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古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会宮

本

夫

は
じ
め
に

私
は
昨
年
の
「
東
北
ア
ジ
ア
の
青
銅
器
文
化
」
と
い
う
小
論
で
、
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
的
な
形
態
差
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
こ
で

は
地
域
差
の
詳
し
い
論
証
過
程
を
述
べ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
、
本
稿
で
再
論
し
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
遼
寧
式
銅
剣
の
研
究
史
を
紐
解
く
必
要
は
な
い
と
思
え
る
が
、
昨
年
来
、
遼
寧
式
銅
剣
に
関
す
る
論
考
が

相
次
い
で
い
る
。
こ
れ
は
以
下
の
研
究
史
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
基
本
的
に
遼
寧
式
銅
剣
の
型
式
学
的
検
討
を
確
立
さ
れ

遼
西
起
源
説
を
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
一
九
六

0
年
代
の
秋
山
進
午
の
業
績
で
あ
る
。
そ
の
後
一
九
八

0
年
代
に
な
り
、
型
式
学
的
検

討
か
ら
遼
東
起
源
説
と
地
域
的
な
遼
寧
式
銅
剣
の
展
開
を
述
べ
ら
れ
た
の
は
林
濯
で
あ
る
。
一
方
、
青
銅
器
生
産
の
器
種
的
な
組
み

合
わ
せ
や
そ
の
総
合
性
か
ら
地
域
的
な
展
開
を
述
べ
、
遼
寧
式
銅
剣
の
遼
西
起
源
説
を
支
持
さ
れ
た
の
は
斬
楓
毅
で
あ
る
。
さ
ら
に

一
九
九

0
年
代
に
は
、
秋
山
進
午
は
、
現
地
調
査
を
ふ
ま
え
遼
東
の
遼
寧
式
銅
剣
の
鋳
上
が
り
の
悪
さ
な
ど
か
ら
宝
器
的
性
格
を
見

て
取
り
、
遼
西
起
源
説
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
段
階
に
あ
っ
て
、
昨
年
度
は
拙
論
を
含
め
、
五
つ
の
論
考
が
相
次
い
で
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式
遼
寧
式
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そ
の
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登
場
し
た
。
拙
論
を
除
け
ば
、
徐
光
輝
、
秋
山
進
午
、
千
葉
基
次
、
村
上
恭
通
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
秋
山
進
午
の
も
の
は
論
旨
的
に

は
先
に
発
表
さ
れ
た
も
の
の
繰
り
返
し
で
あ
る
が
、
徐
光
輝
・
千
葉
基
次
は
と
も
に
遼
東
起
源
説
を
述
べ
、
村
上
恭
通
は
遼
西
起
源

説
を
述
べ
る
。
徐
、
千
葉
は
と
も
に
こ
れ
ま
で
の
遼
寧
式
銅
剣
の
型
式
学
的
検
討
だ
け
で
は
な
く
、
銅
剣
に
伴
出
す
る
土
器
を
以
て

年
代
を
検
討
す
る
必
要
を
述
べ
、
土
器
編
年
か
ら
遼
東
起
源
説
を
支
持
し
て
い
る
。
村
上
は
、
遼
寧
式
銅
剣
に
み
ら
れ
る
剣
柄
、
剣

把
頭
の
組
み
合
わ
せ
を
重
視
し
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
が
す
べ
て
そ
ろ
う
遼
西
の
奴
魯
児
虎
山
南
麓
を
そ
の
起
源
地
と
し
、
そ
の
後
の

地
域
的
な
展
開
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
昨
年
度
来
の
研
究
動
向
が
遼
寧
式
銅
剣
分
布
地
域
内
で
の
地
域
性
を
重
視
し
よ

う
と
す
る
研
究
方
向
で
あ
る
。
私
も
こ
の
地
域
の
地
域
区
分
あ
る
い
は
地
域
単
位
の
展
開
に
つ
い
て
は
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う

し
た
細
か
な
地
域
単
位
で
遼
寧
式
銅
剣
を
み
て
い
く
必
要
性
に
は
同
感
で
あ
り
、
遼
寧
式
銅
剣
の
初
源
期
か
ら
地
域
性
が
あ
る
こ
と

は
昨
年
の
拙
論
に
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
徐
光
輝
も
同
じ
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
徐
や
千
葉
が
論
じ
て
い
る
伴

出
土
器
の
検
討
あ
る
い
は
そ
の
年
代
観
に
は
私
自
身
異
論
が
あ
り
、
本
稿
に
て
自
説
を
述
べ
て
み
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り

議
論
さ
れ
て
い
な
い
遼
寧
式
銅
剣
の
使
用
法
の
原
理
か
ら
も
、
形
態
変
遷
の
原
則
を
論
じ
て
み
た
い
。
さ
ら
に
、
地
域
的
な
展
開
を

論
ず
る
に
当
た
っ
て
最
も
大
切
な
地
域
で
の
需
要
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
各
地
域
で
の
社
会
的
な
発
展
度
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と

思
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
墓
制
を
加
え
て
論
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
遼
寧
式
銅
剣
を
有
す
る
社
会
の
特
質
を
論
じ
、
さ
ら

に
遼
寧
式
銅
剣
の
意
味
を
再
考
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。



地
域
区
分

本
稿
の
基
本
的
な
方
法
的
手
続
き
は
、
土
器
様
式
に
基
づ
く
地
域
区
分
を
基
本
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
や
そ

の
社
会
的
意
味
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
そ
の
地
域
区
分
か
ら
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
地
域
単
位
す
な
わ
ち
社
会

単
位
の
地
理
的
範
囲
は
、
時
間
軸
を
通
じ
て
変
容
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
系
統
的
な
連
続
性
を
持
つ
こ
と
を
か
つ
て
示
し
た
こ
と
が

あ
る
。
遼
西
・
遼
東
に
お
砂
る
地
域
区
分
は
こ
の
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
遼
西
に
関
し
て
は
よ
り
細
か
な
区
分
が
必
要
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
ず
、
遼
東
に
お
け
る
地
域
区
分
は
遼
河
下
流
域
や
湾
河
・
太
子
河
流
域
と
遼
東
半
島
に
分
げ
ら
れ
る
。
遼
東
半
島
は
よ
り
厳
密

に
い
え
ば
積
石
塚
が
分
布
す
る
遼
東
半
島
南
端
部
の
旅
大
地
区
と
支
石
墓
が
分
布
す
る
碧
流
河
や
大
洋
河
流
域
の
遼
東
半
島
部
に
分

か
れ
る
。
ま
た
、
遼
河
下
流
域
と
湾
河
・
太
子
河
流
域
は
遼
寧
式
銅
剣
出
現
以
前
の
段
階
か
ら
明
確
に
地
域
区
分
で
き
る
。
遼
河
下

流
域
は
高
台
山
文
化
の
段
階
か
ら
土
器
組
成
上
、
遼
西
の
夏
家
店
下
層
と
一
定
の
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
揮
河
・
太
子
河

流
域
の
遼
東
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
墓
制
上
も
卓
子
式
支
石
墓
の
有
無
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
的
な
区
別
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ

こ
で
古
式
遼
寧
式
銅
剣
を
検
討
す
る
本
稿
で
は
、
遼
河
下
流
域
を
遼
西
に
含
め
て
検
討
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
遼
寧
式
銅
剣
成

立
の
段
階
か
ら
石
棺
墓
が
薄
河
・
太
子
河
流
域
に
広
が
り
、
遼
西
と
類
似
し
た
墓
制
に
転
換
し
て
い
く
。
な
お
、
遼
東
で
は
さ
ら
に

輝
発
河
上
流
域
な
ど
の
遼
東
内
陸
部
が
地
域
区
分
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
遼
寧
式
銅
剣
が
ほ
と
ん
ど
出
土
せ
ず
、
さ
ら

に
固
有
の
大
石
蓋
墓
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
本
論
考
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

一
方
遼
西
は
こ
れ
ま
で
一
括
し
て
地
域
区
分
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
地
域
細
分
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
斬
楓
毅
は
、
青
銅

器
の
器
種
構
成
を
も
と
に
シ
ラ
ム
レ
ン
河
流
域
、
寧
城
一
帯
、
大
凌
河
流
域
の
三
地
域
に
区
分
し
て
い
る
。
乙
の
地
域
の
青
銅
器
の

展
開
あ
る
い
は
土
器
の
文
化
様
式
か
ら
考
え
れ
ば
、
現
営
子
類
型
と
夏
家
店
上
層
文
化
が
明
瞭
に
地
域
区
分
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会
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二
八

乙
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
股
末
か
ら
西
周
中
期
ま
で
の
青
銅
葬
器
が
出
土
す
る
地
域
と
そ
れ
以
北
の
地
域
に
区
分
で
き
る
。
こ
こ
で

は
貌
営
子
類
型
の
分
布
地
域
で
あ
る
大
凌
河
流
域
と
そ
れ
以
北
の
地
域
と
を
区
分
し
て
検
討
し
た
い
。
そ
の
結
果
、
矛
形
の
タ
イ
プ

を
除
く
遼
寧
式
銅
剣
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
結
果
的
に
大
凌
河
流
域
と
奴
魯
爾
児
山
以
北
の
寧
城
地
区
と
に
分
凶
り
る
こ
と
が
で
き
、
斬

楓
毅
と
同
じ
区
分
の
原
則
と
な
ろ
う
。

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
検
討

こ
れ
か
ら
分
析
す
る
遼
寧
式
銅
剣
は
い
わ
ゆ
る
古
式
段
階
の
遼
寧
式
銅
剣
で
あ
る
。
秋
山
進
午
の
I
式
銅
剣
で
あ
り
、
林
濯
の
A

式
銅
剣
で
あ
る
。
秋
山
進
午
の
場
合
、
剣
身
の
突
起
の
変
化
を
中
心
と
し
た
分
類
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
銅
剣
に
伴
う
剣
柄
や
剣

把
頭
の
型
式
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
剣
身
の
分
析
に
論
証
の
妥
当
性
が
あ
る
。
一
方
、
林
濯
の
分
析
は
剣
身
そ
の
も
の
の
分
類
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
剣
身
の
刃
長
と
刃
部
最
大
幅
と
の
比
率
に
注
目
し
、
そ
の
比
率
の
変
化
、
す
な
わ
ち
刃
部
最
大
幅
の
縮
小
に
対
し

て
刃
長
が
増
大
す
る
変
化
方
向
を
、
数
値
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
剣
身
の
長
幅
比
は
翠
徳
芳
も
型
式
変
化
の
変
化
方
向
を
客
観
的

に
示
す
証
拠
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
化
さ
れ
た
変
化
方
向
か
ら
は
、
遼
東
の
遼
寧
式
銅
剣
が
初
段
階
の
も
の
で
あ
り
、

起
源
地
と
し
て
推
定
さ
れ
、
こ
の
後
に
遼
西
の
遼
寧
式
銅
剣
が
生
ま
れ
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
い
か
に
も
こ
の
形
態
的
発
展
方

向
は
客
観
的
事
実
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
れ
は
安
易
な
進
化
論
的
な
解
釈
の
可
能
性
も
あ
る
。
何
よ
り
も
秋
山
進
午
が
提
起
し
た

剣
柄
や
剣
把
頭
の
型
式
変
化
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
分
析
に
対
す
る
反
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。本

稿
で
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ま
ず
銅
剣
が
出
土
し
た
地
域
か
ら
、
そ
の
地
域
の
銅
剣
の
あ
り
方
を
認
識
す
る
こ
と
を

そ
の
方
法
の
原
点
と
し
て
い
る
。
土
器
型
式
に
お
い
て
明
瞭
に
区
分
さ
れ
て
き
た
地
域
を
そ
の
基
本
と
し
て
、
異
な
っ
た
社
会
に
お

け
る
銅
剣
の
特
質
を
把
握
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
遼
西
と
遼
東
と
い
う
厳
然
と
し
た
社
会
観
の
違



う
地
域
に
お
け
る
銅
剣
の
特
性
は
何
か
と
い
う
疑
問
を
そ
の
発
想
の
原
点
と
し
て
銅
剣
を
眺
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

先
に
著
し
た
「
東
北
ア
ジ
ア
の
青
銅
器
文
化
」
で
は
突
起
の
位
置
に
注
目
し
、
突
起
の
位
置
が
剣
身
の
中
ほ
ど
に
く
る
も
の
を
遼

西
系
統
の
特
質
と
し
、
突
起
が
剣
身
の
前
方
に
く
る
も
の
を
遼
東
系
統
の
特
質
と
考
え
た
。
現
実
に
遼
西
と
遼
東
の
古
式
銅
剣
を
見

比
べ
た
場
合
、
形
態
的
に
は
遼
東
の
方
が
遼
西
よ
り
関
の
部
分
が
下
膨
れ
に
な
る
印
象
を
も
っ
（
図
1
）
。
同
じ
よ
う
に
遼
東
の
地
域

的
な
特
性
の
可
能
性
を
徐
光
輝
も
指
摘
し
て
お
り
、
旅
大
地
区
の
も
の
を
狭
葉
形
、
海
河
・
太
子
河
流
域
の
も
の
を
広
葉
形
と
し
て

区
分
で
き
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、

ま
ず
こ
う
し
た
地
域
的
な
形
態
的
特
性
の
存
在
す
る
可
能
性
を
、
よ
り
客
観
的
に
示
す
意
味
か
ら
数
値
化
し
な
が
ら

表
す
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
い
。
今
回
、
数
値
属
性
と
し
て
、
全
長
、
最
大
幅
、
剣
身
長
、
剣
身
前
方
長
（
鋒
か
ら
突
起
ま
で
の
長

