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神
事
壷
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
呼
ば
れ
方
を
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
そ
れ
が
曜

(義
)
を
基
本
に
し
な
が
ら
､
そ
の
上
に
建
築
物
や
人
物
像
な
ど
を

か
た

堆
塑

(手
ひ
ね
り
や
範
押
し
)
に
よ

っ
て
附
加
さ
せ
る
と
い
う
造
形
的
な
特
徴
か
ら
､
堆
塑
稜
と
呼
ば
れ
､
あ
る
い
は
そ
の
形
態
と
用
途
に

つ

い
て
の
推
定
か
ら
穀
倉

(穀
倉
碓
)
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
ほ
か
'
宗
教
民
俗
撃
の
碗
鮎
か
ら
す
る

用
途
の
推
定
に
基
づ
い
て
魂
森
と
い
う
呼
び

名
も
用
い
ら
れ
て
い
る
O
日
本
で
普
通
に
使
わ
れ
る
神
事
壷
と
い
う
呼
び
名
も
ま
た
､
そ
の
詳
し
い
理
由
は
知
ら
れ
な
い
が
､
形
態
と
用
途

の

推
定
に
接

っ
た
名
栴
な
の
で
あ
ろ
う
O
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こ
の
神
事
壷
は
､
地
域
的
に
も
時
代
的
に
も
そ
の
出
土
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
お
り
､
三
園
か
ら
西
膏
に
か
け
て
の
時
期

の
､
江
南

の
墓
葬

に

一-

特
徴
的
な
遺
物

で
あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
特
徴
あ
る
陶
蛮
製

の
副
葬
品
は
､
後
に
詳
し
-
見
る
よ
う
に
､
三
園
時
期
に
出
現
し
､
西
背
時

彪

期
に
大
き
-
蓉
達
し
た
あ
と
､
東
背
時
期
に
な
る
と
､
ぱ

っ
た
り
と
そ
の
出
土
例
を
見
な
-
な
る
｡
ま
た
'
こ
の
小
論

の
題
名
に
い
う
東
呉
と

は
､
言
う
ま
で
も
な
-
､
三
園
時
代
の
孫
氏
の
奥
政
権
を
呼
ぶ
呼
び
名
で
あ
る
｡
た
だ
､
こ
こ
で
東
奥
の
文
化
と
呼
ぶ
封
象
の
範
囲
に
は
､

三

園
呉
の
時
代
に
江
東

(長
江
下
流
域
)
地
域
で
花
開
い
た
文
化
と
､
そ
れ
に
大
き
な
髪
質
を
加
え
な
い
ま
ま
引
き
継
い
だ
西
晋
時
期

の
江
東

の

文
化
と
を
含
め
て
い
る
｡
神
事
壷
は
､
三
園
か
ら
西
晋
に
か
け
て
の
時
期
の
江
東
の
文
化

(す
な
わ
ち
東
夷
の
文
化
)
を
代
表
す
る
特
徴
的
な

遣
物
で
あ

っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

孫
奥
政
権
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
江
東
地
域
の
文
化
は
､
孫
奥
政
権
の
滅
亡
の
後
も
､
大
き
な
髪
質
を
被
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
西
膏
時
代

に

引
き
継
が
れ
､
む
し
ろ
そ
の
時
期
に
狗
白

の
蓉
展
を
遂
げ
た
｡
し
か
し
､
そ
の
文
化
的
な
侍
続
は
､
東
育
時
期
に
な
る
と
根
底
か
ら
覆
さ
れ

て

し
ま

っ
た
｡
こ
う
し
た
大
き
な
歴
史
的
な
流
れ
を
､
神
事
壷
と
い
う
特
定
の
種
類
の
遺
物
を
親
鮎
に
し
て
､
あ
と
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
｡
も

ち
ろ
ん
､
神
事
壷
と
い
う
の
は
､
き
わ
め
て
特
殊
な
遣
物
で
あ
る
｡
そ
の
神
事
壷
の
盛
衰
を
'
そ
の
ま
ま
東
輿
の
文
化
の
運
命
と
結
び

つ
け
て

論
じ
る
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ず
危
険
が
と
も
な
う
に
違
い
な
い
｡
こ
の
小
論
は
､
あ
-
ま
で
も

l
つ
の
試
み
で
あ

っ
て
､
将
来
の
､
よ
り
贋

い

硯
鮎
か
ら
す
る
､
六
朝
初
期
の
江
東
文
化
と
､
そ
れ
を
支
え
た
江
東
の
異
姓
の
人
々
の
歴
史
的
な
運
命
と
に
つ
い
て
の
議
論

の
た
め
に
､
参
考

に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
と
願
う
の
で
あ
る
｡



神事壷と東奥の文化

第

一
垂

神
事
壷
の
編
年

一

五
聯
権
の
編
年

神
事
壷

(堆
塑
権
､
穀
倉
)
と

一
括
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
陶
愛
器
に
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
も
の
が
含
ま
れ
､
そ
の
形
態
的
な
差
異
は
､

地
域
差
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
に
し
て
も
､
主
要
に
は
時
代
的
な
愛
蓮
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
神
事
壷
に
先
立

つ
も
の
と
し

て
､
漢
代
に
は
五
聯
確
と
呼
ば
れ
る
陶
宝
器
が
あ

っ
た
こ
と
も
､
す
で
に
多
-
の
人
々
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
の
神
事
壷
を
､

江
東
地
域
の
六
朝
初
期
の
文
化
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
'
そ
れ
を
形
態
的
に
分
類
し
､
そ
の
編
年
を
確
か
な
も

の
に
す
る
こ
と
が
'
ま
ず
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
ら
､
五
聯
確
と
神
事
壷
と
を
合
わ
せ
た
陶
歪
遺
物
は
､
現
在
す
で
に
相
嘗
数
の
出
土
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
ら
を
形
態

に
よ

っ

み
つざ
ね

(2)

て
分
類
し
､
年
代
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
て
い
る
｡
神
事
壷
の
編
年
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
岡
内
三

虞

氏
に
詳
細
な
検
討
が
あ

り
､

わ
た

し
も
､
岡
内
氏
の
年
代
観
の
大
枠
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
｡
以
下
に
示
す
､
五
聯
種
と
神
事
壷
と
に
つ
い
て
の
形
式
分
類
と
編
年
と
の
試
み

は
､
岡
内
氏
の
説
と
大
き
く
饗
わ
る
こ
と
の
な
い
'
む
し
ろ
そ
れ
を
簡
素
化
し
た
よ
う
な
結
果
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
､
ま
ず
最
初

に
お
断
り

し
て
お
き
た
い
｡

[

l

]

五
聯
耀

Ⅰ

後
漠
時
期
の
墓
中
か
ら
､
五
聯
耀

(あ
る
い
は
五
管
瓶
)
と
呼
ば
れ
る
陶
宝
器
が
出
土
す
る
｡
年
代
の
確
か
な
例
を
馨
げ
れ
ば
､
囲

一
1
-

ひ
ょう
た
ん

1
に
示
し
た
五
聯
種
は
､
漸
江
省
上
虞
解
の
後
漠
中
期
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
｡
中
央
に
大
き
い
南

東

形

の
壷
が
あ
り
､
そ
の
壷

の

肪

肩
の
あ
た
り
に
､
同
じ
く
萌
産
形
の
小
さ
い
壷
が
四

つ
配
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
五

つ
の
種
が
合
わ
さ

っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
､
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東京国立博物館
所蔵

Ⅰ-5Ⅰ-6 芸岩出土

ト4 上海博物館所蔵 ト3 嘉興九里匪出土

Ⅰ-7 武義出土

囲1 五聯種

第-形式

こ
の

l
頬
の
遺
物
は
､
五
聯
権
､
あ
る
い
は

五
管
瓶
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
囲

1

1
-
-

の
例
は
､
全
健

の
高
さ
が
三
七

･
三

cm
､
腹
樫
が
二

一
cm
｡
壷
の
腰
の
部
分

に
､

堆
塑
に
よ
る
熊
に
似
た
動
物
が
三
匹
､
貼
り

附
け
ら
れ
て
い
る
｡
寓
虞
で
は
よ
く
見
え
な

(3)

い
が
､
報
告
者
は
､
そ
の
内
の
二
匹
は
両
手

で
腹
を
抱
え
､

一
匹
は
片
手
を
腹
に
置
き
､

片
手
を
口
に
富

て
て
､
物
を
食

べ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
と
い
う
｡

こ
の
五
聯
種
が
出
土
し
た
の
は
､
短

い
両

道
を
伴

っ
た
'
長
方
形
の
平
面
形
を
な
す
'

樽
作
り
の
軍
室
墓

で
あ
る
｡
こ
の
墓
の
主
要

な
副
葬
品
は
'
こ
の
五
聯
権
も
そ
の

一
つ
で

あ
る
粕
陶
類
と
粕
の
か
か
ら
な
い
陶
器

(印

紋
陶
を
ふ
-
む
)
で
､
そ
れ
以
外

に
は
域
製

品
が
ご
く
わ
ず
か
あ
る
だ
け
で
あ

っ
た
｡

こ

の
墓
の
年
代
が
知
ら
れ
る
の
は
'
墓
を
築

い

●
●
●

スタ
ンプ

た
墓
碑
の
こ
ぐ
ち
の
部
分
に
年
軟
が
模

印

さ
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れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
O
墓
碑
の
銘
文
に
は
三
種
数
の
も
の
が
あ
り
､
報
皆
薯
で
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に

｢
永
初
三
年
作
､
大
歳
在
己
酉

｣

｢
永

初

三
年
孟
氏
作
､
其
辞
龍
己
酉
｣
｢永
初
三
年
七
月
作
､
長
尺
七
寸
'
贋
八
寸
｣
と
謹
ん
で
い
る
｡
第
二
種
の
銘
文
は
､
｢
永
初
三
年
､
孟
氏
作
其

壁
､
歳

[在
]
己
酉
｣
と
讃
め
る
の
か
も
知
れ
な
い
o
い
ず
れ
に
し
ろ
､
こ
の
墓
を
造

っ
て
い
る
墓
簿
は
'
永
初
三
年
､
己
酉

の
歳

に
焼
か
れ

た
も
の
で
､
そ
の
樽
を
用
い
て
孟
氏
が
こ
の
墓
を
造

っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
孟
氏
は
､
他
の
同
様
の
碑
銘
か
ら
考
え
て
､

こ
の
墓

の

主
人
の
生
前
の
部
下
で
あ

っ
た
可
能
性
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
｡
永
初
三
年
は
､
後
漢
の
安
帝
の
年
廉

で
､
紀
元

1
〇
九
年
に
雷
た
る
O

こ
の
五

聯
櫨
が
制
作
さ
れ
た
の
も
'
後
漢
時
代
中
期
か
ら
大
き
-
は
外
れ
な
い
時
期
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
形
態
の
五
聯
種
は
､
漸
江
省
嘉
興
市
九
里
産
の
後
漠
墓
葬
群
の
中
か
ら
も
出
土
し
て
い
る

(圃

一
1
-
3
)
.
こ
の
五
聯

穂
は
､
高
さ
が
四
六

･
六

孤
O
器
腰

の部
分
に
は
､
先
の
例
と
同
じ
-
熊
に
似
た
動
物
が
三
匹
､
附
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
､
そ
の
熊
状

の
動
物

の
間
に
､
ポ
ッ
ポ
ッ
の
文
様
の
あ
る
ナ
メ
ク
ジ
の
よ
う
な
生
き
物
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
O
ナ
メ
ク
ジ
状
の
生
き
物
は
､
三
段

に
な

っ
た
中
央
の
壷
の
膨
ら
み
の
､
そ
れ
ぞ
れ
の
肩
の
部
分
に
､
合
わ
せ
て
十

一
匹
が
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
｡
九
里
匿
の
遺
物
に
つ
い
て
は
､

出
土
し
た
墓
の
破
壊
の
程
度
が
ひ
ど
く
､
正
確
な
年
代
決
定
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
､
残
存
す
る
墓
の
形
態
か
ら
見
て
､
後
漠
中
期
か
ら
や

(ヰ)

や
下
る
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
､
寄
掘
簡
報
は
推
定
し
て
い
る
O

圏

山
1
-
4

の
､
上
海
博
物
館
断
裁
の
五
聯
櫨
は
､
嘉
興
九
里
経
出
土
の
も
の
と
極
め
て
似
た
形
態
を
持

っ
て
い
る
｡
た
だ
嘉
興
市
丸
里
経

の
例
で
､
ナ
メ
タ
ジ
状
の
生
き
物
が
配
さ
れ
て
い
た
所
に
､
簡
素
な
形
態
の
鳥
の
堆
塑
が
貼
り
附
け
ら
れ
て
い
る
鮎
に
違
い
が
あ
る
.
そ
の
烏

の
形
が
巽
な
ど
を
ま
だ
十
分
に
蓉
達
さ
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
見
て
､
ナ
メ
タ
ジ
か
ら
鳥

へ
と
い
う
蟹
枕
の
流
れ

(囲

一
-
-
2

か
ら

-
-

5

へ
)
が
あ
り
､
こ
の
例
は
鳥
に
奨
化
し
た
初
期
の
段
階
の
も
の
で
あ

っ
た
と
想
定
で
き
よ
う
｡
東
京
国
立
博
物
館
所
戒

の
五

聯
権

(圏

山

ひ
ょう
た
ん

I
-
5
)
も
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
で
､
た
だ
､
最
上
部
の
五
つ
の
練
の
形
態
が

萌

澄

形

か
ら
離
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､

こ
れ
ま

で
の

例
よ
り
､
少
し
時
期
が
さ
が
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
.
こ
の
例
で
も
､
胴
髄
の
肩
の
部
分
に
鳥
の
堆
撃
が
貼
り
附
け
ら
れ
て
い
る
O
尻
尾
が
少

即

し
上
が

っ
て
､
い
さ
さ
か
鳥
ら
し
-
な

っ
た
と
言
え
よ
う
か
.
こ
れ
ら
の
鳥
が
､
み
な
内
向
き

(す
な
わ
ち
､
中
央
の
櫨
の
中
心

の
ほ
う

へ
首
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を
向
け
て
い
る
)
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
､
恐
ら
-
こ
の
鳥
は
､
後
の
時
期
の
神
事
壷
を
飾
る
鳥
の
群

(
こ
れ
も
内
向
き
に
配

さ
れ
る
)
の
前
身
を
な
す
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
｡

こ
れ
ら
､
後
漠
時
代
の
五
聯
権
の
特
徴
と
し
て
､
次
の
よ
う
な
鮎
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

普
通
は
三
段
に
な

っ
た
､
中
央
の
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
型
の
壷
の
'
二
段
目
の
肩
の
所
に
､
中
央
の
壷
を
取
り
巻
い
て
四

つ
の
小
さ
い
壷
が
配
さ

れ
る
｡
中
央
の
壷
は
､
三
段
の
ふ
-
ら
み
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
央
部
分
に
､

ロ
ク
ロ
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
､
い
-
本
か
の
横
向
け
の
線
が

引
か
れ
る
例
が
多
い
｡

中
央
の
壷
の
､
下
段
の
ふ
-
ら
み
の
肩
の
部
分
に
は
､
腰
を
掛
け
た
､
三
匹

(四
匹
)
の
､
熊
と
推
定
さ
れ
る
動
物
が
配
さ
れ
る
｡

熊
状
の
動
物
の
閲
に
は
､
ナ
メ
ク
ジ
､
あ
る
い
は
鳥
が
､
内
側
を
向
い
た
形
で
配
さ
れ
る
｡

種
の
胎
土
は
柔
ら
か
い
と
記
述
さ
れ
て
お
り
､
か
け
ら
れ
る
柚
は
黒
褐
色
の
も
の
が
中
心
を
な
す
｡

確
か
な
蓉
掘
例
は
ま
だ
多
-
な
い
が
'
出
土
地
が
知
ら
れ
る
限
り
で
い
え
ば
､
五
聯
権
は
､
新
江
省

1
帯
の
後
漠
時
代
の
墓
葬

に
特
徴
的

な
遺
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
｡

228

こ
れ
ら
､
後
漠
時
代
の
五
聯
確
の
用
途
は
何
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
用
途
の
推
定
の
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
､
考
古
学
的
な
饗
掘
を
通

し
て
得
ら
れ
た
遺
物
が
ま
だ
少
な
く
､
確
か
な
推
定
は
困
難
な
の
で
あ
る
が
､
漸
江
省
上
虞
の
永
初
三
年
墓

で
は
'
囲

一

1
-

1

に
畢
げ
た

五
聯
確
が
､
墓
室
中
の
次
の
よ
う
な
位
置
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
墓
は
､
東
に
入
口
を
設
け
'
入
口

に
､
片
方
に
依

っ
た
短
い
両
道
が
附
属
す
る
､
い
わ
ゆ
る
〟

刀
形
″

の
平
面
を
持

つ
樽
作
り
の
墓
で
あ
る
｡
そ
の
墓
室
は
､
中
央

で
二

つ
に
分

か
れ
る
.
奥
の
部
分
は
､
前
の
部
分
よ
り

1
八

皿
だ
け
高
-
床
面
が
造
ら
れ
て
､
そ
こ
が
棺
床
と
な

っ
て
い
る
｡
棺
床
の
上
に
は
､
そ
の
大
き

さ
か
ら
見
て
､
二

つ
の
棺

(夫
婦
の
棺
)
が
､
南
北
に
並
べ
て
納
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
死
者
に
封
す
る
主
要
な
捧
げ
物
は
､
粕
陶
や
印

紋
陶
の
容
器
に
納
め
'
墓
室
の
前
の
部
分
に
陳
べ
ら
れ
て
い
る
｡
た
だ
五
聯
権
だ
け
が
､
棺
床
の
奥
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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こ
の
上
虞
の
後
湊
義
は
､
寮
は
墓
室
の
天
井
が
倒
懐
し
て
お
り
､
遺
物
の
配
置
な
ど
を
考
え
る
の
に
､
必
ず
し
も
最
適
の
例
と
は
言
え
な
い

の
か
も
知
れ
な
い
O
た
だ
､
耳
杯
な
ど
が

1
カ
所
に
か
た
ま

っ
て
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
て
､
こ
の
基
葬
は
､
後
世
の
人
馬
的
な
撹

乱
を
大
き
-
は
被

っ
て
い
な
い
と
推
定
さ
れ
る
｡
こ
の
墓
の
遺
物
の
配
置
か
ら
､
五
聯
権
が
葬
迭
儀
鐙
に
密
接
な
関
わ
り
を
持

っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
､
そ
れ
も
死
者

へ
の
捧
げ
物
を
約
め
る
容
器
群
と
は
違

っ
た
､
特
別
の
役
割
り
を
果
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

詳
し
-
は
こ
の
小
論
の
後
車
部
分
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
､
死
者
の
棺
に
密
着
し
て
配
さ
れ
た
五
聯
確
は
､
棟
く
時
代

の
細
事

壷
と
同
様
に
､
死
者
の
魂
を
彼
岸

へ
つ
つ
が
な
-
渡
す
た
め
の
も
の
､
あ
る
い
は
魂
に
落
ち
着
き
所
を
あ
た
え
る
た
め
の
､
依
り
代
と
し
て
の

機
能
を
持

っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

ひ
ょうた
ん

中
国
の
神
話
や
民
俗
的
な
樽
承
の
中
で
､
畜

産

形

の
容
器
が
持

つ
と
考
え
ら
れ
た
宇
宙
論
的
な
機
能
に
つ
い
て
は
､
か

つ
て
､
い
さ
さ
か
論

//T･J

じ
た
こ
と
が
あ
る
｡
こ
の
五
聯
権
が
､
五

つ
の
胡
意
形
の
壷
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
る
の
も
ま
た
､
決
し
て
懇
意
的
な
も
の
で
は
な
く
､
宇
宙

の
構
造
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
.
六
朝
時
期
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る

｢
王
子
年
給
遣
記
｣
な
ど
に
よ
れ
ば
､

中
国
の
は
る
か
東
方
､
東
海
の
中
に
浮
か
ぶ
三

つ
の
神
山
は
'
そ
れ
ぞ
れ
に
壷
型
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
Q
ま
た

｢列
子
｣
湯
問
篇

に
よ

れ
ば
､
三
藤
山
は
元
来
は
五

つ
か
ら
成

っ
て
い
た
が
'
神
話
的
な

巨
人
が
い
た
ず
ら
を
し
た
た
め
､
そ
の
内
の
二

つ
は
沈
ん
で
し
ま

っ
た
の
で

あ

っ
た
｡
こ
れ
は
'
撃
に
寓
話
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
､
恐
ら
-
は
､
神
山
の
数
を
五
つ
だ
と
す
る
樽
承
七
､
三

つ
と
数
の
決
ま

っ
て
い
た
東
海

の
紳
山
の
樽
承
と
を
調
整
し
た
結
果
､
生
ま
れ
た
樽
説
な
の
で
あ
ろ
う
.
五

つ
の
神
山
と
い
う
と
'
こ
の
大
地
は
､
昆
嶺
山
を
中
央
に
し
て
'

(6)

そ
の
周
り
を
四
つ
の
大
森
が
取
り
巻
く
形
で
形
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
'
大
五
索
説
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
｡
五
聯
種
の
､
中
央

の
壷
の
胴

部
の
ふ
く
ら
み
が
三
段
か
ら
成
る
こ
と
も
､
単
な
る
偶
然
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
.
こ
の
三
段
か
ら
な
る
胡
慶
型
の
義
の
形
態
は
､
良
蕃
山

を
三
層
か
ら
成
る
と
考
え
る
､
｢爾
雅
｣
秤
丘
篇
や

｢推
南
子
｣
墜
形
訓
に
見
え
る
樽
承
と
無
関
係

で
は
な
か

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る

rJ五
聯
種
が
､
は
た
し
て
､
こ
の
大
玉
獄
説
を
直
接
に
形
象
化
し
た
も
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
.
た
だ
､
五
聯
種
が
常

