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安
陽
出
土
の
三
四
の
玉
器
と
石
製
品

　
　
　
　
　
　

一

　

國
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の
手
で
行
は
れ
た
河
南

省
彰
徳
府
附
近
の
所
謂
殷
墟
の
硬
掘
が
育
し
た
数
々
の
新
事
変

の
う
ち
、
考
古
學
上
特
筆
せ
ら
る
可
き
］
つ
の
重
要
な
鮎
は
古

い
玉
石
器
彫
像
類
の
出
現
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
支
那
の
エ
盛
史

乃
至
美
術
史
の
上
に
も
新
紀
元
を
劃
す
る
も
の
と
云
ふ
事
が
出

来
る
。
た
ｇ
疋
等
の
賓
際
に
就
い
て
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
従

来
の
知
見
と
か
け
離
れ
て
ゐ
る
が
篤
に
、
賓
物
を
観
る
機
會
に

め
ぐ
ま
れ
た
若
干
の
者
の
外
、
今
日
な
ほ
充
分
理
解
せ
ら
れ
な

い
憾
み
が
あ
り
、
特
に
本
邦
學
界
に
於
い
て
共
の
感
が
多
い
。

今
度
の
支
那
事
鍵
で
も
と
南
京
の
研
究
所
に
収
蔵
さ
れ
て
あ
っ

た
是
等
出
土
品
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
他
に
移
さ
れ
た
の
で
、
其

の
保
存
の
如
何
が
一
部
東
洋
學
者
の
心
を
い
た
め
て
ゐ
る
次
第

で
あ
る
が
、
幸
に
其
の
す
べ
て
が
安
１
　
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

梅

　
　

原

　
　

末

　
　

治

　

報
告
書
の
公
刊
の
如
き
は
営
分
慄
期
出
来
さ
う
に
な
い
。
こ
れ

　

は
支
那
考
古
學
に
携
は
る
者
に
と
っ
て
一
つ
の
大
き
な
恨
事
と

　

言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　

處
が
右
の
遺
物
を
出
し
た
彰
徳
府
附
近
が
我
が
軍
の
手
に
諮

　

し
て
か
ら
年
を
越
え
て
、
治
安
が
大
い
に
改
善
せ
ら
れ
た
と
見

　

え
、
私
か
に
懸
念
し
た
遺
跡
の
盗
掘
が
、
地
方
人
士
の
手
で
行

　

は
れ
出
し
た
ら
し
ぐ
、
今
年
に
入
っ
て
夥
し
い
所
謂
安
陽
物
が

　

北
京
の
美
術
市
場
に
現
は
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
其
の
一
部
が

　

本
邦
に
も
将
来
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
是
等
の
う
ち
に
上
記
玉
石

　

器
の
官
物
を
も
含
ん
で
ゐ
る
の
は
別
個
の
方
面
か
ら
學
界
に
新

。
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
尤

‘
も
是
等
の
す
べ
て
は
古
美
術
商
の
手
を
経
て
ゐ
て
、
既
に
遺
跡

　

と
の
』
開
係
の
絶
た
れ
た
骨
董
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
學

　

術
上
の
價
値
に
於
い
て
甚
だ
劣
っ
た
遺
品
と
云
ふ
の
外
な
い
が

　

而
も
、
目
堵
し
た
國
立
中
央
研
究
院
の
學
術
調
査
に
依
る
出
上
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品
の
知
見
か
ら
判
す
る
と
、
其
の
所
傅
に
誤
り
が
た
く
、
こ
れ

を
安
陽
古
墓
の
副
葬
品
と
す
る
４
殆
ん
ど
疑
問
は
な
い
’
。
さ
れ

ば
こ
れ
等
を
以
て
な
ほ
不
充
分
に
見
え
る
我
が
學
界
に
右
の
玉

石
器
の
一
斑
を
傅
へ
る
資
料
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ら

う
。
］
即
ち
本
小
篇
を
草
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

二

　

さ
て
彰
徳
府
附
近
か
ら
出
土
し
た
と
認
め
ら
れ
る
新
将
来
の

玉
石
器
中
に
は
、
な
ほ
支
那
學
者
の
醍
掘
し
た
様
な
大
理
石
の

彫
像
類
を
見
出
さ
た
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
就
い
て
は
、
先