さ
）
、
突
起
幅
、
鋒
長
の
計
測
を
試
み
た
（
図
l
）
。
ま
た
、
資
料
と
し
て
使
っ
た
銅
剣
の
集
成
は
、
表
1
・
表
2
に
示
し
て
あ
る
。

こ
の
中
に
は
、
秋
山
進
午
が
遼
寧
式
銅
剣
H
式
と
し
た
も
の
も
一
部
含
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
突
起
が
認
め
ら
れ
る
も
の
を
古
式
遼

寧
式
銅
剣
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

遼
寧
式
銅
剣
に
お
い
て
全
長
を
分
類
基
準
と
し
て
斬
楓
毅
は
三

O
m以
下
を
「
短
型
」
と
し
て
遼
東
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
こ
れ

に
関
し
て
は
、
林
濯
か
ら
分
類
基
準
が
暖
昧
と
す
る
批
判
が
あ
る
も
の
の
、
ま
ず
出
土
地
点
か
ら
帰
納
的
に
大
き
さ
に
よ
る
地
域
差

が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
の
検
討
が
必
要
に
な
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
剣
の
大
き
さ
は
単
に
長
さ
だ
け
で
は
な
く
剣
身
の
最
大
幅
と

の
相
闘
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
全
長
と
剣
身
最
大
幅
を
出
土
地
点
に
よ
る
遼
西
と
遼
東
に
区
分
し
て
示
し
た
の
が
、
図
2
で
あ
る
。

遼
東
と
遼
西
の
銅
剣
に
お
け
る
大
き
さ
と
い
う
企
画
に
お
い
て
、
明
瞭
に
二
群
に
区
分
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
結
果
的
に

斬
楓
毅
の
全
長
三

O
叩
以
上
が
遼
西
の
銅
剣
と
す
る
見
解
を
あ
る
種
肯
定
す
る
と
と
も
に
、
全
長
と
最
大
幅
と
の
相
関
か
ら
林
濯
の

批
判
を
か
わ
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
遼
東
内
部
を
細
か
く
見
る
な
ら
ば
、
散
布
図
の
左
端
に
固
ま
っ
て
い

る
の
は
清
原
県
大
萌
藍
溝
と
門
験
の
銅
剣
で
あ
り
、
そ
の
他
の
大
半
は
旅
大
地
区
出
土
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
遼

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一一一九



古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一三

O

東
内
部
で
も
、
旅
大
地
区
と
葎
河
流
域
と
で
は
形
態
的
特
徴
が
違
う
可
能
性
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
当
然
製
作
現
場
が
違
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
徐
光
輝
の
狭
葉
形
と
広
葉
形
の
区
分
も
、
こ
の
散
布
図
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
銅
剣
の
大
き
さ
以
外
の
特
徴
か
ら
地
域
差
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
剣
身
に
お
け
る
突
起
の
位
置
で
あ

る
。
遼
西
で
は
突
起
が
剣
身
の
中
央
近
く
に
位
置
す
る
の
に
対
し
、
遼
東
で
は
突
起
が
剣
身
の
前
方
に
偏
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
よ
り

客
観
的
に
提
示
す
る
た
め
数
値
化
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。
剣
身
の
先
端
か
ら
突
起
ま
で
の
長
さ
を
剣
身
前
方
長
と
し
、
こ
の
剣
身

前
方
長
と
剣
身
長
と
の
相
闘
を
遼
西
と
遼

東
と
に
地
域
区
分
し
て
散
布
図
と
し
て
表

し
た
の
が
図
3
で
あ
る
。
遼
西
と
遼
東
の

ま
と
ま
り
に
は
重
な
る
部
分
も
見
ら
れ
る

茎

脊

10畑

遼寧式銅剣の部位名称

(1：朝陽十二台営子， 2：金州亮甲店趨王村）

。
図1

が
、
明
瞭
に
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
違
い
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
乙
れ
は
表

1
・
2
の
剣
身
前
方
長
と
剣
身
長
の
比
率

を
地
域
ご
と
に
眺
め
た
場
合
、
両
地
域
が

同
様
な
数
値
を
示
す
場
合
も
あ
る
が
、
ほ

ぽ

0
・
四
二
を
境
に
遼
西
と
遼
東
が
区
分

で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
形
態
的
地
域
差

を
証
明
す
る
一
つ
の
証
拠
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
散
布
図
か
ら
は
、
遼
西
の
銅

剣
に
は
突
起
長
と
剣
身
長
と
の
相
関
が
一



遼西の遼寧式銅剣表 1
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剣身長

27.9 
24.6 

(30.5) 
26.2 
26.6 
25.3 
30.0 
21.2 
27.5 

(27.2) 
29.5 
27.8 
24.8 
29.2 
27目。
23.35 
25.0 
30.5 
30目。

(27.5) 
30.9 
26.0 
28.0 
28.3 

(28.5) 
24.5 
26.8 
31.0 
36.2 
30.7 
32.4 

(28.5) 
27.8 
25.0 
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全長

31.9 

(34.0) 
29.9 
30.2 
29.3 
35 

32.7 
(31.4) 
33.6 
31.6 
28.0 
32.4 
31.0 
26.35 
29.l 
35.0 
33.。

(32.0) 
35.8 
30.0 
31.8 
32.。

(32.9) 
27.9 
30.2 
35.3 
40.2 
35.6 
36.8 

(33.。）
32.3 
28.6 

(26.8) 
33.0 
32. 7 
25.0 
27.8 
30.2 
35.0 
30.0 
35.6 

寧城南山根MlOl
寧城！］＼黒石溝
寧城旬子公也営子
寧城四道営子
寧城旬子公社
寧城汐子北山噴M7501
寧城孫家溝M7371
鞠南山根東区石榔墓
寧城県大名蹴付近
寧城採集
数漢旗山湾子村
数融山湾子村
糠旗山湾子村
教漢鯨井村
E喜左興隆庄郷和前溝M6
略左興隆庄郷和前潜Ml7
~左興隆庄郷和前潜Ml3
曙左桃花池鉄橋東
凌源採集（02号）
凌源三道河子
建平El山子公社大佐牢溝M751
建平孤山子公社老禽卜村
建平曙劇ID公社R喜劇！l.1

建平：irg咽泌公社irg劇！l.1

建平採集（纏号朝地博組16)
建平弧山子郷大控牢溝M851
建平検樹林子郷焔手営子M881
建平檎樹林子郷築家営子M901
北票何家溝M7771
朝陽十二台営子Ml
朝陽十二台営子M2
朝陽木頭溝Ml
朝陽六家子公社東嶺尚
朝陽小波赤村
阜新化石文公社胡頭溝M2
阜新化石文公社胡頭溝M5
錦西寺児霊
錦西烏鱗
義県南台子溝旧陵村
義県稲戸営子鎮
溶陽鄭家窪子第一地点
濠陽鄭家窪子第二地点
溶陽鄭家窪子M6512

名地
古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一一一一

）は一部欠損または不確かな数値を示す＊（ 



遼東の遼寧式銅剣表2

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会
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剣身長
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全長

26.0 
(28.1) 
21.9 
21.8 
28.8 
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側聞大甲邦後山
本渓明山区高台子郷梁家村Ml
清原北三家郷大縮潜
清原土日子郷門験
遼陽二道河子M1 
新金双房M6
大連金州区亮甲店鎮趨玉村
大連金州区亮甲店鎮駈村
大連甘井子区営城子鎮闘上M6
大連甘井子区営城子鎮樹上MIS
大連甘井子区営域子鎮陶上M19
大連甘井子区営城子鎮楼上M3
大連甘井子区営城子鎮楼上M3
大連甘井子区営城子鎮楼上M3
大連甘井子区営域子鎮楼上M3
大連甘井子区営城子鎮双花子
旭甘井子区営城子鎮徽欄
大連甘井子区営城子鎮黄岨子
大連糊口区南山裡劉家喧
大連旅順口区南山裡郭家屯
大敵順口区三澗霊鎮轍村
大連側園口区江西鎮羊頭窪
大連旅順口区江西事刻、潜家村

名地

一一

定
の
対
応
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
散
布
図
に
お
け

る
直
線
的
な
分
布
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
遼
西
の
銅
剣
が
一
定
の

厳
然
と
し
た
企
画
か
ら
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
遼
東
の

も
の
は
、
散
布
図
に
は
一
定
の
グ
ル
ー
プ
は
見
ら

れ
る
も
の
の
、
突
起
長
と
剣
身
長
と
の
相
関
に
は

ま
と
ま
り
が
見
ら
れ
ず
、
企
画
性
の
欠
知
と
い
う

点
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
製
作
者
の

）は一部欠損または不確かな数値を示す

意
図
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
、
遼
西
と
遼
東
で

は
明
瞭
な
差
異
が
認
め
ら
れ
、
遼
西
に
は
完
成
さ

れ
た
企
画
性
が
存
在
す
る
の
に
対
し
、
遼
東
に
は

組
織
的
な
企
画
性
の
欠
知
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ

る
こ
う
し
た
両
地
域
で
の
形
態
的
な
違
い
の
上
に
、

そ
の
他
の
特
徴
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。
謹

西
・
遼
東
共
に
古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
特
徴
は
、
図

ー
に
示
す
よ
う
に
脊
の
研
ぎ
が
突
起
部
で
研
ぎ
分

＊（ 

け
ら
れ
、
突
起
部
よ
り
や
や
下
が
っ
た
と
こ
ろ
ま
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で
鏑
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
突
起
部
は
傷
口
を
広
げ
殺
傷
力
を
増
す
た
め
の
機
能
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
か
ら
、
脊
も
突

起
部
の
位
置
が
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
よ
り
下
端
は
刃
部
を
研
ぐ
必
要
が
な
い
た
め
、
脊
の
鏑
が
認
め
ら
れ
な
い

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会
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一
方
、
遼
寧
式
銅
剣
H
式
段
階
に
な
る
と
、
突
起
部
が
消
失
す
る
代
わ
り
に
、
脊
で
の
研
ぎ
分
け
も
見
ら
れ
な
く
な
る
。

銅
剣
を
深
く
刺
す
こ
と
に
機
能
的
な
変
化
が
見
ら
れ
、
刃
部
下
端
ま
で
刃
部
を
研
ぐ
た
め
、
脊
の
鏑
も
剣
身
下
端
ま
で
延
び
て
い
る
。

ま
た
、
表
1
・
2
を
比
較
す
れ
ば
、
鋒
長
が
遼
東
で
は
相
対
的
に
短
い
場
合
が
多
い
が
、
こ
れ
も
地
域
性
と
し
て
認
識
し
て
お
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。
遼
寧
式
銅
剣
H
式
以
降
鋒
長
が
延
び
る
こ
と
は
、
先
の
原
理
と
同
様
で
知
何
に
銅
剣
を
深
く
刺
そ
う
と
す
る
機
能
変

化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
変
化
は
実
は
遼
東
を
中
心
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
遼
寧
式
銅
剣
H
式
段
階
で
は
後
で
述
べ
る

よ
う
に
遼
西
は
ほ
と
ん
ど
銅
剣
が
存
在
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
議
論
が
や
や
錯
綜
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
遼
西
で
も
和
尚
溝
M
六
・
二
一
了
一
七
や
南
山
根
東
区
石
榔
墓
の
銅

剣
は
、
鏑
が
脊
の
下
端
ま
で
延
び
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
例
外
的
な
存
在
と
見
る
か
ど
う
か
は
、
銅
剣
の
側
面
形
な

ど
の
注
意
深
い
観
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
場
合
、
突
起
部
で
の
研
ぎ
分
け
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
鋳
型
の
段

階
か
ら
こ
の
鏑
状
の
稜
線
が
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
矛
式
銅
剣
で
も
古
式
の
も
の
に
は
脊
に
稜
線
が
走
っ
て
お
り
、
鋳

型
段
階
で
意
識
的
に
作
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
遼
西
の
脊
の
稜
線
と
い
う
特
徴
を
新
し
い
要
素
と

見
る
の
で
は
な
く
、
古
式
遼
寧
式
銅
剣
内
に
お
い
て
も
よ
り
古
い
伝
統
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
林
濯
が
「
中
国
東
北
銅
剣
再
論
」
で
、
古
式
遼
寧
式
銅
剣
（
遼
寧
式
銅
剣
I
式
）
を
細
分
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で

の
分
類
が
矛
盾
を
き
た
す
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
簡
単
な
目
安
と
し
で
、
闘
が
茎
に
向
か
っ
て
収
束
し
て
い
く
形
態
が
、
丸
く
収

ま
る
も
の
を
古
式
、
角
を
な
し
て
か
ら
直
線
的
に
終
わ
る
も
の
を
新
式
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
後
者
は
こ
こ
で
い
う
遼
河
下
流
域
ま

で
を
含
め
た
遼
西
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
遼
東
・
遼
西
と
も
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
者

の
角
を
な
し
て
直
線
的
に
終
わ
る
闘
の
形
態
的
特
徴
は
時
間
差
と
言
う
よ
り
は
、
主
に
地
域
的
な
特
徴
と
し
て
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ

の
で
あ
る
。

う。
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古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
年
代

こ
れ
ま
で
、
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
遼
西
に
お
付
る
企
画
性
と
遼
東
に
お
砂
る
企
画
性
の
欠

如
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
製
作
段
階
で
の
組
織
的
な
あ
り
方
と
そ
う
で
な
い
あ
り
方
と
い
う
対
比
は
、
そ
の
ま
ま
地
域
的
な
遼

寧
式
銅
剣
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
い
よ
う
。
秋
山
進
午
は
、
遼
東
の
青
銅
短
剣
を
実
見
し
た
結
果
、
撫
願
大
甲
邦
後
山
の
も
の
は
鋳