ごごLL〕
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囲2 贋州漠墓出土 五聯碓

に五つの萌直形の容器の組み合わせから成ることからいって､たとえ､そのままに大五叙説を反映したのでな-とも､少な-とも同じ系統の宇宙構造論を基礎に成立っていたことは確かであろう｡もし､この葬具が宇宙論的な構造を持っているという推定に間違いがないとすれば､五聯権の租先を､さらに遡って､前漠早期の贋州漠墓などに特徴的な､蓋附きの陶壷を連ねた'これも五聯権と呼ばれている容器(たとえば囲二)類に求めようとする説は､成り立ちがたい

230

ことになる｡なぜなら､この前渡時期の陶製容器は､五つの確の組み合わせの外に'讐聯権､三聯権へ四聯碓などといったものがあって､その組み合わせの敦は随意であり､宇宙論的な構造と直接的な関係はなかったと推定されるからである｡後漢時期､江南の五聯権がみな五つの壷の組み合わせから成っているという鮎は､五聯権のみならず､その後を継ぐ神事

壷においても､その最後の形式にまで侍えられた､最も基本的な特徴なのであった｡

こうした､宇宙論的な構造を持った遺物に死者の魂が寵るとされたのは､たとえば漠代以来'墓室の四壁に､青龍､白虎､朱雀､玄武の四神が葺かれて､墓室の内部が一つの小宇宙を形成するのと同様に､死者の魂を安置するためには､宇宙構造論的な空間が必要であるとする観念に基づくのであろう｡特に萌虐形の壷には'死者の魂が蘇ってゆ-'組重たちの世界と､この現世とをつなぐ機能があると考えられたことについても､小論｢壷型の宇宙｣の中で論じたところである｡すなわち､その萌塵形の空間は､現象的には､そこに死者の魂が宿るのであり､神話学的には､現世と租塞たちの世界と

をつなぐ結節鮎としての働きを備えていたと考えられるのである｡

もし五聯種の基本的な構造が､神話的な宇宙構造を反映しているとすれば､そこに常に附加される熊のような様子をした動物(囲三)も､単なる飾りではないということになろう｡漠代の工垂品の中において'あまり表面には出ないが､う
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ず
-
ま

っ
た
す
が
た
を
し
た
熊

の
造
形
を
少
な
か
ら
ざ
る
数
で
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
う
し
た
熊
の
造
形
に
特
徴
的
な
の
は
'
燈
明

の

墓
や
器
物

の
脚
部
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
な
器
物
の
下
部
､
す
な
わ
ち
､
そ
う
し
た
器
物
を
支
え
る
部
分
に
附
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
こ
と

で

あ
る
｡
そ
う
し
た
例
か
ら
演
揮
し
て
､
昔
時
､
熊
に
は
も
の
を
し

っ
か
り
と
支
え
る
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
知
ら

る
｡
さ
ら
に
､
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
か
を
尋
ね
れ
ば
､
そ
う
し
た
熊
の
機
能
は
､
熊
が
大
地
を
象
徴
す
る
動
物
だ
と
観
念
さ
れ
た

こ
と
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
大
地
を
象
徴
す
れ
ば
こ
そ
､
器
物
の
下
部
に
装
飾
的
に
附
加
さ
れ
'
全
健
を
し

っ
か

り
と
支
え
る
役
目
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
｡
五
聯
種
の
基
部
に
配
さ
れ
た
熊
の
堆
塑
も
'
五
聯
権
が
象
徴
す
る
宇
宙
全
髄
を
支
え
る
､
大
地
を
象

徴
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

四

つ
の
方
角
を
象
徴
す
る
神
話
的
な
動
物
を
組
み
合
わ
せ
た
四
神
の
観
念
が
､
古
-
か
ら
の
龍
と
虎
と
の
封
を
基
礎
に
し
て
､
最
終
的

に
は

前
漠
時
代
後
牛
期
に
固
ま

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
四
方
に
割
り
振
ら
れ
る
四

つ
の
塞
獣
は
確
定
し

た
が
､
中
央
を
象
徴
す
る
動
物
が
な
に
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
に
言
及
す
る
文
献
的
な
資
料
が
見
富
た
ら
な
い
｡､
中
央
に
つ
い
て
は
､

天
と
地
と
の
､
上
下
二

つ
の
方
向
が
考
え

囲3 五聯碓 (Ⅰ-4)上の熊

固4 望都二号漢墓玉枕 (五紳囲)

ら
れ
る
｡
墓
室
内
の
壁
蓋
や
装
飾
な
ど
か

ら
考
え
て
､
そ
の
内
の
､
上
の
方
向
､
す

な
わ
ち
天
を
象
徴
す
る
の
が
太
陽

(
三
足

局
)
と
月

(塘
蛤
､
兎
)
で
あ
り
'
あ
る

場
合
に
は
､
林
巳
奈
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ

(7)

う
に
､
蓮
華

で
あ

っ
た
｡
そ
れ
に
封
し
､

下
の
方
向
､
大
地
を
象
徴
す
る
の
が
熊

で

㍑

あ

っ
た
と
考
え
て
み
た
い
と
思
う
｡
苗
龍
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や
白
虎
な
ど
と
同
様
に
'
五
行
に
よ
る
色
の
配
分
を
す
れ
ば
､
そ
の
熊
は
責
熊
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

こ
の
茸
熊
は
､
下
方
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
､
墓
室
な
ど
の
構
造
物
の
中
に
は
表
わ
し
に
-
か

っ
た
｡
た
だ
'
熊
が
中
央
を
表
わ
す

動
物

で
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
た
と
え
ば
､
後
漠
時
代
に
属
す
る
望
都
二
親
墓
出
土
の
玉
枕

の
仕
切
板
に
童
か
れ
た
四

(五
)
紳
圏

の
中

で
､
そ
の
中
央
に
､
丸
い
顔
の
熊
ら
し
い
動
物
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

一
つ
の
左
護
と
な
る
で
あ
ろ
う

(囲
四
)
｡

こ
の
玉
枕

の
内
部
が
小

(8)

宇
宙
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'
か

つ
て
述

べ
た
こ
と
が
あ
る
｡
枕
が
そ
の
内
郡
に
小
宇
宙
を
威
し
､
そ
こ
に
魂
が
入

っ

て
行
-
と
す
る
侍
承
が
あ

っ
た
こ
と
は
'
唐
代
の
侍
奇
小
説

｢枕
中
記
｣
な
ど
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
宇
宙

の
構
造
を
鴬
し
取

っ

た
五
聯
確
に
死
者
の
魂
が
篭
る
と
観
念
さ
れ
た
こ
と
と
､
夢
の
中

で
の
で
き
ご
と
だ
と
さ
れ
て
は
い
る
が
'
魂
が
枕
の
中
の
小
宇
宙
に
入

っ
て

人
生
の
哀
歓
を
こ
と
ご
と
-
噂
め
た
と
す
る
物
語
り
と
は
'
廉
い
意
味
で
､
同
じ
民
俗
的
な
侍
承
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

ち
な
み
に
､
熊
と
い
え
ば
､
鱗
南
の
神
話
に
顕
著
な
動
物
で
あ
る
.
｢准
南
子
｣
の
侠
文
に
よ
れ
ば
､
南
は
'
大
洪
水
の
治
水

に
努
め
る
際
､

熊
に
姿
を
襲
え
て
､
な
に
も
知
ら
な
い
そ
の
夫
人
を
び

っ
-
り
さ
せ
た
｡
あ
る
い
は
､
寓
の
父
親
の
解
は
､
治
水
に
失
敗
し
て
虞
刑
さ
れ
る
と
､

責
熊
に
化
し
て
深
淵
に
も
ぐ

っ
た
と
も
さ
れ
る
｡
こ
の
責
熊
に
つ
い
て
は
､
三
本
足
の
亀

で
あ
る
な
ど
'
様
々
な
説
が
あ
る
が
､
餅
と
寓
と
が
､

元
来
は

一
つ
の
神
話
的
な
存
在
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
､
鱗
も
ま
た
黄
色
い
熊
に
化
し
た
の
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
｡
鱗
丙
の
神
話
は
､
い
わ
ば
大
地
の
秩
序
や
生
命
力
の
観
念
を
核
心
と
す
る
神
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
Cii).
叢
熊
を
中
央
に
配
し

て
､
大
地

の
象
徴
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
,
し
か
る
べ
き
神
話
的
な
侍
承
が
基
礎
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
ノ｡
五
聯
権
に
附
加
さ
れ
た
熊
に
つ
い
て
､
こ

れ

を
､
熊
の
皮
を
か
ぶ

っ
て
邪
鬼
を
追
い
は
ら
う
方
相
氏
だ
と
す
る
解
樺
も
あ
る
が
､
や
は
り
､
よ
り
大
き
な
宇
宙
構
造
論
的
な
親
鮎
か
ら
考
え

て
､
大
地
を
象
徴
す
る
動
物

で
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
こ
の
熊
は
､
神
事
壷
の
中
で
は
､
建
物
を
支
え
る
桂

の

一
部

な
ど
と
し
て
遣

っ
て
は
い
る
が
､
五
聯
権
の
段
階
に
見
え
る
よ
う
な
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
な
-
な

っ
て
し
ま
う
｡

以
上
に
見
た
､
典
型
的
な
第

1
形
式

の
五
聯
権
の
ほ
か
に
'
基
本
的
に
は
そ
の
形
式
に
掠
り

つ
つ
も
､
い
さ
さ
か
埜
形
を
加
え
た
例
が
あ
る
.

囲

一
Ⅰ
-
6

に
示
し
た
の
は
､
漸
江
省
責
岩
出
土
の
五
聯
確
の
例
｡
こ
れ
も
後
漠
時
代
の
も
の
だ
と
さ
れ
る
｡
高
さ
が
三
九

･
八

g
'
腹
樫
が
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二
三

･
五

8
0
か
け
ら
れ
た
軸
が
だ
ん
だ
ら
に
流
れ
て
い
る
｡
中
央
の
壷
の
下
段
の
ふ
-
ら
み
の
肩
の
と
こ
ろ
に
配
さ
れ
た
熊
の
よ
う
な
動
物

の
関
に
､
樹
の
葉
状
の
も
の
が
立

っ
て
い
る
の
は
､
植
物
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
飾
り
の
下
か
ら
網
状
の
も
の
が
出

て
､
横
に

胴
健
部
分
を
取
り
巻
い
て
い
る
O
こ
れ
は
､
恐
ら
-
は
後
の
神
事
壷
の
ハ
ゼ
状
の
動
物
の
起
源
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
そ
の
植
物
状

の
飾
り
の
下
に
は
丸
い
穴
が
開
い
て
い
る
｡
壷
の
胴
燈
部
分
に
穴
が
開
け
ら
れ
る
の
も
､
神
事
壷
に
引
き
継
が
れ
る
特
徴
で
あ
る
｡
加
え
て
'

中
段
と
上
段
と
の
閲
に
､
取

っ
手
状
の
も
の
が
渡
さ
れ
､
鳥
や
小
動
物
が
所
々
に
貼
り
附
け
ら
れ
て
い
る
｡
基
本
形
式
は
五
聯
確
第

1
形
式
に

擦
り
な
が
ら
､
親
日
に
飾
り
を
樹
や
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
O

囲

山
Ⅰ
～
7

に
示
し
た
の
も
､
第

山
形
式
の
五
聯
権
が
蟹
形
し
た
例
.
こ
れ
は
､
漸
江
省
武
義
解
の
三
園
時
期

の
墓
か
ら
出
土
し
た
遺
物

で

(10)

あ

っ
て
､
五

つ
の
権
が
､
そ
れ
ぞ
れ
に
人
の
形
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
｡
説
明
に
よ
れ
ば
'
五

つ
の
管

(確
)
の
上
部
は
､
み
な

へ
こ
ん
だ
顔
面
を
持
ち
､
鼻
が
高
-
､
丸
い
日
を
し
て
正
面
を
向
-
人
物
と
な

っ
て
お
り
､
特
に
中
央
の
管
に
表
わ
さ
れ
た
人
物
は
､
主
人
ら

し
く
大
き
く
作
ら
れ
､
ゆ

っ
た
り
と
鵡
座
し
て
､
前
の
雅
戯

(曲
索
の
類
)
を
見
て
い
る
｡
燭
陶
の
四
つ
の
入
物
は
､
左
手
を
あ
ご
に
嘗

て
､

右
手
を
胸
の
前
に
曲
げ
て
､
肩
に
掛
け
た
布
を
取

っ
て
お
り
､
主
人
の
命
令
を
待

つ
召
使
い
だ
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
説
明
に
も
あ
る
よ
う
に
､

中
心
の
種
の
下
部
の
ふ
く
ら
み
の
肩
の
所
に
は
'
さ
か
立
ち
な
ど
､
推
戯
を
す
る
小
さ
な
人
物
堆
塑
が
配
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
薙
戯

の
表
象
も

ま
た
､
細
事
壷
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
要
素
で
あ
る
O
主
人
と
召
使
い
と
い
う
説
明
が
正
し
い
か
ど
う
か
の
判
断
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
､
穂
が

人
の
形
に
埜
服
す
る
と
い
う
現
象
も
'
や
は
り
､
こ
こ
に
人
の
魂
が
宿
る
と
さ
れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
.
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[
二

]

五
聯
種

Ⅱ

以
上
に
述
べ
た
､
第

1
形
式
の
五
聯
権
は
､
三
園
時
期
に
な
る
と
､
そ
れ
に
様
々
な
要
素
が
附
け
加
え
ら
れ
て
､
最
も
古
い
形
式
の
細
事
壷

へ
と
尊
厳
し
て
ゆ
-
｡
た
だ
､
同
じ
後
漢
末
か
ら
三
済
時
期
に
か
け
て
の
時
代
に
は
､
所
望

雷

出
現
と
並
行
し
て
､
古
い
形
式

の
五
聯
機
に

淵

あ

っ
た
熊
や
ナ
メ
ク
ジ
'
鳥
な
ど
の
堆
塑
を
炊
き
､
ま
た
､
そ
れ
を
構
成
す
る
五

つ
の
壷
も
､
元
来
の
胡
塵
形
を
失

っ
て
､
胴
の
張

っ
た
､
丸

っ
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こ
い
形
の
壷
を
用
い
た
'
別
の
形
態
の
五
聯
権
が
存
在
し
て
い
る
｡
こ
れ
を
五
聯
権

Ⅱ
と
分
類
す
る
｡

こ
の
第
二
類
の
五
聯
権
の
中
で
も
､
古
い
形
態
を
留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
､
中
央
の
権
が
二
段
に
な

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
す

な
わ
ち
､
そ
の
基
本
の
形
態
は
､
下
部
の
大
き
い
壷
の
肩
の
と
こ
ろ
に
､
あ
ま
り
大
き
さ
に
違
い
の
な
い
五

つ
の
小
さ
い
壷
を
配
し
た
と
表
現

で
き
る
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
囲
五

Ⅱ
-
2

に
示
し
た
の
は
､
安
徽
省
南
陵
嚇
麻
橋
の
奥
墓
か
ら
出
土
し
た
､
第
二
形
式
に
属
す
る
五
聯

権
で
あ
る
0
こ
の
南
陵
嚇
麻
橋
の
蒔
造
り
の
畢
室
墓
群
か
ら
は
､
五
聯
権
が
二

つ
出
土
し
て
お
り
､
そ
の
う
ち
､
Ⅱ
-
2

の
例
は
第
二
競
墓

で

見

つ
か

っ
た
も
の
.
高
さ
が

二
二

皿
､
口
径
が

八

･
六

皿

あ
る
.
こ
の
墓
群
の

l
競
墓
か
ら
は
'
鉛
錫
合
金

の
買
地
券
が
出
土
し
､
そ
こ

に
は
赤
烏
八
年

(二
四
五
年
)
の
年
額
が
見
え
て
'
奥
の
時
代
の
墓
と
知
ら
れ
る
｡
ま
た
､
二
親
墓
と
三
戟
墓
と
か
ら
は
､
副
葬
品
を
列
挙
し

た
木
方

(木
の
ふ
だ
)
が
出
土
し
て
お
り
､
買
地
券
に
見
え
る
人
名
と
'
こ
の
木
方
に
記
さ
れ
る
人
名
と
を
合
わ
せ
て
考
え
､
こ
こ
が
丹
陽
郡

宣
城
の
粛
氏

1
族
の
墓
地
で
あ

っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
墓
群
の
二
競
墓
か
ら
出
土
し
た
五
聯
確
も
､
ひ
と
ま
ず
奥
の
時
期

の
も

の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

同
様
の
形
式
の
五
聯
権
は
､
漸
江
省
高
淳
の
呉
墓
か
ら
も
出
土
し
て
い
る

(囲
五

Ⅱ
-
3
)
｡
こ
れ
は
灰
陶
の
五
聯
権

で
､
高
さ
が

二
六

･

六

g
'
腹
樫
が

二
四

･
六

皿
｡
こ
の
遺
物
が
出
土
し
た
墓
葬
は
､
墓
道
が
南
を
向
き
､
両
道
が
二

つ
､
前
室
が

1
つ
､
後
室
が
二

つ
か
ら
な

る
蒔
築
の
多
室
墓
で
あ
る
｡
後
室
に
は
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
棺
が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
､
そ
の
内
の
西
側
､
夫
の
墓
室
の
奥
壁

の
下
か

ら
､
陶
製
の
鶏
小
屋
と
竃
の
模
型
と
並
ん
で
'
こ
の
五
聯
権
が
出
土
し
た
｡

以
上
の
二
例
は
'
い
ず
れ
も
堆
塑
に
よ
る
飾
り
を
持
た
ぬ
物
で
あ

っ
た
が
､

こ
れ
に
人
物
や
鳥
獣

の
飾
り
が
附

い
た
も
の
と
し
て
､
囲
五

Ⅱ
-

4

の
､
江
蘇
省
金
壇
嚇
方
山
東
麓
の
奥
墓
か
ら
出
土
し
た

五
聯
権
が
あ
る
｡
こ
れ
は
､
泥
質
の
灰
陶
で
､
高
さ
が

二
六

･
六

Ⅷ
'
胴
の
直

(;)

径
が

二
五

皿
｡
嬰
室
か
ら
な
る
樽
墓
の
後
室
の
奥
壁
の
近
-
で
蓉
見
さ
れ
た
｡
そ
の
聾
掘
報
告
に
は
､
五
聯
権
の
上
部
に
､
堆
塑

に
よ

っ
て
､

拝
樽
を
す
る
喪
主
の
桶

(人
形
)
､
楽
隊
の
桶
､
角
の
生
え
た
鎖
墓
偶
'
羊
､
犬
､
-
ス
､
亀
､
鳳
風
､
と
か
げ
､
鳥
な
ど
二
十
飴
件
が
作
り
附

け
ら
れ
て
お
り
､
迭
葬
儀
樽
の
様
子
が
具
牒
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
｡
た
だ
､
､残
念
な
が
ら
良
い
寛
厳
が
得
ら
れ
ず
'
そ
の
詳
細
を
窺
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Ⅱ-3 高淳出土 Ⅱ-2 南陵麻橋出土

Ⅱ-6 南京幕府山出土 Ⅱ-5 斬江省博物館所蔵

Ⅱ-8 関侯桐口山出土
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Ⅱ-1 紹輿灘渚出土

Ⅱ-4 全壊方麓出土
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圏6 五聯種 Ⅱ-4部分

こ
と
が
で
き
な
い
｡
ま
た
､
こ
れ
も
寓
虞
が
良
-
な
い
の
で
あ
る
が
､
囲
六

に
､
お
ぼ
ろ
げ

に
見
え
る
よ
う

に
､
中
央
の
権
の
上
に
は
鳥
が
の
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
な
お
､
こ
の
墓
を
築
い
て
い
る
樽

に
は
六
種
類

の
範
押
し
に
よ
る
銘
文
が
あ

っ
て
､
そ
の

一
つ
に

｢永
安
三
年
､
丹
陽
郵
封
葬
此
､
大
吉
末
英

(央
)
｣
と

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､
こ
の
墓
は
'
永
安
三
年

(二
六
〇
年
)
に
建
造
さ
れ
た
も
の
で
'
墓
壬
は
丹
陽
郡
の
郵
封

な
る
人
物
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
こ
れ
も
呉
の
中
期
に
展
す
る
墓
で
あ
る
｡

園
五

Ⅱ
-
5

に
示
し
た
､
漸
江
省
博
物
館
所
蔵
の
五
聯
確
も
'
こ
の

1
類

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
｡
正
面
に
-
ン
ネ
ル
形
の
入
口
が
あ
り
､
ト
ン
ネ
ル
の
上
に
は
小
さ
い
鳥
が
と
ま

っ
て
い
る
｡
ト

ン
ネ

ル
の
前
に
見
え
る
キ
ノ
コ
形
の
陶
塑
は
何
だ
か
分
か
ら
な
い
｡
そ
の
入
口
の
横
に
は
､
帽
子
を
か
ぶ

っ
た
小

236

さ
い
人
物
と
大
き
い
人
物
と
が
立

っ
て
い
る
｡
側
面
に
は
､
三
角
帽
子
を
か
ぶ

っ
た
二
人
の
人
物
が
お
り
､
そ
の
前
に
馬
が
い
る
｡
正
面

の
入

口
は
墓
口
を
表
わ
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
上
に
並
ぶ
五

つ
の
権
は
､
古
い
形
態
を
留
め
て
い
る
｡
正
確
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
'

後
漠
末
期
か
ら
孫
奥
時
代
に
か
け
て
の
遺
物
で
あ
ろ
う
｡

な
お
､
こ
れ
ら
の
奥
墓
出
土
の
五
聯
権
の
は
か
'
斬
江
省
紹
興
の
灘
渚
出
土
の
青
粕
の
五
聯
碓

(囲
五

Ⅱ
-
1
)

