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原
資
料
の
言
葉
が
や
た
ら
に
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
平
易
な
日
本
語
に
改
め
た

５

　

方
が
ヽ
専
門
外
の
人
に
も
讃
み
易
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
資
料
の
中
の

　
　

言
葉
を
そ
の
ま
ま
よ
く
使
用
さ
れ
た
の
は
矢
野
博
士
の
著
書
で
あ
る
が
、
そ
れ

　
　

を
渋
ん
で
、
い
つ
も
何
だ
か
親
し
み
に
く
く
感
じ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
あ
る

　
　

部
分
、
例
え
ぼ
陶
満
の
改
革
の
内
容
を
の
べ
る
あ
た
り
、
「
ま
た
預
納
減
納
・

　
　

貼
色
貼
息
及
び
印
本
抵
課
な
ど
の
弊
に
よ
り
。
庫
款
か
混
飢
絹
耗
し
た
」
と
い

　
　

う
よ
う
な
書
き
か
た
が
至
る
と
こ
ろ
に
績
出
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
生
の
言
葉

　
　

を
使
用
す
る
こ
と
は
、
球
門
家
に
は
叙
述
が
簡
便
で
都
合
か
よ
い
の
で
あ
る
が
、

　
　

専
門
以
外
の
も
の
に
は
わ
か
り
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
書
か
、

　
　

全
く
専
門
的
な
學
術
書
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
本
書
の

　
　

よ
う
な
興
味
が
あ
り
有
盆
な
書
物
が
、
廣
く
中
國
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
人
々

　
　

に
讃
ま
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
が
故
に
、
本
書
の
こ
の
よ
う
な
親
し
み
に
く
い

　
　

書
き
方
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
現
代
か
な
使
い
に
よ
ら
す
、
ま
た
略
字
を
絶

　
　

對
に
使
用
し
な
い
と
い
っ
た
著
者
の
態
度
か
ら
察
す
る
と
、
こ
う
い
う
書
き
方

　
　

も
確
固
た
る
信
念
に
も
と
づ
い
た
も
の
と
は
思
う
が
、
再
版
の
と
き
に
は
考
慮

　
　

さ
れ
る
よ
う
希
望
し
た
い
。

　
　
　

そ
れ
か
ら
言
葉
尻
を
と
ら
え
て
相
ナ
ま
な
い
が
、
軽
工
業
と
か
金
融
資
本
と

　
　

か
い
う
言
葉
も
、
ま
ぎ
ら
わ
し
い
か
ら
、
そ
の
内
容
と
一
致
す
る
よ
う
に
家
内

　
　

工
業
と
か
高
利
貸
資
本
と
か
い
う
よ
う
に
改
め
た
方
か
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

　
　

思
う
。

　
　
　

以
上
何
だ
か
と
り
と
め
も
な
い
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
か
、
速
逢
で
せ
め

　
　

立
て
ら
れ
な
が
ら
、
大
い
そ
ぎ
で
書
い
た
の
で
、
本
書
の
よ
う
な
力
作
の
数
々

　
　

の
勝
れ
た
鮎
の
う
ち
、
常
然
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
を
落
し
た
り
、

　
　

枝
葉
に
わ
た
る
鮎
を
こ
と
さ
ら
と
り
あ
げ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
、
こ

　
　

の
鮎
は
、
筆
者
の
未
熟
さ
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
筆
者
は
、
本

書
の
紹
介
者
と
し
て
は
不
適
営
で
あ
る
こ
と
を
充
分
承
知
し
な
が
ら
、
編
集
于

の
下
命
も
だ
し
か
た
く
、
思
う
ま
ま
を
記
し
て
責
を
ふ
さ
ぐ
次
第
で
あ
る
。

二
九
五
七
・
二
・
一
五
夜
稿
了
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
波
多
野
善
大
）

中
國
考
古
學
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

閥

　

野

　
　

雄

　

著

昭
和
三
十
一
年
三
月

　

東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
刊

本
文

　

六
六
五
頁
・
圖
版

　

三
三
・
索
引

　

十
六
頁
・

英
文
摘
要
三
一
頁
。

　

昨
年
東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
の
闘
野
雄
氏
の
論
文
集
「
中
國
考
古
學
研

究
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
私
は
考
古
學
を
専
攻
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

専
攻
の
時
代
か
常
に
考
古
學
の
分
野
と
開
係
を
も
っ
た
め
、
本
書
か
ら
い
ろ
い

ろ
教
示
さ
れ
る
鮎
が
あ
っ
た
。

　

本
書
は

　

Ｉ
土
器
の
系
統

　

ｎ
金
属
文
化
の
本
質

　

Ⅲ
都
城
と
建
築
の
調
査

　

Ⅳ
尺
度
と
重
要
翠
位
の
解
明

　

Ｖ
蓼
術
上
の
諸
問
題

　

附
録
の
六
部
、
各
部

は
敷
個
の
１
　
説
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
特
に
専
攻
に
近
い
第
一
部
及

び
第
二
部
の
Ｉ
「
殷
王
朝
の
生
産
的
基
盤
」
の
み
に
つ
い
て
取
敢
え
ず
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
く
。

　