上
が
っ
た
ま
ま
で
研
ぎ
を
持
た
な
い
こ
と
、
清
原
県
大
萌
董
溝
は
銅
質
が
悪
く
鋳
造
技
術
も
拙
劣
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
実
用

か
ら
ほ
ど
遠
い
宝
器
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
上
記
し
た
地
域
的
な
製
作
工
程
に
よ
る
組
織
性
と
非
組
織
性
と
の

対
比
と
に
対
応
し
て
い
る
。
非
組
織
的
な
遼
東
の
青
銅
短
剣
の
生
産
を
、
実
戦
用
の
武
器
と
言
う
よ
り
は
、
所
有
者
の
権
威
を
示
す

威
信
材
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
、
遼
寧
式
銅
剣
の
起
源
問
題
に
関
し
て
は
、
遼
西
説
と
遼
東
説
が
対
立
し
て
い
る
。
遼
東
説
の
場
合
は
、
遼
寧
式
銅
剣

の
み
の
形
態
変
化
に
よ
る
進
化
論
的
な
考
え
方
の
み
に
議
論
が
集
中
し
て
い
る
。
乙
れ
に
対
し
、
遼
西
説
は
秋
山
進
午
の
初
期
論
考

の
段
階
か
ら
銅
剣
の
型
式
学
的
変
化
だ
け
で
は
な
く
、
銅
剣
に
伴
う
剣
柄
や
把
頭
飾
の
型
式
学
的
変
化
と
の
対
応
を
基
準
と
し
て
い

る
。
さ
ら
に
斬
楓
毅
は
、
銅
剣
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
青
銅
武
器
、
さ
ら
に
青
銅
礼
器
や
青
銅
工
具
、
青
銅
車
馬
具
の
地
域
的
な
組

（初｝

み
合
わ
せ
の
年
代
的
な
違
い
か
ら
、
遼
西
が
よ
り
青
銅
器
生
産
が
早
い
段
階
か
ら
出
発
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
青

銅
短
剣
を
単
に
剣
身
の
み
で
議
論
す
る
こ
と
の
危
険
性
か
ら
、
本
来
の
用
途
で
あ
る
剣
身
、
剣
把
、
把
頭
飾
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
議

論
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
村
上
恭
通
の
最
新
の
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
三
者
の
組
み
合
わ
せ
の
分
布
論
か
ら
、
三
者
の
組

み
合
わ
せ
が
整
っ
て
い
る
地
域
を
そ
の
発
祥
地
と
し
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
が
周
辺
に
行
く
に
従
い
欠
落
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
遼
寧

式
銅
剣
の
起
源
地
を
大
遼
河
流
域
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
見
解
は
郭
時
中
も
論
証
抜
き
に
行
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
青
銅
器
の
起
源
論
を
考
え
る
と
き
、
遼
東
説
の
根
拠
と
し
て
最
近
提
示
さ
れ
て
い
る
共
伴
土
器
の
編
年
に
基
づ
く
議
論

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会
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三
五
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が
あ
る
。
問
題
は
双
房
六
号
石
査
石
棺
墓
出
土
の
壷
の
年
代
観
で
あ
る
。
徐
光
輝
は
こ
の
査
が
罪
家
村
下
層
一
期
に
あ
た
る
と
し
、

そ
れ
に
先
立
つ
双
舵
子
三
期
文
化
の
C
年
代
を
も
と
に
、
こ
の
査
が
紀
元
前
一
一

1
一
O
世
紀
に
相
当
す
る
と
推
定
し
て
い
る
。
そ

も
そ
も
C
年
代
か
ら
こ
の
時
期
の
細
か
な
相
対
年
代
の
比
較
を
す
る
こ
と
に
第
一
の
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
相
対
的
に
双
花
子
三
期

は
ほ
ぽ
商
代
後
期
（
股
櫨
期
）
に
並
行
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
℃
年
代
は
比
較
的
正
確
な
年
代
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
問
題
は
、
こ

れ
に
続
く
努
家
村
下
層
一
期
が
比
較
的
長
い
年
代
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
す
で
に
筆
者
が
こ
の
間
を
上
馬
石
A
地
点
下
層
↓

｛

M）
 

上
馬
石
A
地
点
上
層
↓
上
馬
石
B
H
地
点
と
い
う
細
分
案
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
安
家
下
層
一
期
の
ど
の
段
階
に
双
房
六
号
石
室

石
棺
墓
の
壷
が
位
置
す
る
か
で
あ
る
。
筆
者
は
、
地
域
細
分
し
た
個
々
の
地
域
に
お
げ
る
土
器
型
式
な
い
し
層
位
区
分
を
も
と
に
、

こ
の
壷
を
春
秋
時
代
併
行
の
上
馬
石
A
地
点
上
層
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
詑
頭
積
石
墓
の
土
器
細
分
に
よ
り
、
柁
頭
積
石
墓
の

｛お｝

壷
か
ら
変
化
し
て
双
房
六
号
石
査
石
棺
墓
の
壷
が
出
現
す
る
過
程
は
、
筆
者
の
考
え
方
を
そ
の
初
源
と
し
て
、
徐
光
輝
や
千
葉
基
次

も
同
じ
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
花
頭
積
石
墓
の
新
し
い
段
階
を
上
馬
石
A
地
点
下
層
に
納
ま
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
は
、
闘
上
墓
下
層
が
、
型
式
学
的
に
は
双
花
子
三
期
よ
り
新
し
い
段
階
も
の
で
あ
り
、
上
馬
石
A
地
点
下
・
上
層
に
相
当

し
、
こ
の
段
階
ま
で
台
付
鉢
の
棒
状
付
紋
の
伝
統
が
継
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
詑
頭
積
石
墓
の
一
部
は
上
馬
石
A
地

点
下
層
ま
で
年
代
的
に
存
続
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
双
房
六
号
石
蓋
石
棺
墓
の
査
の
特
徴
で
あ
る
盤
口
の
特
徴
を
持
つ

壷
が
上
馬
石
A
地
点
下
層
に
存
在
し
、
私
が
壷
皿
類
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
の
壷
皿
類
は
口
縁
部
に
文
様
を
有
し
て
お
り
、
本
渓

調
穴
墓
葬
中
・
後
期
の
鼓
頚
壷
に
類
似
し
て
お
り
、
壷
皿
類
は
本
漢
調
穴
墓
葬
中
期
と
後
期
の
中
聞
に
位
置
づ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
し

て
こ
の
壷
皿
類
の
盤
口
部
が
変
化
し
て
、
双
房
六
号
石
査
石
棺
墓
の
壷
に
系
譜
的
に
繋
が
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
壷
は
上
馬
石
A
地
点
上
層
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
付
言
す
る
な
ら
ば
、
徐
光
輝
が
双
詑
子
二
期
と
す
る
上
馬
石
聾

棺
は
、
口
縁
部
の
文
様
か
ら
明
ら
か
に
時
期
的
に
下
っ
た
上
馬
石
A
地
点
下
層
と
位
置
づ
け
で
き
る
。

一
方
、
千
葉
基
次
は
、
共
伴
す
る
土
器
型
式
か
ら
遼
寧
式
銅
剣
の
相
対
的
位
置
を
決
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
遼
東
に
限



っ
て
み
れ
ば
花
頭
の
位
置
づ
け
に
筆
者
と
や
や
意
見
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
相
対
的
な
土
器
の
位
置
づ
け
は
お
お
む

ね
筆
者
と
同
様
で
あ
る
こ
と
は
千
葉
も
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
の
遼
西
と
遼
東
を
比
べ
る
際
に
は
、
朝
陽
十
二

台
営
子
一
号
石
榔
と
鄭
家
窪
子
六
五
一
二
号
墓
の
把
頭
飾
の
型
式
的
な
類
似
性
か
ら
年
代
を
下
げ
る
も
の
で
あ
る
。
鄭
家
窪
子
は
遼

河
下
流
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
遼
河
下
流
域
は
、
土
器
様
式
と
し
て
商
代
並
行
段
階
か
ら
高
台
山
類
型
と
し
て
、
遼
西
と
の
一
定

の
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
遼
東
半
島
部
や
遼
東
内
陸
部
と
は
関
係
性
が
認
め
ら
れ
な
い
地
域
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
土

器
の
組
成
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
遼
西
と
交
流
関
係
の
認
め
ら
れ
る
遼
河
下
流
域
を
遼
東
に
組
み
込
ん
で
議
論
す
る
こ
と
に

問
題
が
あ
る
。
千
葉
が
議
論
し
た
の
は
遼
東
半
島
部
で
の
土
器
型
式
の
変
化
に
照
ら
し
て
遼
寧
式
銅
剣
の
相
対
的
位
置
を
求
め
た
も

の
で
あ
り
、
土
器
論
か
ら
遼
西
と
遼
東
の
相
対
的
位
置
づ
け
を
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
、
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

遼
東
半
島
部
で
は
、
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
土
器
型
式
の
相
対
的
な
位
置
づ
け
の
上
に
、
詑
頭
積
石
塚
出
土
の
銅
錦
、
楼
上
墓
の
明
万

銭
な
ど
か
ら
絶
対
年
代
が
賦
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
遼
河
下
流
域
と
遼
東
半
島
の
土
器
型
式
は
あ
る
種
の
土
器
を
以
て
一
部
の
土
器

型
式
の
並
行
性
は
求
め
ら
れ
る
も
の
の
、
墓
葬
の
絶
対
的
な
年
代
観
を
引
き
出
す
ほ
ど
の
精
織
な
も
の
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
む
し

ろ
、
遼
西
の
墓
葬
に
共
伴
し
て
い
る
燕
山
以
南
の
中
原
系
の
青
銅
葬
器
や
文
や
鯨
な
ど
の
青
銅
武
器
の
年
代
観
か
ら
の
推
定
が
有
効

で
あ
る
。

遼
西
・
遼
河
下
流
域
の
こ
う
し
た
中
原
系
青
銅
葬
器
か
ら
推
定
で
き
る
年
代
観
に
つ
い
て
、
遼
寧
式
銅
剣
を
含
む
墓
葬
（
表
3
）

を
以
て
、
以
下
に
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
寧
城
小
黒
石
溝
が
西
周
後
期
、
寧
城
南
山
根
M
一
O
一
が
西
周
末

1
春
秋
初
期
、
寧
城
北

山
噛
M
七
O
五
一
が
春
秋
前
期
、
曙
左
南
洞
溝
が
春
秋
後
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遼
西
に
お
け
る
古
式
遼
寧
式
銅
剣
（
遼
寧
式

銅
剣
I
式
）
は
西
周
後
期
か
ら
春
秋
後
期
の
年
代
幅
で
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
遼
寧
式
銅
剣
H
式
を
副
葬
し
て

い
る
凌
源
三
官
句
は
、
共
伴
す
る
青
銅
鼎
が
戦
国
前
期
の
特
徴
を
示
し
て
お
り
、
古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
下
限
年
代
を
傍
証
し
て
い
る
。

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

七
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五

遼
寧
式
銅
剣
の
使
用
法

遼
寧
式
銅
剣
の
起
源
論
を
述
べ
る
際
、
村
上
恭
通
が
遼
寧
式
銅
剣
を
剣
身
と
剣
把
、
把
頭
飾
の
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
こ
と
を
強

調
し
た
が
、
こ
れ
ら
三
者
が
結
び
つ
い
た
遼
寧
式
銅
剣
の
使
用
法
に
言
及
し
た
論
考
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
私
は
こ
の

問
題
を
剣
把
と
剣
身
と
の
接
合
の
仕
方
か
ら
推
定
し
た
い
と
考
え
る
。
剣
把
の
分
類
は
か
つ
て
秋
山
進
午
に
よ
り
大
き
く
I
式
と
H

式
ほ
分
け
ら
れ
、
－
式
が
古
式
の
遼
寧
式
銅
剣
と
対
応
す
る
こ
と
は
今
日
に
お
い
て
も
問
題
は
な
い
。
こ
の
I
式
剣
把
と
古
式
遼
寧

式
銅
剣
が
如
何
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
を
説
く
鍵
は
剣
把
と
剣
身
が
同
鋳
さ
れ
て
い
る
同
鋳
式
の
内
蒙
古
寧

城
県
小
黒
石
溝
石
構
墓
の
資
料
に
あ
る
。

一
九
九
七
年
春
、
馬
の
博
物
館
と
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
大
草
原
の
騎
馬
民
族
｜
中
国
北
方
の
青
銅
器
｜
」

に
こ
の
小
黒
石
溝
石
榔
墓
の
遼
寧
式
銅
剣
が
陳
列
さ
れ
て
お
り
、
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
墓
か
ら
は
青
銅
短
剣
が
五
つ
出

土
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
三
つ
は
矛
式
青
銅
短
剣
で
あ
り
、
他
の
二
つ
が
剣
身
が
い
わ
ゆ
る
遼
寧
式
銅
剣
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
遼
寧
式
銅
剣
は
ど
ち
ら
も
剣
身
と
剣
柄
が
同
鋳
さ
れ
た
珍
し
い
例
で
あ
る
（
図
4
）
。
こ
の
う
ち
一
つ
は
、
報
告
に
よ
る

と
さ
ら
に
柄
の
端
に
肩
円
形
の
把
頭
飾
（
加
重
器
）
が
加
わ
っ
て
お
り
、
溶
接
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
も
う
一
つ
は
す
で
に
把
頭
飾

が
脱
落
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
展
覧
会
で
出
品
さ
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
遼
寧
式
銅
剣
の
う
ち
、
完
全

な
形
の
方
で
あ
る
（
図
4

1
）
。
こ
の
銅
剣
を
実
見
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、
報
告
文
の
図
面
で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

剣
身
の
軸
と
剣
柄
の
は
ば
き
部
分
と
の
接
合
関
係
が
必
ず
し
も
直
角
で
は
な
く
幾
分
傾
い
て
お
り
、
こ
の
傾
き
に
平
行
す
る
よ
う
に