は
後
漠
時
代
の
も
の
で
あ

ろ
う
と
推
定
さ
れ
､
圏
足
を
持

つ
湊
代
的
な
陶
壷
の
上
に
､
口
の
開
い
た
小
さ
い
壷
が
五

つ
配
さ
れ
て
い
る
｡
第
二
形
式
の
五
聯
権

の
中

で
も

最
も
古
い
様
式
に
属
す
る
も
の
で
､
第

一
形
式
の
五
聯
権
と
第
二
形
式
の
五
聯
権
と
は
並
行
し
て
存
在
す
る
時
期
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

第
二
形
式
の
五
聯
確
の
中
で
も
､
よ
り
愛
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
､
中
央
の
壷
が
､
二
段
に
く
び
れ
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
も
の
で
あ

る
｡
そ
の
例
の

一
つ
が
'
囲
五

Ⅰ
-
6

に
示
し
た
も
の
で
､
南
京
の
中
央
門
外
､
幕
府
山

一
競
墓
か
ら
出
土
し
た
｡
全
健

の
高
さ
が

二

三

･

五

C
'
口
径
が

八

･
五

Ejo
中
央
の
壷
は
､
口
綾
部
が
少
し
開
き
ぎ
み
に
な

っ
て
い
る
以
外
に
､
特

に
飾
り
も
な
く
､
そ
の
肩
か
ら
胴
に
か

け
て
の
部
分
に
'
中
央
の
も
の
と
は
ぼ
同
形
の
､
四

つ
の
小
さ
い
壷
が
附
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
五
聯
権
を
出
土
し
た
幕
府
山

一
競
墓
は
'
両

道
の
つ
い
た
蒔
築
の
畢
室
墓
｡
そ
の
奥
壁
に
大
き
な
寵
が
あ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
｡
す
で
に
盗
掘
を
受
け
て
は
い
た
が
､
陶
器
を
中
心

に
し
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て
､
多
-
の
副
葬
品
が
留
め
ら
れ
て
い
た
｡
時
に
貴
重
で
あ
る
の
は
､
義
室
内
か
ら
､
樽
質
の
買
地
券
が
尊
兄
さ
れ
た
こ
と
で
､
朱
が
塗
ら
れ

た
そ
の
券
文
に
は
､
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

五
鳳
元
年
十
月
十
八
日
､
大
男
九
江
毒
甫
'
年
八
十
､
今
於
幕
府
山
後
商
連
起
家
宅
､
従
天
買
地
､
従
地
買
宅
､
雇
鏡
三
百
､
東
至
甲

庚
､
西
至
乙
辛
､
北
至
壬
契
､
南
至
丙
丁
､
若
有
雫
璃
'
嘗
詣
天
帝
､
若
有
季
宅
､
富
詣
土
伯
'
如
天
帝
律
令

五
鳳
元
年
十
月
十
八
日
に
､
大
男
な
か
九
江
の
義
常
は
､
年
八
十

[
で
死
去
し
た
〕
｡
今
､
幕
府
山
の
後
ろ
の
南
過
に
お
い
て
家
宅

ね
£
ん

(塞
)
を
起
こ
さ
ん
と
し
､
天
よ
り
地
を
買
い
､
地
よ
り
宅
を
買

っ
た
｡
そ
の
雇

鏡

は
三
百
鏡
｡
東
は
甲
庚
に
い
た
り
､
酉
は
乙
辛

に

い

た
り
､
北
は
壬
菜
に
い
た
り
､
南
は
丙
丁
に
い
た
る
ま
で
の
範
囲
に
つ
い
て
､
若
し
土
地
を
学
わ
ん
と
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
､
天
幕

の
も

と
に
行

っ
て

[訴
え
よ
]
0
若
し
宅

(塞
)
を
撃
わ
ん
と
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
､
土
伯
の
も
と
に
行

っ
て

[訴
え
よ
]
o
天
寿

の
律
令

の
如

く
執
行
せ
よ
｡

こ
の
買
地
券
の
文
句
に
よ

っ
て
､
こ
の
幕
府
山
の
蓋
が
､
五
鳳
元
年
(
二
五
四
年
)
に
死
ん
だ
､
九
江
の
黄
甫
な
る
人
物
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
｡
副
葬
さ
れ
た
五
聯
確
も
ま
た
､
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
.

両
建
省
間
侯
の
桐
口
山
出
土
の
青
蛮
五
聯
確

(囲
五

FT

8
)
は
､
東
育
時
代
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
O
こ
の
五
聯
確
は
､
昔
時
､
盛
ん

に
用
い
ら
れ
て
い
た
盤
H
壷
を
主
磯
に
し
､
そ
こ
に
堆
塑
で
､
逆
立
ち
な
ど
の
薙
戯
を
演
じ
る
人
物
が
附
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
年
代
決
定

の
板
接
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
､
東
背
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
が
な
い
と
す
れ
ば
､
こ
の
例
が
､
現
在
ま
で
に
知
ら
れ

る
五
聯
礎
の
う
ち
､
最
も
新
し
い
遺
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
東
膏
時
期
ま
で
五
聯
確
が
の
こ
っ
た
の
は
､
五
聯
権
や
紳
亭
壷
を
特
徴
と
す
る

文
化
圏
の
中
心
地
域
か
ら
相
首
に
離
れ
た
､
両
建
と
い
う
地
域
の
猪
自
性
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
O

237
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両
亭
壷
の
編
年

238

[

二
両
亭
壷

Ⅰ

神
事
壷
の
第

l
形
式
は
､
な
お
五
聯
種
と
神
事
壷
と
の
過
渡
的
な
形
態
を
留
め
た
も
の
で
あ
る
｡
中
央
の
大
き
い
壷
は
上
下
二
段

の
ふ
-
ら

み
を
持

つ
が
､
そ
の
内
､
上
の
方
の
ふ
-
ら
み
は
目
立
た
な
-
な
る
傾
向
に
あ
る
｡
第

一
形
式
の
神
事
壷
の
､
の
ち
の
沓
達
し
た
形
式

の
神
事

壷
と
比
べ
て
異
な
る
第

一
の
特
徴
は
､
中
央
の
壷
の
下
段
の
ふ
-
ら
み
の
肩
の
と
こ
ろ
を
取
り
巻
-
凸
帯

(以
下
､
圏
帯
と
よ
ぶ
)
が
ま
だ
見

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
圏
帯
は
､
壷
の
上
牛
部
分
に
建
築
物
な
ど
を
配
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
､
圏
背

の
な

い
第

一
形
式
の
神
事
壷
で
は
､
ま
だ
建
物
の
表
象
が
蓉
達
し
て
い
な
い
｡

固
七

1
-
1

に
示
し
た
の
は
､
上
海
博
物
館
所
蔵
の
､
第

7
形
式
の
神
事
壷
の
例

で
あ
る
｡
中
央
の
壷
に
比

べ
て
小
さ
く
'
丸
こ
く
な

っ
た

四

つ
の
壷
が
､
ひ
れ
状
の
支
柱
の
上
に
乗

っ
て
､
中
央
の
壷
の
口
縁
部
に
配
さ
れ
て
い
る
｡
中
央
の
壷
の
下
段
の
ふ
く
ら
み
の
肩
の
と
こ
ろ
に

は
､
坐

っ
た
人
物
が
い
る
ほ
か
'
そ
の
様
に
豚
の
よ
う
な
顔

つ
き
の
動
物
が
い
る
｡
こ
の
人
物
は
､
あ
る
い
は
歌
で
も
唄

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
､
目
を
む
き
だ
し
､
口
を
少
し
開
い
て
い
る
｡
そ
の
様
に
腰
を
か
け
て
い
る
豚
の
よ
う
な
動
物
は
､
漠
代
の
五
聯
確
に
見
た
､
熊

の
よ
う

な
動
物
の
後
を
縫
い
だ
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
.
人
物
と
動
物
の
上
部
に
は
､
小
鳥
が
い
-
羽
も
群
れ
て
い
る
｡
ま
た
そ
の
下
部
､
下

の
壷

の
胴
髄
部
分
に
は
､
ド
ジ

ョ
ウ
か

ハ
ゼ
の
よ
う
な
水
生
の
動
物
が
い
て
､
い
ず
れ
も
穴
に
潜
り
込
も
う
と
し
て
い
る
.
胴
髄
に
'
い
く

つ
か
小

さ
い
穴
が
開
い
て
､
そ
こ
に
出
入
り
す
る
水
生
動
物
が
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
､
早
い
時
期
の
神
事
壷
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
｡
神
事
壷

全
能
の
構
成
の
中
で
､
下
半
分
の
胴
髄
部
分
は
､
水
の
世
界
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
言
う
ま
で
も
な

い

こ
と
で
あ
る
が
､
胴
鱒
部
分
に
こ
う
し
た
穴
が
意
識
的
に
開
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
神
事
壷
が
､
も
と
も
と
液
髄
の
類
を
入
れ
る
た
め
の
容

器
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡



神事壷と東呉の文化

ト 1 上海博物館所蔵

tll 部分

ト 3 出光美術館所蔵 ト 2 上虞構塘出土

固7 紳亭壷 第一形式

囲
七

-
-
2

の
紳
亭
壷
も
､
上
に
撃
げ

た
例
と
ほ
ぼ
同
じ
構
成
を
取

っ
て
い
る
｡
こ

の
例
は
'
漸
江
省
上
虞
解
横
塘
か
ら
出
土
を

し
た
｡
高
さ
は

四
二

･
〇
皿
､
口
径
は

八

･

五

m
｡
正
面
で
正
坐
を
し
た
人
物
は
､
た
て

笛
を
吹
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
右

前
に
犬
の
よ
う
な
動
物
が
い
る

(囲
七

Ⅰ
-

1

の
人
物

の
右
前
に
い
る
の
も
犬

で
あ
ろ

う
か
)
｡
腰
を
か
け
た
豚

(堰
)
状

の
動
物

は
､
柏
葉
が
か
か
り
す
ぎ
て
い
て
､
そ
の
姿

態
が
は

っ
き
り
し
な
い
｡
こ
の
例
で
も
､
壷

の
下
部
､
胴
健
部
分
に
､
穴
の
中

に
潜
り
込

も
う
と
し
て
い
る
細
長
い
水
生
動
物
が
附
け

ら
れ
て
い
る
｡

な
お
､
次
に
述
べ
る
､
第
二
形
式

の
神
事

壷
と
の
過
渡
的
な
様
相
を
示
す
神
事
壷
と
し

て
､
囲
七

1
-
3

の
出
光
美
術
館
所
蔵

の

例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
こ
の
神
事

朋り
】

壷
は
､
高
さ
が
四
三

･
五

cm
､
腹
樫
が
二
六

･
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五

讐

胴
健
の
肩
の
部
分
に
は
'
亀
や
穴
に
潜
り
込
も
う
と
し
て
い
る

ハ
ゼ
の
よ
う
な
水
生
動
物
の
陶
塑
が
合
計
八

つ
巡
ら
さ
れ
て
い
る
｡
上

nu

牛
部
分
の
正
面
に
は
､
羊
の
よ
う
な
動
物
が
､
腰
を
下
ろ
し
て
手
に
持

っ
た
食
物
を
食
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
動
物
の
し
ぐ
さ
に
も
､

朗

五
聯
権
の
熊
の
し
ぐ
さ
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
そ
の
動
物
の
横
に
は
､
特
殊
な
帽
子
を
か
ぶ

っ
た
二
人
の
人
物
が
い
て
'
立

っ
て
踊

っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
羊
の
前
に
は
犬
が
う
ず
-
ま

っ
て
い
る
｡
側
面
部
分
に
は
､
小
鳥
の
堆
塑
が
た
く
さ
ん
貼
り
附
け
ら
れ
て
い
る
は
か
､

下
部
に
は
犬
ら
し
い
動
物
が
い
る
｡
上
部

に
は
､
中
央
の
権

の
口
縁
近
く
に
､
少
し
小
さ
め
の
権
が
四

つ
巡
ら
さ
れ
て
い
る
｡
中
央
の
権
に
は
､

そ
の
口
縁
の
外
側
に
､
四
羽
の
小
鳥
が
附
い
て
い
る
｡
こ
の
神
事
壷
を
､
第

一
形
式
と
第
二
形
式
と
の
過
渡
的
な
遺
物
と
位
置
づ
け
た
の
は
､

上
牛
部
分
に
附
け
ら
れ
た
堆
塑
は
､
基
本
的
に
第

一
形
式
の
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
下
を
圏
帯
が
取
り
巻
い
て
い
て
'
権
の
胴
髄
部
分
と
そ
れ

よ
り
上
の
部
分
と
を
分
離
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
第
二
形
式
以
下
の
聖

書

で
は
､
こ
の
圏
帯
が
よ
り
顕
著
な
も
の
に
な

っ
て
く

[璽

こ
れ
ら
第

一
形
式
の
神
事
壷
に
は
､
は

っ
き
り
と
し
た
年
代
が
推
定
で
き
る
遺
蹟
か
ら
出
土
し
た
例
が
な
い
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
ら
の
多
-

は
孫
呉
の
時
期
に
嘗
た
る
遺
物
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

[

二

]

神
事
壷

Ⅱ

神
事
壷
の
第
二
形
式
は
､
中
央
の
権
の
胴
髄
の
上
部
､
肩
の
と
こ
ろ
を
取
り
巻
-
圏
帯
が
附
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
0
こ
の
圏
背
は
､
上

に

も
述
べ
た
よ
う
に
､
そ
の
上
部
に
建
築
物
を
配
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
､
そ
の
圏
帯
よ
り
上
の
部
分
に
､
門
閥
を
備
え
た
､

二
層
､
あ
る
い
は
三
層
の
建
築
物

(門
模
)
が
饗
展
す
る
｡
た
だ
そ
う
し
た
建
築
物
は
､
後
に
述
べ
る
､
第
三
形
式

の
も

の
の
よ
う
に
'
壷

の

口
の
上
に
ま
で
乗

っ
か

っ
て
し
ま
う
こ
と
な
-
'
中
央
の
壷
の
口
は
開
い
た
ま
ま
で
あ
る
｡
ま
た
､
周
囲
の
四

つ
の
壷
は
､
だ
ん
だ
ん
退
化
し

て
､
小
さ
-
な
る
傾
向
に
あ
る
｡

囲
八

Ⅱ
-
1

に
示
し
た
の
は
､
漸
江
省
金
華
市
古
方
碍
瓦
廠
十
二
戟
墓
出
土
の
神
事
壷
｡
高
さ
が
三
九

･
二

m
､
腹
径
が
二
五

･
二

皿
｡
基

本
に
な
る
権
の
上
に
附
加
さ
れ
た
堆
塑
の
部
品
も
ま
だ
少
な
-
､
第
二
形
式
の
紳
亭
壷
の
中

で
も
早
い
時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
例
で
あ
る
｡
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(ほ
)

饗
掘
報
告
に
よ
れ
ば
､
主
催
を
な
す
確

の
肩
の
部
分

に
は
穴
が
三

つ
開
い
て
い
る
｡
そ
の

1
つ
か
ら
､
蛇
が
頭
を
出
し
て
お
り
､
も
う

l
つ
の

穴
か
ら
は
蛇
の
尾
が
出
て
い
る
｡
上
部
の
正
面
に
は
二
層

の
門
種
が
作
ら
れ
､
そ
の
門
の
繭
わ
き
に
は
二

つ
の
享
子

(閲
の
こ
と
で
あ
ろ
う
)

が
あ
る
.
門
の
左
側
に
は
'
頭
巾
を
か
ぶ
り
'
胸
の
前
に
何
か
を
抱
え
た
人
物
が
い
る
｡
他
の
三
面
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
二
人
の
人
物
が
お
り
､

尖

っ
た
帽
子
を
か
ぶ
り
､
最
衣
を
着

て
､
鶴
か
鴨
か
を
胸
の
前
に
抱
え
て
､
厳
粛
な
表
情

で
立

っ
て
い
る
｡
五

つ

の
機
の
周
り
に
は
合
わ
せ
て
.

十
八
羽
の
鳥
が
い
る
0
こ
れ
ら
の
人
物
像
は
､
な
に
か
の
儀
式
を
行
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
'
特
に
側
面
の
人
物
が
､
ま
だ
准
戯
偶
と
な

っ

て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
第
二
形
式

の
神
事
壷
で
は
､
そ
の
上
部
正
面
に
'
両
側
に
閑
を
配
し
た
門
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
O
同
様

の
'
第
二
形

式
の
中

で
も
初
期

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
例
を
､
は
か
に
も
挙
げ
て
お
け
ば
､
囲
八

二
-
2

に
示
し
た
の
は
､
江
西
省
瑞
員

の
馬
頭
出
土

の

細
事
壷

で
あ
る
0
正
面
の
隻
閑
の
外
翻
に
二
匹
の
羊
が
向
か
い
合

っ
て
う
ず
-
ま

っ
て
い
る
O
注
目
す

べ
き
は
､
胴
健
の
正
面
部
分

に
､
線
列

で
階
段
状
の
も
の
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
､
門
に
至
る
道
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
0
或

い
は
ま
た
囲
八

Ⅱ
1
3

に
示
し
た
､
南
京

都
府
山
出
土
の
よ
う
な
例
も
あ
る
｡
こ
の
例
で
は
､
正
面
の
門
の
し
き
い
の
と
こ
ろ
に
'
お
そ
ら
-
棺
で
あ
ろ
う
､
ナ
ガ
モ
チ
状

の
も

の
が
置

(13)

か
れ
て
い
る
｡
孝
子

(喪
iii)
が
喪
服
を
着
け
て
舞
樽
を
す
る
姿
が
あ
る
と
報
告
者
は
い
う
が
､
篤
農
で
は
､
は

っ
き
り
と
は
見
え

な

い
｡

上

部

の
小
さ
い
四

つ
の
健
を
支
え
て
い
る
の
は
､
怪
獣
風
の
動
物

で
あ
る
0
こ
の
都
府
山

の
神
事
壷
に
は
､
い
-

つ
か
他
に
は
見
え
な

い
特
徴
が

あ
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
も
ま
た
､
第
二
形
式
の
癖
亭
壷
の
内
､
初
期
の
も
の
に
属
す
る
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

第
二
形
式
の
細
事
壷
は
'
以
上
に
見
た
よ
う
な
簡
素
な
堆
塑
飾
り
を
持

つ
も
の
か
ら
､
基
本
的
な
形
態
は
変
わ
ら
な
い
に
し
て
も
､
複
雑
な

飾
り
を
持

つ
も
の
へ
と
顧
慮
す
る
｡
圏
八
エ

ー

5

に
示
し
た
の
は
､
北
京
の
教
官
博
物
院
が
所
蔵
す
る
､
永
安
三
年

(
二

六
〇
年
)
の
銘
を
持

つ
神
事
壷

で
あ
る
｡
こ
の
壷
は
､

1
九
三

〇
年
代
末
に
断
江
省
紹
興
附
近
か
ら
出
土
し
た
と
さ
れ
る
0
壷
の
正
面
下
郡
に
亀
鉄

の
上

に
乗

っ
た

碑
が
置
か
れ
て
い
る

(囲
九
)
O
そ
の
後
ろ
の
南
側
に
門
閥
が
あ
り
､
二

つ
の
閑
の
間
に
三
層
の
建
物
が
作
ら
れ

て
い
る
｡
建
物

の
上
層

の
屋

3cq

根
の
上
に
は
鳥
が
'
下
層
の
屋
根

の
上
に
は
犬
が
乗

っ
て
い
る
｡
ま
た
､
屋
根
を
支
え
る
南
側
の
柱

に
は
龍
首
の
よ
う
な
飾
り
が

つ
い
て
い
る
｡
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Ⅱ-2 瑞昌馬頭出土

Ⅱ-5 故宮博物院所蔵

Ⅱ-8 金壇唐王古墓出土

Ⅱ-1 金華古方出土(正面)

Ⅱ-4 瞬蘇大塘嶺出土

Ⅱ-7 蔚山出土

Ⅱ-3 南京都府山出土

Ⅱ-6 章健行氏所蔵
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Ⅱ一9 江寧東山出土

Ⅱ-12江寧趨士繭出土

Ⅱ-10 南京西南出土

中
央
の
壷
の
下
部
'
胴
鰻
部
分
に
は
､
犬
や

鹿

(そ
の
様
に
〟

鹿
″

と
い
う
刻
銘
が
あ
る
)'

そ
れ
に
'
篤
農
で
は
見
え
な
い
が
､
胴
鰹
の

側
面
部
分
に
､
人
と
豚
の
よ
う
な
動
物
と
が

配
さ
れ
､
そ
れ
よ
り

一
段
下
が
っ
た
列
に
'

ハ
ゼ
の
よ
う
な
水
生
動
物
が
い
る
｡
門
閥
の

横
が
わ
､
中
央
の
壷
の
上
段
側
面
に
は
'
楽

器
を
鳴
ら
し
､
玉
を
弄
ん
で
曲
聾
を
す
る
垂

Ⅱ-11 奥願獅子山M4出土

人
た
ち
が
お
り
'
垂
人
た
ち
の
上
部
は
'
壷

の
口
の
方
に
頑
を
向
け
た
小
鳥
で
占
め
ら
れ
て
い
る

(囲

一
〇
)｡
正
面
の
碑
の
上
に
は
､

次
の
よ
う
な
､
韻
を
踏
ん
だ
吉
祥
語
を
記
す
刻
銘
が
あ
る
｡

永
安
三
年
時
､
富

且
洋
､
宜
公
卿
､
多
子
孫
､
寿
命
長
'
千
意
寓
歳
未
見
莱

め
でた

よ
ろ

永
安
三
年
の
時
､
富
み
且
つ
洋

(祥
)
-
'
公
卿
に
宜
し
か
ら
ん
､
子
孫
は
多
-
､

おわ

寿
命
は
長
-
し
て
､
千
意

(億
)
蔦
歳
な
る
も
未
だ
英
(
央

)