年
故
笹
川
惧
一
氏
の
有
に
諮
し
た
怪
獣
の
頭
部
を
ば
、
今
日
な

ほ
手
近
に
見
得
る
唯
一
の
同
巧
の
遺
品
と
す
る
の
外
な
い
現
状

に
あ
る
。
併
し
こ
ｘ
で
先
づ
畢
ぐ
可
き
は
、
と
り
み
χ
に
面
白

い
其
の
佩
玉
の
う
ち
に
、
彼
に
存
す
る
彫
像
と
形
態
手
法
を
一

に
す
る
も
り
土

版
第
一
の
上
に
其
の
三
面
観
を
載
せ
た
も
の
で
、
高
さ
僅
か
に

一
寸
二
分
に
も
満
た
な
い
小
品
な
が
ら
、
示
す
と
こ
ろ
の
特
色

　
　
　

あ
る
形
態
の
上
に
、
も
と
南
京
に
お
っ
た
硬
掘
品
中
の
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

　
　
　

鵠
鴉
形
の
大
理
石
彫
像
と
の
一
致
が
認
め
ら
れ
、
其
の
彫
文
に

μ

　

も
同
じ
性
格
を
有
す
る
こ
と
雨
者
の
比
較
か
ら
容
ａ
ｓ
に
知
り
得

る
次
第
で
あ
り
。
こ
れ
を
良
質
の
硬
玉
に
彫
琢
し
た
所
に
技
巧

上
彼
に
比
し
て
寧
ろ
優
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
心
。
な
ほ

本
古
玉
の
一
部
に
は
鮮
か
な
色
彩
の
朱
が
附
着
し
て
ゐ
て
、
古

茎
の
副
葬
品
と
し
て
、
も
と
遺
骸
に
近
く
置
か
れ
て
ゐ
・
た
と
推

測
さ
れ
る
こ
と
も
記
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　

前
者
と
相
似
た
玉
器
と
し
て
次
に
数
へ
ら
れ
る
も
の
に
一
個

の
玉
鮭
が
あ
る
。
所
謂
殷
の
王
陵
の
副
葬
品
中
に
大
理
石
で
作

つ
た
蛙
の
彫
刻
の
あ
る
こ
と
は
ペ
リ
オ
教
授
（
Ｐ
ａ
ｕ
l
　
P
e
l
l
i
o
ｔ
）

の
阜
げ
て
ゐ
る
所
で
あ
る

心

、
今
次
の
将
来
品
に
見
る
玉
蛙
が

　

ま
た
右
に
形
が
相
似
て
ゐ
る
（
　
　
丿
四
櫛
一
）
の
が
注
意
さ
れ
る
Ｉ

　

尤
も
こ
れ
は
扁
平
化
し
て
、
彼
の
如
き
立
値
観
に
乏
し
い
が
、

ヽ
而
も
其
の
扱
ひ
方
乃
至
表
面
の
暦
文
等
に
認
め
ら
れ
る
爾
者
の

　

同
似
は
到
底
否
み
得
べ
く
も
な
く
、
そ
こ
に
共
通
な
性
格
が
よ

　

く
現
は
れ
て
ゐ
る
。

　
　

筆
者
の
嘱
目
し
か
玉
器
の
う
ち
で
、
出
土
の
所
傅
の
確
か
さ

　

を
ほ
ミ

　

一
つ
は
線
色
の
美
し
い
玉
質
を
以
て
し
た
牛
肉
刻
に
近
い
も
の

　

ご
互
丿
詣
一
）
、
他
亀
曳
柘
穣
真
観
宕
琴
作
っ

　

た
扁
平
な
遺
品
で
、
こ
れ
は
他
物
に
嵌
込
ん
だ
も
の
か
と
思
は

　

れ
る
。
二
者
共
に
其
の
犠
首
の
形
態
は
、
安
陽
出
土
の
古
銅
器
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ｊ,¢

装
飾
に
見
る
そ
れ
乃
至
銅
戈
朗
の
「
内
」
に
印
さ
れ
た
圖
文
と
同

巧
で
あ
る
事
が
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
而
し
て
前
者
の
雙
角
の

形
が
ま
た
筆
者
の
嘗
て
紹
介
し
た
大
理
石
製
の
大
き
な
角
形
バ

全
く
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
ｘ
に
も
ま
た
遺
品
の
安
陽
物
と
し
て

