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新
議
見
の
西
周
銅
器
群
と
そ
の
問
題
貼

今
度
の
中
園
放
行
中
K
、
わ
れ
わ
れ
は
各
地
で
多
数
の
古
銅
器
を

み
る
こ
と
が
で
き
た
。
北
京
の
故
宮
で
は
、
大
豊
段
、
統
季
子
自
盤

を
は
じ
め
と
す
る
著
名
の
器
や
、
新
出
の
物
が
太
和
般
、
歴
代
事
術

館
、
歴
史
博
物
館
を
に
ぎ
わ
し
て
い
た
。
上
海
で
は
、
大
孟
鼎
、
大

克
鼎
な
ど
の
作
ゆ
き
の
ナ
ぐ
れ
た
逸
口
聞
か
、
博
物
館
や
文
物
管
理
委

員
合

t

で
、
わ
れ
わ
れ
に
美
的
観
賞
を
さ
そ
っ
た
。
南
京
の
司
母
戊
鼎

に
は
、

そ
の
グ
ォ
リ
ュ
l
ム
に
座
倒
さ
れ
た
。
蹟
州
博
物
館
で
は
、

容
庚
氏
の
掲
献
に
な
る
多
く
の
銅
器
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
の
に
、
時
間

が
な
く
て
と
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
ら
に
も
ま
し
て
、

わ
た
く

し
の
心
を
と
ら
え
た
も
の
は
、
新
出
の
一
括
の
銅
器
群
で
あ
ジ
た
。

と
れ
ら
は
美
術
的
に
は
、
北
京
や
上
海
の
比
で
は
な
い
。
金
文
皐
上

で
は
、
贋
州
の
そ
れ
に
お
と
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

い
く
つ

樋

口

隆

康

か
の
銅
器
が
フ
ン
ド
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

し
か
も
そ
の
出
土
の
朕

態
が
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
に
い
た
っ
て
は
、

こ
れ
ま

で
の
銅
掠
舶
に
あ
ま
り
み
な
か
司
た
魅
力
で
あ
る
。
そ
れ
ら

K
は
鄭
州

の
殿
器
、
済
南
、
西
安
、
長
沙
、
成
都
な
ど
の
春
秋
器
や
戦
闘
器
も

多
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
い
ま
全
部
あ
げ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
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本
論
で
は
従
来
と
く
に
資
料
の
乏
し
か
っ
た
西
周
時
代
に
か
ぎ
っ
て
、

こ
れ
ら
新
出
群
銅
器
の
三
四
の
例
を
あ
げ
て
、

そ
れ
か
ら
い
か
な
る

問
題
が
提
出
さ
れ
、
設
展
し
て
ゆ
く
か
を
の
べ
て
み
よ
う
。

短
時
日
の
聞
に
あ
れ
だ
け
多
く
の
品
物
を
見
る
ζ

と
が
で
き
た
の

は
、
ひ
と
え
に
中
園
の
同
事
の
土
の
友
情
に
よ
る
こ
と
を
、
ま
す
記

し
て
お
か
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

江
蘇
省
丹
徒
鯨
煙
敬
山
出
土
の
群
銅
間
帯

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
種
の
も
の
を
、
一
旗
行
中
最
初
に
み
た
の
は
、
蘇



洲
の
江
蘇
省
博
物
館
審
備
慮
に
必
い
て
で
あ
る
。
、
と
と
に
二
群
の
新

組
銅
器
が
陳
べ
て
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
つ
が
宜
侯
灸
般
を
含
む
丹
徒

豚
の
出
土
口
町
で
る
る
。

解
放
後
の
出
土
銅
器
中
で
、

と
れ
ほ
ど
中
園
古
代
史
家
に
注
目
さ

れ
た
器
も
少
な
い
。
現
在
、
あ
れ
だ
け
の
建
設
工
事
を
し
て
い
る
中

園
で
あ
る
。
何
か
で
る
で
あ
ろ
う
と
と
は
、

か
ね
て
よ
り
皆
が
期
待

し
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
最
初
K
、
は
か
ら
や
〆も
令
段
、
令
券
に
相

な
ら
ぶ
第
一
級
の
金
文
資
料
が
出
土
し
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

出
現
は
偶
然
の
と
と
に
よ
り
、
出
土
の
様
子
が
は
っ
き
り
し
て
い
な

レ3

0 

一
九
五
四
年
六
月
の
こ
と
、
丹
徒
牒
龍
泉
郷
下
露
村
の
農
民
主
席
長

保
の
息
子
が
、
煙
激
山
南
麓
の
斜
面
で
山
芋
掘
り
の
際
、

，偶
然
襲
見

し
た
。
最
初
、
地
表
三
、
四

0
セ
ン
チ
の
深
さ
で
、
一
個
の
銅
鼎
が
出
、

さ
ら
に
六
、

七
0
セ
ン
チ
の
深
位
か
ら
、

ほ
か
の
十
一
個
の
銅
器
が

で
て
き
た
。
江
蘇
省
文
物
管
理
委
員
舎
は
十
月
に
そ
の
出
土
地
を
調

査
し
た
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
、
煙
敬
山
は
丹
徒
鯨
の
東
三

0
キ
ロ
に
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あ
り
、
北
は
揚
子
江
に
臨
み
、
東
と
南
に
は
山
が
あ
る
。
山
頂
に
古

代
の
燦
火
蓋
あ
り
、
そ
の
約
五

0
メ
ー
ト
ル
南
に
下
っ
た
斜
面
が
出

土
地
酷
で
あ
る
。
そ
こ
を
清
掃
す
る
と
、
南
北
三
メ
ー
ト
ル
、
東
西

三
・
六
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
五

0
セ
ン
チ
の
坑
が
あ
り
、
ー
そ
の
麗
よ

り
の
と
こ
ろ
か
ら
取
り
残
し
の
馬
飾
(
銀
、
街
、
鈴
、
革
金
具
)
、
銅

鐸
j

玉
杯
、
小
玉
飾
な
と
が
で
て
き
た
。
そ
の
坑
の
西
北
隅
に
つ
づ

一
つ
か
ら
小
銅
鼎
1
、
石
器
1
、

い
て
、
二
つ
の
小
坑
が
あ
ら
わ
れ
、

人
牙
が
で
て
、
他
に
は
銅
鼎
3
、
青
紬
陶
3
、
銅
鐸
ー
な
と
が
あ
っ

た
。
結
局
、
!
大
坑
の
は
っ
き
り
し
た
構
造
は
わ
か
ら
歩
、
最
初
の
遺

物
が
ど
の
よ
う
な
肢
態
で
埋
蔵
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
歩
、
南
小
坑

と
の
層
位
的
関
係
も
あ
ま
り
た
し
か
め
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
報
告

・

者
は
、
銅
器
の
形
や
出
土
の
位
置
、
深
度
な
ど
か
ら
推
し
て
、
小
坑
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は
大
坑
の
陪
葬
坑
で
は
な
い
か
と
報
じ
マ
い
る
程
度
で
あ
る
。

大
坑
出
土
の
銅
器
十
二
個
は
次
の
如
く
分
類
さ
れ
る
。

烹
鉦
器
(
園
鼎
1
、
高
1
)、
盛
食
器
(
段
2
)
、
温
酒
器
(
置
2
)
、

盛
酒
器
(
銑
2
)
、
盛
水
器
(
盤
2
)
、
角
形
銅
器
2

そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
の
器
が
二
個
ナ
つ
と
い
う
の
も
恥
も
し
ろ
い
。

ω園
鼎
は
遁
耳
高
二
九
・
六
セ
ン
チ
、

口
径
二
五
・
九
セ
ン
チ
、

あ
ま
り
深
く
な
い
器
腹
は
少
し
下
ぶ
く
れ
で
、
浅
い
園
底
に
固
柱
朕

の
足
が
心
も
ち
内
向
け
に
つ
い
て
い
る
。
そ
の
外
形
は
成
王
の
器
と

り
わ
れ
る
山
東
省
黄
鯨
出
土
の
寂
鼎
(
献
立
ゃ
、
作
費
鳥
文
鼎
(
瑚
枠
)
、

南
京
博
物
館
で
み
た
窓
鼎
な
ど
に
似
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
い
や
〆
れ
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本
器
の
卒
商
的
な
三
段
襲
撃
文
と
も

共
通
し
て
い
る
の
は
、
組
戊
鼎
(
ヰ
柑
)
の
股
式
銘
を
も
っ
た
器
で
あ

る
。
と
の
三
段
襲
撃
文
は
カ
l
ル
グ
レ
ン
が
白

E
S色
可

ezσ
山口己

と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
警
〈
丁
鼎
(
一
ヰ
)
に
み
る
よ
う
な
襲

撃
文
か
ら
幾
化
し
た
も
の
で
、
上
段
は
角
と
羽
毛
飾
り
と
尾
端
、
中

も
鳥
文
で
あ
る
の
に
封
し
、

段
は
胴
髄
、
下
段
は
口
と
足
と
垂
毛
を
あ
ら
か
し
て
い
る
。
肢
末
周

初
の
い
わ
ゆ
る
殿
周
の
探
に
数
多
く
、

と
く
に
段
や
鼎
に
著
し
く
、

瓶
、
律
、
母
、
童
、
傘
、
由
、
盤
、
割
、
査
な
と
に
も
ひ
ろ
く
施
さ

れ
て
い
る
。
本
器
の
は
峨
肢
の
羽
毛
飾
が
数
個
立
ち
な
ら
ん
で
い
る

も
の
で
、
彫
り
が
浅
く
、
表
面
の
鋳
の
た
め
模
糊
と
し
て
い
る
。

ω一
雨
は
、
通
耳
高
一
二
・
八
セ
ン
チ
、

口
径
一
九
・
七
セ
ン
チ
あ
り
、

頚
が
短
か
く
、
器
腹
と
の
つ
な
が
り
に
折
線
が
あ
っ
て
、
胴
が
丸
い
。

足
は
細
く
、
補
部
が
高
い
。
文
様
は
突
線
二
本
が
肩
に
あ
る
だ
け
の

素
文
で
あ
る
。

ω宜
侯
矢
段

高
一
五
・
七
セ
ン
チ
、

口
径
二
二
・
五
セ
ン
チ
、

高
さ
よ
り
も
幅
の
贋
い
段
で
あ
る
。
四
方
に
突
出
す
る
大
き
な
耳
を

附
け
、
器
腹
に
園
渦
文
と
短
躯
反
轄
襲
龍
文
を
か
ぎ
り
、
圏
足
に
は

襲
鳳
文
を
各
面
に
劉
向
し
て
配
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
表
面
は

鋳
が
か
な
り
か
ぶ
っ
て
h
z
p
、
文
様
自
鐙
に
も
癖
耗
の
痕
が
あ
っ
て

闘
文
は
鮮
明
で
な
い
。

ζ

の
腹
内
底
に
は
十
二
行
、
約
百
三
十
字
の

長
銘
が
あ
る
。
底
部
は
破
僻
し
た
も
の
を
修
補
し
た
ら
し
く

し
か

も
鋳
の
た
ゆ
、
面
が
荒
れ
て
hz
り
、
修
補
自
艦
も
あ
ま
り
う
ま
く
行

つ
て
な
く
て
、
字
の
讃
め
な
い
と
こ
ろ
が
相
嘗
に
あ
る
。
し
か
し
そ

の
内
容
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
、
斌
王
、
成
王
の
名
が
で
て
く

る
し
、
早
く
陳
夢
家
、
陳
邦
一
帽
、

J4沫
若
、
唐
蘭
の
諸
金
文
家
が
縛

請
を
試
み
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
レ
度
侯
矢
が
王
の
東
征
に
従
つ

た
功
に
よ
り
、
宜
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
恩
賞
を
受
け
た
こ
と
を
記
念
し

て
作
器
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
暦
日
を
記
し
、
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つ
い
で
事
蹟
を
あ
げ
、
思
賞
の
内
容
を
列
翠
し
、

そ
の
王
の
恵
に
麿

え
て
父
・
な
る
丁
を
記
念
し
た
器
を
作
っ
た
と
書
い
た
西
周
初
期
の
テ

ィ
ピ
カ
ル
な
金
文
の
制
を
・
な
し
て
い
る
。

ζ

の
作
器
者
矢
は
一
九

九
年
洛
陽
出
土
の
一
群
の
器
と
し
て
知
ら
れ
る
令
方
索
、
令
傘
、
令

段
に
も
そ
の
名
が
あ
っ
て
、
共
に
同
一
人
の
作
と
考
え
ら
れ
る
と
ζ

ろ
か
ら
、
郭
氏
、
陳
氏
、

そ
の
他
一
般
は
、
本
器
を
成
王
代
の
作
と

し
て
認
め
て
い
る
。
た
だ
唐
蘭
氏
は
「
成
王
」
な
る
絹
競
が
生
栴
と

し
て
も
、

「
斌
王
成
王
」
と
連
記
ナ
る
呼
び
方
は
、
成
王
以
後
の
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
作
冊
大
鼎
の
同
じ
例
を
あ
げ
、
次
の
康
王
代
の