剣
柄
下
端
の
受
け
部
も
幾
分
傾
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
見
で
き
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
遼
寧
式
銅
剣
（
図
4
｜
2
）
も
、
報
告

文
の
図
面
を
こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
剣
身
に
対
し
て
剣
柄
の
は
ば
き
部
分
が
直
角
で
は
な
く
幾
分
傾
い
て
お
り
、
こ
れ
に
平
行
し

た
状
態
で
剣
柄
の
受
け
部
が
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
短
剣
の
剣
身
と
剣
柄
は
同
鋳
で
あ
り
、
決
し
て
後
の
接
合
に
よ
っ
て
傾
い



〈三〉

I ’ 

寧城県小黒石溝石榔墓出土銅剣

（報告図面を一部改変，縮尺約同）

図4

た
と
は
解
釈
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
初
め
か
ら
意
図
的
に
剣
身
に
対
し
て
直
角
で
は
な
く
幾
分
傾
け
て
剣
柄
を
配
置
し
よ
う
と
す

る
原
則
が
あ
っ
た
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
剣
身
と
剣
柄
が
本
来
別
鋳
さ
れ
て
い
る
遼
寧
式
銅
剣
を
見
直
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
剣
身
に
対
す
る
傾

き
は
意
外
に
例
が
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
別
鋳
式
の
場
合
、
先
の
小
黒
石
溝
の
例
の
よ
う
な
検
証
が
難
し
い
が
、
剣
柄
の
握
り

部
分
と
剣
柄
の
端
部
と
の
傾
き
に
注
目
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
T
字
形
を
し
て
い
る
剣
柄
の
握
り
部
分
に
対
し
て
直
角
に
柄
の
端

部
が
着
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
剣
身
に
対
し
て
握
り
の
端
部
が
直
角
を
な
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一
三
九
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10岨

銅柄I式の非対称性 (1：建平県孤山子房身大唄南山披， 2：義県
留龍溝郷張家嵩鋪村， 3：北票県三宝何家溝M7771, 4：凌源県三
官句子何湯溝M7401,5：寧城県孫家溝M7371,6：凌源県三官句）

。
国5

一四
O

み
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
図
5

に
示
す
よ
う
に
剣
柄
の
握
り
部
分
の
垂
線
と

そ
れ
に
対
す
る
直
角
線
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、

傾
き
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
示
し
て
み
よ

う
。
寧
城
県
孫
家
溝
七
三
七
一
号
墓
、
寧
城

県
王
営
子
、
寧
城
県
天
義
付
近
例
、
北
票
県

（
お
｝

三
宝
何
家
溝
七
七
七
一
号
墓
、
義
県
留
龍
溝

郷
張
家
寵
鋪
村
、
建
平
県
孤
山
子
房
身
大
損

（

日

出

）

｛

岨

剖

）

（

却

｝

南
山
披
、
建
平
県
二
十
家
子
、
凌
源
県
三
官
句

な
ど
は
、
剣
柄
の
握
り
端
部
が
直
角
で
は
な

く
幾
分
傾
い
て
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
例
で

あ
る
。
こ
れ
は
I
式
剣
柄
の
大
部
分
を
示
し

て
お
り
、
決
し
て
鋳
造
技
術
の
低
さ
故
の
非

対
称
性
の
結
果
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
先
の

小
黒
石
溝
の
例
を
含
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、

乙
の
剣
身
に
対
す
る
傾
き
は
あ
る
目
的
の
た

め
に
意
図
的
に
作
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
釈

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
、
何
の
た
め
の
傾

き
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
小
黒
石
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遼寧式銅剣握柄示意図

溝
の
同
鋳
式
の
銅
剣
が
示
す
よ
う
に
、
剣
を
握
る
手
の
握
り
の
形
態
に

適
合
す
る
形
で
剣
柄
と
剣
身
の
接
合
形
態
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う

解
釈
を
持
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
（
図
6
）
。
い
わ
ば
剣
を
握
っ
た
状

態
で
最
も
自
然
な
形
で
の
剣
身
と
剣
柄
の
接
合
形
態
が
生
ま
れ
た
と
理

解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
剣
身
の
刃
部
の
上
下
は

必
然
的
に
決
ま
っ
て
お
り
、
刃
部
は
左
右
対
称
で
あ
る
も
の
の
、
使
用

時
に
は
厳
密
に
上
下
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、

図 B

一
定
の
使
い
方
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
遼
寧
式
銅
剣
は
突
き
刺
す
と
い
う
殺
傷

道
具
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
銅
剣
を
握
っ
た
腕
を
後
方
か
ら
前
方
に
押

し
出
す
形
で
相
手
の
身
体
に
銅
剣
を
突
き
刺
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
際
、
把
頭
飾
は
別
名
加
重
器
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
重
り
で
あ

り
、
銅
剣
使
用
時
の
腕
を
後
方
か
ら
前
方
に
押
し
出
す
際
に
、
把
頭
飾

の
重
み
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
遠
心
力
に
よ
る
刺
突
力
を
増
す
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
剣
身
の
突
起
部
が
断
面
上

盛
り
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
突
起
部
ま
で
突
き
刺
す
こ
と
に
よ
り
傷

口
を
広
げ
致
命
傷
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
遠
心
力
に
よ

る
刺
突
力
は
こ
の
突
起
部
と
も
対
応
し
て
お
り
、
銅
剣
の
固
定
し
た
握

り
方
と
刃
部
の
上
下
位
置
に
よ
り
、
致
命
的
な
殺
傷
力
を
ね
ら
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
遼
寧
式
銅
剣
は
武
器
と
し
て
の
機

四
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四

能
性
を
追
求
さ
れ
た
状
態
で
使
用
さ
れ
始
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
剣
身
と
剣
柄
、
把
頭
飾
が
セ
ッ
ト
と
し
て
存
在
し

な
け
れ
ば
武
器
と
し
て
の
機
能
性
が
十
分
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
剣
柄
は
銅
製
以
外
に
木
製
や
骨
製
の
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
遺
存
し
に
く
い
と
い
う
特
徴
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
考
古
資
料
と
し
て
は
剣
身
と
把
頭
飾
の
二
点
セ
ッ
ト
と
、

剣
身
、
剣
柄
、
把
頭
飾
の
三
点
セ
ッ
ト
は
本
来
同
じ
機
能
性
を
有
し
て
い
た
と
仮
定
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
場
合
、
武
器
と
い
う
機

能
性
の
観
点
か
ら
し
て
、
村
上
恭
通
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
三
点
セ
ッ
ト
や
二
点
セ
ッ
ト
の
分
布
の
中
心
で
あ
る
遼
西
と

り
わ
げ
大
凌
河
流
域
や
寧
城
地
区
が
、
遼
寧
式
銅
剣
の
故
地
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
、
説
得
性
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

I
式
銅
柄
か
ら
H
式
銅
柄
の
変
化
は
、
秋
山
進
午
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

T
字
形
を
な
す
柄
の
握
り
末
端
部
が
剣

身
部
に
対
し
て
内
湾
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
銅
柄
の
文
様
が
簡
素
化
あ
る
い
は
素
紋
化
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
形

態
変
化
は
明
瞭
で
あ
り
わ
か
り
や
す
い
変
化
で
は
あ
る
が
、
こ
の
変
化
の
意
味
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
は
こ
な

か
っ
た
。
先
に
示
し
た
I
式
銅
剣
の
握
り
の
原
理
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
銅
柄
末
端
の
内
湾
化
は
、
剣
を
握
る
際
に
よ
り
握
り
部
の
固

定
化
を
ね
ら
っ
た
形
態
変
化
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
H
式
銅
柄
を
眺
め
る
と
、
柄
の
末
端
が
完
全
に
は

対
称
形
で
は
な
く
、
か
つ
柄
の
上
端
が
対
称
で
は
な
く
一
方
に
や
や
延
び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
が
あ
る
（
図
7
）
。
し
か
も
こ

の
上
端
の
握
り
部
に
対
す
る
角
度
と
柄
端
部
と
の
角
度
は
平
行
し
て
い
な
い
場
合
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
銅
柄
を
握
る
手
の
握
り
の

形
態
に
実
に
よ
く
適
合
す
る
よ
う
な
形
態
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
形
態
的
特
徴
は
、
－
式
銅
柄
あ
る
い
は
小
黒

石
溝
で
解
釈
し
た
、
使
用
時
に
剣
身
の
刃
部
の
上
下
が
決
ま
っ
て
い
る
握
り
方
を
、
よ
り
固
定
す
る
形
態
で
あ
り
、
機
能
的
に
進
化

し
た
あ
り
方
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
H
式
銅
柄
は
、
単
な
る
形
態
的
変
化
だ
け
で
は
な
く
機
能
的
進
化
を
理
解
で

き
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
技
術
的
革
新
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

H
式
銅
柄
に
は
H
式
の
遼
寧
式
銅
剣
が
組
み
合
わ
さ
る
場
合

が
あ
り
、
こ
の
H
式
銅
剣
の
特
徴
は
、
脊
の
鏑
が
銅
剣
下
端
ま
で
延
び
、
か
つ
突
起
が
消
失
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
剣

を
深
く
ま
で
突
き
刺
す
こ
と
に
よ
り
、
殺
傷
を
果
た
す
変
化
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
重
り
で
あ
る
把
頭
飾
を
伴
い
な
が
ら
、
腕
の
後
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方
か
ら
前
方
へ
突
き
刺
す
段
階
で
の
遠
心
力
的
な
効
果
が
よ
り
期
待
さ
れ
、

柄
の
安
定
的
な
握
り
が
要
求
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て、

H
式
銅
柄
の
変
化
は
、
剣
身
の
変
化
と
共
に
、
よ
り
効
率
的
に
殺
傷
力

を
高
め
る
変
化
で
あ
る
と
規
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
た
場
合
、
先
の
銅
剣
の
生
産
企
画
に
よ
る
解
釈
だ
け
で
は
な

く
、
剣
身
と
剣
柄
と
の
組
み
合
わ
せ
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
剣
柄
に
は

銅
柄
以
外
に
木
質
や
骨
角
製
な
ど
の
有
機
質
の
も
の
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
遺
存
し
な
い
た
め
に
把
頭
飾
の
存
在
が
鍵
に
な
る
。
圧
倒
的

に
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
の
分
布
の
中
心
は
大
凌
河
流
域
で
あ
る
こ
と
は
村

上
恭
通
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
銅
柄
に
限
っ
て
み
れ
ば
I
式

銅
柄
は
大
凌
河
流
域
を
中
心
と
す
る
遼
西
に
限
ら
れ
る
が
、

H
式
銅
柄
に
な

っ
て
始
め
て
遼
東
に
も
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
海

城
県
大
屯
、
大
連
市
甘
井
子
区
楼
上
一
号
墓
、
大
連
市
旅
順
口
区
聖
周
墓
、

長
海
県
上
馬
石
三
号
墓
、
伝
撫
順
出
土
京
都
大
学
蔵
資
料
、
し
か
も
、
把
頭

飾
を
持
つ
銅
剣
は
遼
東
で
は
ご
く
限
ら
れ
、
そ
の
型
式
も
古
式
遼
寧
式
銅
剣

（

I
式
）
内
で
は
、
新
し
い
型
式
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
践
武
器
の
こ
の

機
能
的
な
面
か
ら
も
、
遼
西
に
そ
の
本
来
の
実
践
機
能
が
あ
る
の
に
対
し
、

遼
東
で
は
当
初
実
践
機
能
が
な
く
、
実
践
機
能
が
備
わ
る
の
は
や
や
型
式
的

に
変
化
し
た
段
階
、
す
な
わ
ち
時
間
的
に
遅
れ
た
段
階
に
始
ま
っ
て
い
る
と

銅柄II式の非対称性(1：海城県大屯，図7

一
四
三
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い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
武
器
と
し
て
の
機
能
面
か
ら
も
、
遼
東
は
遼
寧
式
銅
剣
の
開
始
段
階
に
は
宝
器
的
な
様
相
が
強
か
っ
た
と
判

断
で
き
る
の
で
あ
る
。

六

墓
葬
か
ら
み
た
社
会
構
造

次
に
こ
う
し
た
地
域
に
お
け
る
銅
剣
の
需
要
の
違
い
、
す
な
わ
ち
銅
剣
を
所
有
す
る
社
会
の
あ
り
方
を
復
元
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
時
期
に
は
集
落
資
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
階
層
構
造
を
よ
く
示
す
墓
葬
構
造
か
ら
、
ま
ず
地
域
復
元
を
試
み
た
い
。

試
み
に
、
遼
西
で
は
遼
寧
式
銅
剣
と
矛
式
銅
剣
が
共
存
す
る
寧
城
地
区
、
遼
寧
式
銅
剣
が
主
と
し
て
分
布
す
る
大
凌
河
流
域
に
分

け
る
。
高
台
山
文
化
段
階
で
遼
西
と
共
通
し
た
土
器
組
成
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
遼
河
下
流
域
を
さ
ら
に
遼
西
に
含
め
て
考
え
る
。

遼
東
で
は
、
遼
河
下
流
域
と
は
土
器
組
成
を
異
に
す
る
が
石
棺
墓
の
分
布
す
る
揮
河
流
域
、
大
石
蓋
墓
の
分
布
す
る
遼
東
半
島
、
積

石
塚
の
分
布
す
る
金
州
湾
以
南
の
遼
東
半
島
南
端
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
遼
東
半
島
と
遼
東
半
島
南
端
の
基
制
に
つ
い
て
は
、
別
稿