第
一
部
の
中
心
を
な
す
「
華
北
先
史
土
器
の
一
考
察
」
は
、
従
来
除
り
注
意

さ
れ
な
か
っ
た
灰
陶
の
奄
っ
意
義
に
注
意
し
、
こ
の
友
陶
は
中
國
の
新
石
器
時

代
に
最
も
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
荻
陶
の
系
譜
を
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
黒
陶
の
歴
史
的
位
置
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
。
中
國
の
新
石
器
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時
代
に
は
、
。
従
来
東
西
に
對
立
す
る
黒
陶
と
彩
陶
と
し
て
代
表
さ
れ
る
龍
山
文

　
　

化
と
仰
詔
文
化
と
が
あ
り
、
こ
れ
は
夫
々
孤
自
に
護
生
辰
達
し
て
、
河
南
・
山

　
　

西
地
方
で
衝
突
し
た
。
河
南
地
方
で
は
、
彩
陶
が
最
下
層
に
、
黒
陶
か
中
層
、

　
　

上
層
は
女
陶
（
白
陶
と
い
う
人
も
あ
る
）
と
し
て
代
表
さ
れ
る
殷
代
文
化
で
あ

　
　

る
。
’
殷
代
文
化
は
龍
山
文
化
の
影
響
を
受
け
て
登
達
し
、
こ
れ
は
土
器
の
う
ち

　
　

特
に
三
足
器
に
お
い
て
器
形
の
愛
遷
か
た
と
ら
れ
る
と
い
う
。
新
石
器
時
代
の

　
　

文
化
は
二
元
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
、
賓
は
彩
陶
と
い
い
黒
陶

　
　

と
£
｡
う
も
、
ま
た
女
陶
に
も
、
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
他
の
土
器
か
存

　
　

在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
粗
友
陶
と
も
い
う
可
き
も
の
で
あ
る
。
関
野
氏
か
こ
れ

　
　

に
注
意
し
て
、
華
北
新
石
器
時
代
の
基
本
的
な
土
器
で
あ
る
と
な
し
、
華
北
新

　
　

石
器
時
代
を
一
元
的
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
の
は
、
狐
創
的
な
卓
見
で

　
　

あ
る
。
こ
の
女
陶
は
、
股
の
女
陶
が
焼
き
し
ま
っ
た
薄
手
の
良
質
で
あ
る
の
に

　
　

對
し
、
い
さ
さ
か
粗
雑
な
質
の
も
の
で
、
日
常
の
賞
用
器
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

　
　

こ
れ
は
「
彩
陶
や
黒
陶
が
中
國
の
土
地
に
出
現
す
る
前
か
ら
す
で
に
存
在
し
て

　
　

い
た
」
ｏ
そ
の
定
義
は
「
粗
質
厚
手
で
、
表
面
に
繩
文
を
有
す
る
場
合
が
多
い
。

　
　

形
の
上
で
は
、
扇
や
鼎
な
ど
の
三
足
器
が
特
徴
的
で
あ
る
」
。
そ
し
て
こ
の
「
友

　
　

陶
」
は
、
１
前
期
女
陶

　

友
色
系
と
共
に
紅
・
褐
・
黒
な
ど
の
色
が
あ
り
、
繩

　
　

文
は
一
般
化
せ
す
、
扇
な
ど
の
三
足
器
は
未
出
現
。
浹
西
闘
鶏
台
戴
家
溝
最
下

　
　

層
（
こ
の
遺
蹟
は
前
期
女
陶
の
み
）
、
山
西
西
陰
村
（
彩
陶
と
共
存
）
。
２
中
期

　
　

女
陶

　

女
色
が
噌
加
、
繩
文
は
か
な
り
普
及
、
三
足
器
の
形
成
期
。
河
南
安
陽

　
　

後
岡
中
（
龍
山
）
・
下
（
仰
詔
）
屑
、
大
喪
店
、
仰
詔
、
不
招
塞
、
山
西
萬
泉
蒜

　
　

な
と
。
３
後
期
荻
陶

　

女
色
系
が
支
配
的
で
、
繩
文
か
普
及
し
、
三
足
器
か
Ｉ

　
　

般
化
す
る
ほ
か
豆
が
見
ら
れ
る
。
後
岡
上
層
（
殷
）
、
小
屯
、
城
子
崖
な
ど
。

　
　

こ
れ
を
従
来
の
分
類
に
よ
る
と
、
彩
陶
は
前
期
・
中
期
友
陶
と
、
黒
陶
は
中
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期
・
後
期
と
件
出
す
る
。
こ
れ
ら
各
陶
の
出
土
状
況
は
、
本
論
に
よ
る
と
、
山

西
南
部
の
西
陰
村
’
・
河
南
西
部
仰
詔
で
は
三
陶
が
各
層
に
混
在
し
、
河
南
北
部

の
後
岡
の
中
下
層
な
ど
で
は
下
か
ら
彩
陶
・
黒
陶
が
あ
り
、
中
期
双
陶
は
雨
層

に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
。
山
東
城
子
崖
な
ど
で
は
、
黒
陶
と
後
期
荻
陶
か
混
存

ナ
る
と
い
わ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
西
陰
村
の
「
友
陶
」
は
前
期
の
も
の
で