作
と
考
え
て
い
る
。

ζ

の
作
冊
大
は
矢
の
子
供
と
考
え
ら
れ
る
人
物



で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
銘
文
か
ら
し
て
も
、
必
歩
し
も
成

王
代
に
限
定
で
き
な
い
わ
け
で
、

た
だ
漠
然
と
成
康
代
の
作
と
い
う

ほ
か
は
な
い
。
企
画
版
第
二
の
1
)

そ
ζ

で
文
様
の
特
色
を
他
器
と
少
し
比
較
し
て
み
よ
う
。

ζ

の
器

句
主
文
様
は
腹
側
を
飾
る
固
渦
文
(
附
圃
一
の
2
)
と
反
轄
襲
龍
文

(
附
圃
一
の
1
)
、
な
ら
び
に
閤
足
の
襲
鳳
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
圃

文
は
共
に
股
周
の
器
に
多
く
み
う
け
る
も
の
で
、

と
く
に
器
腹
の
二

只
縁
下
の
小
文
様
描
閣
に
交
互
に
配
さ
れ
る
の
を
普
通
と
ナ
る
。

古
ヤ
例
は
安
陽
の
出
土
品
(
胴
締
結
唯
一
明
齢
)
が
あ
り
、
容
庚
氏
の
『
商

周
霊
蓮
考
』
を
み
て
も
、
箪
だ
け
で
串
父
辛
箪
(
望
)
、
丙
箪

(
咽
は
)
‘
主
主
君
)
、
父
乙
先
輩
(
咽
二
)
な
ど
と
あ
っ
て
、
も
っ
と

も
新
し
い
例
T
は
、
郭
氏
が
共
王
代
と
い
っ
て
い
る
格
伯
箪
(
対
悦
闘
)

ま
で
存
在
す
る
。
し
か
し
ζ

の
圃
文
が
腹
部
の
大
部
分
を
し
め
、
圏

足
の
費
鳳
文
か
ら
四
耳
を
有
す
る
と
と
で
も
共
、
通
し
て
、
本
器
に
も

フ
と
も
近
い
の
は
、
子
荷
貝
父
乙
段
(
崎
町
誠
一
一
)
で
あ
る
。
た
だ
四

耳
に
容
が
あ
る
な
し
の
差
で
、
あ
と
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
と

つ
は
、

い
っ
て
い
い
。
以
上
の
比
較
か
ら
本
器
を
周
初
の
器
と
し
て
ほ
ほ
問

題
が
な
い
。

2el 

一
八
・
三
セ
ン
チ
、

ω附
耳
段

一
二
セ
ン
チ
、

口
径

口
頭

高

が
な
な
め
に
ひ
ら
い
て
、
耳
が
器
腹
の
中
央
に
水
卒
に
つ
き
、
上
に

折
れ
曲
っ
て
い
る
形
は
孟
に
近
い
。
器
腹
の
文
様
帯
に
は
、
先
端
が

花
鰍
問
状
に
聞
い
た
S
字
形
の
上
下
に
、
異
形
曲
変
文
を
配
し
た
も
の
を

単
位
文
と
し
て
、
繰
返
し
て
並
べ
て
い
る
。
(
附
圃
一
の
叩
)
そ
の
表

現
が
獣
形
の
胴
も
顔
も
口
も
尾
も
同
じ
幅
の
突
帯
で
あ
ら
わ
さ
れ
、

一
見
東
周
代
の
圃
文
の

b
も
む
き
を
も
っ
て
い
る
。

朗
、
川
別
番

高
三

0
・
五
セ
ン
チ
、
下
ぶ
く
れ
の
査
形
の
胴
に
、

三
足
、
華
、
噴
を
つ
け
て
い
る
。
蓋
の
つ
ま
み
の
獣
頭
形
と
、
器
腹

の
幣
文
が
特
殊
で
あ
る
。
後
者
は
一
種
の
S
字
形
文
だ
が
、
襲
文
の
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異
形
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
(
附
圃
一
の
日
)

問
、
制
児
銑

高
さ
二
一
セ
ツ
チ
、
長
さ
一
二
・
八
セ
ン
チ
、
全

陸
が
獣
形
を
な
し
、
四
脚
と
塞
は
あ
る
が
、
流
が
な
い
。
頭
部
は
兎

の
よ
う
に
お
だ
や
か
な
顔
付
を
し
て
い
る
が
、
角
が
あ
り
、
耳
が
あ

る
。
陸
側
の
鳥
文
は
そ
れ
ほ
ど
飾
り
た
て
て
は
な
い
が
、
定
型
的
な

も
の
。
父
戊
銑
(
柑
七
回
)
・
な
と
に
近
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
n

(
圃
版
第
二
の
2
)

制
有
耳
盤

高
さ
二

0
セ
ン
チ
、

口
径
四
八
・
五
セ
ン
チ
、
腹
部

が
比
較
的
深
い
。
園
文
は
附
耳
段

ωに
似
た
表
出
の
幡
襲
文
で
あ
る
。

制

無

耳

盤

口

居

と

閤

足

下

の

突

縁

が

な

く

、

丸

味

が

小
形
で
、
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つ
よ
い
。
聞
文
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

ω角
紋
銅
器

一
封
あ
り
、
全
長
三

0
セ
ン
チ
、

三
稜
の
中
空
に

し
て
、
牛
角
の
よ
う
に
曲
が
り
、
細
く
な
っ
た
方
の
一
端
に
は
、
小

管
が
挿
入
さ
れ
、
他
端
は
聞
い
て
い
る
。
胴
部
は
三
本
の
突
槽
で
匿

切
ら
れ
た
う
ち
に
、

一
つ
は
菱
形
雷
文
、

他
に
は
ヂ
グ
ザ
グ
文
を
入

れ
て
い
る
。
角
形
銅
器
は
安
陽
の
西
北
M
一
O
二
二
基
か
ら
出
土
し

た
も
の
が
あ
り
、
奈
良
の
天
理
参
考
館
に
も
相
似
た
器
が
あ
る
。
ζ

の
二
つ
は
固
胴
で
、
細
い
方
は

つ
ま
っ
て
、
聞
い
た
方
に
は
蓋
が
あ

り
、
明
か
に
飲
酒
の
器
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
器
は
祭
器
の
よ
う
な

別
の
用
途
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
と

の
器
の
菱
形
雷
文
と
ヂ
グ
ザ
グ

文
が
中
原
の
銅
器
に
な
く
む
し
ろ
江
南
の
印
紋
土
器
の
文
様
に
似
て

こ
の
銅
器
を
外
周
民
族
文
化
の
影
響
を
う
け
た

地
方
的
性
格
の
所
産
と
ナ
る
読
が
あ
る。

ζ

れ
は
銅
器
の
地
方
性
の

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

問
題
ば
か
り
で
な
く
、
器
の
製
作
年
代
を
推
ナ
上
に
も、

た
し
か
に

と
の
文
様
が
全
く
中
原

K
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
安
陽
出
土
の
直
後
詰
虫
(
川
端
機
)
や
東
京
中
村
書
道
博

物
館
の

E
御
山
由
な
ど
の
斜
形
雷
文
ゃ
、
波
形
雷
文
査
(
哨
三
崎
)
の

ヂ
グ
ザ
グ
文
、
ま
た
か
な
り
の
例
が
あ
る
鈎
連
雷
文

(
4
1
3叫
)
な
と

は
こ
れ
と
閥
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
族
文
化
の
影
響
と
み
る

一
つ
の
面
白
い
着
眼
で
あ
る
が
、

に
は
も
う
少
し
資
料
の
増
加
を
ま
ち
た
い
。
な
か
伴
出
の
三
頭
形
革

金
具
に
、
細
線
鋸
歯
文
の
あ
る
こ
と
も

ζ

の
際
留
意
し
て
必
乙
う
。

次
に
二
つ
の
附
葬
坑
か
ら
出
土
し
た
銅
器
は
、
ナ
ベ
て
鼎
で
あ
る
。

第
一
坑
か
ら
一
器
、
第
二
坑
か
ら
三
器
で
て
い
る
が
、

ぃ
、
ヂ
れ
も
口

径

一
五
J
一
六
セ

ン
チ
、
高
一

0
セ
ン
チ
前
後
の
も
の
で
、
形
は
怨

献
の
浅
い
睦
に
、
外
聞
き
の
細
い
三
足
が
つ
き
、
口
居
に
つ
い
た
耳

の
あ
る
も
の
は
獣
の
側
面
形
を
し
て

い
る
。
薄
手
で
、
素
文
、
簡
素

な
作
り
で
る
る
。
こ
の
粗
末
な
器
を
、
ま
た
進
境
地
域
の
所
産
と
ナ

る
考
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

む
し
ろ
こ
れ
は
一
般
の
銅
器
の
ど
と
く

-44ー

祭
器
で
は
な
く
、

日
常
の
用
器
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
従
来
銅
器
へ
の
閥
心
が
作
り
の
優
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
た
た

め
、
こ
の
種
の
銅
器
が
ほ
と
ん
と
顧
み
ら
れ
・
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

日
用
の
器
に
銅
器
が
嘗
然
あ
り
う
る
わ
け
で
、
今
後
の
護

掘
に
よ
っ
て
ブ
こ
の
方
の
資
料
を
集
め
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。

と
こ
ろ
で
丹
徒
出
土
の
銅
器
を
一
覧
し
て
み
る
と
、
宜
侯
矢
肢
や
、

大
鼎
、
児
航
、
重
な
と
は
、

た
し
か
に
西
周
初
期
の
特
色
を
よ
く
備

え
て
い
る
。
し
か
し
盤
や
高
や
附
葬
坑
の
小
鼎
な
ど
は
、
古
く
遡
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
擦
に
乏
し
い
と
も
い
え
る
。

そ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
は
附
葬
坑
こ
か
ら
で

τい
る
三
個
の
青
軸
陶
で
あ
る
。

韓
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葬
の
陶
器
は
墓
の
造
営
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
製
作
さ
れ
た
と
み

τ

い
い
。
本
墳
の
は
一
個
の
盤
と
二
個
の
豆
で
あ
る
が
、
と
く
に
後
者

は
や
や
内
向
き
の
直
口
を
し
た
浅
い
盃
に
、
小
さ
な
圏
足
が
つ
い
た

形
で
あ
る
。
こ
れ
と
全
く
同
形
の
器
が
中
原
の
洛
陽
西
郊
澗
河
流
域

の
西
周
基
か
ら
で
て
い
る
。
ま
た
後
述
の
長
安
普
渡
村
の
西
周
中
期

の
基
葬
に
も
同
形
の
豆
(
附
圃
一
の
国
)
が
あ
っ
て
、

ζ

の
附
葬
坑
の

年
代
を
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
時
代
に
あ
て
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
必

も
わ
れ
る
。
し
か
ら
ば
附
葬
坑
と
大
坑
と
の
年
代
の
閥
係
が
問
題
と

こ
れ
に
は
南
者
か
ら
一
個
デ
つ
で
て
い
る
銅
鱒
が
鈎
付
の

な
る
が
、

全
く
同
形
品
で
あ
る
と
と
を
一
つ
の
誼
擦
と
T
U
T
、
調
査
者
が
の
ベ

て
い
る
よ
う
K
同
時
代
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ζ

の
艶

は
陳
夢
家
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
群
銅
器
に
、
段
代
に
常

用
さ
れ
た
飢
や
欝
が
一
臨
も
な
い
こ
と
、
ま
た
西
周
晩
期
に
多
い
匝

や
謹
の
器
形
も
み
ら
れ
な
い
ζ

と
が
、
ま
た
傍
誼
と
も
な
ろ
う
。
し

か
ら
ば
さ
き
に
み
た
西
周
初
期
の
銅
器
は
あ
る
揃
間
停
世
し
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
宜
侯
矢
段
の
浮
文
に
み
た
磨
耗
の
痕
跡
が
そ
こ

で
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
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江
蘇
省
儀
徴
豚
破
山
口
出
土
の
群
銅
器