で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

例
寧
城
地
区

基
層
構
造
は
基
本
的
に
竪
穴
土
墳
墓
で
あ
る
が
、
墓
層
構
造
は
以
下
の
三
種
類
に
大
き
く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
墓
室
は
石

塊
を
積
み
上
げ
て
石
室
が
構
成
さ
れ
、
内
部
に
木
棺
を
置
く
石
榔
墓
。
木
棺
を
持
た
ず
、
石
榔
状
に
石
塊
を
組
み
上
げ
る
も
の
で
、

石
棺
墓
を
構
成
す
る
も
の
。
竪
穴
土
墳
内
に
木
棺
の
み
を
配
置
す
る
木
棺
墓
。
こ
の
他
、
石
榔
墓
で
あ
る
が
石
塊
が
完
全
に
積
み
上

げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
木
棺
と
墓
墳
の
聞
に
一
部
石
塊
が
見
ら
れ
る
も
の
を
変
形
石
榔
墓
と
名
づ
げ
る
。
ま
た
、
石
棺
墓
状
を
な
す
が
、

一
部
に
し
か
石
塊
が
認
め
ら
れ
ず
完
全
な
石
棺
墓
を
構
成
し
て
い
な
い
変
形
石
棺
墓
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
図
8
）
。
ま
た
副

葬
品
の
構
成
を
青
銅
礼
器
、
青
銅
武
器
、
青
銅
工
具
、
青
銅
馬
具
、
青
銅
装
飾
具
の
組
み
合
わ
せ
で
評
価
す
る
。
こ
れ
を
示
し
た
の

が
表
3
で
あ
る
。
さ
ら
に
墓
墳
の
大
き
さ
を
構
成
要
素
と
見
れ
ば
、
基
層
構
造
に
お
い
て
明
ら
か
に
石
榔
墓
が
、
副
葬
品
の
組
み
合



2 

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

5m 

2 変形石榔墓：夏家
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。
図8

わ
せ
か
ら
見
て
も
階
層
構
造
の
比
較
的
高
い
位
置
に
あ
る
こ
と
が
明
瞭

で
あ
る
。
さ
ら
に
石
構
墓
の
中
で
も
と
り
わ
け
墓
墳
の
大
き
い
も
の
が
、

副
葬
品
の
構
成
か
ら
み
て
も
階
層
上
位
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

石
樽
墓
と
変
形
石
榔
墓
、
木
棺
墓
、
石
棺
墓
・
変
形
石
棺
墓
は
、
副
葬

品
の
構
成
か
ら
被
葬
者
を
階
層
的
に
明
確
に
区
分
で
き
よ
う
。

同
大
凌
河
流
域

石
榔
墓
、
変
形
石
構
墓
、
石
棺
墓
、
木
棺
墓
以
外
に
、
木
榔
墓
や
土

墳
墓
が
加
わ
っ
て
い
る
。
副
葬
品
や
墓
墳
の
大
き
さ
か
ら
は
石
榔
墓
↓

変
形
石
榔
墓
・
木
榔
墓
・
木
棺
墓
↓
石
棺
墓
↓
土
横
墓
の
順
で
階
層
差

が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
寧
城
地
区
の
墓
葬
に
見
ら
れ
る
階
層
構
造
と

ほ
ぽ
同
じ
傾
向
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
木
榔
墓
と
土
塘
墓
を

主
体
と
す
る
墓
群
は
曙
左
県
和
尚
溝
墓
地
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
和
尚

溝
墓
地
は
二
二
基
の
墓
が
四
地
点
に
分
か
れ
て
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の

内
A
区
は
木
樽
墓
の

M
一
の
副
葬
土
器
の
縄
背
紋
が
示
す
よ
う
に
、
夏

家
店
上
層
の
土
器
と
は
違
い
、
そ
の
前
段
階
で
あ
る
魂
営
子
類
型
の
特

徴
を
な
し
て
い
る
。
大
凌
河
流
域
で
は
股
後
期
か
ら
西
周
前
期
を
中
心

と
す
る
青
銅
霧
器
が
埋
納
さ
れ
た
穴
蔵
が
複
数
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、

青
銅
舜
器
が
副
葬
さ
れ
た
墓
葬
は
、
こ
の
和
尚
溝
M
一
の
み
で
あ
る
。

（晶）

同
時
期
の
貌
営
子
墓
も
木
樽
構
造
を
な
し
て
お
り
、
中
原
的
な
墓
制
が

四
五
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表3 遼西・遼東の墓葬構造 業mt有濯を示し、Xf;l:無を示す

地域区分 墓 葬 名
舗の大きき

墓葬構造 棉の有無
副葬品

文献(m) 紺鴎 鰍j 品。銅鏡僻馬具鍛工具欄品
遼 西寧城地区 寧城南山根阻01 3.8X2.23 石幡 。。。。。。。。10 

寧城南山板Ml02 2.8Xl.15 石糖 。x x 。x 。。。17 
職南山捌l 2.32X0.75 変形石構 x x x x x x 。。12 
寧城南山線M3 2.42X0.8 石幡 。x x x x x 。。12 
輔南山根M4 3.52Xl.6 石幡 。x x x x x 。。12 
糊南山側5 2.25X0.7 石幡 。x x x x x x x 12 
寧城南山根MIO 2.15X0.52 石槌 x x x x x x x x 12 
寧城南山根Ml2 2.3X0.75 変形石耀 。x x x x x x x 12 
寧城県旬子劇懐石溝 (3.1) X2.3 石棺 。。。。x 。。。35 
寧城県汐子北山噴即501 石櫨 ？ 。。。x 。x x 25 
寧鵬大府公証鴎中畑l 石榔基 ？ x 。。x x 。。25 
事城県旬子公社小黒石溝M8061 石櫨 ？ x 。。x 。x 。25 
寧城県公里字公社天巨泉M7301 石髄 x 。x x 。。。25 
寧域県梁家営予村'M8071 2 xo.5 石糖 ? x x 。x 。。。25 
寧城県1聴講M7371 石膿 ？ x 。x x 。。x 25 
赤締市夏家店Mll 2.49X0.91 変形石耀 。x x x x x 。。11 
赤蜂市獄店Ml2 ? Xl.l 柑墓 。x x 。x x 。x 11 
赤峰市蔵店阻4 2.05X0.87 石髄 。x x x x x 。。11 
赤崎市扇情阻5 ? X0.90 。x x x x x x 。11 

謹壁｜！建赤平崎蜘市夏山家南店地M17平構村抑制
2.30X0.93 。x x x x x 。。11 

大凌河糊 ？ x 。x 。x 。。29 
建平烈醐櫛鰍併問棚l2 X0.9 。x 。。。。。。29 
建平尉醐糊鯨開棚l2.05X0.64 棉墓 。x 。x x x 。。29 
建平県殊禄糊水泉MB l.93X0.76 変形石構 。x 。。x x 。。26 
!rt左県南洞溝 2.9X 2 石都墓？ ？ 。。。x 。。x 15 
曙左県興隆邸側側6 柑墓 x 。x x x x x 28 
曙左県興隆庄郷和尚溝MIO 変形石櫨？ 。x x x x x 。x 28 



地域区分 墓 葬 名
輔の大きさ

基葬構造 棉の有無
副葬品

文献
(m) 銅礼器 銅剣 剛警長く）銅鏡銅車馬具銅工具銅装飾品

大凌河流域 曙左県興隆庄郷和前溝Ml2 木榔墓 つ x x x 〉〈 x 。x 28 

!rt左県興隆庄鯛尚潜阻3 木梯墓 ？ x 。x x x x x 28 

!rt左県興隆庄郷和尚溝Ml5 2.57X0.7 木都墓 ？ x x x x x 。x 28 

曙左県興隆庄郷和向溝Ml7 2.15Xl.6 木櫛墓 ワ x 。x x x 。。28 

!rt左県興隆庄郷和前潜胞2 土櫨 x x x x x x 。x 28 
!rt左県5鵠廟郷里木樹営子 つ ？ x 。。x x x 。34 

北票県三宝公倒家制7712.0X0.7 石棺墓 x x 。x x x x x 20 

朝陽県十二台営子Ml l.8X 1 石榔墓 。x 。。。。。。4 

朝陽県十二台営子M2 2.3X 1 石榔墓 。x 。。。。。x 
朝陽県十二台営子木頭削12.0X0.6 石棺墓 x x 。x x x 。x 20 

朝陽県小波赤村 2.0X? 石榔墓 (0) x 。。x x x 。33 

阜新県県化化石石文文公公社社前胡欝欝削削2 半壊 石都墓 。x 。x x x x x 24 

阜新 4 土壌墓 x x x x x x x x 24 

阜新劇団主公社胡頭間M5半壊 柑基？ 。x 。x x x x 。24 

錦西県烏金塘 2.2XO. 7 ？ ワ x 。。x 。。x 
遼河下詐J境藩陽市郷家窪子M6512 5X4 木勝墓 。x 。。。。。。13 

渚陽市郷家窪子M659 l.75X0.5 土壌墓 x x x x x x x x 13 

遼 東海河・太子 遼陽市二道河子Ml 2.4X0.58 石棺墓 x x 。x x x 。x 14 

河流域 遼陽市二道河子M2 l.9X0.5 石棺纂 x x x x x x x x 14 

本浜市明山区高肝臓家村Ml 石棺墓 x x 。x 。x x x 27 

蜘田市前旬公社大甲邦 2.3Xl.3 石棺墓 x x 。x x x x x 23 

棚市大傾 2 X0.8 石棺墓 x x x x 〉〈 x 。x 
新賓県大四平馬架子 3X? 石棺墓 x x 。x x x x x 23 

清原県土口子公社門験 l.85X0.45 石棺墓 x x 。x x x 。x 23 

清原県土日子中学 l.8X0.8 石棺墓 x x x x x x x x 18 

清原県湾勾子公社小錯草潜 2 X0.6 石棺墓 x x x x 〉〈 x x x 18 
清原県北三家公社李家卜 2.45X0.94 石棺墓 x x x x x x x x 18 

清原県北三家公社大草溝 石棺墓 x x 。。x x x x 18 

清原県夏家卜公鵠家店 2 X0.45 石棺墓 x x x x x x x x 18 

判官鰻鮒，T式騒毒KQ幸空軍事主!:l.>J*'Q:;!tl4~ 1 gr..μ 
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こ
の
時
期
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
よ
り
中
原
に
近
い
位
置
に
あ
る
股
中
期
併
行
の
北
京
市
平
谷
県
劉
家
河
や
西

｛錦｝

周
前
期
併
行
の
北
京
市
白
浮
村
も
木
榔
構
造
を
し
て
お
り
、
木
榔
墓
が
燕
地
域
を
介
し
て
の
中
原
的
な
文
化
交
流
の
結
果
、
こ
の
地

域
に
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
夏
家
店
下
層
文
化
に
も
木
榔
基
が
認
め
ら
れ
、
こ
う
し
た
文
化
交
流
の
結
果
と
し
て
定
着
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
和
尚
溝
A
区
M
一
で
は
副
葬
品
と
し
て
さ
ら
に
西
周
前
期
と
考
え
ら
れ
る
現
地
産
の
青
銅
由
や
青
銅
壷
が
出

土
し
て
お
り
、
年
代
的
に
確
実
に
貌
営
子
類
型
の
段
階
の
墓
で
あ
る
。
仮
に
穴
蔵
な
ど
に
埋
納
さ
れ
た
青
銅
葬
器
を
使
っ
た
人
々
を
、

青
銅
鼻
器
の
年
代
観
か
ら
貌
営
子
類
型
の
段
階
の
人
々
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
穴
蔵
に
埋
納
さ
れ
た
青
銅
葬
器
の
年
代
の
下
限
は
西

周
中
期
で
あ
る
。
寧
城
地
区
の
石
榔
墓
に
認
め
ら
れ
る
青
銅
葬
器
の
年
代
の
上
限
は
、
小
黒
石
溝
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
西
周

後
期
で
あ
り
、
遼
寧
式
銅
剣
を
持
つ
段
階
は
、
説
営
子
類
系
に
後
続
す
る
西
周
後
期
以
降
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
推
定
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
和
尚
溝
の
墓
地
群
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
副
葬
土
器
か
ら
判
断
し
て
夏
家
店
上
層
文
化
に
属
す
る
段
階
の
墓
群
が
認
め
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
B
・
C
－
D
区
で
あ
り
、
か
つ
副
葬
品
に
遼
寧
式
銅
剣
が
認
め
ら
れ
る
。
貌
営
子
類
型
の
A
区
を
含
め
て
考
え
る

と
、
こ
れ
の
墓
地
は
地
理
的
に
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
規
営
子
類
型
と
夏
家
店
上
層
文
化
を
年
代

差
と
し
て
認
識
す
る
な
ら
ば
、

A
区
と
B
・
C
－

D
区
は
別
の
墓
地
と
し
て
分
離
で
き
、
し
か
も
B
・
C
区
間
の
距
離
が
一
一

O
m、

c
・
D
区
間
の
距
離
が
一
二
五

m
と
ほ
ぽ
等
間
隔
を
な
す
集
団
墓
と
規
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
和
尚
溝
B
区
M
六
で
は
木
榔

構
造
を
な
す
が
、
壁
骨
髄
を
も
ち
、
構
造
的
に
は
夏
家
店
下
層
文
化
の
基
層
構
造
を
有
し
て
お
り
、
年
代
的
に
も
古
い
傾
向
に
あ
る
こ

と
が
推
測
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
乙
の
和
尚
溝
墓
地
は
、
こ
の
地
域
に
お
砂
る
文
化
の
系
統
性
が
交
代
す
る
微
妙
な
時
期
を
反