の
共
通
の
性
格
が
看
取
さ
れ
て
来
る
。
か
う
云
ふ
銅
器
文
、
特

に
北
ハ
の
古
調
の
著
し
い
噸
と
同
じ
形
態
な
０
手
法
を
示
す
佩
玉

は
な
ほ
数
例
あ

　
　

第
一
圖

　

傅
安
陽
出
土
玉
櫛

っ
て
、
そ
れ
が

今
次
聘
来
玉
器

　
　
　

・
『

　
　
　
　
　
　
　
　

‐

　

Ｊ

　

‐
レ
ー

の
一
つ
の
共
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

　

ヽ

な
性
格
を
し
て

　
　
　

ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‥
‐

ゐ
る
。
併
し
挿

　
　

こ
＼
｀
’
ｊ

　
　
　
　

ト
ノ
＼
イ
仁
一
’

圖
に
制
限
０
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

る
本
誌
で
は
、

一
々
圖
示
し
得
な
い
の
で
、
い
ま
は
そ
れ
等
に
就
い
て
の
輩
な

る
記
述
を
ば
す
べ
て
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

古
玉
の
新
資
料
と
し
て
是
等
の
外
で
紹
介
す
べ
き
も
の
は
玉

櫛
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
面
風
化
の
篤
に
友
白
色
を
呈
し
て
、
一

兄
象
牙
と
見
ま
が
ふ
ば
か
り
で
か
る
が
ヽ
一
部
に
硬
玉
本
来
の

色
澄
を
と
ゞ
め
て
居
り
、
如
何
に
も
古
い
趣
が
あ
る
。
其
の
形

は
第
一
圖
の
如
く
、
其
の
細
長
い
醍
の
頭
過
に
垂
下
に
資
す
る

小
孔
の
通
じ
た
突
起
が
作
り
出
さ
れ
、
所
謂
演
と
折
牛
位
の
長

さ
の
歯
は
極
め
て
鋭
く
切
り
込
ま
れ
て
あ
っ
て
、
脚
端
も
角
張

っ
て
ゐ
る
。
装
飾
文
を
殆
ん
ど
訣
く
此
の
游
離
し
た
玉
櫛
が
、

柴
し
て
所
傅
の
殷
習
の
出
上
晶
と
す
べ
き
や
否
や
に
就
い
て
は

他
に
こ
れ
を
傍
謐
す
る
資
料
を
訣
く
わ
け
で
あ
る
が
、
而
も
竹

櫛
を
思
は
し
め
る
古
拙
な
そ
の
形
と
、
玉
の
地
肌
其
他
の
如
上

諸
類
と
相
通
す
る
も
の
あ
る
勘
か
ら
見
て
、
所
傅
を
一
概
に
排

す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
。
支
那
の
古
玉
の
櫛
と
し
て
は
智
に
洛

陽
金
村
古
墓
出
土
の
佳
例
が
紹
介
せ
ら
れ
了
９
　
が
、
い
ま
そ

れ
を
ば
本
遺
品
と
比
較
す
＆
時
、
両
者
の
間
に
見
出
さ
れ
る
差

異
の
上
に
自
ら
ま
た
時
代
の
隔
り
が
考
へ
ら
れ
て
興
味
を
党
ゆ

る
も
の
が
あ
る
。

　

災
大
激
こ
フ
。
フ
ｙ
Ｉ
博
士
の
手
で
一
恵
集
大
成
せ
ら
れ
た

従
来
の
支
那
の
古
玉
に
開
す
る
見
解
は
、
其
後
漢
楽
浪
遺
跡
の

疲
掘
に
件
ふ
考
古
學
上
の
新
事
賓
乃
至
史
前
に
開
す
る
知
兄
の

加
は
る
に
っ
れ
て
新
生
面
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
此
の
事
は

『
有
竹
斎
古
玉
譜
』
の
巻
頭
に
収
め
ら
れ
た
故
演
田
博
士
の
古
玉

概
況
の
明
示
す
る
處
で
あ
る
。
た
ゞ
金
村
古
墓
の
出
現
以
来
新

た
に
注
意
せ
ら
れ
る
様
忙
な
っ
た
夥
し
い
禽
獣
、
魚
形
等
の
佩
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ヽ
玉
に
至
っ
て
は
、
従
来
殆
ん
ど
見
受
け
た
か
っ
た
新
賃
料
に
腸

　
　
　

す
る
の
で
’
、
是
等
の
性
質
な
り
年
代
の
考
査
が
、
支
那
古
玉
研

　
　
　

