


装
　
　
幀
　
新
谷
雅
宣

本
文
図
版
　
松
澤
利
絵

１　

ズ
リ
場
と
鉱
脈
の
発
見
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

34

２　

み
え
て
き
た
露
天
採
掘
の
実
態
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

43

３　

採
掘
坑
に
よ
る
方
法
も
あ
っ
た
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

54

４　

出
土
品
か
ら
み
た
採
掘
の
実
態
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

58

５　

採
掘
し
て
い
た
の
は
誰
だ
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

67

第
４
章　

朱
の
生
産
に
せ
ま
る
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

71

１　

辰
砂
は
ど
こ
へ
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

71

２　

朱
を
つ
く
る
弥
生
人
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

72

３　

朱
塗
り
工
房
の
風
景
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

84

第
５
章　

若
杉
山
辰
砂
採
掘
遺
跡
の
こ
れ
か
ら 

………
…
…
…
… 

86

参
考
文
献
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
91

編
集
委
員

勅
使
河
原
彰
（
代
表
）

小
野
　
　
昭

小
野
　
正
敏

石
川
日
出
志

小
澤
　
　
毅

佐
々
木
憲
一

朱
に
魅
せ
ら
れ
た

弥
生
人

︱
若
杉
山
辰
砂
採
掘
遺
跡
︱

西
本
和
哉

【
目
次
】

第
１
章　

弥
生
人
が
求
め
た
朱
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

4

１　

辰
砂
採
掘
遺
跡
と
は
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

4

２　

弥
生
の
赤
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

5

３　

赤
色
に
込
め
ら
れ
た
思
い
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

8

４　
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
記
さ
れ
た
赤
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

10

第
２
章　

辰
砂
採
掘
遺
跡
の
探
究
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

15

１　

採
掘
場
へ
の
道
の
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

15

２　

辰
砂
採
掘
遺
跡
の
発
見
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

19

３　

地
下
資
源
の
宝
庫
・
阿
南
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

22

4　

み
え
て
き
た
辰
砂
採
掘
の
様
子
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

29

第
３
章　

採
掘
の
実
態
解
明
へ
………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

34



45

第 1章　弥生人が求めた朱

術
水
準
や
社
会
構
造
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
学
術
上
価
値
の
高
い
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。

　
本
書
で
は
、
若
杉
山
辰
砂
採
掘
遺
跡
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
も
と
に
、
弥
生
時
代
の
朱
の
生
産
方
法
を
み
な

さ
ん
と
追
究
し
て
い
こ
う
。
さ
ら
に
、
当
時
の
朱
の
用
途
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。
そ
こ
に
は
独
自
に
育
ん
だ

精
神
文
化
を
共
有
・
維
持
す
る
た
め
に
力
を
そ
そ
い
で
い
た
弥
生
人
の
姿
が
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

2　

弥
生
の
赤

　
赤
色
は
「
朱
、
丹
、
緋
、
紅
、
茜
」
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
表
記
さ
れ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
色
の
も
と
に
な
っ
て

い
る
素
材
、
着
色
対
象
物
、
微
妙
な
色
調
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
巧
み
に
使
い
分
け
て
い
る
。

弥
生
時
代
に
も
こ
う
し
た
言
葉
に
よ
る
使
い
分
け
が
さ
れ
て
い
た
と
い
う
根
拠
は
な
い
が
、
自
然
界
に
あ
る
植

物
や
鉱
物
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
赤
色
を
得
て
、
そ
れ
ら
を
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
キ
ク
科
の
植
物
で
あ
る
ベ
ニ
バ
ナ
の
花
が
糸
や
布
の
赤
い
染
色
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
が
、
奈
良
県
桜
井
市
の
纒ま

き

向む
く

遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
弥
生
時
代
終
末
期
（
三
世
紀
前
半
）
の
溝
跡
や
、

福
岡
県
福
岡
市
の
比ひ

恵え

・
那な

珂か

遺
跡
群
の
谷
地
形
に
堆
積
し
た
弥
生
時
代
終
末
期
ご
ろ
の
地
層
か
ら
ベ
ニ
バ
ナ

の
花
粉
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
ベ
ニ
バ
ナ
の
使
用
が
想
定
さ
れ
る
列
島
最
古
級
の
資
料
で
あ
り
、