丹
徒
鯨
の
出
土
日
間
と
同
じ
室
内
に
、
別
の
一
群
の
銅
器
が
陳
べ
て

あ
る
。
傘
2
、
盤
3
、
臨
1
、
高
2
、
鼎
1
、
結
1
、
釜
1
、
鍍
-

の
一
一
一
個
で
、
出
土
地
は
南
京
と
鎮
江
と
の
中
問
、
揚
子
江
の
北
岸

に
あ
た
る
儀
徴
鯨
で
、
丹
徒
鯨
と
は
鎮
江
を
は
さ
ん
で
反
掛
の
位
置

帆
付

そ
の
出
土
は
一
九
三

O
年
の
と
と
、
最
初
農
民
が
掘
出
し

に
あ
る
。

た
と
き
は
、
四

O
数
個
あ
っ
た
と
い
う
が
、

そ
の
後
散
侠
し
て
、
開

放
後
に
接
収
し
た
の
は
一
二
個
だ
っ
た
。
す
べ

て
無
銘
で
あ
る
。

ω獣
首
雷
文
隼

高
さ
一
九
・
三
セ
ン
チ
、

口
径
一
九
・
九
セ
ン

チ
、
丈
が
あ
ま
h
y
高
く
な
く
、
下
腹
部
が
つ
よ
く
張
り
、
そ
れ
か
ら
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段
界
な
く
反
輔
し
て
、
大
き
な
口
縁
に
つ
づ
く
形
で
、
洛
陽
出
土
の

辛
士
一
一
時
績
)
に
も
っ
と
も
近
い
。
文
誌
は
胴
部
の
中
程
の
狭
い
帯

に
あ
り
、
中
央
に
獣
首
を
か
き
、
そ
の
南
側
は
突
線
の
上
下
に
雷
文

一
列
を
な
ら
べ
た
簡
単
な
か
ぎ
り
で
あ
る
。
西
周
前
期
と
さ
れ
る

白
段
(
夢
都
上
)
の
圃
文
と
も
っ
と
も
似
て
い
る
。

/ニ
O
」

ω慶
形
周
文
品
骨

高
さ
二
五
・
五
セ
ン
チ
、

口
径
二

0
・
八
セ
ン

チ
、
丈
の
高
い
式
で
、
下
腹
部
が
鼓
腹
肢
の
ふ
く
ら
み
を
も
っ
て
い

る
の
で
、
頭
部
か
ら
圏
足
に
か
け
て
の
園
筒
形
の
中
程
に
突
帯
を
つ

け
た
形
を
し
て
い
る
。
ζ

の
鼓
腹
部
が
数
僚
の
卒
行
沈
線
で
匪
切
ら

れ
、
そ
の
中
央
の
常
に
、
風
文
の
く
や
ノ
れ
て
渦
文
化
し
た
文
様
が
る
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る
(
附
圃
一
の
9
)
。
ζ

れ
は
や
や
異
形
な
圃
文
で
あ
る
が
、
殿
代
の

襲
撃
部
(
誠
一
世
)
の
閤
足
に
あ
る
容
庚
氏
の
い
わ
ゆ
る
目
雷
文
(
附

固
一
の

B
)
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
硬
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
援
文
を
頭
だ
け
合
せ
て
、
胴
を
雨
側

に
配
し
た
堕
頭
双
胴
式
襲
文
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
(
圃
版
第
二
の
3
)

ω斜
格
子
雷
文
陪

高
二

0
セ
ン
チ
、

口
径
二
七
・
二
セ
ン
チ
、

頭
も
閤
足
も
短
か
く
、
胴
が
横
K
張
り
、
双
耳
に
は
獣
頭
飾
り
を
つ

け
て
い
る
。
文
様
は
下
腹
部
K
斜
格
子
百
乳
文
を
配
し
、
中
腹
の
文

様
常
に
は
、
雷
文
三
段
と
、

そ
の
間
K
連
珠
文
を
配
し
て
い
る
。
表

出
が
卒
面
的
細
線
式
で
、
幾
何
率
的
圃
文
に
か
ぎ
っ
て
い
る
貼
に
特

色
が
あ
る
。
(
岡
版
第
二
の
6
)

ω襲
撃
文
献
形
は
河
南
溶
豚

M

m
続
の
西
周
初
期
の
墓
か
ら

で
た
伯
前
(
時
豚
)
、
山
東
梁
山
出
土
の
大
史
友
一
胤
(
一
主
)
な
ど
の
西

周
前
期
と
比
定
さ
れ
る
器
と
遁
じ
て
hz
り
、
甑
の
頚
部
K
あ
る
細
線

式
襲
撃
文
は
さ
き
に
あ
げ
た
三
段
式
圃
文
に
遁
じ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
黙
を
も
ふ
く
め
て
父
庚
阪
(
博
理
)
や
鼎
蹴
(
理
一
明
)
・
な
ど
に
一

番
近
い
と
い
え
る
。
(
圃
版
第
二
の
5
)

仙
川
素
文
鼎

高
さ
二
八
セ
ン
チ
(
耳
を
含
ま
や
ノ
)
、

口
径
三
一
一
セ
ン

チ
、
腹
は
比
較
的
浅
い
が
、
下
方
が
張
り
、
厚
手
で
、

と
っ
し
り
し

本
が
走
っ
て
い
る
だ
け
の
簡
単
な
も
の
、

口
縁
下
に
突
帯
一

し
か
し
、
青
緑
鋳
の
光
滑

た
感
じ
、
足
は
園
柱
式
が
や
や
内
向
き
に
つ
く
。

な
表
面
は
美
し
い
。
素
文
の
鼎
は
西
周
前
期
に
多
い
。
溶
豚
M
m
披

墓
に
一
器
あ
る
が
、
突
幣
が
一
本
あ
る
式
は
山
東
梁
山
七
器
の

一
つ

一
i

天
議
」
の
銘
と
「
丁
侯
」
の
名
が
あ
っ
て
、
成
王
代
の

器
と
さ
れ
る
勅
殴
鼎

(13に
あ
り
、
底
州
博
物
館
で
み
た
立
鼎
、

洛
陽
工
作
拍
で
み
た
岡
市
西
郊
主
幹
礎
M
八
一
六
競
墓
よ
り
出
土
の

で
あ
る
謹
鼎
、

鼎
な
と
か
な
り
あ
る
。
(
圃
版
第
二
の
4
)

川
間
帯
霊
高

口
径
一
八
・
二
セ
ン
チ
、
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高
さ
二
八

・
四
セ

ン
チ
、

高
足
の
憧
に
短
か
い
口
が
つ
い
て

い
る
形
は
、
赤
峰
あ
た
り
か
ら
出

土
ナ
る
陶
一
扇
一
を
訟
も
わ
せ
る
。
胴
側
に
一
葉
あ
り
、
素
文
で
あ
る
。

開
双
耳
高

や
や
丈
が
短
か
く
、
頭
が
な
く
て

相
似
た
形
だ
が
、

胴
か
ら
直
接
口
縁
に
つ
き
、
双
耳
あ
り
、肩一

K
突
帯
が
一
本
あ
る
。

こ
れ
も
素
文
。
丹
徒
の
大
坑
出
土
の
一
雨
に
も
っ
と
も
近
い
。

制
四
鳳
盤

高
さ
二

0
・
四
セ
ン
チ
、

口
径
縦
八
四
セ
ン
チ
、
横

七
八
セ
ン
チ
、
大
形
で
、

口
居
K
四
個
の
鳥
形
飾
り
が
つ
い
て
い
る
。

内
底
に
龍
文
で
も
あ
る
ら
し
い
が
不
明
。
鳥
形
飾
り
は
白
鶴
美
術
館

に
あ
る
股
代
の
龍
文
盤
(
一
一
哨
)
の
口
縁
上
に
は
六
個
つ
い
て
い
る
。

刷
龍
文
盤
高
さ
=
了
五
セ
ン
チ
、
口
径
三
六
・
六
セ
ン
チ
、



内
底
に
大
き
な
婚
龍
を
b
き、

そ
の
周
闇
に
魚
文
を
配
し
た
も
の
、

外
方
は
盤
と
圏
足
に
同
形
の
襲
文
を
反
掛
向
き
に
配
し
寸
い
る
。
内

面
の
大
形
幡
龍
文
は
段
周
の
盤
に
よ
く
み
る
が
、
外
側
の
襲
文
は
い

さ
さ
か
特
殊
な
形
を
し
て
を
り
、
上
顎
が
の
び

τ象
鼻
の
よ
う
に
な

っ
た
襲
文
は
、
股
周
の
器
に
時
々
あ
る
。
た
と
え
ば
史
獣
鼎
(
請
時
)

や
梗
禁
の
聾
霊
文
爵
な
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
(
聞
版
第
二
の
7
)

制
雷
文
盤

器
側
の
文
様
帯
を
上
下
に
匡
切
り
、
雷
文
を
配
ナ
る
。

中
央
に
獣
面
の
く
歩
れ
が
あ
り
、

と
も
に
細
線
表
出
で
あ
る
。

ζ

の

器
は
や
や
薄
手
に
し
て
、
表
面
光
滑
で
な
い
。

帥
素
文
盆

高
さ
一
一
一
一
一
ヤ
ン
チ
、
口
径
三
六
・
三
セ
ン
チ
、
大
口
に

し
て
卒
底
で
あ
る
。
腹
の
雨
足
K
A
T
環
の
耳
が
あ
る
。
素
文
で
あ
る
。

惜
鐘

身
の
長
さ
三
五
・
五
セ
ン
チ
、

シ
ャ
ベ
ル
の
よ
う
な
形
を

な
し
、
柄
も
つ
い
て
い
る
。
相
似
た
形
が
安
陽
か
ら
出
土
し
、
史
量

器
へ
鄭
中
J

と
い
っ
て
い
る
。
身
の
外
壁
と
柄
に
は
、
線
彫
り
の
簡

岩
f

上一一一こ

患
な
雨
頭
渦
文
が
あ
る
。

掛
銅
一
局
報
告
に
は
も
う
一
器
銅
高
の
寓
員
が
で
て
い
る
。
日
本

人
山
田
な
る
も
の
が
持
去
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
形
は
仰
の
銅
一
局

に
近
く
、
肩
一
に
浮
出
し
の
園
渦
文
を
な
ら
べ
て
あ
る
。
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以
上
を
通
覧
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

ζ

の
群
銅
器
は
簡
素
の
作
り
が

多
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
や
ノ
れ
も
、
青
線
錫
に
し
て
、
光
滑
で
あ
る

が
、
結
だ
け
は
、
銅
質
、
厚
み
・
な
ど
か
ら
し
て
作
ゆ
き
が
少
し
ち
が

う
よ
う
で
も
の
る
。
等
、
盤
、
甑
、
素
鼎
な
と
は
明
か
に
西
周
前
期
と

し
て
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
が
、

ほ
か
の
器
は
あ
き
ら
か
で
な
い
。

四

遼
寧
省
凌
源
勝
海
島
笹
子
村
出
土
の
群
銅
器

ζ

れ
は
東
北
地
方
か
ら
西
周
時
代
の
器
が
出
土
し
た
ζ

と
で
注
目

一
九
一
五
五
年
に
村
民
が
馬
廠
溝
小
轄
山
子
の
山
の
北
斜
面

か
ら
一
六
個
の
銅
器
を
掘
り
出
し
た
。
附
近
に
は
二
四

O
O卒
方
米

さ
れ
る
。
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の
聞
に
友
土
が
あ
り
、
陶
片
や
砕
石
片
が
で
る
。

い
ま
銅
器
一
つ

つ
を
紹
介
す
る
と
、

ω烏
紋
鼎

全
高
二
二
了
五
セ
ン
チ
、
寛
三
九
セ
ン
チ
、
足
高
一

0
セ
ン
チ
、
韓
が
慶
く
て
浅
く
、
雨
耳
が
盟
側
に
附
い
た
形
は
、
む

し
ろ
盤
に
近
い
。
文
様
帯
に
は
長
尾
垂
下
の
鳥
文
が
あ
る
。

ζ

の
種

の
浅
い
鼎
を
求
む
れ
ば
、
成
王
代
の
銘
が
あ
る
師
旗
鼎
(
一
芳
川
)
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
鳥
文
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

も
っ
と
も
近
い
も
の
と
し
て
は
、
臣
辰
グ
ル
ー
プ
の
の
〈
乙
臣
辰
由

(
嶋
崎
)
や
作
費
段
(
井
吋
時
)
な
と
が
あ
る
。

倒
襲
撃
文
躯
全
高
四
回
・
六
セ
ン
チ
、
寛
一
二
一
・
二
セ
ン
チ
、
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口
縁
が
外
方
に
底
が
っ
て
い
る
。
一
南
脚
部
に
、
線
彫
り
で
異
形
の
翁