究
の
新
分
野
を
な
す
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
ど
う
し
た
事
か
我

　
　
　

國
で
は
未
だ
此
の
種
の
玉
に
開
す
る
著
し
い
蒐
集
例
が
な
く
、

　
　
　

精
品
の
殆
ん
ど
全
部
は
ア
メ
リ
カ
に
育
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
此

　
　
　

の
こ
と
は
近
く
公
に
さ
れ
た
サ
ル
壬
二
Ｉ
氏
（
Ａ
ｌ
ｆ
ｒ
ｅ
ｄ
　
　
Ｓ
ａ
ｌ
-
　

　
　
　

ﾖ
ｏ
ｊ
）

　

の

　

（
!
^
ａ
ｒ
ｖ
ｅ
ｄ

　
ｆ
ａ
ｄ
ｅ

　
ｏ
ｆ

　
　
Ａ
ｎ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
　
　
　
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
　
（
Ｈ
ｉ

　
　
　

（
ｙ
＝
ｉ
ｃ
ｋ
　
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡
　
Ｃ
ａ
ｌ
ｉ
ｆ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ａ
｡
　
　
１
９
Ｂ
８
）
を
観
れ
ば
よ
く
分
る
。

　
　
　

同
氏
は
是
等
の
古
玉
の
整
理
記
述
に
営
っ
て
、
同
じ
く
古
銅
器

　
　
　

文
と
の
類
似
に
注
意
し
て
、
そ
れ
ぐ
に
對
し
て
可
な
り
詳
し

　
　
　

い
時
代
観
を
立
て
ｘ
、
一
座
の
基
礎
づ
け
を
試
み
て
ゐ
る
。
た

　
　
　

？
し
此
の
場
合
氏
の
嫁
っ
た
古
銅
器
め
年
代
は
カ
ー
ル
グ
レ
ン

　
　
　

教
授
（
Ｂ
ｅ
ｒ
ｎ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ

　
Ｋ
ａ
ｒ
l
g
ｒ
ｅ
ｎ
）
　
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
教
授
の
・

　
　
　

古
銅
器

皿

は
、
す
べ
て
の
支
那
古
銅
器
に
於
い
て
器
と
銘
文
と

　
　
　

を
不
可
分
の
も
の
と
す
る
前
提
か
ら
、
官
物
を
離
れ
た
銘
文
の

　
　
　

解
憚
よ
り
直
ち
に
器
の
年
代
を
考
へ
た
勘
で
、
現
存
銅
器
の
賓

　
　
　

際
に
そ
ぐ
は
な
い
憾
み
を
有
す
る
上
に
、
此
の
銘
文
が
ま
た
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦

　
　
　

確
な
年
代
を
明
示
し
た
も
の
を
訣
く
勘
で
、
二
重
の
訣
陥
が
あ

　
　
　

る
。
従
っ
て
右
の
サ
ル
ご
７
氏
の
古
玉
観
に
首
肯
し
兼
ね
る

巧

　

勘
゜
多
゛
゜
は
止
む
を
得
な
゛
・

　

筆
者
は
新
た
に
見
出
さ
れ
た
是
等
の
佩
玉
に
對
し
て
は
、
そ

れ
等
が
游
離
し
て
ゐ
る
開
係
上
、
個
々
の
精
査
か
ら
相
互
の
連

闇
ツ

に
於
い
て
、
近
年
資
例
を
加
へ
て
来
た
支
那
中
原
に
於
け
る
一

括
遺
物
中
に
含
ま
れ
た
古
玉
類
を
ば
そ
れ
み
ｙ
に
就
い
て
通
性

を
求
め
、
こ
れ
を
自
蝕
の
遺
物
と
併
観
し
て
、
右
の
上
に
年
代

観
な
り
性
質
観
を
組
立
て
る
こ
と
が
、
現
在
に
於
け
る
探
る
可

き
方
法
と
考
へ
る
者
で
あ
る
。
彼
の
『
金
村
古
冪
聚
英
』
中
に

聚
成
し
た
開
係
貸
料
は
、
其
の
試
み
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
が
、

其
の
結
果
は
幸
に
も
、
賓
年
代
の
敬
國
後
牛
と
せ
ら
る
ｉ
是
等

玉
の
持
つ
共
通
性
を
可
な
り
は
っ
き
り
と
っ
か
む
こ
と
が
出
来

た
。

　