こ
の
こ
ろ
大
陸
か
ら
栽
培
や
染
織
の
技
術
が
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
紅
色
に
染
ま
っ
た
衣
服
を
ま
と
う
人

物
を
想
像
さ
せ
る
貴
重
な
発
見
で
あ
る
。

第
１
章　

弥
生
人
が
求
め
た
朱

１　

辰
砂
採
掘
遺
跡
と
は

　
若わ

か

杉す
ぎ

山や
ま

辰し
ん

砂し
ゃ

採さ
い

掘く
つ

遺
跡
は
、
徳
島
県
阿
南
市
に
位
置
す
る
弥
生
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
。
鉱
物
の
辰
砂
か
ら
赤

色
顔
料
の
朱
を
生
産
し
て
い
た
と
い
う
稀
有
な
性
格
の
遺
跡
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
日
本
考
古
学
で
は
、
原
材
料
を
採
取
し
て
、
手
を
加
え
る
こ
と
で
製
品
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
遺
跡
の
こ
と

を
生
産
遺
跡
と
よ
ん
で
い
る
。
全
国
に
は
約
三
万
九
〇
〇
〇
件
の
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
生

産
遺
跡
の
数
は
そ
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
。
な
か
で
も
辰
砂
を
採
掘
し
た
痕
跡
を
と
ど
め
る
遺
跡
は
若

杉
山
辰
砂
採
掘
遺
跡
が
唯
一
な
の
で
あ
る
。

　
二
〇
一
七
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、
弥
生
時
代
の
人
び
と
が
辰
砂
の
産
状
を
熟
知
し
て
効
率
的

な
採
掘
を
営
ん
で
い
た
こ
と
や
、
採
掘
が
地
域
社
会
を
あ
げ
て
組
織
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
つ

ぎ
つ
ぎ
と
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
ど
こ
か
謎
に
包
ま
れ
て
い
た
辰
砂
採
掘
遺
跡
が
、
じ
つ
は
当
時
の
技
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佐
渡
金
銀
山
遺
跡
や
石
見
銀
山
遺
跡
も
熱
水
鉱
脈
を
採
掘

対
象
と
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
鉱
脈
の
採
掘
地
が
「
鉱
山
」
と
よ
ば
れ
る
よ

う
に
多
く
は
山
中
に
あ
る
。
岩
盤
の
露
頭
が
多
く
、
鉱
脈

の
探
索
に
適
す
る
山
中
は
、
昔
も
今
も
地
下
資
源
を
獲
得

す
る
舞
台
と
な
っ
て
き
た
わ
け
だ
。
た
だ
し
、
金
属
鉱
脈

の
分
布
は
限
ら
れ
る
た
め
、
み
つ
け
だ
す
の
は
容
易
で
は

な
い
。
ま
し
て
生
活
の
場
か
ら
離
れ
た
山
中
と
な
れ
ば
な

お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
原
料
入
手
の
難
易
度
か
ら
、

朱
は
ベ
ン
ガ
ラ
に
く
ら
べ
て
希
少
な
赤
色
顔
料
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。

　
弥
生
時
代
の
墓
に
使
用
さ
れ
て
い
る
赤
色
顔
料
の
素
材

分
析
を
お
こ
な
っ
た
本
田
光
子
氏
に
よ
る
と
、
北
部
九
州

に
分
布
す
る
弥
生
時
代
中
期
後
半
の
箱
式
石
棺
墓
に
は
棺

内
全
体
に
多
量
の
ベ
ン
ガ
ラ
を
塗
り
、
頭
胸
部
だ
け
に
少

量
の
朱
を
ほ
ど
こ
す
事
例
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
弥
生
時

代
に
は
二
種
類
の
赤
色
顔
料
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

　
な
お
、
ベ
ニ
バ
ナ
の
よ
う
に
水
な
ど
の
溶
媒
に
溶
け
る

物
質
を
「
染
料
」
と
よ
ぶ
の
に
対
し
、
不
溶
の
物
質
を

「
顔
料
」
と
よ
び
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
し
て
、
弥
生
時
代
の
赤
色
顔
料
に
は
「
ベ
ン
ガ
ラ
」

