』
上
巻
一
九
五
四
年
岩
波
書
店

胃
冒
亘
の
ョ
の
貝
の

神
代
石
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
○
巻
一
○
号
一
九
四
○
年

ぐ
の
ｑ
・
Ｉ
【
胃
巨
３
ｍ
ご
煙
冒
画
言
屋
四
冒
胃
Ｅ

一
九
三
五
年
岡
書
院

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

陣
Ｃ
Ｏ
ご
壱
目
』
（
日
本
語

一

○
一