映
し
て
い
る
と
共
に
、
夏
家
店
下
層
な
ど
の
古
い
墓
制
や
貌
営
子
類
型
に
見
ら
れ
る
中
原
的
な
墓
制
が
次
の
夏
家
店
上
層
文
化
の
墓

制
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

先
に
遼
寧
式
銅
剣
の
企
画
性
や
機
能
性
か
ら
、
遼
寧
式
銅
剣
の
出
自
を
遼
西
の
大
凌
河
地
域
・
箪
城
地
区
に
求
め
た
が
、
こ
れ
は

貌
営
子
類
型
の
領
域
と
考
え
ら
れ
る
北
京
市
白
浮
村
な
ど
に
見
ら
れ
る
剣
身
に
脊
を
も
っ
銅
剣
や
万
子
な
ど
の
技
術
と
、
夏
家
店
上



層
文
化
の
南
下
に
伴
い
新
た
に
大
凌
河
地
域
・
寧
城
地
区
で
開
発
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
シ
ラ
ム
レ
ン
河
流

域
の
夏
家
店
上
層
文
化
あ
る
い
は
そ
こ
に
見
ら
れ
る
矛
式
銅
剣
は
、
遼
寧
式
銅
剣
よ
り
先
行
す
る
段
階
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
可
能
性

が
高
い
と
予
想
で
き
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
朱
貴
な
ど
も
肯
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
遼
寧
式
銅
剣
の
出
自
を
考
え
る

上
で
は
、
般
後
期
か
ら
西
周
前
期
の
河
北
省
青
龍
抄
道
溝
な
ど
の
よ
う
な
脊
を
持
つ
銅
剣
で
、
柄
が
湾
曲
し
て
お
り
、
銅
万
子
の
形

態
に
似
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
柄
の
湾
曲
具
合
か
ら
考
え
れ
ば
、
剣
身
の
上
下
は
固
定
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
、
遼

寧
式
銅
剣
の
剣
身
位
置
が
固
定
し
て
い
る
の
と
同
じ
発
想
で
あ
る
。
使
用
法
を
含
め
、
遼
寧
式
銅
剣
の
出
自
の
一
つ
に
こ
う
い
っ
た

種
類
の
銅
剣
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
大
凌
河
流
域
は
曙
左
南
洞
溝
や
凌
源
三
官
旬
な
ど
、
伴
出
す
る
青
銅
葬
器
か
ら
春
秋
後
期
か
ら
戦
国
前
期
ま
で
を
境
に
、

新
た
な
墓
制
に
転
換
し
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
五
道
河
子
墓
地
群
で
あ
る
。

M
五
が
石
榔
墓
を
な
す
が
、
そ
の
他
の
一

O
基

の
墓
は
、
土
塘
墓
な
い
し
木
棺
墓
あ
る
い
は
木
榔
墓
を
な
す
。
す
で
に
遼
寧
式
銅
剣
は
副
葬
さ
れ
ず
、
装
身
具
に
北
方
青
銅
器
文
化

的
な
要
素
を
見
せ
る
が
、
青
銅
武
器
は
中
原
的
な
系
統
の
も
の
に
代
わ
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
燕
的
な
要
素
が
強
い
段
階
と
い
え
よ

う
。
頭
位
方
向
も
ほ
ぼ
墓
地
群
が
北
向
き
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
夏
家
店
上
層
墓
の
主
体
で
あ
る
東
西
方
向
の
墓
と
は
異
な
っ
た
観

念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
、
副
葬
土
器
か
ら
燕
文
化
の
領
域
化
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
領
域
化
は
燕
昭
王

段
階
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
早
い
段
階
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
五
道
河
子
は
戦
国
中
期
の
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
段
階
か
ら
、
大

凌
河
流
域
で
は
燕
と
の
関
係
が
濃
厚
に
な
っ
て
い
っ
た
と
仮
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
大
凌
河
流
域
で
は
日
式
以
降
の
遼
寧

式
銅
剣
の
出
土
は
、
凌
源
三
官
旬
、
曙
左
老
爺
郷
や
建
平
採
集
品
な
ど
ご
く
少
量
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
実
質
的
燕
文
化
の
広

が
り
に
よ
る
遼
寧
式
銅
剣
の
生
産
の
規
制
と
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

遁
河
下
流
域

(c) こ
の
地
域
の
墓
葬
資
料
は
藩
陽
鄭
家
窪
子
第
三
地
点
に
限
ら
れ
、
春
秋
後
期

1
戦
国
前
期
と
い
う
新
し
い
段
階
の
墓
層
構
造
の
み

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一
四
九
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O

が
知
ら
れ
る
。
六
五
一
二
号
基
の
遼
寧
式
銅
剣
は
I
式
の
新
し
い
段
階
の
も
の
と
と
H
式
が
共
伴
し
て
い
る
。

鄭
家
窪
子
第
三
地
点
で
は
、
南
区
の
大
型
木
榔
墓
群
と
北
区
の
小
型
土
墳
墓
群
に
墓
群
が
分
か
れ
、
階
層
差
が
立
地
差
に
反
映
す

る
階
層
構
造
に
至
っ
て
い
る
。
大
型
墓
で
あ
る
M
六
五
二
一
は
、
副
葬
品
が
青
銅
武
器
、
青
銅
工
具
、
青
銅
馬
具
、
青
銅
装
飾
品
、

石
製
装
飾
品
、
骨
角
器
、
土
器
な
ど
か
ら
な
り
、
寧
城
地
区
・
大
凌
河
流
域
に
比
べ
、
青
銅
礼
器
を
欠
く
が
、
そ
の
他
の
主
要
副
葬

品
が
そ
ろ
っ
て
お
り
、
首
長
階
層
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
墓
墳
の
際
に
は
牛
骨
が
見
ら
れ
、
北
方
民
族
的
な

墓
葬
祭
租
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
北
区
の
小
型
墓
で
あ
る
土
墳
墓
の
副
葬
品
は
僅
か
に
骨
剣
、
骨
環
、
壷
（
土
器
）
に
限
ら

れ
る
が
、
牛
腿
骨
も
認
め
ら
れ
、
同
様
に
北
方
民
族
的
な
墓
葬
祭
砲
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
墓
群
は
基
本
的
に
北

方
民
族
的
な
文
化
要
素
を
示
し
て
お
り
、
決
し
て
燕
化
し
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
。

仙
例
理
河
・
太
子
河
涜
域

す
で
に
卓
子
形
支
石
墓
と
石
棺
墓
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
遼
河
下
流
域
を
除
く
遼
東
に
卓
子
形
支
石

墓
が
分
布
し
、
そ
の
後
、
海
河
・
太
子
河
流
域
に
は
石
棺
墓
が
分
布
す
る
よ
う
に
な
る
（
図
9
－

m）
。
石
棺
墓
に
は
遼
寧
式
銅
剣
が

副
葬
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
遼
寧
式
銅
剣
段
階
の
墓
葬
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
表
3
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
地
域
に
は
石

榔
墓
や
木
榔
墓
あ
る
い
は
木
棺
墓
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
石
棺
墓
の
構
造
は
石
塊
を
積
み
上
げ
て
さ
ら
に
蓋
石
を
置
く
も
の
で
あ

り
、
箱
式
石
棺
状
を
呈
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
基
本
構
造
は
遼
西
の
も
の
と
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
寧
城
地
区
や
大

凌
河
流
域
の
よ
う
な
遼
西
の
場
合
、
石
棺
墓
の
階
層
的
な
位
置
づ
貯
は
、
石
榔
墓
、
・
変
形
石
榔
墓
、
木
榔
墓
、
木
棺
墓
よ
り
劣
る
も

の
で
あ
り
、
決
し
て
階
層
上
位
者
の
墓
層
構
造
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
卓
子
形
支
石
墓
の
分
布
圏
へ
、
揮
河
・
太
子
河
流

域
と
い
っ
た
山
間
部
地
域
に
遼
寧
式
銅
剣
と
石
棺
墓
が
分
布
し
て
い
く
様
相
は
、
あ
た
か
も
新
し
い
文
化
が
流
域
を
遡
る
よ
う
に
拡

大
し
て
い
く
様
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
決
し
て
遼
西
の
人
聞
が
侵
略
し
て
い
る
様
を
表
し
て
い
る
と
解
釈

す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
新
し
い
文
化
様
式
の
流
入
の
際
に
、
刺
激
を
与
え
た
地
域
の
階
層
的
上
位
者
の
墓
葬
構
造
を
そ
の
地
域
が



遼東の支石墓（卓子形支石墓と大石査墓）の分布

遼東の大石蓋墓と石棺墓の分布（・大石蓋基 O石桔墓）図10

採
用
す
る
の
で
は
な
く
、
下
位
の
墓
層
構
造
を
採
用
し
よ
う
し
て
い
る
点
は
、
そ
の
地
域
の
社
会
的
な
階
層
化
が
、
遼
西
ほ
ど
発
達

し
て
い
な
つ
か
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

図9

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
石
棺
墓
と
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
遼
東
半
島
の
大
石
蓋
墓
と
比
較
し
て
み
た
い
。
こ
の
地
域
の
大
石
蓋
墓
は
、

下
部
構
造
が
箱
式
石
棺
状
を
呈
す
る
も
の
、
土
墳
状
の
も
の
、
変
形
石
棺
墓
状
の
も
の
に
分
か
れ
る
が
、
主
体
は
箱
式
石
棺
状
と
変

形
石
棺
状
で
あ
る
。
箱
式
石
棺
状
は
卓
子
形
支
石
墓
か
ら
系
譜
的
に
変
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
変
形
石
棺
状
は
そ
の
系
譜
が
理

解
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
、
変
形
石
棺
は
海
河
・
太
子
河
流
域
の
石
棺
墓
が
変
形
し
た
も
の
か
、
さ
ら
に
遼
西

古
式
遼
寧
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銅
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の
地
域
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と
そ
の
社
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で
普
遍
的
に
見
ら
れ
た
変
形
石
棺
墓
が
そ
の
祖
形
と
し
て
考
え
得
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
遼
西
と
の
文
化
交
流
の

面
か
ら
理
解
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七

社
会
構
造
と
遼
寧
式
銅
剣

こ
う
し
た
墓
層
構
造
を
見
て
い
く
と
地
域
単
位
で
の
社
会
的
発
展
度
の
差
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
3
に
示
し
た
墓
葬
の

階
層
分
化
か
ら
み
て
も
、
寧
城
地
区
↓
大
凌
河
流
域
↓
遼
河
下
流
域
↓
湾
河
・
太
子
河
流
域
の
順
で
階
層
構
造
の
未
分
化
が
認
め
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
順
で
社
会
的
発
展
度
の
差
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
遼
寧
式
銅
剣
の
分
布
は
、
こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
に
お
け
る
社
会
的
成
熟
度
に
応
じ
て
、
そ
の
受
け
入
れ
方
が
異
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
常
に

燕
山
以
南
の
燕
文
化
と
い
う
よ
り
発
達
し
た
社
会
と
の
関
係
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
最
後
に
こ
の
過
程
を
ま
と
め
る

こ
と
に
し
た
い
。

殿
後
期
か
ら
西
周
前
半
期
の
大
凌
河
流
域
は
、
貌
営
子
類
型
が
燕
と
の
関
係
性
の
中
で
地
域
支
配
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
燕

の
弱
体
化
に
伴
い
、
燕
と
の
関
係
性
が
薄
れ
、
大
凌
河
流
域
・
寧
城
地
区
で
は
北
方
的
民
族
の
領
域
化
の
中
で
独
自
の
武
器
と
し
て

生
産
さ
れ
た
の
が
、
西
周
後
半
期
の
遼
寧
式
銅
剣
で
あ
っ
た
。
遼
河
下
流
域
は
す
で
に
股
後
期
か
ら
西
周
前
期
に
は
大
凌
河
流
域
か

ら
、
青
銅
戚
・
青
銅
万
子
や
青
銅
斧
な
ど
が
流
入
し
て
お
り
、
青
銅
武
器
・
工
具
を
介
し
て
の
政
治
的
な
関
係
が
存
在
し
た
可
能
性

が
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
段
階
か
ら
の
青
銅
器
生
産
の
可
能
性
が
存
在
し
よ
う
。

し
か
し
こ
れ
よ
り
以
東
の
遼
東
は
こ
の
段
階
で
は
孤
立
し
て
お
り
、
卓
子
形
支
石
墓
に
特
徴
を
な
す
共
同
体
組
織
を
維
持
し
て
い

た
。
こ
れ
が
、
大
凌
河
流
域
に
お
い
て
北
方
的
文
化
様
式
が
濃
厚
に
な
っ
た
遼
寧
式
銅
剣
成
立
の
段
階
以
降
、
こ
れ
ま
で
の
交
流
圏

で
あ
っ
た
遼
河
下
流
域
を
さ
ら
に
越
え
て
湾
河
・
太
子
河
流
域
を
遡
る
形
で
遼
西
と
の
交
流
が
広
が
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し

て
こ
の
地
域
に
遼
寧
式
銅
剣
を
威
信
材
と
す
る
階
層
化
社
会
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
遼
寧
式
銅
剣
そ
の
も
の



は
こ
れ
を
越
え
て
遼
東
半
島
や
朝
鮮
半
島
南
端
ま
で
拡
散
し
て
い
る
が
、
そ
の
独
自
生
産
は
形
態
的
特
徴
か
ら
示
す
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
遼
東
に
お
砂
る
青
銅
器
生
産
は
、
遼
西
よ
り
遅
れ
て
遼
寧
式
銅
剣
の
段
階
か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
し
か
も
銅
剣
と
し
て
の
機
能
性
や
鋳
上
が
り
な
ど
の
生
産
技
術
の
点
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
当
初
は
宝
器
的
な
要
素
が
強
い
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
企
画
性
が
整
っ
て
い
な
い
点
は
、
遼
東
内
の
各
地
点
で
銅
剣
生
産
が
行
わ
れ
て
お
り
、