と
「
朱
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
ベ
ン
ガ
ラ
は
天
然
に
産
出

す
る
赤せ

き

鉄て
っ

鉱こ
う

の
ほ
か
、
褐か

っ

鉄て
っ

鉱こ
う

や
沼
地
・
湿
地
に
産
す
る

含が
ん

水す
い

酸さ
ん

化か

鉄て
つ

を
焼
い
た
も
の
を
粉
砕
し
て
生
産
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
図
1
）。
水
稲
農
耕
を
営
む
た
め
沖

積
地
に
進
出
し
た
弥
生
人
に
と
っ
て
、
酸
化
鉄
を
主
成
分

と
す
る
ベ
ン
ガ
ラ
は
原
料
を
入
手
し
や
す
い
顔
料
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
朱
は
硫
化
水
銀
を
主
成
分
と
す
る
鉱
物
の
辰
砂

を
粉
砕
す
る
こ
と
で
生
産
さ
れ
た
。
列
島
に
産
出
す
る
辰

砂
は
お
も
に
熱
水
鉱
脈
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
熱
水

鉱
脈
と
は
、
マ
グ
マ
の
活
動
に
よ
っ
て
地
下
深
部
で
熱
せ

ら
れ
た
水
が
岩
石
の
鉱
物
や
元
素
を
溶
か
し
な
が
ら
上
昇

し
、
温
度
の
低
下
と
と
も
に
岩
石
中
の
割
れ
目
な
ど
に
結

晶
化
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
図
2
）。
著
名
な

図1 ●ベンガラの素材となった赤色鉱物
鳥取県東伯町にある笠見第3遺跡の弥生時代中期から古墳時代の遺構で出
土した赤色鉱物。赤鉄鉱とみられる。手前の薄くなった鉱物の表裏には研
磨痕がみられ、台石にこすりつけて顔料をつくり出したと考えられる。

図2 ●若杉谷で採集された辰砂原石
白い部分は母岩の石灰岩。熱水鉱脈に沿って割れた状態で、
あざやかな辰砂が付着していることがわかる。
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顔
料
を
ほ
ど
こ
す
行
為
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
葬
送
習

俗
が
ど
の
よ
う
に
は
じ
ま
っ
た
の
か
、
ま
だ
十
分
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
福
岡
県
糸
島
市
の
新し

ん

町ま
ち

支し

石せ
き

墓ぼ

群
で
は
す
で
に
弥
生
時
代
早
期
の
墓
で
朱
が
検
出
さ
れ
て

い
る
。
北
部
九
州
で
は
、
前
期
後
葉
に
成
人
埋
葬
用
の
甕か

め

棺か
ん

が
つ
く
ら
れ
は
じ
め
る
と
、
朱
の
使
用
も
一
気
に
流
行

し
、
被
葬
者
の
周
囲
を
彩
っ
た
り
、
被
葬
者
に
ふ
り
か
け

る
儀
礼
を
と
り
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
朱

の
研
究
者
で
あ
る
市
毛
勲
氏
は
こ
う
し
た
儀
礼
を
「
施
朱

の
風
習
」
と
よ
び
、
死
後
の
世
界
で
の
安
寧
や
鎮
魂
を
期

待
し
た
と
推
測
す
る
。

　
な
か
に
は
多
量
の
朱
が
棺
に
敷
き
つ
め
ら
れ
た
墓
も
み

ら
れ
る
（
図
6
）。
弥
生
時
代
後
期
後
半
に
築
か
れ
た
岡

山
県
倉
敷
市
の
楯た

て

築つ
き

墳ふ
ん

丘き
ゅ

墓う
ぼ

は
、
直
径
四
〇
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
円
丘
部
の
北
東
と
南
西
に
そ
れ
ぞ
れ
方
形
の
突
出
部

を
設
け
る
特
異
な
形
状
で
、
同
時
代
の
墳
丘
墓
と
し
て
は

最
大
級
で
あ
る
。
墳
丘
の
各
所
に
巨
石
、
壺
形
土
器
、
特

殊
器
台
、
特
殊
壺
が
配
置
さ
れ
、
吉
備
地
域
を
治
め
た
大

３　

赤
色
に
込
め
ら
れ
た
思
い

　
で
は
、
弥
生
人
は
赤
色
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
き
、

何
を
期
待
し
て
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
精

神
面
を
考
古
学
か
ら
明
ら
か
に
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、

赤
色
顔
料
が
使
わ
れ
た
遺
構
や
遺
物
の
共
通
性
か
ら
推
測

で
き
る
場
合
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
弥
生
時
代
中
期
に
福
岡
県
西
部
か
ら
佐