あ
り
、
従
っ
て
山
西
南
部
か
最
も
古
い
段
階
で
あ
る
。
若
し
従
来
の
如
く
黒
陶

が
山
東
方
面
に
甕
生
し
て
西
漸
し
た
と
考
え
る
と
、
最
も
西
の
西
陰
村
で
黒
陶

か
前
期
灰
陶
・
彩
陶
と
混
出
す
る
こ
と
は
理
に
合
わ
な
い
。
著
者
は
、
こ
こ

で
黒
陶
の
性
質
に
目
を
韓
じ
た
。
印
ち
山
東
方
面
の
黒
陶
は
、
純
黒
陶
（
表
面

壁
内
共
に
黒
色
）
と
恟
黒
陶
（
表
面
は
黒
色
で
壁
内
は
茨
色
系
）
に
分
け
ら
れ

る
。
小
屯
方
面
で
は
、
形
式
的
に
は
黒
陶
で
あ
る
が
色
は
表
面
も
茨
色
系
で
あ

り
、
こ
れ
を
偽
々
黒
陶
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
山
西
南
部
の
「
灰
陶
」
も
こ
の
斡

斡
黒
陶
に
屑
す
る
。
そ
し
て
土
器
は
恟
々
黒
陶
↓
恟
黒
陶
↓
黒
陶
と
登
展
す
る

か
、
こ
れ
を
焼
成
技
術
か
ら
見
る
と
、
こ
の
間
の
推
移
は
な
め
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
前
期
灰
陶
の
使
用
者
は
、
西
か
ら
流
入
し
た
彩
陶
の
影
響
を
受
け
て
、

土
器
に
黒
色
を
使
用
す
る
こ
と
を
は
じ
め
、
従
っ
て
黒
陶
も
穴
は
山
西
南
部
を

出
登
し
て
東
漸
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
と
共
に
殷
墟
に
見
ら
れ
る
白

陶
も
、
賓
は
西
陰
村
に
お
い
て
彩
陶
の
影
響
の
毛
と
に
辰
生
し
、
共
に
東
漸
す

る
。
印
ち
闘
野
氏
に
よ
れ
ば
、
中
國
の
新
石
器
土
器
は
山
西
南
部
か
ら
出
登
し

て
、
焼
成
技
術
を
翌
建
さ
せ
な
が
ら
東
に
進
み
、
河
南
省
ま
で
は
彩
陶
の
使
用

を
も
件
な
っ
た
か
、
山
東
省
に
お
い
て
黒
陶
と
し
て
最
も
顎
建
し
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
黒
色
の
使
用
が
彩
陶
の
影
響
の
毛
と
に
酸
生
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
西
陰
村
に
お
い
て
は
ナ
ベ
て
が
混
在
し
、
河
南
北
部
で
は
黒
陶
か
彩
陶
に

遅
れ
た
の
も
常
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
山
東
省
城
子
崖
な
ど
は
、
そ
の
下
肩
に

お
い
て
す
ら
小
屯
の
殷
代
文
化
よ
り
後
の
も
の
で
あ
る
と
決
定
し
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
中
國
の
基
本
的
な
土
器
は
初
期
か
ら
灰
色
を
も
っ
て
出
晟
し
、
こ
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れ
が
彩
陶
り
影
響
を
受
け
て
黒
陶
に
な
る
と
共
に
、
焼
成
技
術
の
浸
達
に
と
も

　
　

な
っ
て
、
殷
代
以
後
戦
國
漢
を
通
じ
て
良
質
の
初
手
で
焼
き
し
ま
っ
た
荻
陶
に

　
　

ま
で
登
展
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
殆
ん
と
組
織
的
研
究
の
行
わ
れ
な
か
っ
た
友

　
　

色
粗
陶
に
焼
成
技
術
と
い
う
ラ
イ
ト
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
完
成
し

　
　

た
形
式
の
比
較
の
み
に
依
存
し
て
い
た
土
器
に
、
新
し
い
観
鮎
を
典
え
ら
れ
た

　
　

こ
と
は
、
大
き
な
功
績
で
あ
る
。
然
し
、
私
に
は
い
さ
さ
か
疑
問
に
な
る
鮎
も

　
　

あ
る
の
で
、
以
下
に
少
し
く
そ
の
鮎
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

１

　

闘
野
氏
が
基
礎
と
せ
ら
れ
た
西
陰
村
遺
蹟
に
つ
い
て
考
え
て
見
る
と
、
李

済
・
梁
思
永
雨
氏
の
報
告
に
よ
っ
て
も
、
土
器
の
出
土
深
位
と
色
彩
と
の
開
係

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
遺
蹟
皇
位
の
横
の
廣
が
り
と
土
器
と
の
開
係
は
除
り
明

ら
か
で
な
い
。
し
か
も
闘
野
氏
が
こ
れ
を
前
期
荻
陶
と
せ
ら
れ
る
の
も
、
推
定

で
あ
り
、
こ
れ
を
出
酸
黙
と
せ
ら
れ
た
所
に
、
仝
位
の
論
述
に
か
な
り
無
理
を

感
せ
し
め
る
。
梁
思
永
氏
の
報
告
に
よ
る
と
、
西
陰
村
の
遺
蹟
か
ら
は
、
少
数

な
が
ら
圈
足
器
と
思
わ
れ
る
破
片
が
出
土
し
て
い
る
。
中
國
の
學
者
に
よ
れ
ぼ
、

こ
れ
は
龍
山
文
化
の
土
器
の
特
色
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て

若
し
開
野
氏
の
理
論
に
従
え
ば
、
こ
れ
は
上
部
に
近
い
屑
に
あ
る
可
き
で
あ
る

か
、
穴
は
下
層
か
ら
出
土
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ｉ
位
な
に
を
物
語