こ
れ
に
對
し
・
て
殷
墟
な
る
所
傅
の
あ
る
地
亘
の
豊
富
な
一
括

遺
物
１
－
そ
れ
は
今
の
場
合
地
域
的
な
そ
れ
と
す
る
範
園
を
出

ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
Ｉ
に
於
い
て
、
同
じ
く
佩
玉
が
見
出
さ
れ

て
、
そ
の
上
に
同
出
の
銅
器
具
他
と
同
じ
性
格
の
認
め
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　

’

こ
と
は
、
別
に
紹
介
し
た
玉
援
の
利
器
類
と
共
に
、
新
た
な
聚

成
例
を
な
す
も
の
と
云
ふ
可
く
、
而
も
こ
れ
等
が
金
村
出
土
品

と
の
間
に
あ
ら
ゆ
る
鮎
で
梢
著
し
い
差
異
の
存
す
る
こ
と
に
依

っ
て
、
研
究
上
へ
の
寄
輿
が
考
へ
ら
れ
る
。
か
Ｘ
る
意
味
か
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ら
、
上
記
の
遺
品
は
其
の
彫
像
と
の
類
似
の
外
忙
将
来
の
古
玉

の
研
究
に
も
重
妄
覗
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　

ミ

　

立
醒
的
な
彫
像
類
と
共
に
中
央
研
究
院
の
腿
掘
が
學
界
に
提

示
し
た
玉
石
器
に
開
す
る
他
の
著
し
い
新
事
賓
は
、
そ
れ
で
作

ら
れ
た
各
種
の
容
器
の
存
在
で
あ
る
。
此
の
種
の
資
料
に
就
い

て
筆
者
は
榔
に
嘱
目
し
た
若
干
例
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

１が
、
今
次
の
聘
来
品
に
ま
た
注
意
す
べ
き
遺
晶
を
見
出
し
た
。

共
の
一
つ
は
京
都
帝
國
大
學
文
學
部
の
有
に
諭
し
た
一
個
の
案

と
も
見
る
べ
き
器
片
で
あ
り
、
他
は
そ
れ
ぐ
古
銅
器
で
の
騨

と
敦
に
富
っ
可
き
器
と
す
る
。

　

前
者
は
一
部
分
に
朱
が
附
着
し
て
ゐ
る
上
に
、
其
の
風
化
し

た
大
理
石
の
地
肌
の
示
す
處
、
も
と
南
京
に
あ
っ
た
怪
獣
彫
像

の
そ
れ
と
全
く
趣
を
一
に
し
て
ゐ
て
所
傅
の
確
か
さ
を
裏
１
　
き

す
る
も
の
か
お
る
の
を
先
づ
阜
ぐ
可
く
、
ま
た
そ
の
有
脚
角
丸

窟
箭
気
筒
詰
％
飛
）
這
謡
晨
望
澗

と
に
刻
出
せ
ら
れ
た
浮
線
的
な
饗
娑
文
は
、
象
徴
的
な
鮎
其
他

に
於
い
て
、
梁
思
永
氏
等
の
云
ふ
殷
の
王
陵
か
ら
出
た
大
き
な

脚
嗇
の
装
飾
文
と
酷
似
し
て
居
り
、
そ
こ
に
一
つ
の
共
通
性
が

詔
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
下
駄
の
歯
に
も
似
た
其
の
脚
と
、
輩

に
上
面
の
周
園
に
浅
い
縁
を
作
っ
た
の
み
の
此
の
器
形
は
、
一

見
し
た
處
で
は
銅
器
に
類
例
を
見
出
し
難
い
感
を
輿
へ
る
。
併

し
器
の
上
面
を
深
め
た
形
を
考
へ
る
と
、
そ
れ
が
古
銅
器
の
器

蓋
の
或
者
に
似
通
ふ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
の
シ
カ
ゴ
美
術

館
所
喊
の
鹿
龍
文
匹
の
芳
部
の
如
き
は
其
の
最
も
近
い
例
と
せ

ら
れ
る
。
同
器
に
あ
っ
て
そ
れ
が
蓋
で
あ
る
外
に
、
ま
た
、
取

っ
て
上
へ
向
き
に
す
る
と
身
と
似
た
器
能
を
な
し
た
こ
と
を
考

へ
し
め
る
も
の
ｘ
あ
る
の
が
併
せ
注
意
せ
ら
る
べ
き
で
、
両
者

の
開
係
が
自
ら
推
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
而
も
ま
た
そ
の
形
な