る
を
見
ざ
ら
ん

こ
の
銘
文
の
う
ち
'
｢永
安
三
年
時
｣
と
あ
る
'
時
の
字
は
､
い
さ
さ
か
讃
み
に
-
い
の

で
あ
る
が
､
全
健
の
意
味
は
､
こ
の
神
事
壷
が
､
永
安
三
年

(二
六
〇
年
)
に
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
'
こ
れ
を
使
用
す
れ
ば
､
財
富
と
吉
祥
が
も
た
ら
さ
れ
､
官
位
は
昇
進
し
､
子
孫
は

繁
盛
し
､
長
毒
を
得
て
､
末
永
-
幸
い
を
保
持
で
き
る
と
､
神
事
壷
の
効
用
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
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圏9 神事壷 Ⅱ-5正面神事壷 II-5側面囲10圏11 神事壷 Ⅱ-9側面

囲
八

Ⅱ
-
6

も
ま
た
､
第
二
形
式
の
神
事
壷
で
､
紀
年
の
あ
る
碑
が
附
け
ら
れ
た
も
の
｡
た

だ
そ
の
碑
は
'
門
の
正
面
で
は
な
-
'
側
面
の
､
普
通
は
稚
戯
が
配
さ
れ
る
部
分

に
建

て
ら
れ

て
い
る
｡
そ
の
碑
文
に
'
賓
鼎
四
年

(二
六
九
)
の
年
髄
が
讃
め
る
｡
側
面
の
雑
戯

の
桶
が
あ

る
べ
き
部
分
に
は
､
と
ん
が

っ
た
冠
り
も
の
を
着
け
'
立

っ
て
浜
手
す
る
人
物
桶
が
配
さ
れ
て

い
る
｡
そ
の
足
も
と
に
は
､

ニ
ワ
ト
-
や
猿
な
ど
の
動
物
が
い
る
｡
以
上
の
二
例
は
'

い
ず
れ

も
紀
年
の
あ
る
碑
が
あ

っ
て
'
孫
呉
の
時
期
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'

賓
は
こ
の
よ
う
な
碑
が
附
け
ら
れ
た
紳
亭
壷
は
､
む
し
ろ
ま
れ
な
例
に
属
す
る
｡

囲
八

Ⅱ
-
4

に
示
し
た
の
は
'
漸
江
省
煉
解
浦
口
鋸
の
大
塘
嶺

一
〇
四
競
墓
か
ら
出
土
し

た
神
事
壷
｡
高
さ
が
'
三
八

･
五

皿
､
腹
樫
が
'
二
七

･
八

皿
｡
下
部
の
胴
髄
部
分

に
は
'
封

ど
りしょ
う

稀
に
な
る
位
置
に
､
合
わ
せ
て
四
つ
の
孔
が
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
に
泥
鱈
ら
し
い
動
物
が
も
ぐ
り

込
も
う
と
し
て
い
る
｡
圏
帯
の
上
に
は
'
正
面
に
三
層
の
榎
を
持

っ
た
門
が
あ
り
､
門
の
傍
ら

に
は
閑
が
あ
る
｡
側
面
に
は
､
逆
立
ち
を
し
た
り
､
音
楽
を
奏
し
た
り
す
る
垂
人
た
ち
が
い
る
｡

注
目
さ
れ
る
の
は
､
後
面
の
二
人
の
人
物
で
'

1
人
は
両
手
を
胸
の
前
で
組
み
､

l
人
は
､
四

つ
の
囲
珠
の
入

っ
た
鉢
を
胸
の
前
に
捧
げ
て
い
る
｡
同
じ
墓
葬
群
に
属
す
る

一
〇
一
競
墓
か
ら

も
'
は
ば
同
形
の
神
事
壷
が
出
土
し
て
お
り
､
し
か
も
こ
の

1
0
1
競
墓
に
は
'
次

の
よ
う
な

銘
の
あ
る
蒔
質
の
墓
誌

(-
)
が
､
壁
面
に
軟
め
込
ま
れ
て
い
た
｡

太
平
二
年
歳
在
丁
丑
七
月
六
日
建
中
校
尉
合
稽
剣
番
億
作
此
基
囲
家
師
未
枕
所
虞

讃
み
に
-
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
､
銘
の
内
容
は
､
太
平
二
年

(二
五
七
年
)
に
､
建
中
校
尉
で

あ

っ
た
合
稽
郡
刻
解
出
身
の
番
億

(藩
億
)
が
こ
の
墓
の
建
造
に
富
た
り
､
基
囲

(墓
室
の
位
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総
か
つくhリ

置
ど
り
-
)
は
家
師
の
未
桃

(朱
就
)
が
定
め
た
､
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
｡

1
0
1
戟
墓
は
､
太
平
二
年
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
0

㌦
〇

四
饗
墓
の
建
造
の
年
代
と
そ
こ
に
納
め
ら
れ
た
紳
孝
義
の
年
代
も
､
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
0

囲
八

エ
ー
8

は
､
第
二
形
式
の
中
で
も
､
時
に
は
で
に
飾
り
を
附
け
た
も
の
o
江
蘇
省
金
壇
の
唐
王
古
墓
か
ら
出
土
し
た
｡
高
さ
が

四
七

･

五

5
'
腹
樫
が

二
八

讐

正
面
に
嬰
閑
が
あ
り
'
そ
の
間
に
三
層
の
建
物
が
置
か
れ
る
O
そ
の
側
面
に
は
'
太
鼓
や
笛
を
持

っ
た
楽
隊
と
塞

戯
を
す
る
蛮
人
と
が
お
り
､
そ
の
前
に
は
犬
や
鹿
が
い
る
｡
特
に
目
に
立

つ
の
は
､
壷
の
下
部
､
胴
健
部
分
に
附
け
ら
れ
た
貼
り
附
け
装
飾

で

あ

っ
て
､
肩
の
と
こ
ろ
に
廻
ら
さ
れ
た
陶
管
の
下
に
は
､
そ
の
樹
帯
を
背
中
で
支
え
る
よ
う
に
し
て
､
猿
の
よ
う
な
動
物
の
群
れ
と
蛙

の
よ
う

な
穐
畠
類
の
群
れ
が
い
る
.
そ
の
下
に
は
､
併
像
と
膜
麟
と
が
交
亙
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
｡
僕
像
は
､
頭
の
背
後
に
園
光
を
持
ち
､
肉
害
を
戴

い
て
い
る
｡
身
澄
下
部
の
花
び
ら
状
の
も
の
は
蓮
華
座
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
そ
の
下
の
列
に
､
イ
モ
-
や
蛙
の
よ
う
な
水
生
動
物
が
並

べ
ら
れ

て
い
る
｡
元
来
､
壷
の
腹
部
は
､
専
ら
水
生
動
物
で
飾
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
､
俳
優
や
紳
仙
像

(あ
る
い
は
麟
麟
な
ど
､
紳
仙

･
吉
祥
観

念
に
関
係
の
深
い
動
物
)
が
進
出
し
て
-
る
と
､
水
生
動
物
は
だ
ん
だ
ん
下
に
押
し
込
め
ら
れ
､
や
が
て
滑
え
て
い
っ
て
し
ま
う
運
命
に
あ

っ

た
の
だ
と
､
そ
の
大
き
な
流
れ
の
方
向
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

囲
八

ニ
ト
9

に
示
し
た
神
事
壷
も
､
第
二
形
式
に
展
す
る
､
江
蘇
省
江
寧
騒
東
山
出
土
の
例
で
あ
る
｡
中
央
の
壷
の
下
段
'
肩
の
と
こ
ろ
を

叙
り
巻
い
た
圏
帯
は
､
斜
格
子
紋
で
飾
ら
れ
て
い
る
0
こ
う
し
た
格
子
目
の
飾
り
は
､
紳
孝
義
に
限
ら
れ
ず
､
避
寒
の
善
意

1
鮫
に
よ
く
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
｡
壷
の
正
面
に
は
､
左
右
に
閲
を
配
し
た
､
三
層
の
建
物
が
作
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
建
物
の
三
層
の
屋
根
を
支
え
る
た
め
の

柱
と
し
て
､
下
の
二
層
に
は
人
の
上
健
が
附
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
例
で
注
目
す
べ
き
は
､
上
部
側
面
の
､
普
通
は
稚
戯
を
演
じ
る
蛮
人
の
入

物
桶
が
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
､
胸
の
前
で
手
を
合
わ
せ
た
入
物
の
堆
塑
が
置
か
れ
て
い
る

(囲

f
7
)
こ
と
で
あ
る
｡
す
で
に
賓
暦
四
年

の
紀

年
銘
を
持

つ
神
事
壷
に
も
技
手
す
る
人
物
像
が
見
ら
れ
た
が
､
そ
こ
か
ら

山
歩
進
ん
で
､
後
の
形
式
の
紳
孝
義
に
盛
ん
に
見
ら
れ
る
､
係
数
的

な
供
養
者
､
あ
る
い
は
衛
侶
像
に
近
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
と
封
渡
す
る
の
で
あ
ろ
う
､
胴
鰻
部
分
に
は
､
も
う
水
生
動
物

は
見
え
ず
､
代
わ
り
に
､
蓮
華
座
に
坐
る
悌
像
と
'
四
葉
紋
と
が
貼
り
附
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
四
妻
紋
が
天
を
象
徴
す
る
で
あ
ろ
う
こ

ごJL1-
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3艶E

と
に
つ
い
て
は
､
林
巳
奈
夫
氏
に
詳
し
い
検
討
が
あ
る
｡
元
来
は
､
水
の
世
界
を
表
象
し
て
い
た
'
中
央
の
壷
の
下
部
の
胴
髄
部
分
が
､
以
前

ハhU

と
は
違

っ
た
世
界
を
表
わ
す
よ
う
に
壁
化
し
て
来
て
い
る
｡
あ
と
で
も
検
討
す
る
よ
う
に
､
神
事
壷
の
形
態
的
な
壁
選
は
'
こ
う
し
た
特
殊
な

朗

陶
盃
を
用
い
た
人
々
の
､
精
神
の
世
界
の
奨
蓮
を
端
的
に
反
映
す
る
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
｡

[3
]
紳
亭
壷

Ⅲ

第
三
形
式
の
神
事
壷
は
､
中
央
の
穂
の
口
の
上
に
堆
塑
の
建
物
が
乗
る
も
の
で
あ
る
｡
第
二
形
式
の
神
事
壷
で
は
､
中
央
の
権

の
口
は
開
い

た
ま
ま
で
あ

っ
た
｡
岡
内
三
虞
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
､
こ
の
形
式
の
神
事
壷
に
は
､
権
の
上
部
に
貼
り
附
け
ら
れ
た
小
鳥
に
､
そ
の
頭

が
権
の
口
縁
の
高
さ
よ
り
も
上
に
出
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
基
本
的
に
は
､
口
縁
の
上
に
建
物
の
模
型
な
ど
が
乗
せ
ら
れ
る
と

と
が

な
か

っ
た
と
知
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
も
と
も
と
口
縁
の
上
に
､
第
三
形
式
の
も
の
と
同
様
の
建
物
な
ど
が
乗

っ
て
い
た
が
'
墓
室

の
撹
乱
な

ど
か
ら
'
費
堀
の
段
階
で
は
､
そ
の
部
分
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
た
だ
､
次
に
示
す
よ
う
に
､
第
二
形

式
に
属
す
る
神
事
壷
の
幾

つ
か
に
は
､
中
央
の
樺
の
口
縁
の
上
に
出

っ
張
り
が
設
け
ら
れ
て
､
そ
の
上
に
な
に
か
が
乗
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
せ
る
例
が
あ
る
｡

囲

二
二

(囲

二

一

Ⅰ
-
10
の
部
分
)
に
示
し
た
神
事
壷
は
､
南
京
市
東
北
郊
の
西
南
の
多
室
樽
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
例
は
､

上
部
の
正
面
に
､
讐
閲
と
三
層
の
建
物
が
あ
り
､
背
面
に
三
層
の
建
築
物
､
左
右
の
側
面
に
は
雅
戯
を
す
る
ら
し
い
人
物
桶
と
家
畜
が
い
て
､

そ
の
上
部
に
は
た
-
さ
ん
の
小
鳥
が
権
の
口
の
ほ
う
を
向
い
々
貼
り
附
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
形
態
の
､
典
型
的
な
第
二
形
式
に
属
す
る
神
事

壷
で
あ
る
｡
こ
の
西
南
の
例
で
注
目
さ
れ
る
の
は
､
中
央
お
よ
び
そ
の
四
方
に
配
さ
れ
た
､
合
わ
せ
て
五

つ
の
権
の
口
に
､
み
な
､
寄
せ
棟
形

式
の
屋
根
が
乗

っ
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
健
の
ふ
た
と
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
特
に
'
中
央
の
唯
は
､
そ
の
口
縁
部
に
出

っ
張
り

(あ
る
い
は
､

切
り
映
き
)
が
作
ら
れ
､
そ
の
上
に
屋
根
が
乗

っ
て
い
る
｡
そ
の
屋
根
の
頂
上
に
は
鳥
が
と
ま

っ
て
い
る
が
､
こ
の
鳥
は
､
す

で
に
見
た
､
金

壇
方
麓
の
五
聯
権

(五
聯
確

Ⅱ
-
4
)
の
権
の
口
に
乗

っ
て
い
た
鳥
と
同
じ
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
り
､
建
物
の
屋
根
の
頂
上
に
乗
る
鳥
は
､
第
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∴
形
式
の
紳
亭
壷

の
中

で
も
､
早
期
の
も
の
ま
で
引
き
栂
が
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
権
の
上
に
屋
根
を
乗
せ
る
例
は
'
南
京
郊
外
､
都
府
山
出
土
の
紳
亭
壷
に
も
見
え
た

(囲
八

Ⅱ
-
3
)

の
で
あ
る
が
､
も
し
､

こ
の
都
府
山
の
例
が
第
二
形
式
の
初
期
に
属
す
る
も
の
だ
と
す
る
私
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
こ
う
し
た
'
礎
の
ロ
に
乗
る
屋
根
の
出
現

は
､
第
二
形
式
と
第
三
形
式
と
の
過
渡
期
よ
り
も
さ
ら
に
遡
る
時
期
に
す
で
に
存
在
し
て
こ
と
に
な
る
｡
岡
内
氏
は
､
こ
の
都
府
山
の
例
を
､

よ
り
下

っ
た
時
期
の
形
式
に
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
下
部
の
胴
登
に
大
き
な
穴
が
開
き
､
そ
れ
に
も
ぐ
り
込
も
う
と
し
て
い
る
水
生
動

物
が
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
も
､
あ
ま
り
時
期
を
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
0

こ
の
よ
う
な
､
第
二
形
式
の
紳
亭
壷
に
見
え
る
､
軍
に
屋
根
を
支
え
る
も
の
と
し
て
附
加
さ
れ
た
､
中
央
の
種
の
口
綾
部
の
出

っ
張
り
部
分

が
､
そ
の
高
さ
を
増
し
て
'
建
築
物
を
構
成
す
る
よ
う
に
な

っ
て
ゆ
-
｡
す
な
わ
ち
､
屋
根
を
支
え
る
出

っ
張
り
が
成
長
し
て
桂
や
壁
を
構
成

し

､
屋
根
と
合
わ
せ
て
､
確
の
ロ
の
上
に

1
つ
の
建
物
を
形
成
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
例
と
し
て
､
上
海
博
物
館
所
蔵
の
細
事
壷

(樹
十
二

Ⅲ
A
-
1
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
0
こ
の
例
は
､

高
さ
が
四
六

･
七

孤
､
腹
樫
が
二
五

･
六

皿
o
下
部
の
腹
部
に
は
､
鋪
首
や
仙
人
の
騎
馬
像
ら
し
い
貼
り
附
け
文
様
が
見
え
る
O
上
部
下
層
に

は
'
側
面
に
亀
決
に
乗

っ
た
碑
が
あ
る

(寓
責
の
正
面
が
'
こ
の
細
事
壷
の
側
面
で
あ
る
)
｡
帝
に
は
､
圭
首
の
部
分
に
､
合
袴
の
二
字
が
あ

り
､
そ
の
下
に
三
行
に
分
け
て
書
か
れ
た
碑
文
は
､
｢出
始
挙
､
用
此
喪
参
堂
子
孫
､
作
東
高
遜
衆
無
梅
｣
と
読
む
こ
と
が
で
き
る

(囲

i
四
).

す
な
わ
ち
､
こ
の
神
事
壷
は
､
合
稽
郡
の
始
撃
で
作
ら
れ
た
も
の
で
､
こ
れ
を
葬
送
に
用
い
れ
ば
子
孫
に
は
幸
運
が
も
た
ら
さ
れ
､
役
人
と
な
っ

て
は
高
い
位
に
昇
り
､
衆

(楽
の
字
か
)
は
極
ま
り
が
な
い
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
神
事
壷
が
葬
迭
儀
穂
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

直
接
に
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
碑
文
の
内
容
で
あ
る
｡
そ
の
碑
の
左
右
に
は
､
雅
戯
を
演
じ
る
聾
人
た
ち
が
い
る
.
篤
虞
の
左
右
の
魂
に
は
､

二
潜

に
な

っ
た
門
機

が
見

え
て
､
こ
れ
が
正
面
と
背
面
と
の
門
を
な
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
が
､
そ
の
門
の
構
造
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
｡

中
央
の
権
の
口
綾
部
の
四
隅
に
は
小
さ
い
確
が
四
つ
配
さ
れ
て
､
小
鳥
が
そ
の
ロ
の
方
向
を
向
い
て
群
が

っ
て
い
る
.
中
央
の
権
の
口
縁
の
上

卯りん

か
ら
四
角
い
壁
健
が
立
ち
上
が

っ
て
､
そ
の
上
に
屋
根
を
乗
せ
て
い
る
O
屋
根
の
上
に
は
鳥
が
と
ま

っ
て
い
る
O
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ⅢB-2 正木美術館所蔵

ⅢB-5 江寧張家山出土

ⅡA-2 金壇白塔出土

ⅢB-4 久保惣美術館所蔵

ⅢA-1 上海博物館所蔵

ⅢB-1 江寧上房出土

ⅢB-3 出光美術館所蔵
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ⅡB-6 実額獅子山M2出土

ⅢB-9 松岡美術館所蔵

ⅡB-7 卒陽蕉江出土

ⅢB-10 中国歴史博物館所蔵

圏12 神事壷 第三形式

ⅡB-8 紹輿鳳風山出土

ⅢB-11 メトロポリタン美術館所蔵

こ
の
'
中
央

の
権

の
口
綾
部

の
上

に
設

け
ら
れ
た
四
角

い
壁
鱒

の
部
分
が
､
元

来

は
口
綾
部

に
置
か
れ
た
小
さ
な
出

っ
張

り

か
ら
饗
達
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
｡
そ
の
壁
髄

の
四
方
の
中
央

に
切

り
映
さ
が
あ

っ
て
､
菌
か
入
口
を
表
わ
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
飾
り
も

な
-
極
め
て
そ

っ
け
な
い
の
も
､
元
来
が
'

口
縁
部

の
出

っ
張
り
で
あ

っ
た
こ
と

の
痕

蹟
を
留
め
て
い
る
の
だ
と
理
解
で
き
よ
う
｡

こ
う
し
た

一
類

の
神
事
壷
の
中

で
も
'
特

に
上
部

の
建
築
物
が
蓉
達
し
た
の
が
'
江

蘇
省
金
壇
解
白
塔
公
社
儲
王
荘
出
土

の
例

で
あ
る

(囲

l
二

EjA
-
2
)
｡
こ
の
例
は
､

高
さ
が
四
八

m
､
腹
樫
が
二
四

･
五

皿
｡

3漸
爪

報
告
書
に
よ
れ
ば
'
下
部

の
､
権

の
腹
部

に
は
､
虎
'
獅
子
､
羊
､
異
獣

に
乗

る
人

物

の
ほ
か
に
､
二

つ
の
穴
が
開
い
て
い
て
､

そ
こ
に
ト
カ
ゲ
の
よ
う
な
動
物
が
潜

り
込
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も
う
と
し
て
い
る
｡
上
部

に
は
､
九
層
の
榎
が
作
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
榎

の
最
下
層
､
第

一
層

の
正
面
と
背
面
と
に
は
門
が
あ

っ
て
､

そ
れ
ぞ

れ
讐
閑
が
設
け
ら
れ
て
い
る
｡
門

の
正
面
に
は
欄
干
が
あ
り
'
そ
こ
に
棒
を
持

っ
た
人
物
が
二
人

い
て
､
門
を
守

っ
て
い
る
｡
第

l
層

の
左

の

側
面
に
は
'
高
冠
を

つ
け
た
五
人

の
人
物
が
い
て
､
左
手
を
垂
れ
､
右
手
を
胸
に
富

て
て
い
る
｡
右
の
側
面

に
も
五
人

の
人
物
が
お
り
､
か
れ

ら
は
､
お
手
玉
や
逆
立
ち
な
ど
の
耗
戯
を
演
じ
て
い
る
｡
九
層
か
ら
な
る
櫨

の
､
第
二
層

の
屋
根

の
四

つ
の
隅
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
小

さ
い
種
が

乗

っ
て
い
る
｡
こ
の
､
昔
時

の
現
薯

の
建
物

に
は
こ
う
し
た
も
の
は
無
か

っ
た
で
あ
ろ
う
､
小
さ
い
権
が
'
五
聯
権
以
来

の
､
五

つ
の
壷

の
侍

承
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
.
第
四
層
と
第
八
層

の
屋
根

の
四
隅
に
閲
が
建

っ
て
い
る
.
そ
の
閲
は
外

に
傾
き
､

極
め
て
装
飾
的

に
作
ら
れ
て
い
る
｡
最
上
層
は
'
四
周
を
廊
下

で
囲
ま
れ
た
敷
地

の
中
央

に
寄
せ
棟
造
り
の
建
物
が
建

っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
高
層
建
築

に
な

っ
て
も
､
こ
の
上
部

の
建
物
が
､
権

の
口
縁
部

の
出

っ
張
り
か
ら
費
達
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
'
各
層

の
壁
健

の
四
面
に
開
け
ら
れ
た
菌
､
あ
る
い
は
入
口
の
形

の
そ

っ
け
な
さ
か
ら
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
な
お
､
こ
の
神
事
壷
を
出
土
し
た
金
壇
頬
白
塔