賀
県
東
部
に
か
け
分
布
す
る
丹に

塗ぬ
り

磨ま

研け
ん

土
器
（
図
3
）
や
、

弥
生
時
代
後
期
に
濃
尾
平
野
を
中
心
と
し
て
分
布
す
る
パ

レ
ス
ス
タ
イ
ル
土
器
（
図
4
）
は
、
ベ
ン
ガ
ラ
で
彩
色
さ

れ
た
土
器
で
あ
る
。
ま
た
弥
生
時
代
後
期
後
半
に
築
か
れ

た
島
根
県
出
雲
市
の
西
谷
三
号
墓
で
は
墓
上
か
ら
三
三
〇

点
を
超
え
る
土
器
が
出
土
し
、
そ
の
多
く
に
朱
が
塗
ら
れ

て
い
る
（
図
5
）。
こ
う
し
た
赤
彩
土
器
は
墓
域
や
水
辺

で
出
土
す
る
こ
と
が
多
く
、
葬
送
儀
礼
や
水
に
か
か
わ
る

祭
祀
で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
西
日
本
で
は
、
墳
墓
の
埋
葬
施
設
や
遺
骸
に
赤
色

図3 ●栗田遺跡（福岡県筑前町）出土の丹塗磨研土器
日常で使用する土器と異なり、表面をヘラ状の工具で
ていねいに磨いてベンガラを塗っている。甕棺墓群に
ともなう祭祀遺構から出土した。

図4 ●朝日遺跡（愛知県清須市）出土の
　　  パレススタイル土器

ギリシャ・クレタ島のクノッソス宮殿
跡出土の宮廷式土器に似ることからこ
うよばれている。

図5 ●西谷3号墓（島根県出雲市）出土の
　　    山陰系土器

外面だけでなく内面にも朱が塗られて
いる。このように器台・壺・坏をセッ
トにして配置したと推測されている。
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志
倭
人
伝
」
と
よ
ば
れ
る
こ
の
歴
史
書
に
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
か
れ
た
帯
方
郡
と
倭
国
に
あ
る
国
々
の
位
置
に

か
ん
す
る
こ
と
、
倭
国
の
習
俗
や
産
物
に
か
ん
す
る
こ
と
、
倭
国
の
内
政
か
ら
魏
と
の
外
交
に
か
ん
す
る
こ
と

の
お
よ
そ
三
つ
の
内
容
が
二
千
字
ほ
ど
で
記
さ
れ
い
る
。
そ
の
な
か
に
赤
色
顔
料
に
か
か
わ
る
記
述
が
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
四
カ
所
み
ら
れ
る
。

① 

倭
の
地
は
温
暖
、
冬
夏
生
菜
を
食
す
。
皆
徒
跣
。
屋
室
あ
り
、
父
母
兄
弟
、
臥
息
処
を
異
に
す
。
朱
丹
を

以
て
そ
の
身
体
に
塗
る
、
中
国
の
粉
を
用
う
る
が
如
き
な
り
。

② 

真
珠
・
青
玉
を
出
だ
す
。
そ
の
山
に
は
丹
あ
り
。

③ 

ま
た
特
に
汝
に
紺
地
句
文
錦
三
匹
、

細
班
華
罽
五
張
、
白
絹
五
十
匹
、
金

八
両
、
五
尺
刀
二
口
、
銅
鏡
百
枚
、

真
珠
・
鉛
丹
各
々
五
十
斤
を
賜
い
、

皆
装
封
し
て
難
升
米
・
牛
利
に
付
す
。

④ 

そ
の
四
年
、
倭
王
、
ま
た
使
大
夫
伊

聲
耆
・
掖
邪
拘
等
八
人
を
遣
わ
し
、

生
口
、
倭
錦
、
絳
青
縑
、
緜
衣
、
帛

布
、
丹
、
木

、
短
弓
矢
を
上
献
す
。

　
①
は
、
倭
国
の
習
俗
を
記
録
し
た
部
分

に
あ
た
る
。
倭
人
は
身
体
に
朱
や
丹
を
塗

首
長
の
墓
に
相
応
し
い
内
容
を

も
つ
。
こ
う
し
た
有
力
者
の
も

と
に
は
入
手
が
む
ず
か
し
い
朱

も
蓄
積
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　
以
上
の
よ
う
な
赤
色
顔
料
の