る
か
と
い
え
ば
、
西
陰
村
遺
址
の
不
面
的
な
開
係
が
全
然
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
辰
掘
者
建
に
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
遺
址
は
仰
詔
系
遺
址
と
龍
山
系
遺
址
と
か
、
混
在
し
、
仰
詔
文
化
の
上
に

龍
山
文
化
が
後
に
到
来
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
の
よ
う
で
は
な
い
。

２

　

仰
詔
遺
址
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
関
野
氏
は
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
の
説
を
基
礎
と
し
た
か
、
仰
詔
に
も
龍
山
式
遺
物
の
み
を
出
土
す

る
墓
が
あ
り
、
一
般
に
彩
陶
遺
址
と
考
え
ら
れ
る
仰
詔
も
そ
の
文
化
は
か
な
り

複
雑
で
あ
っ
た
。
部
ち
彩
陶
文
化
の
上
に
、
龍
山
文
化
が
到
来
し
た
の
で
あ
る

が
、
鼓
掘
者
に
は
彩
陶
か
意
識
さ
れ
過
ぎ
て
、
震
掘
に
あ
た
り
二
つ
の
遺
址
を

混
飢
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
中
國
の
學
者
達
の
中
に
は
、
仰
詔
の
彩
陶

は
、
後
岡
下
肘
の
彩
陶
よ
り
後
期
の
も
の
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
如
何
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恂
お
こ
れ
ら
の
鮎
に
つ
い
て
は

尹
達
氏
か
か
な
り
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

３

　

城
子
崖
に
つ
い
て
。
開
野
氏
は
城
子
崖
下
屑
を
も
殷
代
に
下
ろ
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
閥
野
氏
は
、
城
子
崖
か
ら
出
土
し
た
三
百
除
の
扇
足
に

つ
い
て
、
「
乳
頭
式
」
を
と
り
あ
げ
、
「
か
か
る
退
化
形
式
に
舗
す
る
扇
足
は
・
：

：
上
下
両
屑
か
ら
等
し
く
見
出
さ
れ
て
い
る
」
。
「
ま
た
第
一
双
陶
系
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
§
の
ご
と
き
は
、
あ
た
か
も
銅
器
を
髪
席
さ
せ
る
よ
う
な
形
態
を

示
し
、
と
う
て
い
こ
れ
を
中
期
友
陶
の
　
　
吊
と
、
同
列
に
置
く
こ
と
は
で
き
な

い
」
。
更
に
城
子
崖
の
粉
黄
陶
系
の
磨
研
土
器
は
、
股
墟
の
銅
器
の
色
合
を
棋

倣
し
た
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
然
し
爾
足
に
つ
い
て
見
る
と
、
五
種
類
ほ
ど
は
下

屑
の
み
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
殷
代
の
も
の
よ
り
古
い
三
足
器
に
見
ら
れ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
驚
と
粉
黄
陶
に
つ
い
て
は
、
鄭
州
二
里
岡
の
我

掘
に
よ
っ
て
、
殷
早
期
よ
り
か
な
り
の
間
隔
を
も
っ
た
下
層
の
龍
山
期
の
遺
蹟

よ
り
全
く
同
じ
も
の
が
出
土
し
て
い
る
か
ら
、
闘
野
氏
の
説
が
誤
り
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
屯
な
い
。
ま
た
ト
骨
の
風
習
に
つ
い
て
、
城
子
崖
の
民
は
、
こ

の
よ
う
な
高
い
段
階
の
技
術
を
も
っ
筈
か
な
く
、
股
墟
よ
り
傅
え
ら
れ
た
と
い

わ
れ
る
が
、
卜
占
の
風
習
は
未
開
民
族
の
間
に
屯
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
城

子
崖
の
卜
占
の
技
法
は
小
屯
の
も
の
に
先
立
つ
段
階
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

最
近
の
翌
掘
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
股
墟
の
卜
占
は
そ
の
ト
齢
よ
り
見

れ
ば
、
す
で
に
完
成
し
切
っ
た
、
卜
占
と
し
て
は
寧
ろ
そ
の
意
義
を
失
い
か
け

た
段
階
ま
で
達
し
て
い
る
。

　

従
来
土
器
の
研
究
に
は
、
形
式
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
開
野
氏
は
こ
れ
に
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對
し
て
、
製
作
技
術
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
「
性
質
」
を
よ
り
重
要
の
も
の
と

　
　

考
え
ら
れ
た
。
然
し
土
器
を
歴
史
的
に
研
究
す
る
場
合
果
し
て
こ
れ
で
よ
い
の

　
　

で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
文
化
と
い
う
■
＃
の
は
、
モ
の
生
活
に
よ
っ
て
規
制
を
受

　
　

け
る
こ
と
は
い
う
ま
で
･
＃
-
ｆ
ｃ
≪
５
.
。
従
っ
て
特
殊
な
土
器
と
せ
ら
れ
る
純
黒
陶
と

　
　

彩
陶
と
を
比
較
ナ
る
と
き
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
最
も
凝
集
さ
れ
た
生
活
の
差
を

　
　

無
硯
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
屯
龍
山
文
化
と
仰
詔
文
化
と
か
最
も
濃
密

　
　

に
分
布
す
る
地
域
は
、
河
南
を
中
心
と
し
て
東
西
に
分
れ
る
こ
と
は
、
夫
々
の

　
　

も
っ
文
化
の
基
盤
が
明
瞭
に
匝
別
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
器

　
　