公
社

の
墓
か
ら
は
､
｢
天
璽
元
年
九
月
十
日
儲
侯
｣
､
｢
天
璽
元
年
九
月
十
日
馬
儲
作
萱
｣
､
｢慧
師
陳
平
｣
な
ど
と
模
印

さ
れ
た
樽
が
み

つ
か

っ

て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
天
璽
元
年

の
九
月
十
日
に
､
こ
の
墓

の
被
葬
者

で
あ
る
儲
侯

の
た
め

に
墓
を
造

っ
た
､
工
事

に
嘗

た

っ
た
の
は
､
萱

(壁
)
師

の
陳
卒
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
慧

(壁
)
師
と
い
う
の
は
､
こ
う
し
た
蒔
作
り
の
墓

の
工
事

に
あ
た
る
技
術
者
な

の
で
あ
ろ
う
｡
天

璽
元
年
は
､
東
奥

の
末
帝

で
あ
る
孫
晴

の
年
軟

で
'
西
暦

の
二
七
五
年

に
あ
た
る
.
こ
の
第
三
形
式

の
神
事
壷
も
､
孫
呉
末
年

の
も

の
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
な
お
墓
碑

の
銘

に
儲
侯
と
あ
る
人
物
が
具
健
的

に
誰

に
富
た
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
､
こ
の
墓

の
所
在
地
が
現
在
も
儲

王
荘
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
と
な
に
か
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

囲

二

一
Ⅲ
A
-
3

に
示
し
た
神
事
壷
も
'
建
物

の
階
層
が
五
層
し
か
な
い
が
､
金
壇
白
塔
公
社
出
土

の
神
事
壷
と
同
じ
形
式

に
属
す
る
も

の

で
あ
る
｡
上
部

の
建
築
物
は
､
正
面
と
背
面
と
に
隻
閲

の
附

い
た
門
を
持

つ
｡
門
の
前

に
は
､
手

に
棒
状

の
も
の
を
持

っ
た
騎
馬

の
人
物
が
､

向
か
い
合

っ
て
立

っ
て
い
る
｡
門
か
ら
横

に
築
地
塀
が
連
な

っ
て
､
確
を

一
周
し
て
い
る
｡
築
地
塀

の
側
面
部
分

に
は
､
右
手
を
胸

の
前

に
あ

て
た
人
物
が
並
ん
で
坐

っ
て
い
る
｡
築
地
塀

に
囲
ま
れ
た
内
部
に
､
五
層

の
榎
が
建

つ
｡

そ
の
建
物

の
第

一
層

の
屋
根

の
四
隅
に
は
小
さ
い
権
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が
乗
せ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
築
地
塀
の
上
と
'
内
部
の
建
物
の
第

一
屠
お
よ
び
第
二
層
の
屋
根
の
上
に
は
､
羊
や
獅
子
､
そ
れ
に
熊
や
猿

に

似
た
動
物
が
乗

っ
て
い
る
｡
内
部
の
建
物
の
三
､
四
､
五
層
は
'
別
に
作
ら
れ
て
､
権
の
口
に
乗
せ
ら
れ
た
格
好
に
な

っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

プ
ラ
7ト
ホ
ー
ム

四
方
に
閑
が
置
か
れ
､
そ
の
間
が
回
廊

で
結
ば
れ
た
四
角
い

平

面

の

中
央
に
二
層
の
建
物
が
建

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
最
上
層
の
屋
根
は
寄

せ
棟
に
な

っ
て
､
そ
の
上
に
烏
が
と
ま

っ
て
い
る
｡

第
三
形
式
の
神
事
壷
の
う
ち
'
出
土
例
も
多
-
'
典
型
的
で
あ
る
の
は
､
そ
の
上
部
の
上
層
に
､
周
囲
を
欄
干
や
回
廊
で
囲
ま
れ
た
四
角

い

テ
ラ
ス
が
造
ら
れ
､
そ
の
中
央
に
建
物
が
建

つ
と
い
う
形
態
を
持

っ
た

1
頬
の
遺
物
で
あ
る
.
以
下
の
論
述
の
便
宜
の
た
め
､
第
三
形
式

の
細

事
壷
の
う
ち
で
も
'
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
､
額
著
な
形
で
は
四
角
い
テ
ラ
ス
を
持
た
ぬ
も
の
を

Ⅲ
-
A
形
式
､
四
角
い
テ
ラ
ス
を
持

つ
も
の
を

Ⅲ
I

B
形
式
と
呼
ん
で
匡
分
を
し
た
い
｡
Ⅲ
-
B
形
式
の
中
で
も
初
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
が
'
囲

二

一
Ⅲ
B
-
1

に
示
し
た

よ
う
な
例
で
あ
る
｡

固13 神事壷Ⅱ-10の部分

囲14 両亭壷ⅢA-1の部分
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こ
れ
は
､
南
京
近
郊
､
江
寧
願
上
坊
の
樽
造
り
の
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
｡
そ
の
墓
は
､
前
室
と
後
室
と
を
基
本
に
し
､
そ
れ
に
両
道
と
三

つ
の
耳
室
が
附
加
さ
れ
た
多
室
墓
形
式
の
も
の
で
､
そ
の
前
室
に
附
属
す
る
耳
室
か
ら
こ
の
神
事
壷
が
出
土
し
た
｡
高
さ
が

空

.
八

皿
､

淵

最
大
腹
樫
が
二
二

･
八

m

あ
る
O
こ
の
墓
を
作

っ
て
い
る
樽
に
は
範
押
し
の
銘
文
が
あ

っ
て
､
そ
の

一
つ
に
､
｢天
析
元
年
七
月
十
八
日
､
奥

侯
師
李
椎
作
壁
｣
と
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
墓
の
被
葬
者
は
奥
侯

(庚
侯
)
と
呼
ば
れ
る
人
物
で
､
お
そ
ら
く
は
そ
の
部
下

で
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
､
李
椎
と
い
う
人
物
が
､
天
析
元
年
の
七
月
に
､
こ
の
墓
を
築
い
た
､
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
天
筋
元
年
は
､
孫
階
の
時
代
の
年
軟
で
､

西
暦
の
二
七
五
年
に
あ
た
る
｡
こ
の
墓
か
ら
出
土
し
た
神
事
壷
も
､
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

(16)

囲

〓

石

寓
虞
で
は
必
ず
し
も
良
-
は
見
え
な
い
が
､
報
告
書
に
よ
れ
ば
､
こ
の
江
寧
麟
上
坊
出
土
の
神
事
壷
は
次
の
よ
う
な
構
造
を
持

っ

て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
下
郡
の
胴
能
は
､
口
の
開
い
た
､
平
底
の
権
で
で
き
て
お
り
､
そ
の
腹
部
に
二
層
に
な

っ
た
貼
り
附
け
文
様
が
巡
ら
さ

れ
て
い
る
｡
そ
の
文
様
に
は
､
供
麟
､
騎
馬
の
仙
人
､
鋪
首
､
熊
の
頭
､
蓮
華
座
に
坐
る
悌
像

(頑
に
園
光
を
頂
-
)
､
鳳
風
､
技
手
し
て
坐
す

る
人
物
､
飛
羊
(-
)な
ど
が
あ
り
､
合
わ
せ
て
十
八
件
｡
上
部
は
､
三
層
か
ら
な
り
､

〟賓
塔
″

を
か
た
ち
作

っ
て
い
る
｡
そ
の
上
部
三
層
の

内
'
下
層
の
正
面
に
は
門
が
あ
り
､
門
の
内
外
に
は
､
合
わ
せ
て
四

つ
の
閲
が
あ
る
｡
門
の
下
に
は
､
技
手
し
て
正
座
す
る
三
人

の
人
物
が
い

る
｡
下
層
の
後
ろ
側
に
は
後
門
が
あ
り
､
二

つ
の
閲
が
あ
る
｡
閲
の
上
に
は
立

っ
た
熊
が
い
て
､
軒
を
支
え
て
い
る
｡
下
層
の
側
面

に
は
､
左

右
そ
れ
ぞ
れ
に
五
人
づ

つ
､
冠
を
着
け
､
額
に
囲
珠
を
蕨
め
た
人
物
が
技
手
し
て
正
坐
し
て
い
る
｡
上
部
中
層
に
は
､
そ
の
四
隅
に
小
さ
い
権

が
あ
り
'
そ
の
間
に
､
合
わ
せ
て
十
五
羽
の
小
鳥
が
配
さ
れ
て
い
る
｡
上
層
は
､
テ
ラ
ス
に
な

っ
て
お
り
､
そ
の
四
隅
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ

一
羽

づ

つ
鳥
が
い
る
｡
テ
ラ
ス
の
四
連
の
中
央
に
は
､
肉
馨
を
頂
き
'
蓮
華
座
に
坐
る
俳
像
が
置
か
れ
る
｡
テ
ラ
ス
の
真
ん
中
に
は
､
園
形

の
建
物

が
あ
り
､
そ
の
建
物
は
､
前
後
に
門
が
あ

っ
て
､
屋
根
の
頂
上
に
は
鳥
が
と
ま

っ
て
い
る
｡

こ
の
江
寧
願
上
坊
の
例
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
第
三
形
式
の
神
事
壷
の
､
下
部
の
胴
鰭
と
上
部
の
下
層
､
中
層
ま
で
は
'
第
二
形
式

の
基

本
的
な
形
態
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
｡
上
部
の
上
層
'
四
角
い
テ
ラ
ス
を
持

っ
た
建
築
物
の
部
分
だ
け
が
､
第
三
形
式
に
な

っ
て
新
し

-
加
わ

っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
特
徴
あ
る
建
築
物
は
'
な
に
に
起
源
す
る
の
で
あ
ろ
う
｡
す
で
に
見
た
､
白
塔
公
社

の
Ⅲ
-
A
形
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式
の
神
事
壷
で
は
､
そ
の
第
八
層
が
､
四
隅
に
閲
が
立

っ
た
回
廊
と
な

っ
て
お
り
､
そ
の
中
央
に
寄
せ
棟
屋
根
の
建
物
が
建

っ
て
い
た
｡
Ⅲ
A
-

3

の
例
で
は
､
そ
の
部
分
が
蓉
達
し
て
'
回
廊
に
囲
ま
れ
た
建
物
は
二
層
の
構
造
に
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
'

Ⅲ
-
A
形
式
の
神
事
壷
の
最
上

層
に
置
か
れ
た
建
築
物
が
､
Ⅲ
-
B
形
式
で
顛
著
に
な
る
四
角
い
テ
ラ
ス
を
持

っ
た
建
築
物
と
密
接
な
関
係
を
も

つ
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

た

だ

'

Ⅲ
I

B
形
式
の
神
事
壷
の
起
源
と
し
て
'
も
う

l
つ
別
の
要
因
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
､

囲
八

Ⅱ
1
12

の
よ
う
な
神
事
壷
が
あ
る
｡

こ
の
例
は
'
江
蘇
省
江
寧
解
趨
史
繭
七
戟
墓
出
土
の
も
の
で
､
親
日
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
が
､
強
い
て
分
類
す
れ
ば
第
二
形
式

に
属
さ
せ

ら
れ
る
紳
亭
壷
で
あ
る
｡
正
面
の
隻
閲
の
後
ろ
の
建
物
は
二
層
に
な

っ
て
お
り
､
そ
の
側
面
の
'
元
来
は
維
戯
を
演
じ
て
い
た
要
人
像
も
'
正

坐
を
し
て
か
し
こ
ま
る
だ
け
の
人
物
群

(右
と
左
と
に
六
人
づ

つ
い
る
)
に
愛
化
し
て
い
て
､
第
二
形
式
の
紳
亭
壷
が
簡
素
化
さ
れ
て
で
き
た

特
殊
な
例
と
考
え
ら
れ
る
｡
下
部
'
胴
髄
部
分
の
正
面
に
は
'
節

(飾
り
の
附
い
た
棒
'
使
者
の
し
る
し
)
を
持

っ
た
仙
人
､
鳳
風
'
願
麟
､

背
中
の
上
か
ら
見
た
格
好
の
､
尾
羽
根
の
聾
達
し
た
烏

(鳳
風
だ
と
す
る
説
も
あ
る
)
､
そ
の
下
側
に
は
'
鋪
首
が
並
べ
て
附
け
ら
れ
て
心

る
｡

こ
の
神
事
壷
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
､
中
央
の
口
の
上
に
､
粕
薬
を
か
け
な
い
､
紬
泥
紅
陶
で
作
ら
れ
た
'
丸
い
皿
状
の
も
の
が
乗

っ
て
い

囲16 武漢藁陵出土建築模型

囲17 細事壷ⅡB-2

圏18 神事壷

上部部品

る
こ
と
で
あ
る

(囲

一
五
)
｡

壷
の
口
綾
上
に
は
'
こ
れ
を
乗

せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
､
粘
土

で

四
個
所
の
出

っ
張
り
が
作
り
附

け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
皿
の
内

側
に
は
'
貴
兄
し
た
と
こ
ろ
､

中
心
か
ら
外
れ
た
位
置
に
､
並

EBり】

ん
だ
二
つ
の
出

っ
張
り
が
あ
る
｡
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こ
の
皿
は
､
燈
明
皿
あ
る
い
は
香
嘘
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

囲
八

Ⅱ
-
12

の
紳
亭
壷
の
､
皿
状
の
部
分
の
正
確
な
用
途
に
つ
い
て
は
､
後
考
を
待
ち
た
い
が
､
第
二
形
式
の
神
事
壷
の
口
の
上
に
､

こ
う

し
た
､
縁
が
垂
直
に
立
ち
上
が

っ
た
容
器
が
置
か
れ
る
例
が
あ
る
と
い
う
事
賓
は
､
第
三
形
式

B
類
の
紳
亭
壷

で
､
壷

の
口
の
上
に
､
周
囲
を

四
角
い
手
す
り
や
回
廊
に
囲
ま
れ
た
建
物
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
確
か
に
､

Ⅲ
-

B

形
式
の
紳
亭
壷
に
お
い
て
､
中
央

の
権
の
上
に
乗
る
テ
ラ
ス
状
の
部
分
は
､
基
本
的
に
四
角
形
を
な
す
｡
そ
の
鮎
で
､
第
二
形
式

の
神
事
壷

の

上
に
附
加
さ
れ
た
'
囲
八

Ⅱ
-
12

の
よ
う
な
､
囲
形
の
盤
状
の
容
器
と
は
差
異
が
あ
る
｡
お
そ
ら
-
そ
の
差
異
は
'
こ
の
部
分
を
建
築
物
と
意

プ
ラ
ン

識
し
た
と
き
､
少
な
-
と
も
漠
族
の
俸
続
的
な
文
化
の
中
に
は
囲
形

平

面

の
建
物
が
な
い
た
め
に
､
現
賓
の
建
物
と
重
ね
合
わ
せ
る
た
め
の
愛

東
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
手
す
り
で
囲
ま
れ
た
四
角
い
テ
ラ
ス
は
､
漠
代
の
明
器
に
見
ら
れ
る
望
楼
建
築
と
類
似
し
､
ま
た
､
そ
の
手
す
り

部
分
が
回
廊
に
な

っ
て
い
る
神
事
壷
に
つ
い
て
は
､
囲

一
六
に
示
し
た
よ
う
な
､
ほ
ぼ
同
時
期

の
明
器
が
模
し
た
で
あ
ろ
う
､
江
南
地
域

の
現

賓
の
建
物
が
､
上
部
の
建
築
物
が
費
展
す
る
際
の
イ
メ
ー
ジ
の
基
礎
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

囲

〓

l
Ⅲ
B
-
-

に
示
し
た
の
は
､
正
木
美
術
館
所
蔵
の
神
事
壷
で
､
こ
れ
も
第
三
形
式

B
類
に
魔
し
て
い
る
｡
高
さ
が
三
四

･
五

m
､
腹

径
が
二

〇
･
六

皿
か
ら
な
る
｡
こ
の
神
事
壷
も
､
正
面
と
背
面
と
に
門
が
あ
り
'
正
面
の
門
に
は
嬰
閲
が
あ

っ
て
､
左
右
の
側
面

に
は
合
掌
す

る
人
物
像
が
並
ん
で
い
る
と
い
っ
た
よ
う
に
､
第
二
形
式
か
ら
第
三
形
式
に
引
き
継
が
れ
る
､
神
事
壷
の
基
本
的
な
形
態
を
守

っ
て
い
る
｡
こ

な
か
に
わ

の
例
が
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
､
上
部
上
層
の
､
中
央
に
四
角
い
院

子

を
備
え
た
回
廊
の
部
分
の
外
壁
が
､
他
の
多
く
の
例
の
よ
う
に
､
き

っ

ち
り
と
し
た
四
角
形
を
成
さ
ず
､
ま
る
味
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(囲

一
七
)
｡
も
し
､
第
三
形
式

B
類

の
神
事
壷

の
､
上
部

に
乗

っ
て

い
る
方
形
の
平
面
を
持

つ
建
築
物
の
来
源
の

一
つ
が
､
第
二
形
式
の
､
中
央
の
権
の
口
縁
の
上
に
乗
せ
ら
れ
る
､
囲
形
の
皿
状
の
容
器

に
あ
る

と
す
る
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
正
木
美
術
館
所
蔵
の
神
事
壷
の
そ
の
部
分
が
ま
る
味
を
持

つ
こ
と
は
､
両
者
の
閲
の
過
渡
的
な
様
相
を
侍

え
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
第
三
形
式

B
類

の
神
事
壷
の
､

一
つ
の
形
式
内
部
で
の
番
展
の
お
お
よ
そ
の
方
向
は
､
手
す
り
の

あ
る
四
角
い
テ
ラ
ス

(あ
る
い
は
回
廊
に
囲
ま
れ
た
院
子
)
の
中
央
に
置
か
れ
た
建
物
が
だ
ん
だ
ん
大
き
-
､
高
-
な
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
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背面右側面

圏19 出光美術館所蔵神事壷 (ⅢB-3)展開篤農

ら
れ
る
の
で
､
正
木
美
術
館
の
例
で
､
最
上
部
の
中
央
に
あ
る
四

角
い
建
物
が
極
め
て
簡
単
で
未
蓉
達

で
あ
る
こ
と
も
､
こ
の
遺
物

が
､
こ
の
形
式
の
中

で
も
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示

唆
す
る
の
で
あ
る
｡

も
う

一
つ
､
第
三
形
式

B
類
の
神
事
壷
の
､
上
部
に
乗
せ
ら
れ

る
建
物
の
起
源
と
そ
の
性
格
を
考
え
る
時
に
興
味
深
い
の
は
､
南

京
市
の
東
南
郊
､
江
寧
嚇
淳
化
郷
索
野
樽
瓦
廠

l
競
墓
出
土

の
紳

亭
壷
の
例
で
あ
る

(囲
二
二

Ⅳ
B
-
1
)
｡
こ
の
紳
亭
壷
は
'
第
三

形
式

B
類
か
ら
第
四
形
式

B
類

へ
の
過
渡
的
な
形
態
を
示
す
も

の

で
､
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
､
詳
し
-
は
第
四
形
式
を
説
明
す
る
と囲19下出光美術館所蔵神事壷正面
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団20 神事壷 裏門部分 (左)出光美術館 (右)久保惣記念美術館 (ⅢB-4)

こ
ろ
で
言
及
し
た
い
が
､
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
'
こ
の
神
事
壷
の
最
上
層
の
建
物
の
部
分
が
､

出
土
し
た
時
に
は
､
下
の
権
か
ら
外
さ
れ
､
磨
り
臼
の
模
型
を
間
に
挟
む
よ
う
に
し
て
'
別

の
場
所

に

∴;)

置
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る

(囲

一
八
)
｡
報
告
者
は
､
こ
う
し
た
出
土
状
況
は
神
事
壷
と
穀
物
倉
と

の
閲
に
何
等
か
の
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
の
指
摘
の
嘗
否
は
別

に
し
て
､
こ
う
し
た
出
土
例
か
ら
､
第
三
㌧
第
四
形
式
の
紳
亭
壷
に
お
い
て
'
中
央
の
種

の
上

に
乗
る

建
物
が
'
必
ず
し
も
常
に
､
そ
の
下
の
権
と

一
健
に
扱
わ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
､
ま

た

こ

の
例
で
'
テ
ラ
ス
中
央
の
建
物
に
は
壁
髄
が
な
-
､
屋
根
が
直
接
に
磨
り
臼
の
上
に
乗

っ
て
い
る
こ
と

は
､
最
上
層
の
四
角
い
建
物
の
壁
を
な
す
部
分
が
､
後
か
ら
寄
達
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
す

●
●
●

る
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
は
､
葬
送
儀
薩
の
中
に
､
第
二
形
式
の
紳
亭
壷
の
口
の
上
に
な
に
か
を
被
せ

●
●
●

る
と
い
う

l
節
が
あ
り
､
そ
の
な
に
か
か
ら
'
第
111形
式
の
神
事
壷
に
見
え
る
建
物
が
寄
達
し
た
の
だ

と
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

第
三
形
式

B
類
の
神
事
壷
の
最
上
部
を
構
成
す
る
四
角
い
平
面
を
持

っ
た
建
築
物
は
､
元
来
は
低

い

壁
を
備
え
た
テ
ラ
ス
で
あ

っ
た
が
､
や
が
て
､
四
隅
に
小
さ
い
建
物
を
備
え
た
回
廊

へ
と
変
化
し
て
い
っ

た
と
､
そ
の
お
お
ま
か
な
覆
展
の
方
向
を
想
定
で
き
る
.
そ
の
回
廊
の
四
連
の
中
央
に
は
門
が
附
け
ら

れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
'
回
廊
に
囲
ま
れ
た
院
子
と
そ
の
中
央
に
建