全
体
的
な
統
制
が
取
ら
れ
て
い
な
事
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
遼
東
内
で
の
地
域
主
体
（
政
体
）
が
群
立
し
て
い
る
状

況
が
読
み
と
れ
る
。
遼
東
に
お
い
て
武
器
と
し
て
の
機
能
面
が
本
格
的
に
備
わ
っ
た
の
は
、
戦
国
前
・
中
期
の
遼
寧
式
銅
剣
H
式
の

段
階
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
段
階
は
剣
柄
H
式
の
存
在
な
ど
か
ら
も
武
器
機
能
の
強
化
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
段

階
、
遼
西
の
大
凌
河
流
域
で
は
、
凌
源
三
官
旬
、
曙
左
老
爺
廟
や
建
平
採
集
品
以
外
、
遼
寧
式
銅
剣
日
式
が
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の

段
階
は
凌
源
五
道
河
子
墓
地
の
よ
う
に
燕
的
な
文
化
様
式
が
流
入
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
燕
文
化
の
広
が
り

が
遼
東
を
し
て
銅
剣
の
本
格
的
武
器
化
を
促
し
た
と
判
断
で
き
る
。

遼
寧
式
銅
剣
凹
式
は
戦
国
後
期
に
相
当
す
る
が
、
こ
の
技
術
的
な
革
新
は
、
燕
の
遼
東
郡
の
設
置
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
燕
の
領
域

化
に
伴
う
、
周
辺
地
域
の
軍
事
的
緊
張
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
燕
の
進
出
が
周
辺
地
域
に
お
い
て
階
層
化
構
造
を

伴
い
な
が
ら
地
域
的
統
合
化
を
促
進
さ
せ
て
い
っ
た
と
と
も
に
、
軍
事
的
な
緊
張
に
あ
わ
せ
て
武
器
の
独
自
な
改
良
を
加
え
て
い
つ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

/¥ 

お
わ
り
に

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
安
易
な
進
化
論
的
発
展
予
測
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
文
化
様
式
を
基
本
に
し
た
地
域
区
分
を
も
と
に
、
古

式
遼
寧
式
銅
剣
の
出
土
地
か
ら
、
遼
寧
式
銅
剣
の
形
態
的
地
域
性
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
数
値
的
な
属
性

の
相
関
関
係
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
形
態
的
な
地
域
特
性
を
示
す
と
と
も
に
、
企
画
性
の
有
無
を
示
し
た
。
生
産
時
の
企
画
化
に
注

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一
五
三



古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一
五
四

目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
企
画
性
の
乏
し
い
遼
東
を
、
遼
西
に
比
べ
組
織
的
な
生
産
体
系
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
段
階
と
し
て
認
識
し
、

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
起
源
地
を
大
凌
河
流
域
・
寧
城
地
区
を
中
心
と
す
る
遼
西
と
規
定
し
た
。
ま
た
、
銅
柄
の
剣
身
と
の
着
装
形
態

か
ら
、
使
用
方
法
を
復
元
し
、
銅
柄
の
型
式
変
化
の
機
能
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
遼
寧
式
銅
剣
の
武
器
と
し
て
の
機

能
変
化
の
方
向
性
か
ら
、
そ
の
遼
西
起
源
説
を
補
説
し
た
。
さ
ら
に
、
小
地
域
で
の
墓
層
構
造
の
分
析
か
ら
、
地
域
単
位
で
の
社
会

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
的
な
社
会
発
展
の
違
い
を
示
し
、
そ
の
上
で
古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
単
位
で
の
需
要
の

違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
燕
山
以
南
の
燕
文
化
と
の
関
係
か
ら
歴
史
的
な
解
釈
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
最

後
に
、
文
献
記
載
に
見
ら
れ
る
部
族
名
の
問
題
に
つ
い
て
見
通
し
を
示
す
こ
と
で
終
わ
り
と
し
た
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
意
見
が
あ
り
、
定
説
を
み
て
い
な
い
が
、
最
近
発
表
さ
れ
た
韓
嘉
谷
の
見
解
に
は
啓
発
さ
れ
る
と

こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
論
文
は
北
京
市
延
慶
軍
都
山
墓
地
群
を
こ
れ
ま
で
文
献
上
の
山
戎
と
考
え
た
の
に
対
し
、
軍
都
山
墓
地
群
を
白

秋
と
考
え
、
遼
西
の
夏
家
店
上
層
文
化
こ
そ
山
戎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
を
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
文
献
記
載
に
よ

れ
ば
、
山
戎
は
大
凌
河
流
域
の
弧
竹
の
北
に
位
置
し
、
燕
を
し
ば
し
ば
攻
撃
し
て
い
る
。
こ
れ
を
撃
破
し
た
の
が
春
秋
中
期
の
斉
の

桓
公
で
あ
り
、
こ
の
段
階
ま
で
の
山
戎
の
隆
盛
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
を
本
稿
で
述
べ
た
遼
西
の
社
会
構
造
に
照
ら
せ
ば
、
寧
城
地

区
を
中
心
と
す
る
遼
西
の
社
会
的
発
展
度
は
こ
の
歴
史
記
述
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
階
層
上
位
者
に
み
ら
れ
る
中
原
系
の

青
銅
器
は
、
燕
山
以
南
の
地
域
と
の
交
流
や
略
奪
品
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
何
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
春
秋
以
降
山
戎
の

記
載
は
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て
戦
国
時
代
に
は
東
胡
と
い
う
部
族
名
が
文
献
記
述
に
現
れ
る
。
こ
の
現
象
は
未
だ
明
確
な
解
釈
は
な

い
が
、
本
稿
で
展
開
し
た
歴
史
的
解
釈
を
用
い
れ
ば
以
外
と
簡
単
に
理
解
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
大
凌
河
流
域
が
戦
国

前
中
期
段
階
に
は
燕
の
影
響
を
既
に
受
げ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
燕
化
し
て
お
り
、
燕
に
と
っ
て
軍
事
的
な
脅
威
と
な
っ
て
い
な
い
点

で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
段
階
に
は
、
遼
東
を
中
心
と
し
て
遼
寧
式
銅
剣
が
独
自
な
武
器
化
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
遼
寧
式
銅

剣
H
式
以
降
の
遼
東
の
独
自
な
展
開
で
あ
り
、
こ
の
軍
事
的
な
緊
張
は
対
燕
と
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
燕
山
以
南



の
燕
か
ら
み
た
場
合
、
対
抗
す
る
相
手
は
遼
河
下
流
域
や
遼
東
地
域
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
東
胡
と
は
こ
う
い
う
人
た
ち
の
こ
と

を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
戦
国
後
期
の
燕
の
昭
王
代
に
は
東
胡
を
撃
っ
て
太
子
河
流
域
の
遼
陽
ま
で
を
郡
治
と

す
る
燕
の
拡
大
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
既
に
予
定
の
紙
面
が
つ
き
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
先
秦
期
の
燕
と
遼
西
・
遼
東
と
の

社
会
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
論
証
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

本
稿
は
こ
こ
数
年
来
暖
め
て
き
た
内
容
で
あ
っ
た
が
、
時
間
の
関
係
で
ま
と
め
ら
れ
な
い
ま
ま
で
い
た
。

チ
ン
研
究
所
に
訪
問
学
者
と
し
て
研
究
す
る
段
階
に
な
っ
て
、
や
っ
と
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

ア

1
ド
大
学
に
あ
っ
て
は
基
本
文
献
は
入
手
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
込
み
入
っ
た
も
の
は
入
手
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
を
補
っ
て
く
れ
た
の
が
九
州
大
学
大
学
院
生
の
漬
名
弘
二
君
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
ま
た
、
現
地
調
査
に
あ
た
っ
て

は
、
遼
寧
省
文
物
考
古
研
究
所
と
の
共
同
研
究
、
ま
た
内
蒙
古
文
物
考
古
研
究
所
と
の
共
同
研
究
が
大
い
に
参
考
と
な
っ
た
。
こ
れ

ら
の
共
同
研
究
に
お
誘
い
い
た
だ
い
た
秋
山
進
午
先
生
に
深
甚
の
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
。
さ
ら
に
「
文
明
の
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
・
ふ

く
お
か
」
地
域
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
派
遣
に
よ
る
一
九
九
六
年
春
の
遼
東
で
の
現
地
調
査
は
、
本
稿
を
生
む
上
で
有
益
な
資
料
を
提
供

し
た
。
さ
ら
に
東
京
国
立
博
物
館
で
の
遺
物
の
観
察
に
関
し
て
は
、
高
浜
秀
さ
ん
と
谷
豊
信
さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の

実
地
調
査
に
際
し
て
ご
協
力
い
た
だ
い
た
諸
先
生
、
諸
氏
は
あ
ま
り
に
も
多
い
た
め
芳
名
の
記
載
を
省
く
が
、
こ
の
場
を
借
り
て
心

よ

り

感

謝

申

し

上

げ

た

い

。

（

一

九

九

七

年

十

一

月

十

日

稿

了

）

ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
・
エ
ン

ハ
l
ヴ

【註】
（1
）
宮
本
一
夫
「
東
北
ア
ジ
ア
の
青
銅
器
文
化
」
『
福
岡
か
ら
ア
ジ
ア
へ
』
四
（
弥
生
文
化
の
二
つ
の
道
）
一
九
九
六
年

（2
）
秋
山
進
午
「
中
国
東
北
地
方
の
初
期
金
属
器
文
化
の
様
相
（
上
）
（
中
）
（
下
）
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
三
巻
第
四
号
、
第
五
四
巻
第
一
号
・
第
四
号
、

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一
五
五



古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一
五
六

一
九
六
八
・
一
九
六
九
年

（3
）
林
淫
「
中
国
東
北
系
銅
剣
初
論
」
『
考
古
学
報
』
一
九
八
O
年
第
二
期

（4
）
斬
楓
毅
「
論
中
国
東
北
地
区
含
曲
刃
青
銅
短
剣
的
文
化
遺
存
」
『
考
古
学
報
』
一
九
八
二
年
第
四
期
・
一
九
八
三
年
第
一
期

（5
）
秋
山
進
午
「
遼
寧
省
東
部
地
域
の
青
銅
器
再
論
」
『
東
北
ア
ジ
ア
の
考
古
学
研
究
』
一
九
九
五
年

（6
）
徐
光
輝
「
遼
寧
式
銅
剣
の
起
源
に
つ
い
て
」
『
史
観
』
第
一
三
五
冊
一
九
九
六
年

（7
）
秋
山
進
午
「
東
北
ア
ジ
ア
初
期
青
銅
器
を
め
ぐ
る
幾
つ
か
の
間
題
」
『
朝
鮮
学
報
』
第
一
六
ニ
輯
一
九
九
七
年

（8
）
千
葉
基
次
「
古
式
遼
寧
式
銅
剣
｜
遼
東
青
銅
器
文
化
考
・
二
｜
」
『
生
産
の
考
古
学
』
一
九
九
七
年

（9
）
村
上
恭
通
「
遼
寧
式
（
東
北
系
）
銅
剣
の
生
成
と
変
容
」
『
先
史
学
・
考
古
学
論
究
H

熊
本
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
創
設
二
五
周
年
記
念
論
文

集
』
一
九
九
七
年

（
日
）
宮
本
一
夫
「
環
溺
海
に
み
ら
れ
る
考
古
学
的
共
通
性
と
地
域
文
化
」
『
中
国
の
方
言
と
地
域
文
化
（
四
）
』
一
九
九
六
年

（
日
）
前
掲
註
一

O
文
献

（
ロ
）
宮
本
一
夫
「
中
国
東
北
地
方
の
支
石
墓
」
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
支
石
墓
の
総
合
的
研
究
』
（
平
成
六
年
1
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究

（A
）
（
二
）
）
）
一
九
九
七
年

（
日
）
斬
楓
毅
「
夏
家
店
上
層
文
化
及
其
族
属
問
題
的
探
討
」
『
北
京
市
文
物
研
究
所
論
集
（
一
一
）
』
一
九
九
一
年

（M
）
翠
徳
芳
「
中
国
北
方
地
区
青
銅
短
剣
分
群
研
究
」
『
考
古
学
報
』
一
九
八
八
年
第
三
期

（
店
）
前
掲
註
六
文
献

（
凶
）
突
起
が
あ
り
な
が
ら
こ
こ
で
古
式
遼
寧
式
銅
剣
に
含
め
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
大
連
旅
順
口
区
南
山
裡
老
鉄
山
西
北
麓
出
土
の
も
の
で
あ
る
（
文

献
二
｜
第
四
図
十
・
十
ご
。
こ
れ
は
鋳
上
が
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
正
確
な
計
測
値
を
求
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

（
η
）
前
掲
註
四
文
献

（
児
）
林
溶
「
中
国
東
北
系
銅
剣
再
論
」
『
考
古
学
文
化
論
集
（
四
）
』
一
九
九
七
年

（
閉
山
）
前
掲
註
五
文
献

（
初
）
前
掲
註
四
文
献

（
幻
）
前
掲
註
九
文
献



（
幻
）
郭
治
中
（
宮
本
一
夫
訳
）
「
内
蒙
古
東
南
部
地
区
に
お
け
る
近
年
の
考
古
学
上
の
発
見
と
研
究
」
『
九
州
考
古
学
』
第
七
一
号

（
お
）
徐
光
輝
「
旅
大
地
区
新
石
器
時
代
晩
期
至
青
銅
器
時
代
文
化
遺
存
分
期
」
『
考
古
学
文
化
論
集
（
四
）
』
一
九
九
七
年