形
的
な
研
究
か
従
位
に
置
か
れ
る
筈
烏
な
い
。
焼
成
技
術
の
み
を
と
り
あ
げ
て

　
　

も
、
城
子
崖
に
お
い
て
奄
黒
陶
・
偏
黒
陶
・
偽
々
黒
陶
と
か
混
在
す
る
の
で
、

　
　

錫
々
黒
陶
か
ら
黒
陶
へ
と
翌
展
す
る
こ
と
に
困
難
は
な
い
。
城
子
崖
上
層
に
っ

　
　

い
て
は
関
野
氏
は
、
下
層
す
ら
殷
代
以
降
と
せ
ら
れ
る
の
で
勿
論
上
層
は
そ
れ

　
　

以
後
で
あ
る
。
恐
ら
く
城
子
崖
の
報
告
に
よ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
報

　
　

告
の
結
論
は
、
出
土
物
に
よ
る
裏
付
け
は
皆
無
で
あ
り
、
現
在
の
中
國
で
は
、

　
　

上
・
下
層
と
屯
一
括
し
て
新
石
器
時
代
と
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

　
　

上
・
下
層
の
関
係
、
特
に
境
界
に
な
る
層
に
つ
い
て
報
告
を
見
る
と
、
常
に

　
　

上
・
下
層
の
遺
物
が
混
在
し
て
不
明
確
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
陰
村
に
つ
い
て
見

　
　

た
と
同
様
不
面
的
な
考
慮
か
粗
略
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
け

　
　

れ
ど
も
、
報
告
に
示
さ
れ
た
鮎
に
つ
い
て
の
み
考
え
る
な
ら
ば
、
下
層
か
ら
上

　
　

暦
へ
と
こ
の
地
方
で
顎
展
か
織
績
的
に
行
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

　
　

’
る
。
ま
た
最
近
の
報
告
に
よ
る
と
、
城
子
崖
の
東
南
海
岸
近
く
の
日
照
雨
城
鍋

　
　

で
、
城
子
崖
よ
り
古
い
と
思
わ
れ
る
龍
山
文
化
の
遺
蹟
が
登
掘
さ
れ
て
い
る
。

　
　

こ
の
こ
と
は
山
東
地
方
に
お
い
て
、
龍
山
文
化
か
孤
自
に
我
生
’
浸
達
し
西
漸

　
　

し
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
さ
せ
る
。
漢
代
に
お
い
て
す
ら
、
東
西
に
お
い
て
言

5
8

　

語
が
か
な
り
相
異
し
て
い
た
こ
と
は
「
方
言
」
に
見
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。
勿

論
言
１
　
は
文
化
現
象
の
う
ち
で
は
愛
化
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
代
ま

で
そ
の
相
異
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
、
夷
夏
東
西
説
と
い
う
も
の
屯
全
然
根
禰
の

な
い
も
の
で
は
な
い
・
但
し
傅
斯
年
氏
の
如
く
解
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　

然
し
龍
山
か
と
考
え
ら
れ
る
文
化
は
最
近
の
稜
掘
に
よ
る
と
、
西
安
附
近
に

屯
相
営
敷
見
ら
れ
る
よ
う
で
、
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
彩
陶
遺
址
の
上
に
位
置
し

た
。
従
っ
て
華
北
に
お
い
て
は
、
彩
陶
文
化
か
西
か
ら
河
南
ま
で
進
出
し
た
後
、

東
か
ら
龍
山
文
化
か
険
西
ま
で
及
ん
で
来
た
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ

ら
と
従
来
龍
山
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
の
相
互
の
比
較
研
究
は
除
り
充
分
で
な

い
。
こ
れ
は
今
後
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
土
器
の
系
統
論
に
新

し
い
面
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
の
如
く
、
か
な
り
の
疑
鮎
も
あ
る
の
で
あ
る
か
、
従
爽
除
り
考
慮
さ
れ

な
か
っ
た
焼
成
技
術
を
中
心
と
し
て
、
新
し
い
系
統
付
け
を
考
え
ら
れ
た
こ
と

は
、
今
後
の
土
器
研
究
に
新
し
い
面
を
開
拓
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
功
績
は

大
き
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
系
統
に
よ
っ
て
、
次
に
器
形
的
な
相
互
開
係
を
教

示
さ
れ
る
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
。
洵
お
私
見
に
つ
い
て
は
、
そ
の
典
捕
を
一

一
示
さ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
論
文
と
併
讃
さ
れ
る
よ
う
以
下
に
文
献
を
列
學
し

て
お
く
。

　

梁
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ｔ
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Ａ
ｇ
ｅ
　
Ｐ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｙ
　
ｆ
ｒ
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ｔ
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ｒ
ｅ
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ｒ
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c
　
S
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ｅ
　
ａ
ｔ
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ｓ
i
-
Ｙ
ｉ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
ｎ
｡
　
Ｓ
ｈ
ａ
ｎ
ｓ
i
｡
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
　
（
Ｍ
ｅ
ｍ
ｏ
ｉ
ｒ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
　
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
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Ａ
ｎ
ｔ
ｈ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｎ
ｏ
.
　
　
３
７
｡
　
１
９
３
０
）
｡
小
屯
龍
山
県
仰

　
　

詔
（
慶
祝
蔡
元
培
先
生
六
十
五
歳
論
文
集
下
、
’
１
９
３
５
）
'
龍
山
文
化
－
中

　
　

國
文
明
的
史
前
期
之
一

　