つ
寄
せ
棟
作
り
の

建
物
と
を
上
に
乗
せ
た
第
三
形
式

B
類
の
紳
亭
壷
が
､
神
事
壷
の
蓉
展
の

一
つ
の
頂
鮎
を
な
し
､
そ
の

出
土
例
も
多
い
｡
そ
う
し
た
中
で
も
典
型
的
な
例
で
あ
る
､
出
光
美
術
館
所
蔵

の
神
事
壷
を
､
詳
し
-

観
察
を
す
る
機
合
に
恵
ま
れ
た
の
で
､
そ
れ
を
例
に
挙
げ

つ
つ
､
こ
の
蓉
達
段
階
に
あ
る
紳
亭
壷

の
特

徴
的
な
構
成
を
見
て
み
た
い
と
思
う

(固

二

一
Ⅲ
B
-
3
､
囲

一
九
)
｡
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こ
の
神
事
壷
の
下
部
'
胴
髄
の
中
央
部
分
に
は
､
上
部
の
建
物
の
四
つ
の
面
に
封
臆
し
て
'
二
種
類
'
四
人
の
人
物
像
が
貼
り
附
け
ら
れ
て

い
る
｡
二
種
類
と
は
､
棒
を
持

っ
て
上
に
突
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
の
人
物
と
､
も
う

一
人
､
肉
撃
ら
し
い
も
の
を
頂
き
､
右
手
を
上

げ
て
コ
サ
ッ
ク
舞
踊
を
し
て
い
る
よ
う
な
胡
人
風
の
人
物
像
と
で
あ
る
｡
そ
の
上
の
､
胴
鰹
部
分
の
肩
の
と
こ
ろ
に
は
､
龍
､
願
麟

(僻
邪
)
､

獣
面
'
小
鳥
な
ど
の
飾
り
が
巡
ら
さ
れ
て
い
る
｡
下
部
と
上
部
と
の
境
に
は
､
斜
格
子
紋
を
附
け
た
圏
帯
が
巡

っ
て
い
る
｡
上
部

の
､
建
築
物

の
部
分
は
三
層
か
ら
な

っ
て
い
る
｡
そ
の
下
層
の
正
面
に
は
､
隻
閲
と
そ
の
奥
に
二
層
を
な
す
門
榎
が
置
か
れ
る
｡
下
部
の
両
側
面
に
は
､
門

に
近
い
と
こ
ろ
に
､
正
坐
し
て
胸
の
前
で
手
を
組
み
合
わ
せ
る
人
物
､
側
面
中
央
に
は
､
圏
帯
に
腰
を
掛
け
る
よ
う
に
し
て
坐
り
､
楽
器
の
伴

奏
で
踊

っ
て
い
る
よ
う
な
人
物
像
が
配
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
蛮
人
の
背
後
に
は
､
手
を
胸
の
と
こ
ろ
で
組
み
合
わ
せ
た
人
物
像
が
並
ん
で
い

る
｡
正
面
の
門
の
反
封
側
に
裏
門
が
あ
る
｡
裏
門
の
前
に
は
'
二
人
の
人
物
が
向
か
い
合

っ
て
坐
り
､
手
に
持

っ
た
書
物
の
よ
う
な
も
の
を

謹

ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
二
人
の
人
物
の
背
後
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
侍
者
が
い
て
､
か
れ
ら
も
手
に
小
さ
い
盾
の
よ
う
な
も
の
を
持

っ

て
正
坐
し
て
い
る
｡
な
に
か
の
儀
頑
を
行
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

(囲
二

〇
)｡
上
部
の
中
層
は
､
中
央
の
権

の
ロ
綾
部
が
虞
が

っ
て
､

平
た
い
テ
ラ
ス
が
作
り
出
さ
れ
､
そ
の
四
隅
に
､
そ
れ
ぞ
れ
小
さ
い
権
が
置
か
れ
て
い
る
｡
小
さ
い
権
に
は
､
口
の
ほ
う
を
向
い
た
小
鳥
が
附

け
ら
れ
て
い
る
｡
正
面
の
テ
ラ
ス
に
は
､
背
の
低
い
隻
閲
が
あ
り
'
そ
の
側
面
に
は
斜
格
子
紋
が
附
け
ら
れ
て
い
る
｡
中
層
の
側
面
に
は
､
胸

の
前
で
手
を
交
差
さ
せ
た
'
小
さ
い
人
物
像
が
三

つ
置
か
れ
て
い
る
｡
背
面
中
層
の
中
央
に
は
､
下
の
胴
髄
部
分
に
貼
り
附
け
ら
れ
て
い
た
の

と
同
じ
､
供
麟
の
飾
り
が
立
て
ら
れ
て
お
り
､
そ
の
左
右
に
小
さ
い
人
物
像
が
配
さ
れ
て
い
る
｡
上
部
上
層
に
は
､
四
隅
に
小
さ
い
建
物
が
あ

り
'
そ
の
中
閲
に
四
つ
の
門
が
設
け
ら
れ
た
､
四
角
い
回
廊
が
あ
り
､
そ
の
中
央
に
､
寄
せ
棟
作
り
の
二
暦
の
建
物
が
立

っ
て
い
る
｡

こ
の
神
事
壷
は
､
高
さ
が
四

〇
g'
腹
樫
が
二
四

m
あ
る
｡
こ
の
種
の
､
さ
ま
ざ
ま
な
飾
り
を
取
り
除
い
た
､
基
本
的
な
構
造
は
､
下
郡
胴

健
か
ら
､
上
部
中
層
の
下
の
テ
ラ
ス
ま
で
が
､

l
つ
に
作
ら
れ
た
､
口
の
開
い
た
権
で
あ

っ
て
'
そ
の
上
に
'
高
さ
六

m
ほ
ど
の
囲
筒
形

の
支

え
が
置
か
れ
､
そ
の
さ
ら
に
上
に
､
最
上
層
の
四
角
い
院
子
形
式
の
建
物
が
乗
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(囲

一
九
下
)
｡
そ
の
基
本
に
な

っ

て
い
る
下
部
の
権
は
'
昔
時
'
贋
-
行
な
わ
れ
て
い
た
盤
口
権
な
ど
と
同
じ
側
面
形
を
持

っ
て
お
り
､
そ
う
し
た
陶
宝
器
に
堆
塑
の
飾
り
を
施
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し
て
､
第
三
形
式
の
神
事
壷
は
で
き
て
い
る
の
で
あ

っ
た
｡
第
二
形
式
の
紳
亭
壷
に
お
い
て
､
中
央
の
確
は
上
か
ら
下
ま
で

一
鰻
に
作
ら
れ
て

Oo

お
り
､
そ
の
中
で
も
古
い
形
の
も
の
に
は
'
中
央
の
権
の
上
段
部
分
に
ふ
-
ら
み
が
遺
さ
れ
て
い
た

(す
な
わ
ち
中
央
の
樺
に
は
二
段

の
ふ
く

お

ら
み
が
あ

っ
た
)
の
と
､
そ
の
製
作
の
手
順
か
ら
い
っ
て
も
'
第
三
形
式
の
神
事
壷
は
大
き
-
饗
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
出
光
美
術
館
の
神
事
壷
が
､
第
三
形
式
の
神
事
壷
の
な
か
で
も
典
型
例
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
に
､
同
様
の
形
式
を
取
る
も
の
は
､
ほ

か
に
も
多
い
｡
た
と
え
ば
'
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
所
蔵
の
神
事
壷
は
､
出
光
美
術
館
の
も
の
と
き
わ
め
て
似
て
お
り
､
胴
健
部
分
に
貼

り
附
け
た
飾
り
ま
で
も
共
通
す
る
も
の
が
多
い

(囲

二

一
Ⅲ
B
-
4
)
｡
上
部
下
層
の
裏
門
の
部
分
で
比
較
を
し
て
み
れ
ば
､
久
保
惣
美
術
館

の

例
で
は
､
門
を
は
さ
ん
で
坐
る
二
人
の
人
物
の
う
ち
t

l
方
は
手
に
な
に
か
を
持

っ
て
讃
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
の
に
封
し
､

1
万

の
主
人

の

よ
う
な
様
子
の
人
物
は
そ
れ
を
合
掌
し
な
が
ら
聞
い
て
い
て
､
出
光
美
術
館
の
､
撃
方
と
も
書
物
ら
し
い
も
の
を
讃
ん
で
い
る
の
と
､

い
さ
さ

か
違
い
が
あ
る
｡
裏
門
の
上
､
中
層
に
置
か
れ
て
い
る
飾
り
も
､
出
光
美
術
館
の
も
の
は
験
鱗
で
あ

っ
た
が
､
久
保
惣
美
術
館
の
も
′の
は
､
正

面
を
向
い
た
猛
獣

(獅
子
-
)
に
な

っ
て
い
る

(囲
二

〇
)｡
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
､
両
者
が
基
本
的
に
同

一
の
要
素

の
組
み
合
わ
せ
で
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
は
､
こ
の
段
階
の
神
事
壷
の
背
後
に
､
共
通
す
る

l
つ
の
規
範
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
す

る
の
で
あ
る
｡

こ
の
形
式
に
属
す
る
遺
物
の
う
ち
､
年
代
が
推
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
､
江
蘇
省
奥
解
獅
子
山
二
被
蓋
出
土
の
例
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る

(囲

〓

l
Ⅲ
B
-
6
)
O
こ
の
神
事
壷
は
､
高
さ
が
五
九

･
二

m

と
'
い
さ
さ
か
大
型
の
も
の
で
あ
る
.
そ
の
形
態
と
紋
飾
に
は
､
腹
部

に
棒
を

持

っ
て
上
に
突
き
上
げ
る
よ
う
に
し
て
い
る
人
物
が
見
え
る
な
ど
､
出
光
美
術
館
や
久
保
惣
記
念
美
術
館
の
所
蔵
品
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
.
た
だ
､
こ
の
獅
子
山
二
親
墓
の
神
事
壷
の
場
合
に
は
､
上
部
下
層
の
側
面
に
､
亀
鉄
の
上
に
乗
る
碑
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
鮎

で
差
異

(18)

が
あ
り
､
そ
の
碑
の
上
の
刻
銘
に
､
報
告
者
の
讃
み
に
よ
れ
ば

｢
元
康
二
年
閏
月
十
九
日
起
合
稽
｣
と
い
う
文
字
が
あ
る
｡
こ
の
銘
文
は
､
超

の
字
が
い
さ
さ
か
讃
み
に
-
い

(あ
る
い
は
造
の
字
が
崩
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
)
の
で
あ
る
が
､
他
の
同
様
の
銘
文
と
考
え
合
わ
せ
て
'
こ

の
神
事
壷
が
元
康
二
年

(二
九
二
年
)
に
合
稽
郡
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
い
う
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
｡
た
だ
､
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
'
元
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康
二
年
に
は
閏
月
が
な
い
｡
お
そ
ら
-
は
､
元
康
三
年
閏
月

(閏
二
月
)
と
刻
さ
れ
て
い
た
銘
が
､
粕
薬
を
か
ぶ

っ
て
､
よ
く
見
え
な
く
な

っ

た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
｡
ち
な
み
に
､
同
じ
獅
子
山
二
戟
墓
の
墓
碑
に
は

｢
元
康
三
年
四
月
六
日
慮
江
太
守
東
明
亭
侯
壬
簿
高
勅
作
｣
と
い
う

銘
文
が
見
え
る
｡
こ
の
墓
の
主
人
は
慮
江
太
守
に
任
ぜ
ら
れ
､
東
明
亭
侯
を
授
け
ら
れ
た
人
物
で
､
そ
の
主
簿
を
勤
め
て
い
た
高
勅
が
中
心
と

な

っ
て
こ
の
墓
を
作

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
神
事
壷
と
墓
碑
と
に
見
え
る
二
つ
の
日
づ
け
の
比
較
か
ら
､
墓
室
の
構
築
と
､
神
事
壷

の
製
作

と
が
接
近
し
た
時
期
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
､
そ
こ
か
ら
神
事
壷
と
い
う
造
物
が
､
埋
葬
儀
穂
の
た
め
の
特
殊
な
物
品
で
あ
り
､

日
常

生
活
の
中
で
久
し
-
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
童
重
な
例
で
あ
る
｡
こ
の
墓
の
主
人
と
考
え

ら
れ
る
､
東
明
亭
侯
に
つ
い
て
､
蓉
掘
簡
報
は
､
博
玄
の

一
族
に
属
す
る
侍
篤
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
｡
.

も
う

一
つ
､
年
代
の
知
ら
れ
る
例
を
挙
げ
て
お
け
ば
､
囲

二

一
Ⅱ
B
-
7

の
神
事
壷
は
､
新
江
省
平
陽
嚇
若
江
出
土
の
も
の
で
あ
る
｡
こ

の

例
も
､
典
型
的
な
第
三
形
式
の
紳
亭
壷
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
上
部
下
層
の
部
分
に
､
以
上
に
見
て
き
た
も
の
と
は
少
し
違

っ
た
鮎
が
あ

(19)

る
｡
聾
掘
報
告
に
よ
れ
ば
､
そ
の
正
面
で
は
､
贋
-
開
い
た
門
の
前
で
二
人
の
人
物
が
賓
客
を
待

っ
て
お
り
､
馬
に
乗

っ
て
や

っ
て
乗
る
二
人

の
賓
客
が
離
れ
た
と
こ
ろ
に
配
さ
れ
て
い
る
｡
左
の
側
面
に
は
安
倉
の
様
子
が
表
わ
さ
れ
､
調
理
を
す
る
人
､
料
理
を
運
ぶ
人
､
杯
を
挙
げ
る

人
な
ど
が
い
る
｡
左
の
側
面
で
は
音
楽
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
｡
楽
器
を
弾
じ
､
太
鼓
を
叩
-
人
が
い
る
｡
そ
の
奏
楽
の
中
央
に
､
亀
決
に
乗

っ

た
碑
が
置
か
れ
て
い
る
｡
碑
に
は
刻
銘
が
あ

っ
て
､
｢元
康
元
年
八
月
二
日

(追
)
合
稽
上
虞
｣
と
い
う
文
が
見
え
る
｡
す
な
わ
ち
'

こ
の
紳

亭
壷
が
､
合
稽
郡
の
上
虞
に
お
い
て
元
康
元
年

(二
九

一
年
)
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
､
年
代
の
知
ら

れ
る
神
事
壷
の
例
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
､
四
角
い
回
廊
が
聾
達
し
た
､
典
型
的
な
第
三
形
式

B
類
の
神
事
壷
は
､
元
康
の
初
年
こ
ろ
に
盛
行

し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
判
断
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
第
三
形
式
の
神
事
壷
の
展
開
の
お
お
よ
そ
の
方
向
は
､
上
部
中
央
に
あ
る
建
物
が
し
だ
い
に
大
き
-
､
高
-
な

っ

て
ゆ
く
こ
と
に
あ

っ
た
と
想
定
で
き
る
｡
上
部
上
層
の
建
物
が
蓉
達
し
た
例
と
し
て
､
紹
興
解
上
清
郷
鳳
風
山
三

〇
九
競
墓
出
土
の
例
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る

(囲

〓

l
Ⅱ
B
-
8
)
｡
こ
の
遣
物
は
'
高
さ
が
五

〇
皿｡
上
に
い
-

つ
か
挙
げ
た
､
典
型
的
な
Ⅲ

-

B
頬
の
神
事
壷
と
同
じ
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囲21 神事壷 (Ⅲ-9)

構
成
を
持

つ
が
､
た
だ
､
最
上
層
の
､
四
角
い
院
子
の
中
央
に
建

つ
建
物
が
二
層
の
模
闇
に
な

っ
て

い
る
｡
こ
の
例
を
特
に
取
り
挙
げ
た
の
は
､
こ
の
紹
興
三

〇
九
競
墓
に
は
紀
年
銘
の
あ
る
墓
碑
が
あ
っ

て
､
そ
れ
に
は

｢永
嘉
七
年
造
作
｣
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
永
嘉
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
､
西
育
末

年
の
年
競
｡
そ
の
七
年
は
､
西
暦
の
三

一
三
年
に
あ
た
る
｡
現
在
ま
で
に
報
告
の
あ
る
神
事
壷
に
関

係
す
る
紀
年
の
中
で
'
確
か
な
も
の
と
し
て
は
､
こ
の
年
軟
が
最
も
下
る
も
の
で
あ
る
｡

松
岡
美
術
館
所
蔵
の
神
事
壷
も
最
上
層
の
院
子
の
中
央
に
二
層
の
楼
閣
が
建

っ
て
い
る

(囲

二

一

260

,=鰍

Ⅱ
B
I
9
)
.
高
さ
は
五

〇
･
五

5
'
腹
樫
が
二
七

･

〇
g.
上
部
下
層
に
は
､
正
面
と
背
面
と
に
門

が
あ
る
｡
た
だ
､
門
の
左
右
に
立

つ
は
ず
の
嬰
閲
は
､
側
面
に
ま
わ

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
上
部
中
層
に
は
設
備
が
な
-
､
上
層

の
四
角
い
テ

ラ
ス
が
､
上
部
下
層
の
四
隅
に
置
か
れ
た
四
櫨
の
人
物
像
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
｡
上
部
の
四
角
い
テ
ラ
ス
の
四
隅
に
は
寄
せ
棟

の
四
角

い
建
物
が
立
ち
､
そ
の
間
が
垣
根
で
結
ば
れ
､
そ
の
中
閲
に
入
口
が
あ
る
｡
テ
ラ
ス
の
中
央
の
建
物
が
費
達
し
､
こ
れ
も
寄
せ
棟

の
二
層
の
建

物
と
な

っ
て
い
る
｡
ち
な
み
に
言
え
ば
､
第
三

･
第
四
形
式
の
紳
亭
壷
の
多
-
の
例
で
は
､
元
来
は
別
々
に
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
'
上
部
建
物

と
そ
れ
以
下
の
部
分
と
が
'
粕
薬
の
た
め
に
-

っ
つ
い
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
松
岡
美
術
館
の
例
で
は
､
こ
の
中
央

の
建
物

の

第

1
層
の
屋
根
が
外
れ
て
､
中
が
覗
け
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る

(圏
二

1
)O
ま
た
､
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
て
来
た
紳
亭
壷
の
例

で
は
､
段
々
小

さ
く
な
る
傾
向
に
あ
る
に
し
ろ
､
中
央
の
権
を
取
り
囲
ん
で
､
必
ず
四
つ
の
小
さ
い
確
が
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
例
で
は
､
そ
の

四
つ
の
確
が
滑
滅
し
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
お
そ
ら
-
は
､
テ
ラ
ス
の
四
隅
の
小
屋
と

一
つ
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
五
聯
碓
以
来
の

侍
続
の
中
核
を
な
す
部
分
が
､
こ
の
段
階
に
な

っ
て
滑
滅
し

っ
つ
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

圏

二

一
Ⅲ
B
-
10

に
挙
げ
る
'
北
京
の
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
紳
亭
壷
は
､
形
式
的
に
は
松
岡
美
術
館
の
も
の
よ
り
早
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
､

こ
れ
も
第
三
形
式

B
類
の
神
事
壷
の
典
型
的
な
様
式
の
･tO
の
が
撃
形
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
例
で
は
､
上
部
下
層
の
正
面
に
二
層
の
門
槙
が

あ
り
､
そ
の
楼
上
に
更
に
四
角
い
小
ぶ
り
の
建
物
が
乗

っ
て
い
る
｡
門
榎
の
左
右
に
は
'
二
つ
の
小
さ
い
権
が
配
さ
れ
､
そ
の
種
は
､
第

一
形
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式
の
神
事
壷
で
見
た
よ
う
な
､
控
え
壁
状
の
支
柱
の
上
に
乗

っ
て
い
る
｡
そ
の
権
の
上
に
は
屋
根
が
か
ぶ
せ
ら
れ
､
正
面
に
､
郵
便
ポ
ス
ト
の

よ
う
な
､
横
長
の
四
角
い
穴
が
開
い
て
い
る
｡
そ
の
様
に
､
両
手
を
胸
の
前
で
合
わ
せ
た
人
物
が
正
坐
し
て
お
り
､
二
つ
の
閑
は
､
松
岡
美
術

館
の
例
と
同
じ
く
､
側
面
に
ま
わ

っ
て
い
る
｡
上
部
上
層
に
は
'
四
角
い
テ
ラ
ス
が
あ
り
､
そ
の
四
隅
に
建
物
が
あ
る
が
'
そ
の
間
を

つ
な
ぐ

欄
干
な
ど
は
な
い
｡
テ
ラ
ス
の
中
央
に
あ
る
寄
せ
棟
の
建
物
は
､

一
層
で
あ
る
が
､
横
に
贋
が

っ
て
い
る
｡

囲

一
二

Ⅲ
B
-
11

に
示
し
た
'
メ
ト
ロ
ポ
-
タ
ン
美
術
館
所
蔵
の
神
事
壷
も
､
作
り
は
複
稚
で
あ
る
が
'
同
じ
形
式
に
屠
す
る
も
の
で
あ
る
｡

寓
虞
に
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
側
面
で
､
正
面
の
様
子
は
知
ら
れ
な
い
｡
こ
の
神
事
壷
の
第

l
の
特
徴
は
､
下
部
の
胴
髄
部
分
を
取
り
巻
-
固
帯

を
増
設
し
て
'
そ
の
上
に
､
蓮
華
座
に
坐
る
併
像
を
多
数
配
列
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
上
部
下
層
の
､
側
面
中
央
に
は
､
亀
鉄
に
乗