吠
文
を
か
ざ
り
、
甑
部
の
側
面
に
は
、
縄
紐
様
の
突
線
一
本
が
は
し

っ
て
い
る
ほ
か
は
文
様
が
な
い
。

ω弦
文
願

縁
、
素
文
で
、
二
本
の
突
線
が
甑
腹
や
高
足
部
を
走
っ
て
い
る
程
度

の
も
の
。
ζ

の
山
形
の
突
線
は
安
陽
小
屯
M
一
八
八
墓
出
土
の
崎
町や

父
己
蹴
(
寸
七
持
)
に
も
み
ら
れ
る
。

同
魚
父
突
段
高
さ
一
六
・
七
セ
ン
チ
、
寛
一
四
・
八
セ
ン
チ
、

全
高
四
九
セ
ン
チ
、
寛
二
九
セ
ン
チ
、

口
縁
は
折
直

耳
が
な
い
。
口
縁
下
の
幅
狭
い
文
様
帯
に
は
、
国
渦
文
と
獣
頭
と
を

交
互
に
配
し
、

そ
の
下
方
の
腹
部
は
斜
方
格
百
乳
文
で
飾
り
、
内
底

に
「
魚
父
滋
〈
」
の
銘
が
あ
る
。
園
渦
文
は
ナ
で
に
宜
侯
矢
段
で
み
た

も
の
だ
が
、

こ
れ
と
交
互
に
か
か
れ
た
獣
面
文
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

斜
方
格
百
乳
文
は
股
周
の
器
に
比
較
的
よ
く
み
る
文
様
だ
が
、
河
南

安
陽
出
土
の
器
(
向
者
一上

)
は
無
耳
、
園
渦
文
、
斜
方
格
百
乳
文
と
あ

わ
せ
て
、
も
っ
と
も
本
器
に
近
い
。
股
器
に
似
て
い
る
。

一
方
侠
西

省
普
渡
村
第
二
披
墓
出
土
の
・
肢
に
も
通
じ
て
い
る
。

同
薬
段

高
さ
一
六
・
八
セ
ン
チ
、
寛
二
二
・
六
セ
ン
チ
、
器
腹

に
ふ
く
ら
み
が
な
く
、
直
線
的
で
あ
る
。
帯
文
は
中
央
の
羊
欣
獣
首

を
中
心

K
、
爾
側
に
細
線
表
出
の
襲
撃
文
が
あ
る
。
羽
毛
飾
り
が
多

h
v

式
だ
が
、
雷
文
の
布
置
が
優
勢
で
、
二
段
式
に
な
っ
て

い
る
点
が

や
や
異
式
で
あ
る
。

器
内
に

「察」

と
い
う
銘
が
あ
る
。

爾
耳
の
犠

首
は
兎
頭
形
で
あ
る
。

仙
川
襲
撃
文
段

全
高
二
ハ
セ
ン
チ
、
口
径
二
二
セ
ン
チ
、
前
者
と

同
じ
く
直
線
的
腹
部
を
し
た
器
で
あ
る。

腹
全
面
に
浮
彫
り
饗
整
文

を
か
ぎ
り
、
閤
足
に
は
定
型
的
な
襲
龍
文
を
入
れ
て
い
る
。
圃
文
が

全
帥
臨
に
模
糊
と
し
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
股
周
式
段

で
あ
る
。
も
っ
と
も
近
い
の
は
、
農
段
(
質
瀦
J

で
あ
ろ
う
か
。

/
五
四」

口
径
三
四
セ
ン
チ
、
器
形
は
故

同
医
侯
孟

高
さ
二
四
セ
ン
チ
、
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宮
太
和
般
に
陳
列
し
て
あ
る
白
孟
に
ち
か
い
。
爾
耳
の
位
置
が
比
較

的
低
い
。
器
腹
の
全
面
を
飾
っ
て
い
る
複
雑
な
花
冠
毛
を
つ
け
た
襲

文
は
シ
カ
ゴ
の
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
襲
文
寧
や
、

住
友
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
襲
文
自
に
ち
か
い
。

そ
れ
よ
り
も
圏
足
に
あ

る
細
長
い
反
樽
襲
鳳
文
(
附
圃
一
の
8
)
は
令
段
(
主
一
)
の
方
蓋
側
面

の
圃
文
(
附
圃
一
の
A
)
と
、
附
節
を
合
せ
た
よ
う
に
一
致
す
る
の
は

興
味
ふ
か
い
。
器
底
に
「
塵
侯
乍
飯
孟
」
と
い
う
銘
が
あ
る
。
陳
夢

ω
 

家
は
こ
の
匿
侯
を
召
公
費
の
元
子
で
、
北
燕
に
封
ぜ
ら
れ
た
人
物
と

し
、
同
じ
燕
侯
の
銘
を
も
っ
器
を
幾
っ
か
あ
げ
て
い
る
。

代
を
成
王
代
と
じ
て
い
る
。

そ
し
て
年



一

ω

全
高
一
二
四
・
六
セ
ン
チ
、
口
径
長
一
回
一
・
コ
一
セ
ン
チ
、

短
一

0
・
八
セ
ン
チ
、
下
ぶ
く
れ
の
器
腹
で
あ
る
。
蓋
と
器
の
文
様

史
伐
白

描
帽
に
は
、
中
央
の
獣
首
を
は
さ
ん
で
、
細
身
の
線
で
か
か
れ
た
反
轄

式
襲
文
が
お
か
れ
、
帯
の
上
下
は
連
珠
文
を
配
し
て
い
る
。
提
梁
に

は
蝉
文
を
か
ざ
る
。
戸
擦
と
蓋
の
内
面
に
寸
史
伐
作
矢
壬
辱
葬
」
の
銘

が
二
行
に
か
か
れ
て
い
る
。

ζ

の
器
の
帯
文
の
反
時
襲
文
(
附
圃
一

の
6
)
は
、
謹
鈎
朕
の
頭
冠
毛
と
、
立
上
っ
た
尾
が
王
字
形
を
し
て

い
る
離
に
特
色
が
あ
る
が
、
こ
の
手
の
文
様
は
股
代
の
安
陽
M
一
八

八
競
基
出
土
の
墨
(
酔
同
一
一
四
の
1
)
ゃ
、
河
北
省
悼
水
賑
出
土
の
北
伯

由
(
時
四
一
)
、
口
子
作
父
庚
白
(
柑
ニ
ゴ
)
、
襲
文
伯
段
(
現
六
時
)
、
超
由

(
鵬
脚
寸

0
)
、
洛
陽
出
土
の
臣
辰
小
由
な
ど
に
あ
り
、
ζ

れ
ら
が
多
く

成
王
を
中
心
と
ナ
る
西
周
初
期
の
類
で
あ
る
と
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

川

W
4
A
父
庚
由

全
高
一
一
一
一
一
セ
ン
チ
、

口
径
長
一
四
セ
ン
チ
、
短
一

一
・
一
一
一
セ
ン
チ
、
下
ぶ
く
れ
の
器
腹
で
、
蓋
は
失
わ
れ
て
い
る
。
提

梁
は
摂
縄
肢
を
呈
し
て
い
る
。
文
様
は
羊
頭
欣
の
獣
首
が
前
後
に
あ

る
だ
け
、
器
内
に
「
4
4
作
父
庚
傘
葬
」
の
銘
が
あ
る
。
ζ

の
羊
頭
獣
首
を
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つ
け
た
だ
け
の
素
文
の
器
と
し
て
は
、
上
海
博
物
館
で
み
た
召
白
や
、

洛
陽
叩
山
か
ら
令
器
と
伴
出
し
た
嗣
由
(
柑
六
時
)
が
あ
る
。
と
も
に

成
王
の
器
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
器
の
「
父
庚
」
が
似
の
器
の
銘

文
で
あ
げ
た
口
子
作
父
庚
自
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
れ
ば
必
も
し
ろ
い
。

制
貫
耳
査

全
高
四
一
・
五
セ
ン
チ
、

口
径
九
・
八
セ
ン
チ
、
蓋

は
失
わ
れ
て
い
る
。
肩
に
筒
形
耳
2
あ
り
、
器
腹
は
縦
横
の
突
帯
文

が
走
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
無
銘
。

二
器
あ
る
。
高
さ
四

O
セ
γ
チ、

帥
獣
首
暑

チ
、
大
腹
小
口
に
圏
足
を
つ
け
て
い
る
。
肩
に
南
耳
あ
り
、
獣
首
街

口
径
七
・
七
セ
ン

環
形
を
し
て
い
る
。

一肩一
に
圃
形
浮
文
が
見
え
る
ほ
か
、
圃
文
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
別
の
一
器
は
内
に
銘
文
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
出
土

の
際
、
破
砕
し

T
し
ま
っ
た
。
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形
は
き
わ
め
て
潟
質
的
で
、
背
に
は
口
が
あ
り
、
身

ω鴨
形
傘

に
方
格
の
線
文
を
も
っ
て
飾
っ
て
い
る
。
爾
翼
は
細
部
を
線
彫
り
で

あ
ら
わ
し
て
い
る
。大

口
、
圏
足
に
し
て
、
耳
が
な
い
。
口
縁
下
と
圏
足

に
横
向
き
の
蝉
文
を
飾
つ
で
い
る
が
、
安
陽
小
屯
M
一
一
一
一
一
二
競
基
の

鼎
(
酔
闘
記
)
や
子
寮
鼎
(
鳩
考
)
、
祉
作
周
公
盤
(
哨
五
暗
)
・
な
と
に
も
こ

れ
が
あ
る
。
(
附
圃
一
の
4
、
5
)

帥
蝉
文
盤

ほ
か
の
二
器
は
破
片
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
銅
器
は
大
部
分
修
補
を

う
け
、
火
に
あ
っ
た
痕
跡
が
あ
り
、
文
様
の
凸
部
と
、
器
の
上
帯
に

黒
双
屑
が
附
着
し
吋
1
1

と
れ
ら
が
生
活
の
寅
用
品
で
あ
る
こ
と
を
一
示
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し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
も
出
土
の
地
黙
K
は
人
骨
や
棺
痕
が
み
と

め
ら
れ
や
ヘ

か
え
っ
て
厚
三
メ

ー
ト

ル
か
ら
二

0
セ
ン

チ
に
わ
た
る

灰
層
が
あ
っ
て
、

石
斧
、

石
刀
、

石
鎌
の
残
片
や
、
黒
陶
系
の
高

鉢
、
塑
な
と
が
で
る
と
い
う
。
も
し
ζ

れ
ら
が
墓
葬
の
副
葬
品
で
な

く
、
首
時
の
居
住
社
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
大
第
興
味
深

い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
本
群
銅
器
は
、

一
方
で
は
安
陽
と
結
び
つ
き
、

他
方
で
は
洛

陽
そ
の
他
の
地
匿
の
周
初
の
器
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
商
周
前
期
と

し
て
も
、
比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
出
土
の
地
が
燕
園
の
圏
内
に
あ
り

の
う
ち
に
燕
侯
の
作
品
を
ふ
く
む
こ
と
で
あ
る
。

一
九
四
一
年
に
は

凌
源
の
東
南
二
十
里
の
左
旗
小
城
村
か
ら
、

西
周
の
銅
鼎
が
で
た
こ

と
が
あ
り
、

ζ

の
附
近
が
燕
の
故
都
の

一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
お
も

わ
せ
る
。

山
東
日
勿
州
出
土
の
匿
侯
旨
器
と
と
も
に
、
少
い
燕
器
の
好

資
料
で
あ
る
。

五

山
西
省
洪
趣
豚
永
凝
東
盤
出
土
の
群
銅
器

今
年
三
月
、
住
民
が
蓋
地

K
碍
窯
を
築
い
て
い
た
と
き
出
現
し
た

聞

と
い
わ
れ
る
。

長
方
形
の
土
色
の
ち
が
司
た
地
酷
か
ら
人
骨
が
で
、

そ
の
東
に
三
個
の
銅
器
が
南
北
に
な
ら
び
、
鼎
が
中
央
に
、
股
が
雨

迭
に
あ
っ
た
。
兵
器
や
工
具
は
散
鈍
し
て
お
り
、
馬
飾
の
銅
泡
は
東

西
に
長
く
並
ん
で
い
た
と
い
う
。
出
土
品
目
は
銅
器
と
し
て
、

工
具

に
斧
1
、
撃
2
、
銃
2
、
容
器
と
し
て
鼎
1
、
段
2
、
兵
器
と
し
て

h
X
6
、
矛
ー
が
あ
り
、

ほ
か
に
車
晋
、
馬
街
、
馬
面
、
銅
泡
な
ど

の

車
馬
百
六
が
多
数
出
土
し
た
。
う
ち
注
目
す
べ
き
は
、
三
個
の
容
器
で

あ
る
。ω素

文
鼎

通
高
二
一
セ
ン
チ
、
浅
く
て
下
腹
の
張
っ
た
式
、
突

帯
二
本
の
ほ
か
文
様
は
な
い
。
底
部
は
ナ
ナ
け
て
い
る
。

内
部
の
口
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こ

居
下
に
「
口
作
父
丁
賓
鼎
口
簸
」
の
銘
が
あ
る
。
素
文
鼎
は
儀
徴
鯨

に
も
あ
る
が
、
と
く
K
立
鼎
(
閥
均
)
に
近
い
。

ω饗
髪
一文
段
通
高
一
七
・
五
セ
ン
チ
、
直
胴
式
で
、
口
縁
下
に

細
線
三
段
式
饗
養
文
を
飾
っ
て
い

る
。
圏
足
は
単
頭
双
胴
の
襲
文
ら

し
い
が
明
瞭
で
な
い
。
雨
耳
は
獣
首
と
容
が
あ
る
。
内
底
に
「
乍
口

口
葬
段
L

の
銘
が
る
る。

形
は
洛
陽
出
土
の
母
段
(
事

続

)
や
禽
段

(博
報
)あ
た
り
に
、
も
っ
と
も
近
い
か
。

ω襲
文
殴

通
高

一
五
・

五
セ
ン
チ
、
直
胴
式
、

帯
K
は
、
中
央
の
獣
首
を
は
さ
ん
で
南
側

K
、
反
轄
袈
龍
文
と
園
渦

文
が
あ
り
、
圏
足
に
は
園
渦
文
と
四
郷
限
文
(
附
圃
一
の
3
)
が
交
互

ロ
縁
下
の
文
様



に
あ
る
。
帯
の
文
様
に
つ
い
て
は
、
ナ
で
に
丹
徒
の
項
で
の
べ
た
'が、

朗
鱒
眼
文
は
や
は
り
股
周
の
器
に
か
な
り
み
と
診
ら
れ
る
圃
文
じで

あ
る
。
河
南
出
土
の
武
王
・
成
王
代
と
い
わ
れ
る
壇
司
徒
達
厳
に
は

と
れ
が
園
渦
文
と
組
合
さ
れ
て
h
u
b
J
、
雰
作
租
丁
曽
{
一
明
暗
)
で
は
そ

れ
に
一
三
段
襲
撃
文
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
才
駿
(
域
一
時
)
や
格
伯
殴