（
考
古
學
報
七
、
１
９
５
４
）
°

　

李
臍
；
西
陰
村
史
前
的
遺
存
（
清
華
學
校
研
究
院
叢
書
第
三
種
、
’
芯
回
）
、

　

同
總
編
輯
；
城
子
崖
（
｛
Ｓ
｀
｝
。

　

尹
建
；
中
國
新
石
器
時
代
（
応
回
）
、
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郡
衡
；
試
論
鄭
州
新
翌
現
的
殷
商
文
化
遺
址
（
考
古
４
　
報

石
璋
如
；
新
石
器
時
代
的
中
原
（
大
陸
雑
誌
、
四
谷
三
期
、

冨
留
年
三
期
）
。

応
沼
）
。

　

第
二
部
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
一
は
「
殷
王
朝
の
生
産
的
基
盤
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
従
来
行
わ
れ
て
来
た
殷
墟
の
文
化
段
階
説
、
金
石
併
用
時
代
説
・

青
銅
器
時
代
読
を
検
討
し
、
青
銅
器
時
代
読
を
と
り
っ
っ
も
、
こ
の
時
代
を
支

え
る
も
の
は
石
器
と
木
器
と
に
よ
る
農
業
で
あ
り
、
青
銅
製
長
具
使
用
説
を
否

定
し
て
、
王
朝
を
支
え
た
基
盤
は
直
領
地
の
石
器
を
中
心
と
し
て
、
使
用
す
る

奴
隷
農
耕
で
あ
っ
た
と
せ
ら
れ
る
。
殷
墟
か
ら
は
、
一
個
の
立
穴
か
ら
数
百
或

は
干
に
及
ぶ
石
刀
が
出
土
す
る
。
こ
の
石
刀
は
工
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ほ
か
、

主
と
し
て
収
穫
用
の
長
１
　
で
あ
り
、
石
包
丁
が
穂
刈
用
で
あ
る
に
對
し
、
こ
れ

は
根
刈
り
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
印
ち
鎌
の
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
根
刈
り
を
行
う
鮎
か
ら
見
て
、
播
種
は
散
播
か
ら
進
ん
だ
方
法
で
あ
る
條
播

或
は
鮎
播
で
あ
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
而
う
し
て
こ
れ
を
使
用
し
た
直
接
耕
作

者
は
戦
于
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
捕
虜
奴
隷
で
あ
、
り
、
石
器
は
主
権
階
級
の
人
に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
随
時
貸
典
さ
れ
た
と
い
う
。

　

闘
野
氏
が
言
わ
れ
る
如
く
、
殷
代
の
生
潅
段
階
が
農
業
で
あ
り
、
そ
の
器
具

の
中
心
が
石
器
と
木
器
と
で
あ
っ
だ
ろ
う
こ
と
は
氏
の
説
か
れ
る
如
く
で
あ
る
。

然
し
氏
の
論
文
の
内
容
に
は
か
な
り
同
意
し
得
な
い
勁
が
あ
る
。

１

　

奴
隷
使
用
に
つ
い
て
。
嗣
野
氏
の
根
核
と
な
っ
た
の
は
、
佐
野
學
氏
の

　

「
殷
周
革
命
」
で
あ
り
、
こ
の
書
は
郭
沫
若
氏
の
覗
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

印
ち
ト
餅
に
二
千
六
百
五
十
六
人
と
い
う
多
量
の
斬
殺
を
行
っ
た
記
載
か
あ
り
、

ま
た
多
敷
の
殉
葬
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
捕
虜
で
あ
り
、
奴
隷

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
・
そ
し
て
生
産
力
の
程
度
に
よ
り
、
多
数
の
奴
隷
か
養
い

得
な
い
時
に
は
殺
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
に
よ
ら
れ
た
ら
し
い
。
勿
論

こ
の
殺
さ
れ
た
人
間
は
捕
虜
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
こ
れ
が
た
ご

を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
白
川
静
氏
の
説
か
れ
た
如
く
で
あ
る
。

一
腰
殷
代
の
祀
會
は
白
川
氏
も
言
わ
れ
る
如
く
「
血
縁
的
な
族
人
を
中
心
と
し

て
相
常
蚊
の
部
民
と
、
時
に
は
若
干
の
俘
虜
や
受
刑
者
な
ど
の
非
自
由
民
と
を

含
む
氏
族
の
結
合
た
る
部
族
が
、
品
部
的
に
全
般
と
し
て
組
織
さ
れ
て
、
殷

王
朝
に
服
胆
臣
事
す
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
解
せ
ら
れ
る
」
。
こ
れ

は
小
屯
に
お
い
て
王
朝
を
直
接
組
織
し
た
集
團
に
お
い
て
も
同
様
な
小
集
團
に

分
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
ト
辞
の
内
容
か
時
代
的
に
か
な
り

相
違
し
、
そ
れ
か
兄
弟
相
績
と
い
わ
れ
る
時
を
契
機
と
し
て
腿
化
す
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
聡
に
つ
い
て
は
後
日
詳
細
に
考
察
し
た
い
と
思

う
）
。
従
っ
て
少
蚊
の
家
内
奴
隷
的
な
も
の
の
存
在
は
勿
論
認
め
ら
れ
る
か
、
小

屯
地
匹
に
居
住
し
た
と
思
わ
れ
る
王
朝
構
成
集
團
に
於
い
て
も
、
古
典
古
代
的

な
意
味
で
の
大
規
杖
な
奴
隷
使
用
は
考
え
ら
れ
な
い
。

２

　