っ
た
碑

が
置
か
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
碑
が
側
面
に
ま
わ
る
例
が
多
い
こ
と
は
､
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
寓
寅
で
見
る
限
り
､
こ
の
碑

の
上
に

は
字
が
刻
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
碑
の
左
右
に
は
象
な
ど
の
動
物
が
い
る
｡
動
物
の
背
後
に
は
'
胸
の
前
で
手
を
合
わ
せ
る
人
物
が
い

る
｡
四
隅
の
小
さ
い
樺
は
'
四
角
-
な
り
､
屋
根
と
下
の
部
分
と
が

一
億
と
な

っ
て
､
鳥
の
巣
箱
か
郵
便
ポ
ス
ト
の
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
て

い
る
｡
上
部
上
層
に
は
'
四
角
い
テ
ラ
ス
の
中
央
に
二
層
の
建
物
が
建

っ
て
い
る
｡
こ
の
例
は
､
複
雑
で
､

一
見
'
華
麗
に
見
え
る
が
､
元

来

の
神
事
壷
が
､
五
聯
碓
以
来
引
き
継
い
で
き
た
基
本
的
な
要
素
が
失
わ
れ
て
ゆ
-
過
程
を
､
こ
こ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

[四
]

神
事
壷

Ⅳ

第
四
形
式
の
神
事
壷
は
'
元
来
､
中
央
の
権
の
口
縁
や
建
物
の
屋
根
の
張
り
出
し
で
あ

っ
た
部
分
が
'
権
を
水
平
に
取
り
巻
-
棚
状

の
突
起

に
な
り
'
そ
の
上
に
併
像
や
僧
侶
､
供
養
者
た
ち
が
多
数
並
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
第
四
形
式
の
神
事
壷
も
､
第
三
形
式

の
匝
分
に
基

づ
い
て
､
A
類
と

B
類
と
に
分
け
て
考
え
る
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
第
四
形
式

A
類
は
､
第
三
形
式

A
類
か
ら
費
展
し
た
と
考
え

ら
れ
る
も
の
で
､
中
央
の
確
の
口
線
上
の
突
起
が
蓉
達
し
て
､
壁
や
桂
を
形
成
し
､
そ
の
上
に
寄
せ
棟
の
屋
根
が
乗

っ
て
､
建
物
を
構
成
し
て

脱

い
る
形
式
の
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
囲
二
二

Ⅳ
A
l
l

に
示
す
､
南
京
高
家
山
二
親
墓
か
ら
出
土
し
た
神
事
壷
が
､
こ
の
部
類

に
属
し
て
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IVA-3 南京板橋鎖出土

ⅣA-6 奥蘇何山出土

ⅣB-3 寧波慈渓出土

ⅣA-5 甘家巷高場出土

ⅣB-2 上虞江山出土

ⅣA-1 南京高家山出土

ⅣA-4 江寧般家巷出土

ⅣB-1 江寧索野出土
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ⅣB-4 奥柳師子山Ml出土

ⅣB-7 杭州市博物館所蔵ⅣN-1 揚州育浦出土

圏22 紳亭壷第四形式

ⅣB-6 漸江省博物館所蔵

ⅣN-2 京都大学人文科学研究所所蔵

い
る
｡

(20)

費
掘
簡
報
に
よ
れ
ば
､
こ
の
紳
亭
壷

は
､
胴
健
部
分
に
馬
の
飾
り
が
八
頭
分

貼
り
附
け
ら
れ
､
そ
の
馬
の
上

に
は
冠

を
か
ぶ

っ
た
人
物
が
騎

っ
て
い
る
｡
上

部
は
二

つ
の
層
に
分
け
ら
れ
る
｡
そ

の

下
層
部
分
に
は
､
正
面
に
隻
閲
が
置
か

れ
､
閲
の
閲
に
は
二
層
の
建
物
が
あ
る
｡

そ
の
第
二
層
の
屋
根
を
熊
状
の
動
物
が

支
え
て
い
る
｡
側
面

(寓
虞

に
見
え
る

の
は
側
面
)
に

は

'

両
手
を
胸

の
前
に

合
わ
せ
て
正
坐
を
す
る
人
々
が
並
び
､

そ
の
上
部
に
は
､
内
側
を
向
い
た
鳥
が

い
く
羽
も
附
け
ら
れ
て
い
る
.
上
層
に

は
四
つ
の
門
が
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
の
門

の
下
に
は
､
下
層
と
同
様
の
'
胸
の
前

に
手
を
組
み
合
わ
せ
る
二
人
の
人
物
が

い
る
｡
こ
の
部
分
の
四
隅
に
は
'
そ
れ

E3∩∠

ぞ
れ
に
龍
首
と
小
さ
い
権
と
が
あ
り
､
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そ
の
権
に
は

一
羽
づ

つ
小
鳥
が
附
い
て
い
る
｡
頂
上
に
は
四
角
い
屋
根
が
乗
る
｡

こ
の
高
家
山
二
戟
墓
の
例
で
は
､
元
来
､
中
央
の
権
の
口
縁
で
あ

っ
た
部
分
が
､
平
た
い
棚
を
形
成
し
て
､
そ
こ
に
合
わ
せ
て
八
人

の
人
物

と
小
さ
い
権
と
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
報
告
書
が
上
層
の
四
隅
に
龍
首
が
あ
る
と
い
う
の
は
､
屋
根
を
支
え
る
柱
状
の
部
分

に
怪
獣

の
飾
り
が
附
い
て
い
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
柱
状
を
し
て
､
屋
根
を
支
え
て
い
る
怪
獣
は
､
寓
寅
で
は
よ
く
見
え
な
い

が
､
他
の
例
で
は
熊
の
形
を
取
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
柱
状
の
部
分
が
､
第
二
形
式
の
神
事
壷
の
口
綾
部
に
附
け
ら
れ
た
出

っ
張
り
か
ら
沓
達

し
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡
な
お
､
こ
の
高
家
山
出
土
の
神
事
壷
と
極
め
て
類
似
し
た
形
を
も

つ
例
と
し
て
､
江
蘇
省
句
容
解
石
獅
公
社
出
土

の

神
事
壷

(囲
二
二

Ⅳ
A
-
-
)

が
あ
り
､
こ
れ
を
出
土
し
た
前
後
二
室
か
ら
な
る
墓
の
碑
に
､
｢元
康
四
年
許
-
-
｣
の
銘
が
印
さ
れ
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
､
こ
の
墓
が
元
康
四
年

(二
九
四
年
)
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
知
ら
れ
､
ま
た
銘
文
に
は

｢許
｣
と
だ
け
あ

っ
て
､
そ
の
下
が
見
え
な

い
が
､
被
葬
者
が
'
句
容
の
豪
族
､
許
氏
の
関
係
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

囲
二
二

Ⅳ
A
-
3

に
示
し
た
'
南
京
市
中
華
門
外
の
板
橋
錦
出
土
の
神
事
壷
も
Ⅳ
-
A
形
式
に
属
す
る
も
の
で
､
上
部
の
建
物
が
す
こ
し
高

-
な

っ
て
い
る
｡
こ
の
神
事
壷
は
'
高
さ
が
四

l
･
五

m
あ
り
'

そ
の
腹
部

に
は
､
鋪
首
と
羽
根
を

ひ
ろ
げ

て
飛
ぼ
う
と
し

て
い
る

〟

僻
邪
″

と
の
飾
り
が
附
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

(寓
虞
で
は
よ
-
見
え
な
い
)
｡
確
の
上
部
は
四
膚
か
ら
な
り
､
そ
の
第

一
層

に
は
､
隻
閑

と
門
､
そ
れ
に
胸
の
前
で
手
を
組
ん
で
正
坐
す
る
人
物
像
八
億
が
置
か
れ
て
い
る
｡
第
二
層
は
棚
状
の
張
り
出
し
に
な

っ
て
お
り
､
そ
の
上

に

四

つ
の
門
が
開
き
､
門
の
正
面
に
は
小
鳥
が

一
羽
づ

つ
､
四
隅
に
は
小
さ
い
種
が
置
か
れ
て
い
る
｡
第
三
､
第
四
層
は
､
熊
状

の
柱

で
支
え
ら

れ
た
二
層
の
榎
を
な
し
て
い
る
｡
前
に
挙
げ
た
､
高
家
山
二
戟
墓
の
例
な
ど
で
は
､
こ
の
種
の
部
分
が

l
層
で
あ

っ
た
.

こ
の
神
事
壷
を
出
土
し
た
板
橋
鋸
の
墓
は
､
前
室
と
後
室
と
か
ら
な
る
蒔
作
り
の
も
の
で
､
少
な
か
ら
ざ
る
文
字
資
料
を
件
出
し
て
い
る
｡

そ
の
文
字
資
料
の

一
つ
が
墓
碑
上
に
陽
文
で
印
さ
れ
た
銘
文
で
､
全
部
で
十
五
種
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
｡
そ
の
主
要
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
'

次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
｡

[太
]
康
九
年
八
月
十
三
日
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永
寧
元
年
七
月
十
七
日
或
(-
)作
樽
壁

大
中
大
夫
高
卒
太
守
侯
府
若
年
七
十
三
尭

奥
興
陽
羨
入

居
丹
陽
江
寧
頼
郷
賛
中
里

こ
れ
ら
の
墓
碑
の
銘
文
か
ら
'
こ
の
墓
の
被
葬
者
は
､
奥
興
郡
陽
羨
出
身
の

｢侯
｣
と
呼
ば
れ
る
人
物
で
､
平
生
は
､
丹
陽
郡
江
寧
の
東
郷

奔
中
里
に
住
ま
い
し
て
い
た
.
官
位
は
大
中
大
夫
､二
日同
年
太
守
に
ま
で
昇

っ
た
｡
年
七
十
三
で
死
去
し
､
お
そ
ら
く
､
そ
の
部
下

で
あ

っ
た
ろ(21)

う
或
(-
)な
る
人
物
が
'
永
寧
元
年

(三
〇
一
年
)
の
七
月
に
こ
の
墓
を
作

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
､

こ
の
墓
の
費
掘
報
告
者

は
､
[太
]
康
九
年

(二
八
八
年
)
銘
の
樽
が
ま
じ

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
'
こ
う
し
た
銘
文
の
全
て
が
こ
の
墓

の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
'

以
前
か
ら
あ
る
外
範
を
用
い
て
樽
を
作

っ
た
た
め
'
別
の
墓
の
た
め
の
銘
文
も
混
じ

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
｡
確
か
に
､
樽

の

銘
は

[太
]
康
九
年
と
責
め
そ
う
で
あ
る
が
､
破
損
の
結
果
そ
う
見
え
る
の
で
あ

っ
て
､
元
来
は
元
康
九
年

(二
九
九
年
)
の
紀
年
で
あ

っ
た
と

す
れ
ば
､
同

l
の
墓
の
も
の
と
考
え
て
も
大
き
な
矛
盾
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
.
も
う

一
つ
､
こ
の
墓
か
ら
件
出
し
た
文
字
資
料
と
し
て
注
目

す
べ
き
は
買
地
券
で
あ

っ
七
､
そ
れ
は
､
墓
の
前
室
に
し

っ
ら
え
ら
れ
た
祭
毒
の
上
に
､
恐
ら
-
葬
儀
の
時
に
置
か
れ
た
状
態
の
ま
ま
で
尊
兄

さ
れ
て
い
る
｡
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
｡

永
寧
二
年
二
月
辛
亥
朔
､
廿
日
庚
子
､
楊
州
慮
江
郡
大
中
大
夫
､
汝
陰
口
□
□
□
□
丹
陽
郡
□

寧
嚇
頼
郷
襟
湖
里
､
地
方
員
五
頃
八
十
私
､
直
鎖
二
百
寓
､
即
日
交

[畢
]
､
□

方
庚
辛
､
北
方
壬
突
､
中
英

(央
)
戊
己
､
謹
知
家
前
､
如
律
令

若
有
問
誰
所
書
是
魚
､
魚
所
在
深
水
源
､
欲
得
者
河
伯
求

す
な
わ
ち
へ
永
寧
二
年
の
二
月
二
十
日
に
､
慮
江
郡
の
大
中
大
夫
で
あ
り
'
汝
陰

[侯
]
に
封
ぜ
ら
れ
た
□
□

(墓
の
被
葬
者
)
が
､
丹
陽

郡
永
寧
嚇
頼
郷
凍
湖
里
に
墓
地
の
た
め
の
土
地
を
買

っ
た
｡
そ
の
土
地
の
大
き
さ
は
五
頃
八
十
私
､
値
段
は
二
百
寓
鏡
｡
そ
の
場
で
文
挟
を
す
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ま
せ
た
｡
東
西
南
北
の
境
界
を
定
め
､
家
墓
の
前
で
､
律
令
ど
う
り
に
､
そ
れ
を
確
認
し
た
｡
誰
が
そ
の
文
書
を
書
い
た
の
か
と
い
え
ば
､
そ

れ
は
魚
で
､
そ
の
魚
は
深
い
水
の
中
を
好
い
で
い
る
｡
魚
と
合
い
た
い
者
は
､
河
伯
の
も
と
を
訪
ね
る
よ
う
に
､
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡
買
地

券
は
､
墓
中
に
納
め
る
た
め
の
呪
術
的
な
文
書
な
の
で
は
あ
る
が
､
こ
れ
に
よ

っ
て
永
寧
二
年
二
月
に
こ
の
墓
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
確
定
さ

れ
､
前
の
碑
文
に
見
た
よ
う
に
､
そ
の
七
月
に
墓
が
築
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

囲
二
二

Ⅳ
A
-
4

に
示
し
た
､
南
京
の
郊
外
､
江
寧
麻
殻
家
巷
出
土
の
紳
亭
壷
も
､
Ⅳ
-
A
形
式
の
神
事
壷
の
流
れ
に
腐
す
る
も
の
で
あ
る
｡

下
部
の
､
種
の
腹
部
に
は
､
鋪
首
'
龍
､
喉
の
貼
り
附
け
文
様
が
見
え
る
と
い
う
｡
上
部
の
下
層
に
は
､
蓮
華
座
に
坐

っ
た
悌
像
が
並
べ
ら
れ
､

上
層
の
張
り
出
し
た
棚
の
上
に
は
鳥
が
並
ん
で
い
る
｡
鳥
の
背
後
､
中
央
の
権
の
口
の
上
に
､
柱
に
支
え
ら
れ
た
寄
せ
棟
の
屋
根
が
乗

っ
て
い

る
の
は
､
江
寧
嚇
石
獅
公
社
出
土
の
神
事
壷
な
ど
と
同
様
で
あ
る
｡
た
だ
愛
化
し
た
鮎
と
し
て
､
こ
れ
ま
で
に
見
て
来
た
神
事
壷
で
は
､
貼
り

附
け
ら
れ
た
小
鳥
は
､
み
な
確
の
口
の
ほ
う
を
向
-
の
で
あ

っ
た
が
､
こ
の
例
で
は
､
鳥
が
､
巽
を
羽
ば
た
か
せ
る
よ
う
に
し
て
外
を
向

い
て

い
る
.
こ
の
こ
と
は
､
神
事
壷
が
本
来
備
え
て
い
た
意
味
が
饗
質
し

っ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
こ
の
神
事
壷
が
､
紅

陶
で
作
ら
れ
顔
料
が
塗
ら
れ
て
い
る
と
い
う
鮎
も
､
青
宝
を
基
本
と
し
て
き
た
神
事
壷
の
侍
続
か
ら
外
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

囲
二
二

Ⅳ
A
-
5

の
､
南
京
甘
家
巷
高
場

一
戟
墓
出
土
の
神
事
壷
も
､
前
に
挙
げ
た
般
家
巷
の
例
と
似
て
い
る
｡
こ
れ
は
黒
粕

の
宝
器
で
､

高
さ
が
四
二

m
､
腹
径
が
二
六

皿
｡
腹
部
に
は
､
悌
像
､
鋪
首
､
魚
の
貼
り
附
け
文
様
が
見
え
る
｡
上
部
下
層
の
正
面
に
は
隻
閲
の
あ
る
門
が

設
け
ら
れ
､
門
の
正
面
に
は
､
胸
の
と
こ
ろ
で
両
手
を
合
わ
せ
て
坐

っ
て
い
る
併
像
が
置
か
れ
て
い
る
｡
ま
た
下
層
の
四
隅
に
は
四

つ
の
小
さ

い
権
が
置
か
れ
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
閲
に
は
､
二
鱒
づ

つ
､
門
の
前
に
あ

っ
た
の
と
同
様
の
併
像
が
配
さ
れ
て
い
る
｡
上
部
上
層

の
､
権

の

口
綾
部
が
贋
が

っ
て
で
き
た
棚
の
上
に
も
多
く
の
悌
像
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
併
像
の
背
後
､
中
央
の
権
の
口
の
上
に
は
'
四
方

に
門
を

持

っ
た
四
角
い
建
物
が
置
か
れ
'
そ
れ
ぞ
れ
の
門
の
中
に

一
能
づ

つ
悌
像
が
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
建
物
の
屋
根
は
､
寄
せ
棟
に
な

っ
て
お

り
､
こ
の
部
分
だ
け
粕
薬
が
掛
け
ら
れ
て
い
な
い
｡

囲
二
二

Ⅳ
A
-
6

に
示
し
た
､
蘇
州
郊
外
､
奥
麟
何
山
出
土
の
神
事
壷
も
Ⅳ
-
A
形
式
に
展
す
る
が
､
そ
の
陶
塑
の
配
置
な
ど
に
つ
い
て
は
､
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Ⅲ
-
B
形
式
の
､
メ
ト
ロ
ポ
-
タ
ン
美
術
館
所
蔵
の
神
事
壷

(囲

〓

一
皿
B
-
11
)

な
ど
と
も
関
係
を
持

つ
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
｡
こ

の

奥
麟
何
山
の
例
は
､
高
さ
が
四
八

g
'
底
樫
が
十
五

m
で
､
腹
樫
は
分
か
ら
な
い
｡
そ
の
下
部
､
権
の
腹
部
に
は
､
悌
像
､
虎
頭
､
群
邪
､
朱

雀
､
魚
な
ど
の
飾
り
が
附
-
｡
ま
た
権
の
肩
の
部
分
に
は
圏
帯
が
増
設
さ
れ
､
そ
の
上
に
､
蓮
華
座
に
坐
る
備
像
や
胸
の
前
で
手
を
合
わ
せ
て

正
坐
す
る
人
物
な
ど
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
｡
上
部
は
三
層
か
ら
な
る
｡
そ
の
下
層
に
は
､
隻
閲
を
備
え
た
門
が
前
後
に
置
か
れ
て
い
る
｡
門
の

屋
根
は
熊
状
の
動
物
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
､
そ
の
屋
根
の
上
に
は
､
頭
に
肉
磐
の
よ
う
な
癖
を
附
け
た
人
物
が
う
ず
-
ま

っ
て
い
る
｡
下
層
の

側
面
に
は
､
悌
像
と
胸
の
前
で
手
を
合
わ
せ
る
人
物
と
が
お
り
'
そ
の
真
ん
中
に
碑
が
建

っ
て
い
る
｡
上
部
中
層
に
は
､
そ
の
四
隅
に
､
元

来

の
小
さ
い
種
が
埜
形
し
た
'
口
の
開
い
た
小
屋
が
置
か
れ
､
小
屋
の
間
に
は
､
二
人
づ

つ
､
頑
に
肉
撃
を
乗
せ
､
う
ず
-
ま

っ
て
い
る
人
物
像

が
置
か
れ
る
｡
上
部
の
中
央
に
は
､
二
層
の
四
角
い
建
物
が
建

っ
て
い
る
｡

(22)

賛
掘
報
告
に
よ
れ
ば
'
側
面
の
碑
に
は
､
そ
の
圭
首
の
部
分
に

｢再
宿
｣
'
そ
の
下
に
､
三
行
に
し
て
'
｢出
始
寧
､
用
此
口
､
宜
子
孫
､
作

吏
高
､
其
楽
無
極
｣
と
あ
る
と
い
う
｡
し
か
し
'
前
引
の
上
海
博
物
館
所
蔵
の
神
事
壷

(園

一
二

Ⅲ
A
-
1
)

の
例
や
､
あ
る
い
は
ま
た
､
奥

嚇
獅
子
山
四
碗
墓
出
土
の
神
事
壷

(囲
八

Ⅱ
-
11
)

に
附
く
同
様
の
碑
の
銘
文
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
'
｢再
両
｣
は

｢
合
稽
｣
､
そ
れ
以
下
の
部

分
も

｢出
始
寧
､
用
此
葬
喪
宜
子
孫
'
作
吏
高
遷
衆

(楽
)
無
極
｣
と
あ

っ
た
も
の
が
､
粕
薬
が
か
か

っ
た
た
め
讃
み
に
-
-
な

っ
て
い
る
の

だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

第
四
形
式
の
も
う

一
つ
の
類
型
､
Ⅳ
1
B
形
式
の
も
の
は
､
第
三
形
式
の
神
事
壷
の
B
類
を
引
き
縫
い
で
､
中
央
の
種
の
口
縁
の
上
に
､
四

角
い
垣
根
か
回
廊
に
囲
ま
れ
た
建
物
が
乗
る
も
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
囲
二
二

Ⅳ
B
-
1

に
挙
げ
た
､
江
寧
願
淳
化
郷
索
野
蒔
瓦
廠

l
髄
墓
出
土

の
神
事
壷
は
､
Ⅲ
-
B
形
式
か
ら
Ⅳ
-
B
形
式

へ
の
過
渡
的
な
形
態
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
例
は
､
高
さ
が
三
八

皿
､
腹
樫
が
二

〇
m
｡
蓉
掘

(23)