(
一
地
一
時
)
で
は
、
本
器
の
聞
文
三
者
が
と
も
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

以
上
本
群
は
い
デ
れ
も
西
周
早
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
み
と
め

一
九
五
四
年
山
西
の
坊
堆
村
出
土
の
銅
器
と
、
大
一
鐙
相
似
た

ら
れ
、

も
の
で
あ
ろ
う
。

.品-
~、

陳
西
省
長
安
鯨
普
渡
村
出
土
第
二
群
銅
器

普
渡
村
斗
門
鎮
の
西
周
墓
に
は
、
ナ
で
に
、

一
九
五
三
年
の
秋
に

清
理
し
た
南
基
が
あ
り
、

基
と
、

そ
の
う
ち
一
括
の
陶
器
を
出
し
た
第
一
披

回
2

一
群
の
銅
器
を
出
し
た
第
二
競
墓
と
も
、
報
告
、
研
究
が
な

さ
れ
寸
い
る
。

ζ

と
に
あ
げ
る
も
の
は
、

一
九
五
四
年
十
月
に
、

そ
れ
と
は
別
に
、

さ
き
の
爾
墓
の
西
南
九
五
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
護
現
し

た
も
の
で
あ
る
。
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墓
の
構
造
は
南
北
に
長
い
長
方
形
の
竪
穴
木
構
墓
(
四
・
二
×

二
五
メ
l
'F

ル
)
中
央
に
犬
を
う
タ
-b
た
腰
坑
が
あ
~hv
、
東
、
南
、

西
の
三
遁
に
二
麿
蓋
が
あ
る
。
南
港
は
東
西
に
少
し
張
り
出
し
て
い

て
、
最
初
農
民
が
掘
っ
た
の
は
、

ζ

の
西
南
隅
の
張
出
し
部
で
、
と

と
か
ら
銅
器
の
う
ち
重
1
、
甑
1
、
鼎
3
、
高
2
、
盤
1
、
由
1
、

段
1
、
飢
2
、
欝
2
、
萱
1
、
斗
勺
1
、
杖
飾
2
と
、
陶
器
の
三
足

器
1
、
高
6
、
競
9
、
貝
製
飾
品
却
が
で
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
マ

ζ

の
部
分
は
破
壊
さ
れ
て
い
た
。
清
理
除
が
護
掘
の
際

に
遺
物
を
一
見
出
し
た
の
は
、
東
南
角
の
張
出
じ
か
ら
で
、
鼎
1
、
段

1
、
喜
l
、
鐘
3
の
銅
器
と
、
有
蓋
三
足
陶
器
、
陶
豆
、
陶
扇
、
そ

清
掃
の
際
、
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の
他
玉
器
、
貝
器
多
数
で
あ
る
。
人
骨
は
3
盟
、
南
側
に
主
人
骨
1
、

北
側
に
附
葬
骨
2
が
あ
っ
た
。
飾
金
具
を
除
き
銅
器
は
一
一
一
一
個
あ
る

「
農
民
が
掘
り
出
し
た
器
に
J

O

f

は
番
続
の
前
に

0
を
附
す
」

回
鼎
遁
高
三
七
・
五
セ
ン
チ
、
口
径
=
二
・
二
セ

γ
チ
、
直
の

口
頭
か
ら
、
鼓
胴
に
か
け
て
段
階
が
あ
り
、
足
も
基
部
に
稜
と
浮
彫

の
襲
撃
飾
が
あ
っ
て
、
馬
脚
形
を
な
し
、
全
睡
の
形
は
属
王
の
器
と

い
わ
れ
る
克
鼎
(
藤
井
有
隣
義
一
)
や
挑
鼎

(
4
h
-
4
)
に
近
い
。
腹

内
に
「
作
費
鼎
」
の
銘
が
あ
る
。
圃
文
は
一
一
種
の
嬬
曲
文
(
附
圏
一

の
ロ
)
で
、
郵
諸
子
鼎
(
諸
問
中
、
ス
ト
ヅ
ク
ホ
ル
ム
博
物
館
所
蕗
の

鼎
(
回
宮
司
一
回
〉

N
H
E
-
A
E
U
ど
な
ど
に
近
い
。

ま
た
普
渡
村
第
二
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競
墓
の
鼎
(
同
一
報
)
も
似
T
い
る
o

m鼎
通
高
三
一
セ
ン
チ
、
口
径
二
六
セ
ン
チ
、

浅
い
下
ぶ
く
れ

の
器
腹
に
、
直
足
が
や
や
内
向
さ
に
つ
い
て
い
る
。
口
頭
の
文
様
批
怖

に
は
花
冠
長
尾
の
鳥
文
が
あ
り
、
刺
鼎
(
時
間
)
に
似
る
。

口
径
二
五

・
七

セ
ン
チ
、
下
ぶ

(6) 

!鼎

高
さ
二
八
・
八
セ
ン
チ
、

く
れ
の
器
腹
に
、
直
足
が
つ
く
。
形
は
丹
徒
同
開
の
も
の
に
近
い
。

頭
下
の
圃
文
は
嬰
龍
文
で
、
胴
が
波
紋
に
旋
帥
押
し
て
、
尾
が
渦
朕
に

な
っ
て
い
る
。

補
鼎
別
に
農
民
が
提
供
し
た
も
の
。
高
さ

一
六
・
五
セ

ン
チ、

口
径
一
四
・
五
セ
ン
チ
、
文
様
は
三
段
式
等
養
文
で
あ
る
。
以
上
の

三
鼎
は
と
も
に
西
周
初
期
の
特
色
を
も
っ

τい
る
。

川
町
賓
蹴
遁
高
四
一
・
二
セ
ン
チ
、
口
径
二
七
・
二
セ
ン
チ
、
形

は
凌
源
や
儀
徴
の
器
と
同
じ
で
、
文
様
は
甑
部
に
卒
面
彫
り
三
段
謹

重
文
(
附
圃
一
の
7
)
、
一南
部
に
浮
彫
襲
撃
文
が
あ
り
、
ボ
ス
ト
ン
博

物
館
臓
の
甑
(
建
ー
)
や
父
庚
甑
(
由
主
)
、
鼎
蹴
(
却
欄
)
な
ど
と
股
周

式
K
属
ナ
る
。
口
内

K
「
賓
航
」
の
銘
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
勺
が

一

個
人
っ
て
い
た
。
柄
が
中
央
で
山
形
に
な
り
、

柄
端
が
聞
い
た
も
の
o

m直
文
商
高
さ
一
一
・
六
セ
ン
チ
、
口
径
一
五
・
六
セ
ン
チ
、

口
頭
が
や
や
贋
く
、
大
き
い
。
腹
か
ら
一
一
一
足
に
か
け
て
、
斜
ゅ
の
卒

行
保
線
|

|
い
わ
ゆ
る
直
文
ー
ー
が
走

っ
て

い
る
。

ζ

の
直
文
一
局
は

口

地日渡
村
第
二
競
墓
か
ら
も
で
て
い
る
。
ま
た
段
式
の
銘
を
も
っ
た
叔

父
丁
一局

(普

m
Jが
あ
る
が
、
首
部
が
瓜
形
を
な
ナ
黙
が
ち
が
っ

て
い

f

四

J
L

4

:

る
。
新
し
く
は
春
秋
の
も
の
に
も
あ
る
。

山
山
直
文
一
南
高
さ

一
一
セ
ン
チ
、
口
径

二
ニ
・
五
セ
ン
チ
、
同
じ

く
直
文
を
施
し
て
い
る
が
、
頭
が
短
か
く
、

口
縁
は
折
れ
て
帯
状
を

主主な
(5) 屋し
..E己、、----・

面巴足
腰?斗に

つは
稜
カミ

あ
る

西
周
後
期
の
作
と
い

わ
れ
る
仲
姑
一
雨

口
径
二

0
セ
ン
チ
、
腹
の
張

通
韮
高
一
一

一セ

ン
チ
、
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っ
た
器
に
閤
足
、
雨
耳
が
つ
く
。
蓋
の
m
聞
は
筒
形
。
こ
の
蓋
と
器
腹

を
か
ざ
る
文
様
は
一
種
の
縞
曲
文
(
附
圃

一
の
臼

)
で
あ
る
。
限
を
中

心
と
し
て
、
雨
側
K
鈎
紋
の
曲
線
を
配
し
て
S
字
紋
K
な
っ
た
車
位

文
を
左
右
に
な
ら
べ
、

そ
の
縫
自
に
も
う

一
つ
限
を
つ
け
た
も
の
で
、

も
と
は
皐
頭
双
胴
襲
文
か
ら
幾
化
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

ζ

れ

に
近
い
の
は
丙
大
子
伯
査
(4
0
3
の
蓋
側
を
か
ざ
る
文
様
で
あ
る
。

内
部
に
「
長
句
作
費
等
敦
」
の
銘
が
あ
る
。

同
じ
敦
が
も
う

一
器
(
肌
)
あ
る
が
、
器
は
と
わ
れ
、
蓋
だ
け
が
完

存
(06)し
長て
旬 い
盤る

高
さ
一
五
・
二
セ
ン
チ
、

口
外
径
四

0
セ
ン
チ
、
附



耳
あ
り
、
腹
部

、に
段
と
全
く
同
じ
文
様
が
あ
り
、
圏
足
に
は
斜
格
子

雷
文
が
あ
る
P

と
の
内
底
に
の
こ
っ
た
銘
に
「
長
旬
」
の
字
が
認
め

ら
れ
る
。

伽
長
旬
重

腹
笹
二

0
セ
ン
チ
あ
り
、
保
存
は
き
わ
ゆ
て
良
い
。
蓋
の
頂
に
牢
環

通
高
二
七
・
六
セ
ン
チ
、
口
径
一
八
・
四
セ
ン
チ
、

朕
の
紐
紐
あ
り
、
縁
に
近
く
つ
け
た
牟
環
と
、
謹
上
の
鎚
と
を
連
環

で
つ
な
い
で
い
る
。
蓋
の
縁
と
ロ
頚
に
、
段
や
盤
と
同
一
の
縞
曲
文

が
あ
る
。
流
は
長

一
五
セ
ン
チ
、
筒
形
で
、
周
圏
に
線
表
出
の
三
角

襲
文
が
あ
る
。
ま
た
、
霊
の
基
部
の
犠
首
が
象
頭
形
を
し
て
い
る
の

も
珍
ら
し
い
。
器
の
下
牟
は
高
形
の
三
空
足
を
な
し
、
山
形
の
突
線

二
本
が
走
っ

T
い
る
。
韮
の
内
面
に
六
行
五
七
字
の
銘
が
あ
り
、「穆

王
」
「
邪
伯
」
の
名
が
み
え
る
と
ζ

ろ
か
ら
、
金
文
家
の
注
目
を
ひ
き
、

回

多
く
の
棒
讃
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ナ
な
わ
ち
作
器
者
長
旬
(
鬼
)
は
穆