城
子
崖
と
の
開
係
。
先
に
も
ふ
れ
た
如
く
、
城
子
崖
を
小
屯
の
後
と
せ
ら

れ
た
の
は
誤
り
で
、
小
屯
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

３

　

石
刀
に
つ
い
て
。
関
野
氏
は
小
屯
出
土
の
石
刀
を
鎌
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
寛
短
型
↓
中
間
型
↓
長
條
型
↓
弩
條
型
と
辰
達
し
た

と
推
定
さ
れ
、
城
于
崖
の
石
刀
’
蛙
刀
は
壁
條
型
で
最
も
震
達
し
た
も
の
で
あ

り
、
鎌
と
し
て
最
も
能
率
の
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
小
屯
の
殷

墟
に
は
穂
刈
に
使
用
し
た
石
包
丁
か
殆
ん
と
な
い
の
に
對
し
て
、
城
于
崖
で
は

か
な
り
あ
っ
た
。
関
野
氏
は
、
鎌
と
し
て
の
石
刀
が
歴
倒
的
に
多
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
常
時
は
條
播
が
中
心
で
あ
っ
た
と
な
し
、
城
干
崖
は
時
代
は
下
る
か
、

文
化
段
階
の
低
い
地
方
居
住
地
と
し
て
散
播
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
然
し
先
に

逃
べ
た
如
く
、
城
子
崖
は
宜
は
小
屯
に
先
行
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ

て
小
屯
以
前
の
龍
山
期
に
弩
條
型
の
鎌
が
存
在
し
、
ま
た
最
近
護
掘
の
鄭
州
の
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殷
早
期
中
期
の
遺
蹟
か
ら
屯
弩
條
型
の
も
の
か
我
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
鎌
の

　
　

功
用
の
み
か
ら
考
え
る
と
、
寧
ろ
退
化
し
た
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
ア
ソ

　
　

ダ
ー
ソ
ソ
氏
以
来
、
石
刀
は
農
具
と
し
て
考
え
ら
れ
、
李
済
氏
は
こ
れ
に
工
具

　
　

と
し
て
の
功
用
を
併
せ
考
え
た
の
で
あ
る
か
、
工
具
と
し
て
も
石
斧
な
ど
に
比

　
　

べ
、
使
用
し
に
く
い
型
で
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

　
　

考
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
石
刀
そ
の
も
の
の
機
能
を
今
一
度
再
検
討
す
る
必
要

　
　

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
空
想
で
あ
る
か
、
或
は
柄
を
附
し
て
武
器

　
　

と
し
て
の
使
用
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
小
屯

　
　

の
長
條
型
な
ど
は
青
銅
の
鈎
兵
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

　
　

か
。
銅
鈎
兵
は
上
下
共
に
刃
か
附
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
石
刀
は
上
刃
に
営
る
部

　
　

分
か
極
く
簡
単
に
刃
か
っ
け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
兵
器
と
し
て
使

　
　

用
困
難
で
あ
る
か
、
力
の
中
心
に
近
い
下
刃
に
は
立
派
に
刃
が
っ
け
ら
れ
て
い

　
　

る
か
ら
、
兵
器
と
し
て
屯
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
れ
に
し
ろ
他
の

　
　

遺
蹟
出
土
の
石
刀
と
よ
り
比
較
研
究
が
必
要
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　

以
上
の
如
く
、
石
刀
と
奴
隷
耕
作
と
い
う
結
論
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
研
究

　
　

段
階
で
は
、
ま
だ
ま
だ
匍
早
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　

最
後
に
天
野
氏
と
の
間
に
行
わ
れ
た
、
冒
と
い
う
字
に
つ
い
て
の
論
争
で
あ

　
　

る
か
、
天
野
氏
の
脱
に
對
し
て
は
私
に
も
責
任
の
一
端
か
あ
る
の
で
一
言
し
た

　
　

い
。
こ
の
文
字
の
出
る
ト
斟
は
殷
墟
書
契
前
編
四
・
コ
フ
ニ
の
一
片
の
み
で

　
　

あ
る
が
、
宜
は
こ
の
文
字
は
田
と
災
と
の
二
字
で
あ
る
の
を
商
承
祚
氏
が
誤
っ

　
　

て
一
字
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
天
野
氏
奄
述
べ
ら
れ
た
如
く
で
あ
る
。

　
　

然
し
こ
れ
に
對
し
て
の
開
野
氏
の
反
論
を
見
る
と
、
ど
う
も
こ
の
片
に
あ
る
四

　
　

字
で
も
っ
て
完
全
な
文
章
と
見
ら
れ
て
た
よ
う
で
あ
る
か
、
こ
れ
は
ト
餅
使
用

７

　

上
の
誤
り
で
、
上
下
に
鋏
文
が
あ
る
こ
と
は
葉
玉
森
氏
が
早
く
「
殷
墟
書
契
前

5
8

　

編
集
憚
」
で
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

以
下
に
こ
の
論
文
と
併
讃
さ
れ
る
こ
と
を
お
ナ
す
め
す
る
論
著
を
畢
げ
る
。

白
川
静
；
殷
の
基
礎
飲
會
（
立
命
館
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
文
學
篇
、

　

１
９
５
０
）
'
殷
代
の
殉
葬
と
奴
隷
制
（
立
命
館
大
學
人
文
科
學
研
究
所
紀
要

　