使
用
内
容
か
ら
、
赤
色
は
祭
祀

や
葬
送
と
い
っ
た
非
日
常
的
な

場
面
を
彩
る
色
で
あ
っ
た
と
想

像
で
き
る
。
そ
し
て
、
希
少
品

で
あ
っ
た
朱
を
多
く
保
有
・
使

用
す
る
こ
と
が
権
威
を
示
す
こ

と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
当
時
の
信
仰
や
思
想
は
人
び
と
を
辰
砂
採
掘
に
か
き
た
て
た
よ
う

だ
。４　

「
魏
志
倭
人
伝
」
に
記
さ
れ
た
赤

　
弥
生
時
代
に
朱
や
そ
の
原
料
と
な
る
辰
砂
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
理
解
す
る
う
え
で
、
中
国

の
正
史
で
あ
る
『
三
国
志
』
巻
三
十
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
倭
人
条
の
記
述
は
欠
か
せ
な
い
（
図
7
）。
通
称
「
魏

図7 ●『三国志』巻三十烏丸鮮卑東夷伝倭人条
4行目中ほどに「其山有丹」とある。

図6 ●楯築墳丘墓（岡山県倉敷市）の中心主体
木棺内部にはおよそ32 kgの朱が敷きつめられて
いた。朱の厚さは1 ～ 8 cmあり、被葬者の頭部
付近とみられる東側（写真上方）がもっとも厚い。
日本の土壌は酸性が強いため遺骸などの有機質は
残りにくいが、鉱物の辰砂からつくり出される朱
は、時をへても色あせることがない。
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も
の
は
、
弥
生
時
代
中
期
後
半
の
竪
穴
建
物
の
床
面
に
掘

ら
れ
た
小
穴
の
最
深
部
か
ら
拳
大
の
塊
で
み
つ
か
っ
て
お

り
、
布
製
の
巾
着
の
よ
う
な
も
の
に
入
れ
て
大
切
に
保
管

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
（
図
8
）。

　
さ
て
、
卑
弥
呼
は
、
二
四
三
年
（
正
始
四
）
に
再
び
魏

に
遣
使
を
送
っ
て
い
る
。
④
の
記
述
は
そ
の
際
に
献
上
さ

れ
た
品
々
で
あ
る
。
奴
隷
を
意
味
す
る
生せ

い

口こ
う

の
ほ
か
、
錦

を
は
じ
め
と
す
る
各
種
織
物
や
衣
服
、
弓
矢
と
い
っ
た
当

時
の
倭
国
で
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
一
級
品
と
と
も
に
記

さ
れ
る
「
丹
」
は
、
辰
砂
か
ら
つ
く
り
出
し
た
朱
を
さ
す

と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
卑
弥
呼
は
魏
皇
帝
か
ら
下
賜
さ

れ
た
中
国
産
の
鉛
丹
や
辰
砂
の
返
礼
に
、
倭
国
産
の
朱
を

選
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。

　
③
と
④
の
記
述
は
、
赤
色
顔
料
や
そ
の
原
料
と
な
る
辰

砂
が
対
外
的
な
外
交
の
場
に
お
け
る
贈
答
品
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
最
後
に
②
は
、
倭
国
の
産
物
、
植
物
、
生
息
物
な
ど
を

列
記
し
た
部
分
に
あ
る
一
文
で
、
倭
の
山
地
に
丹
が
あ
る

っ
て
お
り
、
そ
の
様
子
が
中
国
で
白お

し

粉ろ
い

を
用
い
る
の
と
似
て
い
る
と
記
し
て
あ
る
。
倭
国
を
訪
れ
た
使
者
に
は
、

倭
人
が
顔
や
体
に
赤
色
顔
料
を
塗
る
様
子
が
印
象
に
残
っ
た
よ
う
だ
。

　
③
と
④
は
倭
と
魏
の
外
交
に
か
ん
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
三
八
年
（
景
初
二
）、
卑
弥
呼
は
献
上
品
を
携
え