り
圖
文
の
上
に
差
異
の
あ
る
こ
と
は
、
此
の
器
の
萱
に
先
立
つ

の
を
示
す
も
の
と
せ
ら
れ
よ
う
。

　

次
に
陣
形
石
容
器
は
、
も
と
破
砕
し
て
出
土
し
た
上
、
其
の

牛
ば
を
訣
い
た
破
片
を
ば
接
合
し
た
も
の
で
あ
る
篤
に
、
前
者

の
様
な
鮮
か
な
土
中
古
の
趣
に
乏
し
く
、
ま
た
修
補
の
部
分
に

本
来
の
調
子
に
そ
ぐ
は
な
い
勘
を
見
受
け
る
。
併
し
も
と
の
面

の
装
飾
文
は
前
者
と
手
法
の
似
た
も
の
で
あ
っ
て
、
其
の
器
腹

の
主
要
部
に
二
面
的
な
饗
娑
文
を
表
は
す
と
こ
ろ
、
頚
部
の
簡

輩
な
三
角
底
文
帯
と
共
に
安
陽
古
菓
出
土
の
銅
戌
等
の
装
飾
文

と
類
似
し
て
ゐ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
其
の
復
原
形
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に
念
荏
（
詣
す
）
彼
霧
禁
中
・
婆
笑
壷
逡
妄
乙
讐

相
似
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
の
器
は
銀
器
の
敦
に
較
べ
る
と
雨
側
の
把
手
を
訣
い
た

簡
軍
な
鉢
形
で
、
口
径
四
寸
一
分
あ
り
、
云
は
ゞ
そ
の
原
始
形

　
　
　

第
二
圖

　

安
陽
出
土
石
癩
形
状
岡

２ｔ
１

○

・
と
も
云
ふ
可
き
類
に
腸
す
る
。
此
の
種
の
器
例
は
１
　
て
羅
先
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　

の
所
蔵
品
を
紹
介
し
た
が
、
本
例
は
彼
の
素
文
で
あ
る
の
に
較

　

べ
て
、
器
側
圓
足
部
共
に
幾
何
學
的
の
刻
文
を
施
し
た
鮎
に
著

　

し
い
違
ひ
が
あ
る
。
前
者
は
太
い
波
奴
帯
を
中
核
と
し
て
、
そ

口
阻
を
並
行
心
優
線
丈
で
埋
吟
た
も
？
ま
た
後
者
は
節
帯
心

あ
る
綾
杉
文
と
も
見
る
可
き
類
で
、
共
に
彫
線
の
鋭
利
な
瓢
に

白
色
土
器
文
と
の
一
脈
の
共
通
鮎
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
此
の
器
も

と
二
つ
に
砕
け
て
出
土
し
た
の
を
接
合
し
て
完
形
に
復
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
風
化
し
た
其
の
牛
面
は
若
干
朱
に
染
み
、
ま
た

他
方
に
青
線
色
の
鋪
が
着
い
て
あ
っ
て
、
古
墓
の
う
ち
に
銅
器

と
共
存
し
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
が
學
げ
ら
れ
る
。

　

支
那
に
於
け
る
所
謂
古
玉
中
に
此
の
種
の
容
器
の
存
す
る
こ

と
は
早
く
『
考
古
圖
録
』
に
こ
れ
を
載
せ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ま

で
は
不
幸
に
し
て
信
嫁
す
可
き
賓
例
を
映
き
、
篤
に
そ
れ
に
開

す
る
考
古
學
的
な
考
察
を
不
可
能
に
し
て
ゐ
た
。
處
が
洛
・
陽
金

村
古
冪
の
掘
開
に
依
っ
て
吾
々
は
は
じ
め
て
玉
杯
・
玉
匝
な
ど

の
優
れ
た
遺
品
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
、
斑
に
今
や
安
陽
古
墓

の
副
葬
品
中
に
多
数
の
質
料
を
見
る
に
至
っ
だ
の
は
、
。
支
那
古

文
化
に
緊
密
な
開
係
の
想
定
せ
ら
れ
る
古
玉
の
賓
相
を
究
め
る

上
に
緊
要
な
一
つ
の
新
事
皆
を
な
す
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
い
ま
是
等
安
陽
出
土
の
容
器
を
見
る
に
、
器
形
共
他
に
於