王
の
近
臣
で

王
に
従
っ
て
邪
伯
の
と
ζ

ろ
に
行
き
、

王
は
邪
伯
と

饗
射
の
瞳
を
行
っ
た
。

ζ

の
と
き
長
旬
は
主
の
休
を
う
け
た
の
で
、

そ
れ
に
膳
え
て
器
を
つ
く
っ
た
と
あ
る
。
文
王
か
ら
穆
王
に
至
る
周

王
園
野
来
の

初
の
諸
王
名
が
、

み
な
生
放
で
誼
で
な
い
と
と
は
、
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通
読
で
あ
る
。
同
じ
穆
王
の
名
を
有
ナ
る
器
K
、
瓦
紋
の
遜
慣
が
あ

「
佐
六
月
既
生
覇
穆
王
在
錆
京
、
乎
漁
干
大
池
王
饗
:
:
:
L
と

る

あ
り
、
同
じ
く
饗
醒
の
ζ

と
が
記
し
て
あ
る
。
ま
た
こ
の
金
文
中
に

あ
る
錆
京
が
、
普
渡
村
斗
門
鎮
の
東
北
約
三
塁
の
地
に
あ
て
ら
れ
て

い
る
と
と
も
、
な
に
か
閥
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

側
飢
高
さ
二
六
セ
ン
チ
、
口
径
一
四
・
七
セ
ン
チ
、
襲
撃
文
を

か
ぎ
り
、
足
内
に
一
一
一
字
の
銘
が
あ
る
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
も
う

一

器
、
す
で
に
破
砕
し
て
い
る
飢
が
あ
る
。

仰
品
酎
高
三
一

0
セ
ン
チ
、
腹
径
六
セ
ン
チ
、
無
文
飾
で
園
底
、

器
腹
が
や
や
長
い
。
も
う
一
器
同
形
あ
り
。

以
上
の
航
と
霞
は
股
周
の
器
で
、
そ
れ
以
後
に
は
な
い
o

m査
高
さ
三
八
セ
ン
チ
、
口
径
八
・
四
セ
ン
チ
、
筒
形
つ
ま
み

の
つ
い
た
蓋
が
る
り
、
器
は
腹
の
最
大
径
部
が
下
腹
よ
り
も
や
や
上

- 53-

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
圏
足
と
の
聞
に
界
線
が
な
い
。
南
側
に
管
耳

を
つ
け
る
。
え
査
(
尚
一
回
)
に
も
っ
と
も
近
く
、
西
田
則
前
期
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

ω敏
墨

周
代
の
も
の
に
比
し
丈
が
や
や
低
く
、

高
さ
二
四
・
八
セ
ン
チ
、

口
径
一
五
・
六
セ
ン
チ
、
股

口
が
大
き
い
。
一
肩
一
に
双
耳
あ

り
垂
環
を
附
け
て
い
る
。
頚
に
突
帯
二
本
が
あ
る
が
、
腹
に
は
上
肩

に
固
渦
文
と
縞
曲
文
の
組
合
せ
が
あ
り
、
下
腹
は
二
段
に
わ
か
れ
、

上
は
S
字
文
、
下
に
霊
葉
要
一
文
を
か
ざ
っ
寸
い
る
(
附
園

一
の
H
)
。
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口
内
に
「
敏
(
繁
)
作
E
己
傘
葬
其
子
子
孫
孫
永
費
文
」
と
あ
る
。
器
形

は
西
周
後
期
の
活
牧
曇
(
切
九
回
)
に
近
い
。
文
誌
は
本
来
二
つ
の
逆

立
ち
し
た
型
文
を
向
い
あ
わ
せ
て
、
三
角
形
の
外
形
を
と
っ
た
も
の

で
、
鳥
文
傘
(
瑚
四
一
む
な
ど
の
股
周
の
器
に
み
る
も
の
の
流
れ
を
う

け
て
い
る
。
文
様
は
古
式
だ
が
、
器
形
は
新
し
く
、
銘
文
の
書
般
か

ら
い
っ
て
も
、
段
周
期
に
は
遡
り
得
な
い
が
、
長
旬
詮
よ
り
も
古
い
。

西
周
初
期
の
終
か
、
中
期
の
初
頃
と
で
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ω南
鐘

遁
長
三
八
セ
ン
チ

川

W
南
鐙

" 
四
四
セ
ン
チ

ω南
鐙

四
八
・
五
セ
ン
チ

" 

こ
の
三
個
の
鐙
は
大
き
さ
が
ち
が
っ
た
だ
け
で
、
形
や
文
様
は
同
じ

で
あ
る
。
上
に
南
が
あ
っ
て
、
中
空
で
鐙
身
の
内
腔
と
通
じ
、
南
の

中
部
K
懸
垂
用
の
旋
が
る
る
。

鉦
に
は
乳
枚
が
三
列
十
八
個
な
ら
ぷ
。

築
聞
や
鼓
面
に
は
、
細
線
の
渦
文
を
ほ
と
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
と
全

く
同
形
同
文
の
鐘
が
ワ
シ
ン
ト
ン
美
術
館
に
あ
る
(
ヨ
ト
臥
設
の
)。

た
だ
大
き
さ
が
三
二
セ
ン
チ
で
本
群
の
3
個
よ
り
も
小
さ
い
。
そ
れ

だ
け
に
と
れ
ら
と
も
と
組
を
な
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
陳
夢
家
は

と
の
南
錯
を
考
読
し
て
、

西
周
中
期
を
遡
ら
な
い
も
の
と
し
て
い

る。

と
の
ほ
か
に
白
の
破
片
が
あ
り
、

そ
れ
に
銘
「
伯
憲
父
日
休
父
賜

余
馬
刺
到
揚
父
休
周
作
費
骨
骨
拳
」
が
あ
り
、
書
瞳
は
古
い
。

以
上
銅
器
を
通
覧
ナ
る
と
こ
れ
ら
に
は
時
代
の
異
な
る
器
が
共
存

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
れ
に
つ
い
て
は
陳
夢
家
氏
も
注
意
し
て

い
て
、

ζ

の
群
銅
器
を
四
項

K
わ
け
、
甲
の
鼎
、
蔵
、
塁
、
勺
、
飢
、

償
、
査
の
一
一

一器
は
西
周
初
期
の
も
の
、
乙
の
酸
、
重
、
盤
の
同
じ

長
旬
の
器
は
穆
王
時
期
の
も
の
、
丙
の
鍾
は
乙
よ
り
も
遡
り
得
な
い
。

丁
の
扇
と
白
は
甲
、
乙
の
い
デ
れ
か

K
分
割
さ
れ
る
と
し
て
、
大
艦

二
期
に
わ
け
て
い

る。
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私
の
考
察
で
は
鼎
の
う
ち
の
三
器
と
甑
、
勺
、
飢
、

霞
、
査
、
自
は

西
周
初
期
と
し
て
よ
く
、
長
旬
の
童
、
盤
、
臨
と
鼎
仰
、
南
鐘
、
南

側
一は
中
期
の
作
と
し
て
い
い
よ
う
で
あ
る
。

一
括
出
土
の
群
銅
器
に

停
世
の
器
が
あ
る
ζ

と
は
、
普
渡
村
第
二
披
墓
の
例
が
あ
り
、
岡
田

氏
が
論
じ
て
恥
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
基
そ
の
も
の
の
替
造
年
代
に

こ
れ
ら
銅
器
K
は
操
れ
な
い
わ
け
で
、
む
し
ろ
土
器
を

基
準
と
す
る
方
が
適
し
て
い
る
よ
う
で
る
る
。
本
墳
出
土
の
陶
一
一
雨
は

つ
い
て
は
、

普
渡
村
第

一
一
概
墓
の
も
の
に
近
く
、
豆
(
附
圃

一
の
日
)
は
丹
徒
牒
附

葬
坑

E
よ
り
出
土
し
た
も
の
に
近
く
、

ひ
い
て
は
穆
王
の
時
代
に
近

い
西
周
中
期
の
省
造
と
ナ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。



七

険
西
省
廊
勝
李
家
村
出
土
の
群
銅
器

と
の
器
は
一
九
五
五
年
K
農
民
李
合
壁
が
護
見
し
た
も
の
す
五
七

年
一
月
に
快
西
省
博
物
館
に
将
来
さ
れ
た
。
出
土
地
貼
は
鯨
の
東
二

塁
許
の
李
家
村
の
北
の
学
技
上
に
あ
り
、
附
近
に
は
新
石
器
時
代
か

ら
周
、
秦
、
漢
代
の
遺
物
が
散
布
ナ
る
と
い
う
。
墓
葬
は
ナ
で
に
疫

跡
が
な
く
な
っ
て
い
た
。
銅
器
の
方
葬
2
、
方
隼
1
、
駒
傘
1
、
駒

骨骨韮
1
と
陶
一
局
3
が
あ
る
。
と
も
に
特
色
の
あ
る
器
形
と
、

い
ヂ
れ

も
に
長
銘
が
あ
る
の
で
、
ま
た
多
く
の
注
目
を
ひ
い
た
。

遇
高
二
二
・
八
セ
ン
チ
、
口
径
一
一
セ
ン
チ
、
瞳
の

ω鑑
方
葬

全
面
を
各
種
の
費
龍
文
ゃ
、
購
曲
文
、
園
渦
文
を
(
附
圃
一
の
日
)
も

っ
て
か
ぎ
り
、
南
側
に
大
き
な
扇
直
の
飾
耳
を
つ
け
て
い
る
。
蓋
の

一
側
口
縁
に
切
り
込
み
が
あ
り
、
勺
で
も
挿
入
し
て
い
た
ら
し
い
。

ま
た
器
内
は
直
壁
が
あ
っ
て
二
匿
に
分
れ
て
い
る
。
器
の
内
底
と
韮

内
に
同
じ
一

O
七
字
の
長
銘
が
あ
る
。

ω愈
方
葬

通
高
一
ぺ
セ
ン
チ
パ
口
径
八
・
四
セ
ン
チ
、
た
だ
大

き
τ

さ
が

ωと
ち
が
う
だ
け
で
形
、
文
様
、
銘
は
全
く
一
致
ナ
る
。

ω蜜
方
品
亭

高
さ
一
七
・
四
セ
ン
チ
、

口
径
一
七
セ
ン
チ
、
器
種
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が
ち
が
う
だ
け
で
、
文
様
、
銘
文
と
も
に
、
さ
き
の
南
器
と
全
く
同

じ
で
あ
る
。

川明駒品守

通
耳
高
三
二
・
四
セ
ン
チ
、
遁
尾
長
三
四
セ
ン
チ
、
き

わ
め
て
寓
質
的
で
あ
り
、
脚
が
タ
ん
ぐ
り
し
た
蒙
古
系
の
駒
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
背
に
獣
形
の
つ
ま
み
の
つ
い
た
方
形
華
が
あ
り
、
胴

の
南
側
面
に
巴
形
圃
文
、
胸
部
に
九
四
字
の
銘
と
、
華
に
一
一
一
字
の

銘
が
あ
る
。

ζ

の
場
合
二
個
の
韮
の
銘
と
駒
傘
の
銘
を
比
較
し
て
み

る
と
、
出
土
の
際
に
駒

ekか
ぶ
せ
て
あ
っ
た
韮
一
は
「
勝
子
」
、

駒
骨
骨
の
腹
内
か
ら
で
た
華
こ
に
は
「
雄
子
」
と
あ
り
、
前
者
は
黒
置

の
白
馬
、
後
者
は
蒼
白
雑
毛
の
馬
で
あ
る
。
し
か
し
て
駒
傘
の
銘
に
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あ
る
「
展
」
が
蓋
二
の
方
と
一
致
す
る
の
で
、

ζ

の
方
が

ω器
の
本

-
来
の
原
華
で
あ
っ
た
と
も
訟
も
わ
れ
る
。
(
圃
版
第
二
の
8
)

ω
 

こ
れ
ら
の
銘
に
つ
い
て
は
多
く
の
耀
讃
が
あ
る
。
方
索
、
方
隼
の

銘
は
王
が
周
廟
に
至
っ
た
と
き
に
、
蜜
が
赤
並
巾
な
ど
の
恩
賞
を
う
け

た
の
で
、
祖
父
盆
公
の
器
を
つ
く
っ
た
。
駒
傘
の
銘
は
王
か
ら
蜜
に

駒
を
た
ま
わ
っ
た
と
き
、
父
大
中
の
器
を
つ
，く
っ
た
。
盤
は
王
の
醤

宗
小
子
に
し
て
、
三
有
司
の
上
に
あ
り
、
東
西
の
軍
政
官
房
}
粂
ね
て

い
た
一
代
の
重
臣
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
銘
中
に
で
て
く
る
人
物
を