た
使
者
を
魏
に
使
わ
す
。
皇
帝
曹そ

う

叡え
い

（
明
帝
）
は
こ
の
遣
使
を
大
い
に
喜
び
、
卑
弥
呼
に
親
魏
倭
王
の
詔
書
を

下
し
、
多
く
の
下
賜
品
を
与
え
る
と
と
も
に
、
別
途
、
卑
弥
呼
に
特
別
な
品
々
を
授
け
る
。
そ
の
品
目
が
③
の

記
述
で
あ
る
。
錦
の
織
物
、
毛
織
物
を
意
味
す
る
罽け

い

、
カ
イ
コ
の
繭
か
ら
つ
く
ら
れ
る
絹
な
ど
豪
華
な
品
々
が

な
ら
び
、
な
か
に
は
有
名
な
銅
鏡
百
枚
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
「
真
珠
、
鉛
丹
各
五
十
斤
」
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
真
珠
と
鉛
丹
が
そ
れ

ぞ
れ
五
十
斤
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
真
珠
は
一
般
的
に
貝
か
ら
採
れ
る
宝
石
の
パ
ー
ル
を
さ
す
が
、
鉛

を
酸
化
さ
せ
て
つ
く
っ
た
赤
色
顔
料
の
鉛
丹
（
粉
末
）
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
や
、
重
さ
を
斤
で
あ
ら
わ
す
こ
と

が
不
自
然
で
あ
る
た
め
、
中
国
産
の
辰
砂
を
さ
す
「
真
朱
」
の
誤
記
と
す
る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
漢
代
の
一
斤
は
約
二
二
六
グ
ラ
ム
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
五
〇
斤
は
一
一
・
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
相
当
す
る
。

も
し
辰
砂
だ
と
す
れ
ば
、
水
銀
化
合
物
の
辰
砂
の
比
重
は
重
い
た
め
、
体
積
に
換
算
す
る
と
一
・
四
リ
ッ
ト
ル

ほ
ど
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
中
国
産
の
朱
や
辰
砂
が
列
島
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
せ
る
魏
志
倭
人
伝
の
記
述
は
、
考

古
学
の
成
果
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
北
部
九
州
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
比
恵
・
那
珂
遺
跡
群
や
同
じ
く
福

岡
県
福
岡
市
の
南

み
な
み

八は
ち

幡ま
ん

遺
跡
、
元
岡
・
桑
原
遺
跡
、
ま
た
糸
島
市
の
三み

雲く
も

・
井い

原は
ら

遺
跡
、
久
留
米
市
の
水み

ず

分わ
け

遺

跡
で
、
列
島
に
み
ら
れ
な
い
粒
状
の
辰
砂
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
比
恵
・
那
珂
遺
跡
群
か
ら
出
土
し
た

図8 ●比恵・那珂遺跡群（福岡県福岡市）出土の辰砂
大粒のもので長さ10 mmほど。全体に赤黒い色調をしている。
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こ
と
を
伝
え
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
丹
」
も
辰
砂
な
い
し
朱
を

さ
す
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
原
文
は
「
其
山
有

丹
」
と
い
う
わ
ず
か
四
文
字
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
が
若
杉

山
辰
砂
採
掘
遺
跡
の
風
景
と
重
な
る
。

　
と
は
言
う
も
の
の
、
其
山
が
若
杉
山
を
さ
す
と
決
め
つ
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
倭
人
伝
の
内
容
が
西
日
本
の
弥
生
社

会
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
般
的
な
理
解
で
あ
る

が
、
西
日
本
に
か
ぎ
っ
て
も
辰
砂
が
産
出
す
る
鉱
床
は
阿
波

水
銀
鉱
床
の
ほ
か
に
、
九
州
西
部
水
銀
鉱
床
、
九
州
南
部

水
銀
鉱
床
、
大
和
水
銀
鉱
床
と
複
数
地
点
に
存
在
す
る
（
図

9
）。
其
山
が
ど
の
鉱
床
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
は
た
ま
た

複
数
の
鉱
床
の
総
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ
れ

を
実
証
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
重
要
な
の
は
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
若
杉
山
辰
砂
採
掘
遺

跡
が
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
弥
生
時
代
に
辰
砂
を
採
掘
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
全
国
唯
一
の
遺
跡
と
し
て
、

当
時
の
朱
の
生
産
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
は
か
り
し

れ
な
い
歴
史
的
価
値
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

図9 ●西日本に分布する水銀鉱床と近現代の鉱山
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