（
川
崎
）
宮
本
一
夫
「
遼
東
半
島
周
代
併
行
土
器
の
変
遷
l
上
馬
石
貝
塚
A
・
B
H
区
を
中
心
に
｜
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
七
六
巻
第
四
号

（
お
）
宮
本
一
夫
「
中
国
東
北
地
方
に
お
け
る
先
史
土
器
の
編
年
と
地
域
性
」
『
史
林
』
六
八
巻
二
号
一
九
八
五
年

（
お
）
前
掲
註
二
三
文
献

（
幻
）
千
葉
基
次
「
遼
東
半
島
積
石
墓
」
『
青
山
考
古
』
第
六
号
一
九
八
八
年

（
お
）
遼
寧
省
文
物
考
古
研
究
所
・
本
渓
市
博
物
館
『
馬
城
子
｜
太
子
河
上
瀞
洞
穴
遺
存
』
一
九
九
四
年

（mm
）
前
掲
註
八
文
献

（
初
）
項
春
松
・
李
義
「
寧
城
小
黒
石
溝
石
鱗
墓
調
査
清
理
報
告
」
『
文
物
』
一
九
九
五
年
第
五
期

（
但
）
馬
の
博
物
館
『
大
草
原
の
騎
馬
民
族
｜
中
国
北
方
の
青
銅
器
｜
』
一
九
九
七
年

（
辺
）
寧
城
県
文
化
館
・
中
国
社
会
科
学
院
研
究
生
院
考
古
系
東
北
考
古
専
業
「
寧
城
県
新
発
現
的
夏
家
店
上
層
文
化
基
葬
及
其
相
関
遺
物
的
研
究
」
『
文
物

資
料
叢
刊
』
九
一
九
八
五
年

（
お
）
前
掲
註
三
二
文
献

（
鎚
）
前
掲
註
三
二
文
献

（
お
）
斬
楓
毅
「
朝
陽
地
区
発
現
的
剣
柄
端
加
重
器
及
相
関
遺
物
」
『
考
古
』
一
九
八
三
年
第
二
期

（
お
）
義
県
文
物
管
理
所
「
義
県
出
土
青
銅
器
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
九
三
年
第
一
期

（
幻
）
建
平
県
文
化
館
・
朝
陽
地
区
博
物
館
「
遼
寧
建
平
県
的
青
銅
時
代
墓
葬
及
相
関
遺
物
」
『
考
古
」
一
九
八
三
年
第
八
期

（
犯
）
前
掲
註
三
七
文
献

（
ぬ
）
遼
寧
省
博
物
館
「
遼
寧
凌
源
三
官
旬
青
銅
短
剣
墓
」
『
考
古
』
一
九
八
五
年
第
二
期

（
ω）
孫
守
道
・
徐
乗
現
「
遼
寧
寺
児
室
等
地
青
銅
短
剣
与
大
伏
房
石
棺
墓
」
『
考
古
』
一
九
六
四
年
第
六
期

（H
U
）
旅
順
博
物
館
「
旅
順
口
区
後
牧
城
駅
戦
国
墓
滑
理
」
『
考
古
』
一
九
六

O
年
第
八
期

（
位
）
東
亜
考
古
学
会
『
牧
羊
城
｜
南
満
州
老
鉄
山
麓
漢
及
漢
以
前
遺
跡
｜
』
（
『
東
亜
考
古
学
叢
刊
』
第
二
冊
）

（
必
）
旅
順
博
物
館
・
遼
寧
省
博
物
館
「
遼
寧
長
海
県
上
馬
石
青
銅
時
代
墓
葬
」
『
考
古
』
一
九
八
二
年
第
六
期

九

年

古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

一
九
九
六
年

一
九
九
一
年

五
七



古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

五
｝＼ 

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 

京
都
大
学
文
学
部
『
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
考
古
学
資
料
目
録
第
三
部
中
国
』
一
九
六
三
年
考
古
学
資
料
番
号
三
五
一
八

宮
本
一
夫
「
遼
寧
省
大
連
市
金
州
区
王
山
頭
積
石
塚
考
古
測
量
調
査
」
『
東
北
ア
ジ
ア
の
考
古
学
研
究
』
一
九
九
六
年

遼
寧
省
博
物
館
文
物
工
作
隊
「
遼
寧
朝
陽
県
貌
営
子
西
周
墓
和
古
遺
枇
」
『
考
古
』
一
九
七
七
年
第
五
期

北
京
市
文
物
管
理
処
「
北
京
市
平
谷
県
劉
家
河
発
現
商
代
墓
葬
」
『
文
物
」
一
九
七
七
年
第
十
一
期

北
京
市
文
物
管
理
処
「
北
京
地
区
的
又
一
重
要
考
古
収
穫
昌
平
白
浮
西
周
木
榔
墓
的
新
啓
示
」
「
考
古
』
一
九
七
六
年
第
四
期

慶
川
守
「
大
遼
河
流
域
の
股
周
青
銅
器
」
『
東
北
ア
ジ
ア
の
考
古
学
研
究
』
一
九
九
六
年

朱
貴
「
試
論
曲
刃
青
銅
短
剣
的
淵
源
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
八
七
年
第
二
期

河
北
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
河
北
青
龍
抄
道
溝
発
現
的
一
批
青
銅
器
」
『
考
古
』
一
九
六
二
年
第
一
一
一
期

遼
寧
省
文
物
考
古
研
究
所
「
遼
寧
凌
源
県
五
道
河
子
戦
国
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
物
』
一
九
八
九
年
第
二
期

宮
本
一
夫
「
戦
国
時
代
燕
国
副
葬
陶
器
考
」
『
愛
媛
大
学
人
文
学
会
創
立
一
五
周
年
記
念
論
集
』
一
九
九
一
年

前
掲
三
九
文
献

劉
大
志
・
柴
貴
民
「
略
左
老
爺
廟
郷
青
銅
短
剣
墓
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
九
三
年
第
二
期

建
平
県
文
化
館
・
朝
陽
地
区
博
物
館
「
遼
寧
建
平
県
的
青
銅
時
代
墓
葬
及
相
関
遺
物
」
『
考
古
』
一
九
八
三
年
第
八
期

前
掲
註
一
一
一
文
献

前
掲
註
一
一
一
文
献

前
掲
註
一
文
献

韓
嘉
谷
「
従
軍
都
山
東
周
墓
談
山
戎
、
胡
、
東
胡
的
考
古
学
文
化
帰
属
」
『
内
蒙
古
文
物
考
古
文
集
』
一
九
九
六
年

文

献東
亜
考
古
学
会
『
牧
羊
城
｜
南
満
州
老
鉄
山
麓
漢
及
漢
以
前
遺
跡
｜
』
（
『
東
亜
考
古
学
叢
刊
』
第
二
冊
）

森
修
「
南
満
州
発
見
の
漢
代
青
銅
器
遺
物
」
『
考
古
学
』
第
八
巻
第
七
号
一
九
三
七
年

島
田
貞
彦
「
満
州
国
新
出
の
古
銀
銅
面
及
二
三
の
青
銅
遺
物
に
つ
い
て
」
『
考
古
学
雑
誌
』
二
八
巻
二
号

朱
貴
「
遼
寧
朝
陽
十
二
台
営
子
青
銅
短
剣
墓
」
「
考
古
学
報
』
一
九
六

O
年
第
一
期

1 

一
九
三
一
年

2 

一
九
三
八
年

3 4 

図

0 
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錦
州
市
博
物
館
「
遼
寧
錦
西
烏
金
塘
東
周
墓
調
査
記
」
『
考
古
』
一
九
六

O
年
第
五
期

旅
順
博
物
館
「
旅
順
口
区
後
牧
城
駅
戦
国
墓
清
理
」
『
考
古
』
一
九
六

O
年
第
八
期

洛
陽
市
文
物
工
作
組
「
溶
陽
地
区
出
土
青
銅
短
剣
資
料
」
「
考
古
』
一
九
六
四
年
第
一
期

孫
守
道
・
徐
索
現
「
遼
寧
寺
児
隻
等
地
青
銅
短
剣
与
大
伏
房
石
橋
墓
」
『
考
古
』
一
九
六
四
年
第
第
六
期

朝
中
共
同
発
掘
隊
『
中
国
東
北
地
方
判
遺
跡
発
掘
報
告
』
一
九
六
六
年
（
東
北
ア
ジ
ア
考
古
学
研
究
会
訳
『
樹
上
・
楼
上
｜
一
九
六
三
l

一
九
六
五

国
東
北
遺
跡
発
掘
報
告
｜
』
一
九
八
六
年
）

中
国
科
学
説
考
古
研
究
所
東
北
工
作
隊
・
遼
寧
昭
鳥
達
盟
文
物
工
作
結
「
寧
城
南
山
根
石
榔
墓
」
『
考
古
学
報
』
一
九
七
三
年
第
二
期

中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
内
蒙
古
発
掘
隊
「
赤
峰
約
王
廊
、
夏
家
店
遣
社
試
掘
報
告
」
『
考
古
学
報
』
一
九
七
四
年
第
一
期

中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
内
蒙
古
工
作
隊
「
寧
城
南
山
根
遺
社
発
掘
報
告
」
『
考
古
学
報
』
一
九
七
五
年
第
一
期

藩
陽
故
宮
博
物
館
・
溶
陽
市
文
物
管
理
弁
公
室
「
洛
陽
郷
家
窪
子
的
両
座
青
銅
時
代
墓
葬
」
「
考
古
学
報
』
一
九
七
五
年
第
一
期

遼
陽
文
物
管
理
所
「
遼
揚
二
道
河
子
石
棺
墓
」
『
考
古
』
一
九
七
七
年
第
五
期

遼
寧
省
博
物
館
・
朝
陽
地
区
博
物
館
「
遼
箪
稽
左
南
洞
溝
石
榔
墓
」
『
考
古
』
一
九
七
七
年
第
六
期

清
原
県
文
化
局
「
遼
寧
清
原
門
験
石
棺
墓
」
『
考
古
』
一
九
八
一
年
第
二
期

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
東
北
工
作
隊
「
内
蒙
古
寧
城
県
南
山
根
一

O
二
号
石
榔
墓
」
『
考
古
』
一
九
八
一
年
第
四
期

清
原
県
文
化
局
・
撫
順
市
博
物
館
「
遼
寧
省
清
原
県
近
年
発
現
一
批
石
棺
墓
」
『
考
古
』
一
九
八
二
年
第
二
期

斬
楓
毅
「
論
中
国
東
北
地
区
含
曲
刃
青
銅
短
剣
的
文
化
遺
存
（
上
）
」
『
考
古
学
報
』
一
九
八
二
年
第
四
期

新
楓
毅
「
朝
陽
地
区
発
現
的
剣
柄
端
加
重
器
及
相
関
遺
物
」
『
考
古
』
一
九
八
三
年
第
二
期

許
明
綱
・
許
玉
林
「
遼
寧
新
金
県
双
房
石
蓋
石
棺
墓
」
『
考
古
』
一
九
八
三
年
第
四
期

建
平
県
文
化
館
・
朝
揚
地
区
博
物
館
「
遼
寧
建
平
県
的
青
銅
時
代
墓
葬
及
相
関
遺
物
」
『
考
古
』
一
九
八
三
年
第
八
期

撫
順
市
博
物
館
「
撫
順
地
区
早
晩
両
類
青
銅
文
化
遺
存
」
『
文
物
』
一
九
八
三
年
第
九
期

方
殿
春
・
劉
諜
華
「
遼
寧
阜
新
胡
頭
溝
紅
山
文
化
玉
器
墓
的
発
現
」
『
文
物
』
一
九
八
四
年
第
六
期

寧
城
県
文
化
館
・
中
国
社
会
科
学
院
研
究
生
院
考
古
系
東
北
考
古
専
業
「
寧
城
県
新
発
現
的
夏
家
店
上
層
文
化
基
葬
及
其
棺
関
遺
物
的
研
究
」
『
文
物
資

料
叢
刊
』
九
一
九
八
五
年

6 7 8 9 

中
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古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
会

五
九



古
式
遼
寧
式
銅
剣
の
地
域
性
と
そ
の
社
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遼
箪
省
博
物
館
・
朝
陽
市
博
物
館
「
建
平
水
泉
遺
社
発
掘
筒
報
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
八
六
年
第
二
期

貌
海
波
「
遼
寧
本
渓
発
現
青
銅
短
剣
基
」
『
考
古
』
一
九
八
七
年
第
二
期

遼
寧
省
文
物
考
古
研
究
所
・
略
左
県
博
物
館
「
曙
左
和
尚
溝
墓
地
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
八
九
年
第
二
期

李
殿
福
「
建
平
孤
山
子
、
検
樹
林
子
育
銅
時
代
墓
葬
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
九
一
年
第
二
期

郡
園
田
「
内
蒙
古
教
漢
旗
発
現
的
青
銅
器
及
有
関
遺
物
」
『
北
方
文
物
』
一
九
九
三
年
第
一
期

義
県
文
物
管
理
所
「
義
県
出
土
青
銅
短
剣
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
九
三
年
第
一
期

許
明
綱
「
大
連
市
近
年
来
発
現
青
銅
短
剣
及
相
関
的
新
資
料
」
『
遠
海
文
物
学
刊
』
一
九
九
三
年
第
一
期

張
静
・
因
子
義
・
李
道
升
「
朝
陽
小
波
赤
青
銅
短
剣
墓
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
九
三
年
第
二
期

劉
大
志
・
柴
貴
民
「
略
左
老
爺
廟
郷
青
銅
短
剣
墓
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
九
三
年
第
二
期

項
春
松
・
李
義
「
箪
城
小
泉
石
溝
石
榔
基
調
査
清
理
報
告
」
『
文
物
』
一
九
九
五
年
第
五
期

一六
O