さ
ぐ
る
と
、
第
一
組
の
「
穆
公
」
は
祐
者
で
あ
る
が
、

哉
酸(一
一勾一
羽
)

や
喬
鼎
に
同
名
が
あ
る
。
史
氏
は
楊
穆
公
(
召
伯
虎
)
を
指
ナ
と
解
し
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て
い
る
。

寸
盆
公
」
の
名
は
盆
公
鐘
や
休
盤
に
あ
る
が
、
恐
ら
く
同

一
人
で
は
な
い
と
、
郭
氏
は
解
し
て
い
る
。
第
二
組
に
あ
る
「
師
康
」

は
師
謹
駿
(
一
諸
)
や
師
遠
方
議
持
(
地
0
問
)
に
あ
る
。
と
く
に
後
者
は

器
形
、
圃
文
が

ωの
鐙
方
秀
と
全
く
一
致
し
、
そ
の
貼
で
こ
の
雨
組

は
、
す
べ
て
同
一
人
の
作
と
し
て
ほ
と
ん
ど
ま
ち
が
い
が
な
い
。

ζ

の
年
代
に
つ
い
て
は
、
銘
文
の
考
査
か
ら
、
史
氏
は
腐
王
代
、
李
氏

は
孝
王
代
、
郭
氏
は
蕗
王
代
と
し
て
、
定
説
が
な
い
。
形
制
の
方
か

ら
み
る
に
、
さ
き
の
師
遠
方
議
悼
と
の
一
致
が
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

器
形
や
大
形
の
扇
耳
、
圃
文
も
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ
後
者
に
は
巴

文
が
な
く
、
稜
の
存
ナ
る
こ
と
と
、
要
文
が
龍
形
で
な
く
、
鳳
形
を

し
て
い
る
位
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
愈
方
傘
に
似
た
器
と
し
て
は
、

服
方
辱
と
小
子
生
方
傘
の
二
器
が
あ
り
、
要
鳳
文
を
か
ざ
り
、
南
房

に
扇
耳
を
つ
け
て
い
る
。
大
陸
西
周
中
期
の
作
と
し
て
い
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

八

さ
て
以
上
の
六
組
の
群
銅
器
は
、

い
や
ノ
れ
も
西
周
代
に
層
ナ
る
新
出

の
器
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
集
ゆ
て
み
る
と
い
ろ
い
ろ
の
興
味
深
い
問

題
が
で
て
く
る
。

第
一

K
ζ
れ
ら
の
出
土
地
黙
が
、

そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
は
な
れ
た
地

域
に
る
た
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
北
の
凌
源
、
山

西
の
洪
越
を
へ
て
険
西
の
郡
豚
に
い
た
り
、
江
蘇
を
フ
な
ぐ
線
は
ほ

ぼ
西
周
銅
器
出
土
の
分
布
圏
を
し
め
し
て
い
る
(
附
圃
二
)
。
換
言
ナ

れ
ば
と
れ
が
西
周
の
文
化
圏
に
あ
た
り
、
蛍
時
の
周
王
室
の
勢
力
範

園
を
一
示
し
て
い
る
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
よ
り
は
す
れ

た
周
迭
の
地
域
か
ら
は
、

こ
れ
以
前
の
銅
器
の
出
現
が
し
ら
れ
て
い

な
い
か
け
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
蛍
時
ま
だ
石
器
時
代
の
段
階
に
あ
っ

た
と
も
思
わ
れ
る
。
長
域
以
北
の
細
石
器
文
化
、

西
方
の
彩
陶
後
期

の
辛
庖
寺
窪
文
化
、
江
南
の
印
紋
陶
文
化
な
ど
が
、

こ
の
頃
に
も
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依
然
と
し
て
、

つ
づ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
と
が
想
像
さ
れ
、
中
園

に
hz
け
る
新
石
器
文
化
と
青
銅
器
文
化
の
移
り
行
き
の
工
合
を
如
賓

に
示
し
て
く
れ
る
。

次
に
こ
の
六
組
が
い
や
ノ
れ
も
西
周
文
化
圏
の
周
縁
域
に
あ
た
る
と

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
嘗
時
の
文
化
の
地
方
性
を
考
え
る
好
資
料
と
い

一
瞳
銅
器
の
地
域
性
と
い
う
テ
l
マ
は
い
ろ
い
ろ
の
別
問
題

を
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
肢
銅
器
と
周
銅
器
の
差
に
つ
い
て
、
そ

え
る
。

れ
が
車
に
時
間
的
な
差
異
を
し
砂
ナ
一
系
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
武
王
克
段
以
前
の
西
方
周
園
に
濁
立
し
た
銅
器
が
あ
っ

て
、
股
銅
器
と
系
統
的
に
異
質
・
な
も
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
か



ら
ま
っ
て
く
る
。

ま
た
東
周
銅
器
の
地
域
性
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
陳
夢
家
が
金
文

"
 

に
あ
ら
わ
れ
た
方
言
の
有
無
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
ナ
な
わ
ち
、

彼
は
東
周
銅
器
を
地
域
的
に
次
の
五
系
に
わ
け
た
。

東
土
系
(
審
刷
、
魯
、
材
、
宮
、
把
、
鏡
、

時閉
、
膿
)
、
西
土
系
(
秦
、

晋
、
虞
、
続
)
、
南
土
系
(
呉
、
越
、
徐
、
楚
)
、
北
土
系
(
燕
、

越
)
、
中
土
系
(
宋
、
衛
、
陳
、
察
、
鄭
)

と
の
う
ち
、
東
西
中
の
三
系
は
黄
河
流
域
の
正
統
の
華
夏
文
化
で
あ

る
が
、
南
の
江
准
流
域
、
北
の
塞
外
は
も
っ
と
も
域
外
文
化
の
影
響

を
う
け
や
ナ
く
、
常
に
そ
の
地
域
性
を
保
持
し
て
瑳
展
し
た
と
の
べ

て
い
る
。

そ
ζ

で
こ
の
新
資
料
を
酉
周
代
の
地
域
性
を
考
察
す
る
一
つ
の
資

料
と
じ
て
み
た
場
合
、

と
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
園
地
域
六
組
の
群
銅
器
を
比
較
し
て
み
る
と
、

お
互
に
共
通

し
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
ζ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
さ
き
に

股
周
期
特
有
の
文
様
要
素
と
し

τだ
し
た
、

い
く
つ
か
の
園
女
を
も

っ
て
結
ん
で
み
る
と
、
卒
面
的
三
段
襲
童
文
は
丹
徒
の
鼎
、
儀
徴
の

阪
、
洪
越
の
駿
、
凌
源
の
段
、
普
渡
村
の
蹴
と
、
ナ
べ
て
の
地
域
を
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む
ナ
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
河
南
の
溶
麻
M
六
O
墓
の
鼎
(
鴻

県
赤
器
)
や
洛
陽
叩
山
出
土
の
蹴
な
と
に
よ
っ

T
、
中
原
地
匝
と
も
つ

な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
反
轄
短
躯
要
文
と
固
渦
文
の
組
合
せ
は
、
丹

徒
の
陵
、
洪
越
の
陵
、
普
渡
村
E
の
陸
、
凌
源
の
慣
を
結
ん
で
、
さ

ら
に
溶
鯨
の
康
公
酸
に
つ
な
が
る
。
ま
た
儀
徴
と
洪
越
に
あ
る
素
文

の
鼎
は
洛
陽
M
八
二
ハ
墓
、
溶
鯨
M
二
九
墓
、
山
東
梁
山
の
各
鼎
と

結
び
つ
く
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
丹
徒
の
商
と
儀
徴
の
扇
、
普
渡
村
E
と
直
の
鼎

が
つ
な
が
り
、
ま
た
凌
源
の
自
の
王
字
朕
尾
の
費
文
は
、
洛
陽
出
土

の
臣
辰
白
と
結
び
、
医
侯
孟
は
洛
陽
出
土
の
令
醍
と
つ
な
が
る
。
か
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く
て
、

と
れ
ら
の
器
は
中
原
地
匿
を
遁
し
て
、

-9
互
に
結
び
つ
く
も

の
で
あ
り
、

そ
こ
に
域
外
地
匡
か
ら
の
影
響
と
い
う
も
の
は
一
般
の

銅
器
に
開
ナ
る
か
ぎ
り
ほ
と
ん
ど
み
と
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
一
例
丹
徒
の
角
形
銅
器
が
江
南
の
印
文
陶
器
と
結
び
つ
く
か

と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
今
日
の
段
階
で
は
決
定
的

な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
地
方
性
を
も
っ
と
も
護
揮
し
ゃ
ナ
い

陶
器
が
江
蘇
と
河
南
と
険
西
で
全
く
一
致
す
る
ζ

と
の
方
が
重
要
で

あ
ろ
う
。
か
く
み
れ
ば
、
西
周
文
化
聞
は
全
園
一
様
で
あ
っ
て
、
レ、

わ
ゆ
る
地
方
性
と
か
、

田
舎
で
き
と
い
う
も
の
が
な
い
。
ひ
い
て
肢

周
銅
器
二
元
読
も
、

い
さ
さ
か
影
が
う
ナ
く
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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次
に
問
題
と
な
る
の
は
停
世
担
悼
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
括
銅

器
が
あ
ら
わ
れ
る
に
つ
れ
て
最
近
注
目
さ
れ
だ
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
自
健
は
特
殊
な
現
象
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
急
行
見

向
学
技
行
中
K
も
、
他
の
博
物
館
で
、
二
三
の
例
を
み
た
。

第
一
は
甘
粛
省
の
蘭
州
文
物
管
理
委
員
禽
で
み
た
蘭
州
市
輩
林
坪

第
五
続
漢
墓
出
土
の
銅
叩
怖
が
あ
る
。
下
腹
が
張
り
、
直
足
が
や
や
内

方
に
む
け
て
つ
け
て
あ
り
、
素
文
で
、

た
だ
突
帯
二
本
が
鐙
の
上
部

に
走
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

ζ

れ
は
先
述
の
群
銅
器
に
も
み
た
も

の
で
、
西
周
の
器
と
し
て
ま
ち
が
い
な
い
。

次
は
長
沙
の
湖
南
省
文
物
工
作
隊
に
あ
る
衡
陽
市
苗
圃
蒋
家
山
第

ω
 

四
幌
東
漢
墓
出
土
の
銅
債
と
銅
紳
が
あ
る
。
霞
は
園
底
式
で
、
銅
が

や
や
長
い
。
上
下
を
連
珠
文
で
劃
さ
れ
た
文
様
櫛
に
は
、
襲
撃
文
が

あ
り
、
譲
下
に
は
負
荷
人
の
岡
象
文
、
柱
に
「
父
乙
」
の
銘
が
あ
る
。

僻
は
腹
の
中
央
に
狭
い
文
様
帯
が
あ
っ
て
、
二
段
渦
文
が
な
ら
べ
て

あ
る
。
子
廟
父
乙
解
(
閣
時
)
に
近
く
、
と
も

K
殿
器
と
考
え
て
も
い

レ言。
中
園
銅
器
に
停
世
口
聞
が
あ
る
と
と
は
少
し
も
不
思
議
で
な
い
。

も
そ
も
銘
に
「
子
子
孫
孫
永
賓
用
」
と
う
た
っ
て
い
る
ど
と
く
、
代

々
停
え
ま
も
る
べ
き
祭
器
で
あ
る
か
ら
だ
。
む
し
ろ
そ
れ
を
い
か
な

る
動
機
で
子
孫
が
墓
に
入
れ
た
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
決
し
て
不
用
に
な
っ
た
か
ら
埋
め
た
の
で
は
な
い
。
埋
め
る

べ
く
し
て
埋
め
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
葬
躍
に
射
す
る
人
々
の
考
え

方
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
中
園
に
か
け
る
俸
世
は
銅
器
に
か
ぎ
ら

な
い
。
貨
幣
の
惇
世
は
別
と
し
て
も
、
銅
鏡
や
漆
器
に
も
そ
れ
が
み

き
で
あ
り
、

と
め
ら
れ
る
。
停
世
の
問
題
は
そ
れ
ら
と
も
関
聯
さ
し
て
考
え
る
べ

日
本
考
古
豪
K
L
S
け
る
同
じ
問
題
も
、
中
園
の
在
り
方

を
無
視
し
て
は
恩
な
る
狭
見
に
終
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

註ω江
蘇
省
文
物
管
理
委
員
舎
「
江
蘇
丹
徒
同
開
煙
敬
山
出
土
的
古
代
青
銅
器
」

(
文
物
参
考
資
料
、
一
九
五
五
年
第
五
期
)