い
て
年
代
の
略
ぼ
明
か
た
金
村
の
玉
器
と
は
著
し
く
泣
っ
て
ゐ

る
の
で
あ
っ
て
、
解
説
の
條
に
記
し
た
如
く
、
同
じ
遺
跡
か
ら
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出
る
古
銅
器
其
他
に
共
通
黙
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
器
が
所

謂
安
陽
物
の
性
格
を
具
へ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
瀧

て
ま
・
だ
そ
の
年
代
性
質
を
規
矩
す
る
亜
要
な
抹
所
に
な
る
と
思

ふ
。

　

彰
徳
府
附
近
の
古
墓
か
ら
出
土
す
る
か
う
し
た
同
じ
特
徴
を

持
っ
た
容
器
を
敷
へ
る
と
、
こ
ｘ
に
問
匝
と
し
て
ゐ
る
大
理
石

製
品
の
外
に
古
銅
器
、
骨
角
器
、
白
色
土
器
（
白
陶
）
の
三
者
が

維
げ
ら
れ
る
。
是
等
は
そ
れ
ぐ
の
貿
料
に
基
く
白
か
ら
な
る

制
約
を
受
け
な
が
ら
も
、
圖
文
や
器
形
の
上
に
基
本
的
な
共
通

鮎
を
示
し
、
そ
れ
は
早
く
古
銅
器
に
就
い
て
言
は
れ
た
處
の
、

形
が
非
皆
際
的
で
あ
り
、
謳
の
文
様
は
繁
裾
寄
怪
な
動
物
文
を

主
と
す
る
野
蟹
文
様
に
尨
す
る
。
而
も
こ
れ
を
製
作
の
技
術
か

ら
す
る
と
そ
れ
ぐ
に
脱
に
顕
著
な
腿
達
を
遂
げ
た
こ
と
を
示

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
支
那
古
代
を
通
じ
て
の
一
般
的
な
容
器

た
る
鮒
黒
色
土
器
の
盛
行
の
間
に
お
っ
て
、
安
陽
の
「
フ
ン
ド
」

に
か
ｘ
る
類
の
並
存
す
る
事
責
は
特
筆
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
。

て
、
か
ｘ
る
も
の
を
必
要
と
し
た
特
殊
な
階
級
の
成
立
を
考
へ

し
め
る
も
の
が
あ
る
。
併
し
器
が
多
分
に
非
賓
際
的
な
趣
を
持

つ
て
ゐ
る
勁
か
ら
す
る
と
、
草
に
右
の
黙
か
ら
だ
け
で
解
し
き

れ
な
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
彼
の
象
牙
乃
至
限
骨
を
以
て
作

っ
た
敦
・
爵
・
白
等
の
如
き
、
史
だ
上
来
の
大
理
石
製
品
等
に

於
い
て
然
る
を
畳
ゆ
る
。
此
の
場
合
古
銅
器
が
古
く
贈
楽
の
器

と
栃
せ
ら
れ
て
ゐ
る
勘
が
、
か
ｘ
る
諸
器
の
出
現
。
の
内
面
的
な

要
囚
を
端
的
に
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
か
く
て
そ
こ

に
古
鵬
の
力
強
さ
が
新
し
く
１
　
々
に
意
識
さ
れ
て
来
る
の
で
あ

る
。

　

註
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參
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。
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⑧
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さ
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即

⑦
此
の
鮎
に
就
い
て
は
目
下
印
刷
中
の
『
支
那
古
銅
器
形
愈
の
考
古

　

學
的
研
究
』
（
東
方
文
化
研
究
所
報
告
）
に
詳
し
く
述
べ
て
置
い
た
。

⑧
「
河
南
安
陽
発
見
の
逡
物
。
」
（
前
出
）
第
一
二
圖
參
照
。

⑨
梅
原
『
欧
米
蒐
儲
支
那
古
銅
精
華
』
彝
器
部
同
版
第
一
二
二
所
褐
。

⑩
梅
原
『
穏
禁
の
考
古
學
的
考
察
』
（
東
方
文
化
學
院
京
都
研
究
所
報

　

告
第
二
珊
）
參
照
。

⑥
「
河
南
安
陽
脅
見
。
の
。
漬
物
」
（
前
出
）
第
一
三
圖
參
照
。

⑩
廣
田
博
士
「
支
那
古
銅
器
研
究
の
新
資
料
」
（
『
國
華
』
第
三
七
九
琥

　