第
二
貌
、
１
９
５
４
）
°

天
野
元
之
助
；
殷
代
産
業
に
開
す
る
若
干
の
問
題
（
東
方
學
報
京
都
第
二
六

　

’
舒
、
１
９
５
３
)
'
殷
代
の
農
業
と
そ
の
飲
會
構
造
（
史
學
研
究
第
六
二
貌
、

　

Ｓ
Ｓ
）
。

侯
外
廬
；
中
國
古
代
飲
會
史
論
（
笛
呂
）
。

李
済
；
殷
墟
有
刃
石
器
岡
説
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
二
十

　

三
本
下
、
応
訟
）
。

郷
衡
；
（
前
掲
論
文
）

　

そ
れ
に
し
て
も
、
常
時
の
歴
史
を
考
え
る
と
き
、
文
献
的
史
料
－
営
時
の
ト

斟
に
っ
い
て
見
て
も
、
そ
の
卜
部
と
い
う
性
格
か
ら
、
そ
の
記
載
の
内
容
に
は

自
ら
制
限
が
あ
る
。
従
っ
て
我
々
に
は
考
古
學
的
史
料
を
如
何
に
利
用
す
る
か

か
常
に
問
題
に
な
る
。
然
し
従
来
の
考
古
學
分
野
か
ら
、
我
々
に
利
用
し
得
る

如
き
形
の
研
究
は
殆
ん
ど
典
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
鮎
、
闘
野
氏
の
論
文
に

は
、
我
々
に
大
き
な
教
示
を
呉
え
ら
れ
る
鮎
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
。
今
後
も

側
野
氏
の
論
著
か
績
々
と
浸
表
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
、
ま
た
歴
史
の
分
野
の

人
々
か
、
開
野
氏
の
論
著
を
と
り
入
れ
て
歴
史
研
究
を
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
希

望
し
て
本
稿
を
終
り
た
い
。

　

恂
お
第
二
部
の
二
中
國
青
銅
器
文
化
の
一
性
格
以
下
に
つ
い
て
は
、
機
會
を

改
め
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
が
、
參
考
の
寫
各
篇
を
通
じ
て
開

係
あ
る
論
文
を
ま
と
め
て
み
た
。
第
１
部
と
第
Ｖ
部
の
Ｉ
、
第
1
1
部
と
第
Ⅳ
部

・
附
録
三
は
夫
々
開
聯
し
て
考
え
ら
れ
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
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8
8

　

I

　

土
器
の
系
統

　

一

　

華
北
先
史
土
器
の
一
考
察

　
　
　
　
　

－
特
に
双
陶
と
黒
陶
に
つ
い
て
Ｉ

　

ニ

　

華
北
先
史
土
器
の
一
考
察

　

補
遺

　

三

　

白
陶
の
系
譜

　

四

　

漢
代
の
無
粕
陶

Ｖ
一

　

黒
陶
と
黒
陶
明
器
に
つ
い
て

1
1

　

金
扇
文
化
の
本
質

　

一

　

殷
王
朝
の
生
産
的
基
盤

　

二

　

中
國
背
銅
器
文
化
の
一
性
格

　
　
　
　
　

－
青
銅
の
素
材
價
値
を
中
心
と
し
て
Ｉ

　

三

　

中
國
初
期
鍼
器
文
化
の
一
考
察

　
　
　
　
　

－
銅
鍼
過
渡
期
の
解
明
に
寄
せ
て
Ｉ

　

四

　

中
國
初
期
銀
器
の
新
資
料

　

五

　

漢
式
鏃
に
つ
い
て

Ⅳ

　

尺
度
と
重
量
単
位
の
解
明

　

一

　

中
國
古
代
の
尺
度
に
つ
い
て

　

二

　

「
重
一
雨
十
四
一
珠
」
銭
に
つ
い
て

　

三

　

先
秦
貨
幣
の
重
量
単
位

　

四

　

圓
位
方
孔
銭
に
つ
い
て

附
録
三

　

漢
初
の
文
化
に
お
け
る
戦
國
的
要
素
に
つ
い
て

Ⅲ

　

都
城
と
建
築
の
調
査

　

一

　

斉
都
臨
溜
の
調
査

　

二

　

都
耶
遺
跡
我
見
記

　

三

　

膝
城
と
萌
城
の
遺
跡
に
つ
い
て

　

四

　

前
漢
魯
國
璽
光
殿
の
遺
跡

　

五

　

豪
猪
考

　
　
　
　
　

―
中
國
古
代
の
高
遠
建
築
に
つ
い
て
Ｉ

　

六

　

山
東
省
膝
絲
度
龍
泉
寺
塘
塔

Ｖ
二

　

牛
瓦
営
略
説

　

三

　

中
國
古
代
の
樹
木
思
想

　
　
　
　
　

－
斉
の
牛
瓦
営
の
樹
木
文
様
に
寄
せ
て
Ｉ

　

四

　

中
國
蕪
術
の
一
側
面

附

　

録

　

一

　

中
國
に
お
け
る
墳
丘
の
生
成

　
　
　
　
　

－
北
方
文
化
の
波
及
に
寄
せ
て
Ｉ

　

二

　

河
南
省
輝
話
に
お
け
る
殷
墓
と
戦
國
墓
の
我
掘

　

四

　

中
國
文
化
の
黎
明

　

五

　

東
亜
考
古
學
界
の
現
状

（
伊

　

県
道

　

治
）
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