な
訟
器
物
の
潟
岡
県
は
文
参
一
九
五
六
の

1
、
考
古
拳
報
一
九
五
六
の

2
に

ふ
V

マ
包
。

ω回
・
相
内
向

-m吋
g
H
Z
2
2
0ロ
吾
刊
の
『
担
当
自
民
O
片

岡

W
R
q
nリ

F
g
g叩

切
円
。
ロ
N
m
印
(
∞
冨
同
出

P
N
ω
-
H
g
H
)

仙

w
陳
夢
家
「
宜
侯
灸
段
和
包
的
意
義
」
(
文
参
一
九
五
五
の

5
)

陳
邦
一
服
「
犬
段
考
稼
」
(
同
前
)

陳
夢
家
「
西
周
銅
器
断
代
」
一
(
皐
報
九
、
一
九
五
五
年
)

郭
沫
若
「
失
設
銘
考
稗
」
(
皐
報
一
九
五
六
の

1
)

麿
蘭
「
宜
侯
犬
段
考
稗
」
(
皐
報
一
九
五
六
の

2
)

川
明
陳
夢
家
「
殿
代
銅
器
」
園
仮
十
三
(
事
報
七
、
一
九
五
四
年
)

ω蒋
大
祈
「
墓
和
角
欣
銅
飾
」
(
文
参
一
九
五
七
の

8
)

そ

- 58ー



ω河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
第
二
除
「
洛
陽
的
爾
小
西
周
基
」

九
五
六
の
1
)

伺
玉
志
敏
・
韓
金
之
「
介
紹
江
蘇
儀
徴
過
去
設
現
的
凡
件
西
周
背
銅
器
」
(
文

参
一
九
五
六
の
ロ
)

ω熱
河
省
博
物
館
簿
備
組
「
熱
河
凌
源
勝
海
島
佳
子
村
設
現
的
古
代
背
銅
器
」

(
文
参
一
九
五
五
の
8
)

仙

w
李
済
「
記
小
屯
出
土
之
青
銅
器
」
挿
圃
六
(
祭
報
コ
一
、
一
九
五
ニ

制
。
・
匂
・
同
市

-
-
3
8品
。

v・2
忍

g問
-
m
v
y
広
三
U
窓
口
冊
目
伺
回

2
5
2
同『。ョ

昨

Y
柑

W
C
n
r
Hロ
岡
町
釦

E
n
o
-
-開
門
伸
一

o
p
H申
AFa
・

帥
陳
夢
家
「
西
周
銅
器
断
代
」
-
一
(
拳
報
十
、
一
九
五
五
)

悼
解
希
恭
「
山
西
洪
越
豚
永
凝
東
伝
一
出
土
的
銅
器
」
(
文
参
一
九
五
七
の
8
)

帥
石
輿
邦
三
友
安
普
渡
村
西
周
墓
葬
畿
掘
記
」
(
拳
報
入
、
一
九
五
四
)

岡
田
芳
三
郎
「
中
園
古
銅
器
に
お
け
る
惇
世
の
問
題
」
(
史
林
、
四

O
の
1

一
九
五
七
)

帥
李
長
慶
「
侠
西
長
安
斗
門
緬
瞬
時
抗
現
周
代
文
物
簡
報
」
(
文
参
一
九
五
五
の

2
)
 

帥
関
西
省
文
物
管
理
委
員
合
「
長
安
北
田
波
村
西
周
基
的
夜
掘
」
(
拳
報
一
九

五
七
の
1
)

制
郭
沫
若
「
長
旬
議
銘
稼
女
」
(
文
参
一
九
五
五

の
2
)

李
亙
農
「
長
旬
益
銘
稗
文
註
解
」
(
皐
報
九
、
一
九
五
五
)

陳
夢
家
「
西
周
銅
器
断
代
」
五
(
皐
報
一
九
五
六
の
3
)

張
緩
衡
「
井
伯
丞
考
樟
」
(
人
文
雑
誌
創
刊
統
一
九
五
七
、
西
安
刊
)

M
W
王
園
維
『
掘
削
堂
集
林
』
一
八
の
五

(
通
訊

'1:17 

(
女
参
一
九
五

納
判
李
長
慶
・
田
野
「
租
園
歴
史
文
物
的
文
一
次
重
要
裂
現
」

七
の

4
)

段
紹
嘉
・
何
漢
南
「
郡
勝
出
土
青
銅
捺
之
初
歩
研
究
」
(
人
女
雑
誌
創
刊

統
一
九
五
七
、
西
安
刊
)

帥
羅
福
順
「
郡
勝
銅
器
銘
文
試
棒
」
(
文
参
一
九
五
七
年
の

5
)

史
樹
育
「
盗
品
専
、
窓
生
野
及
蝶
駒
曇
稼
文
」
(
文
参
一
九
五
七
の
6
)

李
皐
勤
「
郡
勝
李
家
村
銅
器
考
」
(
女
参
一
九
五
七
の

7
)

郭
沫
若
「
査
器
銘
考
圃
押
」
(
皐
報
一
九
五
七
の

2
)

周
尊
生

「
都
係
周
代
銅
器
銘
文
初
稗
L

(

女
参
一
九
五
七
の
8
)

帥
陳
夢
家
『
海
外
中
園
銅
器
圃
品
開
』
(
一
九
四
六
年
)

刷
刊
文
参
一
九
五
四
の
六
に
闘
が
で
て
い
る
。

〔
附
記
〕

附
図
二

K
示
し
た
西
周
女
化
圏
内
の
地
名
は
、
西
周
銅
禄
の
出
土
地
動
を

あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
湖
北
省
孝
成
勝
の
例
は
貝
塚
茂
一
一
樹
教
授
の

御
敬
一
ホ
に
よ
る
。
『
金
石
録
』
に
安
州
(
い
ま
の
卓
平
成
綜
)
出
土
の
器
と
し
て

方
鼎
3
、
国
間
附
2
、
阪
ー
が
あ
げ
ら
れ

τを
り
、
こ
れ
ら
に
は
博
古
聞
に
放

せ
ら
れ
た
南
宮
中
鼎
な
と
が
ふ
く
ま
れ
る
。
湖
南
省
の
長
沙
や
甘
繍
省
の
蘭

州
か
ら
も
、
本
文
に
あ
げ
た
と
と
く
股
周
の
器
が
で
て
い
る
が
、

ζ

れ
は
漢

代
の
基
か
ら
の
出
土
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
後
世
に
将
来
せ
ら
れ
た
と
ナ
る
考

も
・
な
り
た
つ
の
で
、
乙
λ

で
は
省
略
し
て
あ
る

0

・な
ほ
劇
作
陶
後
期
文
化
閣
の

名
は
適
切
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
辛
庖
文
化
、
寺
窪
文
化
、
唐
注
文
化
な

ど
の
地
方
文
化
を
総
括
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
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a逗雪騒臨書課墨書雪

撃蓮聖司超註三三面E

信 411
12 

7 3I又主否00000Q6 

A 

13 

8 

15 

1.反轄短躯袈寵文 丹徒出土宜侯失殴(3) 2.闘渦文 丹徒出土宣侯矢殴(3)
3.四機飾限女文段 4. 蝉女凌源出土盤~$ 5. 犠首凌源出土盤~$
6.王字形尾望文 凌源出土史代自(8) 7.細線式三段墾聖書文 普渡村出土蹴(05)
8.反縛長躯褒鳳文凌源出土産侯孟(竹 A 反穂長短菱鳳女 令段
9.菱文くづれ文 儀徴出土停⑫) B 目雷文 饗委文部 10.異形聖童文

丹徒出土附耳殴(4) 11.ω字形文丹徒出土蚕(5) 12.鵜曲文 普渡村出土鼎(02)
13.鵜曲文 普渡村出土霊(04) 14.霊葉豊富文 普渡村出土曇(1)
15.袈龍交と闘渦文 部県議出土方参(1) 16.紬陶豆 普波村出土
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Prehistoric Studies in China 

Seiichi Mizuno 

After the Revolution prehistoric study in China has made a remark-
able progress. As the result of archeological researches made in the course 
of the construction of the Huang-ho黄河 damsSha-yuan沙疋 culture
microliths， which preceded the Yang-shao仰詔 culture，have been discove-
red at Ch'ao・i朝邑，Shensi険西. These microliths belong to the hunting 
stage before the introduction of agriculture. Sites of the Yang-shao and 
Lung-shan龍山 cultureshave been found with rich artifacts. If we com-
pare these findings with those from the Yang-shao site at Pan-p'o牢波 in
Shensi Province， it seems that Yang-shao culture in Honan河南 andShensi 
gave birth to Yang-shao culture at Iarge， and the same may be said 
of the later cultures of Lung-shan as welI as of Yin股 andChou周. In 
Kansu甘粛 toothe dam construction has Ied to a number discoveries of 
various sites， where the chronological order of the Yang-shao， Ch'i-chia 
斉家 andHsin-tien辛居 cultures，which correspond to that of Yang-shao， 
Lung-shan and Yin-Chou cultures， can be observed_ Though these three 
distinct cultures were successively diffused to Kiangsu江蘇，Anhui安徽 and
Hupei湖北， it was the modified Lung-shan culture that played the leading 
role. StiII later， the diffusion of Lung-shan culture to the south of the 
Yang-tzu gave birth to impressed pottery culture which corresponds to 
Yin-Chou culture. 

On the Newly Discovered Chinese Bronzes 

Takayasu Higuchi 

It is a noteworthy fact that those bronzes which have been discovered 
after the Revolution are the result of systematic excavations afid， con-
sequently， their sites are known. In the present article are taken up those 
bronzes from the Western Chou周 sitesat Tan-t'u丹徒 Hsienand I-cheng 
儀徴 inKiangsu江蘇 Province，at Liang-yuan凌源 Hsienin Liao-ning遼寧

Province， at Hung-chao洪越 inShan-si山西 Province，and at Ch'ang引 1

長安 andMei眉 Hsienin Shensi i吹西 Province. AlI these sites were in the 
cultural area of Western Chou， while at that time the other parts of China 
still remained in the stone age. This area may be divided into four dis-
tinct sub-areas. It might be， therefore， supposed that each of them reveals 
its own local characteristics， but， in fact， alI of them are so closely related 
with the bronzes from Lo-yang洛陽 andShantung山東 thatIittle local 
di任erenceis observed. At some of these sites bronzes of di任erentdates 
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were excavated from one and the same tomb. Though the handing down 
to the posterity of ceremonial vessels was an established practice， it will 
be still an interesting problem to explore why such bronzes which had 
been handed down for generations were buried in the tomb. 

Ch'ang-an長安 andLo-yang洛陽 inthe Time of Han漢

Takashi Okazaki 

The site of Ch‘ang.an in the suburbs of present Si.an西安 wasthe 
capital under Former Han， Sui 惰 andT'ang唐，while that of Lo，yang 
outside of present Lo.yang was the capital under Later Han， Wei競， ChiI1晋
and Northern Wei. These two ancient cities played a big role in the 
making of Chinese civilization after the Chou周 period，and especially 
during the period of four hundred years of Former and Later Han they 
played a similar role in the East to that of Rome in the West. After 
the Revolution a branch of the Institute of Archeology have been set up 
at Si-an and Lo-yang， and they are making study of the sites which have 
been discovered in the proc白 sof construction work. With regard to the 
Ch‘ang-an of Han its three gates， the Chih-ch'eng，直城 thePa・ch'~ng 爾城
and the Si-an-chも19，have been excavated， while excavations at Honan-
hsien-ch'eng， of Han， which is thought to have been the site -of the 
Chou palace， have been made， and the plan of the 1心-yangof Han and 
Wei to the east of the pr白 enttown has been identified. The result of 
the excavations coincide with the plan of Lo-yang during the， period from 
Han to Northern Wei， which has been reconstructed by historicai records. 

The Rice Found in a Han漢 Grave

Sasuke Nakao 

Fra.gments of rice spikelets found in a grave of the Han dyrtasty 
(location LS. M 82': 59) are studied. The fragments consist of the G，uter 
glume， the inner glume and the tachilla of rice s如何lets，and all the 
kernels vahished even inside the closed flowering glumes. The fragments 
have become white， and seem to have a waxy structure. The microscopi-
cal texture of the glumes are well preserved. The spikelets do not bear 
awns. The length of spikelet is 8.5 mm (oI1e perfett sample) and 8.8 mm 
(a mean of four samples)， 3.9 mm in width 2.2 in the ratio of length 
a，nd width. These figures are examined in comparison with those found 
iri many places in Asia. The author concludes that the rice in the 
Han period was more similar to that of pr白 entday southern'Asia (India) 
than to that of ]apan， Okinawa a'nd Korea. The Han rice seems to belong 
to Oryza sativa Var indic'a. 

-2-



圃
版
第
二

西

周

銅

器
①
 

江蘇省 丹 徒 勝 出 土
江蘇省儀徴燃出土
侠 西省厨1 ~系出 土

⑦
 

ωト
⑧

(g: 