所
載
及
『
東
亜
考
古
學
研
究
』
所
収
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

⑩
梅
原
「
安
陽
出
土
と
傅
へ
る
二
三
の
玉
長
の
戈
に
就
い
て
’
一
【
】
美

　

術
研
究
』
第
八
八
胱
）
參
照
ヽ
。

　
　
　

文
淑
と
文
淑

　

（
前
略
）
東
洋
史
研
究
四
巻
六
読
落
手
、

早
痙
披
見
致
し
ま
し
た
。
巻
頭
論
支
那
波

博
士
の
中
唐
時
代
俗
諦
肘
文
漁
法
師
祥
疑

は
曾
っ
て
文
漁
法
師
に
就
い
て
少
し
く
疑

問
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
興
味
を

憂
え
な
が
ら
群
蹟
し
ま
し
た
。
疑
問
と
云

ふ
の
は
歴
代
名
誉
記
校
勘
の
際
に
生
じ
鎧

も
の
で
す
。
印
ち
同
宿
の
廟
が
寺
槻
等
粛

壁
の
條
に
、

　

菩
提
寺
…
…
〔
修
〕
殿
内
東
西
北
壁
並
哭

　

寅
。
其
東
壁
。
有
菩
薩
。
韓
目
混
人
。

　

法
帥
文
汝
。
亡
何
令
工
人
布
色
相
矣
。

と
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
津
逡
錫
書
本
や
學

津
討
原
本
に
依
っ
た
も
の
で
す
が
、
王
氏

書
豊
苑
本
だ
と
文
兪
が
文
淑
に
な
っ
て
居

ま
す
。
又
段
成
式
寺
塔
記
に
は
、

　

半
康
坊
１
　
提
寺
…
…
佛
殿
内
槽
東
壁
、

　

維
摩
愛
、
舎
利
他
。
角
而
韓
昧
。
元
和

　

末
。
俗
講
僣
文
淑
装
之
。
筆
蹟
沓
矣
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
歴
代
名
家
記
の
記

‐
。
琲
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
厨
る
も
の
で

す
ｏ
偕
て
さ
う
だ
と
す
る
と
此
處
で
は

文
漁
ｌ
文
淑
と
は
同
一
人
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
か
く
て
ど
ち
ら
か
が
書
寫
の
誤
り

だ
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。
其
節
私
は
此
法
師

が
慈
畳
大
師
の
入
店
求
法
巡
緩
行
記
に
見

え
る
大
徳
文
汝
法
師
と
同
一
人
だ
と
し
て

文
淑
は
文
汝
の
書
ほ
７
９
で
あ
る
と
決
め
ま

し
た
（
拙
課
一
９
　
〈
頁
）
・
今
度
博
士
の
高

誕
に
依
る
と
常
時
文
漁
と
文
淑
と
二
人
の

俗
壽
但
が
あ
っ
た
課
で
す
が
、
か
う
な
る

と
恐
ら
く
白
描
で
も
の
し
た
と
思
は
れ
る

哭
道
玄
の
名
寄
を
愚
劣
な
着
色
で
毫
な
し

に
さ
せ
仁
俗
諦
僣
は
果
し
て
高
僣
文
漁
か

庸
但
文
淑
か
迷
は
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
曾

囚
話
録
の
記
事
に
就
い
て
は
著
者
が
武
宗

の
１
　
佛
と
云
ふ
様
な
大
事
件
を
経
過
し
て

み
諦
に
對
す
る
批
判
の
眼
を
異
に
す
る
様

な
こ
と
が
な
か
つ
た
か
否
か
を
顧
慮
し
て

み
る
必
要
が
な
い
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

例
せ
ば
○
○
敦
の
敦
祀
と
か
云
ふ
建
中
も

　

一
度
司
直
の
前
に
立
つ
と
其
以
前
と
は
逆

　

に
淫
織
鄙
奏
の
人
物
と
化
し
て
し
ま
ふ
。

　

此
鮎
に
開
し
て
も
亦
未
だ
氷
解
し
能
μ
ざ

　

る
も
の
が
あ
る
次
第
で
す
。
別
に
重
要
な

　

問
題
で
あ
る
課
で
は
な
い
の
で
す
が
、
曾

石
て
の
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
雛
に
記
し
ま

し
た
。
（
下
略
）

　

九
月
十
五
日
北
漱
に
て

　

小
野
勝
年
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