報
告
に
よ
れ
ば
､
下
部
の
胴
鱒
部
分
に
は
､
鷲
鳳

(特
殊
な
尾
羽
根
を
も

っ
た
烏
が
､
背
面
形
で
飾
り
に
な

っ
て
い
る
｡
同
類

の
烏
は
､
園
八

6ウム

Ⅱ
-
7
､
Ⅱ
-
12
に
も
見
え
た
)
が
八
弱
､
巡
ら
さ
れ
て
い
る
｡
上
部
は
三
層
に
分
か
れ
'
そ
の
下
層
に
は
'
正
面
に
門
閥
が
あ

っ
て
､
二
つ
の
閲
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の
閲
に
は
､
烏
を
挟
ん
で
二
人
の
胡
人
が
い
る
｡
門
閥
の
横
に
は
､
合
わ
せ
て
九
髄
の
､
囲
光
を
附
け
た
併
像
が
並
ぶ
｡
上
部
中
層
に
は
､
報

告
書
が
胡
人
と
比
定
し
て
い
る
合
掌
す
る
人
物
'
小
さ
い
確
と
そ
れ
を
背
負
う
熊
､
そ
れ
に
二
羽
の
烏
が

一
組
み
に
な
り
､
そ
の
組
み
合
わ
せ

が
四
つ
巡
ら
せ
ら
れ
る
｡
上
層
に
は
､
四
角
い
欄
干
と
寄
せ
棟
作
り
の
建
物
が
あ
る
｡
欄
干
の
四
隅
に
は
悌
像
が

一
つ
づ

つ
置
か
れ
て
い
る

(
こ
の
配
置
は
､
漠
代
の
明
器
の
陶
製
の
望
榎
で
､
四
隅
に

1
人
づ

つ
人
物
が
配
さ
れ
て
い
る
の
と
類
似
す
る
)
｡
こ
の
四
角
い
テ
ラ
ス
の
中
央

に
置
か
れ
た
屋
根
が
､
そ
の
下
の
磨
り
臼
の
模
型
の
上
に
か
ぶ
さ

っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
述

べ
た

(圏
十
八
)
｡

こ
の
例
が
､

Ⅲ
-

B
形
式
か
ら
Ⅳ
I
B
形
式

へ
の
過
渡
的
な
形
態
を
示
す
と
い
う
の
は
､
上
部
中
層
の
'
報
告
書
の
い
う
胡
人
や
小
さ
い
樺
な
ど
を
乗
せ
た

棚
状
の
張
り
出
し
に
は
､
そ
の
表
面
に
波
状
の
凹
凸
が
見
え
て
､
そ
の
部
分
が
､
元
来
の
屋
根
と
し
て
の
特
徴
を
留
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

ち
な
み
に
､
こ
の
索
野
樽
瓦
廠

一
統
墓
は
､
前
後
二
室
か
ら
な
る
樽
室
墓
で
､
そ
の
墓
碑
に
印
さ
れ
た
銘
文
を

つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
次

の
よ

う
な
文
章
に
な
る
｡

姓
朱
､
江
乗
人
､
居
上
描
､
太
歳
庚
子
､
背
中
呉
､
天
下
太
平

す
な
わ
ち
､
こ
の
墓
の
被
葬
者
の
姓
は
朱
で
､
江
乗
の
出
身
､
上
描

(-
)
で
生
活
を
し
て
い
た
｡
庚
子
の
歳
'
晋
は
呉
を
平
げ
て
､
天
下
は

太
平
で
あ
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
庚
子
は
､
西
背
の
太
康
元
年
､
西
暦
二
八

〇
年
､
奥
の
孫
時
が
薯
に
降
服
し
た
歳
で
あ
る
｡
西
宵
が

東
呉
を
平
定
し
て
天
下
は
太
平
だ
と
い
う

一
種
の
吉
祥
句
を
墓
壁
に
表
し
て
い
る
こ
と
は
､
こ
の
墓
が
築
か
れ
た
の
が
そ
の
で
き
ご
と
か
ら
あ

ま
り
隔
た
ら
ぬ
時
期
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
-
､
こ
の
神
事
壷
も
'
ほ
ぼ
そ
の
頃
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

同
様
の
形
態
を
持

つ
も
の
で
'
年
代
の
推
定
で
き
る
例
を
挙
げ
れ
ば
､
囲
二
二

Ⅳ
B
-
2

の
､
漸
江
省
上
虞
嚇
江
山
出
土

の
神
事
壷
は
､
天

紀
元
年

(二
七
七
年
)
の
紀
年
銘
の
あ
る
墓
碑
を
持

つ
墓
か
ら
で
た
も
の
で
あ
り
､
囲
二
二

Ⅳ
B
-
3

に
示
し
た
､
寧
披
市
慈
渓
嚇
出
土
の
例
は
'

｢太
康
元
年
桑
臣
作
｣
と
い
う
銘
文
の
墓
碑
の
あ
る
墓
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
｡
太
康
元
年
は
'
上
述

の
よ
う
に
､
西
暦
二
八

〇
年
｡

こ
の
寧

波
出
土
の
神
事
壷
に
は
､
上
部
下
層
の
､
門
閥
の
横
に
肩
車
を
し
た
喉
が
い
る
こ
と
､
上
層
の
テ
ラ
ス
の
四
隅
に
は
そ
れ
ぞ
れ
犬
が
い
る
こ
と
､

上
層
中
央
の
建
物
が
囲
簡
形
の
壁
を
持
ち
､
そ
の
屋
根
に
は
四
羽
の
烏
が
乗
る
こ

と
な
ど
､

い
さ
さ
か
他
の
例
と
は
異
な

っ
た
要
素
が
見
え
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る

｡こ
の
よ
う
な
過
渡
的
要
素
を
の
こ
し
た
例
を
引
き
継
い
で
､
典
型
的
な
第
四
形
式

B
頬
の
神
事
壷
が
出
現
す
る
｡
囲
二
二

Ⅳ
B
-
4

に
示
し

た
の
が
'
そ
の
典
型
的
な
例
の

1
つ
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
江
蘇
省
呉
願
獅
子
山

l
坂
か
ら
出
土
し
た
神
事
壷
｡
高
さ
が
四
六

･
五

皿
｡
下
郡
の

胴
鰻
部
分
に
は
､
な
に
も
飾
り
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
上
部
の
下
層
に
は
､
正
面
と
背
面
と
に
門
が
あ

っ
て
､
正
面
の
門
に
は
讐
閲
が

つ
-
｡

門
榎
の
桂
は
熊
状
の
動
物
に
な

っ
て
い
る
｡
左
右
の
側
面
に
は
､
四
髄
づ

つ
､
蓮
華
座
に
坐

っ
た
悌
像
が
置
か
れ
る
｡
中
層
の
張
り
出
し
の
上

に
は
､
前
と
後
ろ
と
に
さ
し
か
け
の
建
物
が
あ
り
､
熊
状
の
動
物
が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
｡
中
層
の
四
隅
に
は
小
さ
い
権
が
置
か
れ
る
｡
側
面

の
､
権
の
間
に
は
外
向
き
の
鳥
が
い
る
｡
上
部
上
層
は
'
四
角
い
垣
根

(回
廊
)
に
囲
ま
れ
た
中
に
､
二
層
の
楼
閣
が
立

つ
｡
そ
の
垣
根

の
側

面
に
花
び
ら
状
の
透
か
し
文
様
が
入
る
の
は
､
他
の
Ⅳ
I
B
形
式
の
神
事
壷

(囲
二
二

Ⅳ
B
-
6
)

に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
獅
子
山

一

競
墓
の
神
事
壷
の
最
上
層
に
あ
る
模
閣
は
､
軒
の
角
の
部
分
が
反
り
か
え

っ
て
､
現
宴
の
建
物
の
形
か
ら
は
離
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
こ
の
呉

解
獅
子
山

一
競
墓
の
墓
碑
に
は
､
｢
元
康
五
年
七
月
十
八
日
｣
と
い
う
印
文
の
銘
を
持

つ
も
の
が
あ
る
｡
元
康
五
年
は
､
西
酉
の
恵
l帝
の
年
碗
'

西
暦
で
は
二
九
五
年
に
あ
た
る
｡

囲
二
二

Ⅳ
B
I
5

に
示
し
た
神
事
壷
も
､
典
型
的
な
Ⅳ
I
B
形
式
の
例
で
あ
る
｡
た
だ
､
こ
の
例
で
は
､
上
部
の
四
角

い
垣
根
に
囲
ま
れ
た

棲
闇
の
部
分
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
囲
二
二

Ⅳ
B
1
6

の
'
漸
江
省
博
物
館
所
蔵
の
紳
亭
壷
も
ま
た
同
様
の
例
の

一
つ
｡
胴
健
部
分
に

ハ
ゼ
状
の
動
物
の
貼
り
附
け
文
様
が
見
え
る
の
は
､
古
い
要
素
を
留
め
た
も
の
｡
中
層
の
四
隅
に
置
か
れ
た
小
さ
い
権
に
は
屋
根
が

つ
き
､
側

面
に
四
角
い
切
り
扱
き
が

つ
い
て
､
郵
便
ポ
ス
ト
形
に
髪
形
し

っ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡
ま
た
上
層
の
'
四
角
い
垣
根
の
側
面
に
は
､
花
び

ら
形
の
透
か
し
文
様
が
入

っ
て
い
る
｡
同
類
の
典
型
的
な
Ⅳ
-
B
類
の
神
事
壷
に
屠
す
る
も
の
の
中
で
､
上
述
の
呉
解
獅
子
山

一
競
墓

の
例

の

ほ
か
に
､
年
代
が
推
定
で
き
る
も
の
を
奉
げ
れ
ば
､
囲
二
二

Ⅳ
B
1
7

は
､
杭
州
市
か
ら
出
土
し
た
例
で
､
こ
れ
が
出
た
､
杭
M
3
3
と
呼
ば
れ

て
い
る
碑
室
墓
か
ら
は
､
｢太
康
八
年
八
月
臭
作
辞

(壁
)
｣
｢太
康
八
年
八
月
□
□
廿
三
日
奥
氏
作
｣
な
ど
と
い
う
銘

の
あ
る
樽
が
見

つ
か

っ

6りム

て
い
る
｡
太
康
八
年
は
､
西
暦
の
二
八
七
年
に
あ
た
る
｡
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囲23 甑客紳亭壷固24 甑竃神事壷

以
上
に
述
べ
て
き
た
の
は
､
後
湊
時
代
か
ら
西
育
時
代
後
牛
に
お
よ
ぶ
時
期
の
､
五
聯
権

と
紳
亭
壷
の
形
態
的
な
愛
蓮
で
あ

っ
た
｡
こ
う
し
た
変
遷
を

1
つ
の
流
れ
と
し
て
理
解
し
よ

う
と
し
た
の
は
'
そ
れ
ら
の
多
-
が
越
客
で
生
産
さ
れ
た
宝
器
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
い
-

つ
か
の
神
事
壷
に
作
り

つ
け
ら
れ
た
碑
文
の
上
に
合
稽
'
上
虞
と
い

っ
た

文
字
が
見
え
た
よ
う
に
､
こ
れ
ら
の
宝
器
は
主
と
し
て
合
稽
郡
の
上
虞

で
生
産
さ
れ
た
と
推

定
さ
れ
る
｡
漸
江
省
上
虞
願
の
南
方
､
曹
蛾
江
中
流
域

の
河
岸
墓
地
が
'
後
湊
時
代
以
来
､

越
奮
宝
器
生
産

の
中
心
地
で
あ

っ
た
｡
こ
こ
に
挙
げ
て
来
た
五
聯
権
と
紳
亭
壷
と
の
う
ち
､

そ
の
大
部
分
の
も
の
が
､
こ
の
地
域

で
生
産
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
､
西

背
時
期
に
な
る
と
､
永
嘉

(温
州
)
を
中
心
と
し
た
甑
竃
や
金
華
を
中
心
と
し
た
要
州
客

の

生
産
も
す
で
に
盛
ん
に
な

っ
て
い
た
と
さ
れ
'
そ
れ
ら
の
土
地
で
生
産
さ
れ
る
陶
宝
器

の
中

(24)

に
は
紳
亭
壷
の
類
も
含
ま
れ
て
い
た
｡
た
と
え
ば
､
囲
二
三
､
二
四
に
示
し
た
の
が
､
甑
客

の
南
蛮
紳
亭
壷
の
例
で
あ
る
｡
形
は
駈
塞
猫
白
の
特
徴
を
持

つ
が
､
上
部
中
央
に
大
き
な
確
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が
置
か
れ
､
そ
の
周
り
に
四

つ
の
小
さ
い
権
が
配
さ
れ
る
と
い
う
基
本
的
な
構
成
は
'
越
客
系
統
の
､
五
聯
碓

･
紳
亭
壷
の
も
の
と
愛
わ
る
と

こ
ろ
が
な
い
｡
あ
る
い
は
､
囲

一
(五
聯
確

1
-
7
)
の
'
武
義
出
土
の
五
聯
権
は
要
州
客
の
産
品
だ
と
さ
れ
る
｡

こ
の
例

で
も
､
五
聯
権

の
基

本
的
な
形
態
は
守
ら
れ
な
が
ら
､
猪
白
の
特
色
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
例
か
ら
考
え
れ
ば
､
こ
れ
ま
で
に
取
り
琴
げ

て
来
た
五

聯
権

･
神
事
壷
の
中
に
､
越
竃
系
統
と
は
別
の
も
の
が
混
じ

っ
て
い
て
'
こ
こ
で
試
み
た
形
式
分
類
や
編
年
を
乱
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
も
否
定
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

そ
の
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ

つ
つ
'

一
鷹
､
越
竃
系
統
の
五
聯
種

･
紳
亭
壷
と
考
え
ら
れ
る
遺
物
の
う
ち
､
年
代
を
考
え
る
た
め
の
資
料
が

あ
る
も
の
を

一
覧
表
に
し
て
み
る
と
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡



神事壷と東奥の文化

表 1 五聯権 神事壷 紀年一覧

年 代 出 土 地 紀年遺物 形式 文 献

墓碑 五聯 Ⅰ 文物1983-6
買地券 五聯Ⅱ 文物資料叢刊8
墓碑 神事Ⅱ 考古1991-3

文物1989-1
人民中国1963-6
故宮月刊109
文物1977-6

文物資料叢刊8
東南文化1989-2
考古1987-7

文物1980-10
東南文化1989-2
考古1988-9

考古1988-10
文物資料叢刊3
考古1976-6
文物資料叢刊3
考古1985-10

考古学報1957-4
考古学報1988-2
文参1956-12
文物1965-6
文物1991-6

A

B

B

B

B

B

A

B

B

A

B

B

N

A

A

B

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

-

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

聯

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

亭

五

紳

紳

両

神

両

神

紳

紳

紳

紳

紳

両

神

紳

神

紳

紳

紳

輔

墓碑

神事碑

紳亭碑

墓碑

墓碑

墓碑

墓碑

墓碑

墓碑

墓碑

神事碑

神事碑､墓碑

墓碑

劉地買iⅦし口

碑

蒔

樽

樽

碑

蒔

碍

墓

墓

墓

墓

墓

墓

墓

永初三年(109) 漸江上虞

五鳳元年(254) 南京幕府山

太平二年(257) 漸江嘆願大塘嶺

永安三年(260) 金壇方山

同 上 斬江紹輿

賓鼎四年(269) 不明

天璽元年(275) 金壇白塔

天朋元年(275) 江寧上房

天紀元年(277) 上虞江山

太康元年(280) 江寧東野

同 上 寧波慈渓

太康八年(287)' 杭州市

太康九年(288) 漸江峡解M75
元康元年(291) 漸江陽中

元康三年(293) 呉嚇獅子山M2

元康四年(294) 句容石獅

元康五年(295) 呉解獅子山M1
元康七年(297) 江寧張家山

同 上 宜興周氏墓

同 上 儀徴背浦M93
永康元年(300) 析江講堂

永寧元年(301) 南京板橋鎮

永嘉七年(313) 紹興鳳嵐山

こ
の
表
の
､
五
聯
権
と
紳
亭
壷

の
製
作
年
代
を
決
め

る
資
料
と
な
る
も

の
の
う
ち
､
神
事
壷

に
附
け
ら
れ
た

碑
銘
の
紀
年
が
最
も
信
頼

で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
墓
碑
や

員
地
券
に
見
え
る
紀
年
は
､
直
接

に
は
､
そ
れ
ら
の
遺

物
が
収
め
ら
れ
た
墓

の
年
代
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り

と
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
奥
嚇
獅
子
山

二
親
墓
の
､
神
事
壷

の
碑
銘
と
紀
年
墓
碑
が
揃

っ
て
い

る
例
や
､
南
京
板
橋
鋸

の
､
墓
碑
と
買
地
券
と
が
揃

っ

て
い
る
例
な
ど
か
ら
､
三
種
類

の
資
料

の
そ
れ
ぞ
れ
が

示
す
日
づ
け
が

一
年

ほ
ど
の
幅

の
中

に
収
ま

っ
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
五
聯
権
や
神
事
壷
は
'

侍
世
し
た
り
日
常
生
活

の
中

で
長
-
愛
用
さ
れ
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
-
､
葬
迭
行
事

に
際
し
て
用
意
さ
れ
る

儀
樽
的
な
物
品
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
､
そ
れ
ゆ
え
､

そ
れ
ぞ
れ
の
五
聯
権
や
神
事
壷

の
製
作
年
代
を
決
め
る

た
め
に
､
そ
れ
を
出
土
し
た
墓
か
ら
件
出
す
る
買
地
券

や
墓
碑
の
紀
年
を
用
い
て
も
､
そ
れ
ほ
ど
不
都
合
が
な

い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

一
覧
表
に
見
え
た
年
代
と
私

の
形
式
分
類
と
を
組
み
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表 2 五聯権 神事壷系統囲

神事壷ⅢA

神事壷ⅣA
｣

神事壷ⅢB

｣細事壷ⅣB

｢ 二

五㌣ 慧 Ⅰ竺 ≡ 芸≡≡:神事壷 Ⅰ- 神事壷Ⅱ

合
わ
せ
れ
ば
､
五
聯
権
か
ら
神
事
壷

へ
つ
な
が
る
猪
特
の
形
態
を
持

つ
陶
宝
器

の
流
れ
を
､
表

二
の
よ
う
に
系

統
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
系
統
表
に
つ
い
て
､
簡
軍
に
説
明
を
加
え
る
｡
左
端
に
､
五
聯
権

(観
念
的
な
も

の
)
と
あ
る
の
は
､

全
く
飾
り
を
持
た
な
い
五
聯
権

Ⅱ
形
式
が
､
五
聯
権

Ⅰ
形
式
か
ら
直
接
に
､
そ
の
熊
や
烏
な
ど

の
装
飾
を
取
り

除
い
て
､
出
て
き
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
､
い
さ
さ
か
困
難
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､
漠
代

に
､
五

つ
の
南
東

形
容
器
を
組
み
合
わ
せ
た
だ
け
の
､
装
飾
の
な
い
五
聯
権
の
原
型
が
存
在
し
た
と
想
定
し
た
も

の
で
あ
る
｡
そ

う
し
た
原
型
に
な
る
遺
物
が
将
来
見

つ
か
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
､
あ
る
い
は
観
念
的
な
も

の
と
し
て
､
賓
際

に
は
存
在
し
な
い
が
､
人
々
の
意
識
の
中
だ
け
に
存
在
し
て
､

一
つ
の
モ
デ
ル
と
し

て
､
形
式

の
展
開

に
影
響

を
輿
え
た
も
の
な
の
か
は
､
現
在
の
資
料
だ
け
か
ら
で
は
判
断
が

つ
け
に
-

い
｡
ま
た
､
神
事
壷

Ⅳ

A
と

Ⅳ
B

と
の
形
式
を
､
そ
れ
ぞ
れ
神
事
壷

Ⅲ
A
､

Ⅲ
B
か
ら
蔽
生
し
た
よ
う
に
表
わ
し
た
の
は
'
第
四
形
式

の
神
事
壷

は
､
第
三
形
式
の
も
の
を
基
礎
に
､
そ
こ
に
な
る
べ
-
多
-
の
備
像
な
ど
を
並

べ
よ
う
と
し
て
出

て
き
た
形
式

の
も
の
で
あ

っ
て
､
第
三
形
式
の
神
事
壷
が
そ
れ
に
よ

っ
て
取

っ
て
代
わ
ら
れ

て
し
ま

っ
た
と
は
考
え
な

い
か

ら
で
あ
る
｡
第
四
形
式
の
神
事
壷
は
､
死
者
を
悌
教
信
仰
に
よ

っ
て
祭
る
た
め
に
作
ら
れ
た
､
特
別

の
祭
且
ハ
で

あ

っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

表

一
の

1
覚
表
に
も
見
え
る
よ
う
に
､
神
事
壷
の
う
ち
､
確
か
な
年
代

の
知
ら
れ
る
も
の
は
､
西
育
時
代

の

晩
期
ま
で
し
か
存
在
し
て
い
な
い
｡

一
例
だ
け
､
斬
江
省
蔚
山
解
か
ら
出
土
し
た
も

の
で
､
東
晋

の
元
帝
､
永

昌
元
年

(三
二
二
年
)
の
墓
碑
を
持

つ
墓
か
ら
出
た
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る

(囲
八

Ⅱ
-

7

)

｡
し
か
し
､
こ

れ

は
､
わ
た
し
の
編
年
で
は
第
二
形
式
に
魔
す
る
も
の
で
あ
り
､
す
で
に
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
､
と
う
て
い
東
晋

時
期
の
製
作
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
墓
碑
の
讃
み
に
問
題
が
あ
る
の
か
､
あ
る
い
は
こ
の
神
事
壷
を
再
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利
用
し
た
も
の
か
'
な
に
か
特
殊
な
事
情
が
あ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
'
後
漢
時
代
以
来
の
､
五
聯
権
か
ら
神
事
壷
に
つ
な
が
る
､
陶
宝
の
壷
を
め
ぐ
る
地
方
的
な
侍
承
は
､
西
育
時
代
末
年

に
な
る

と
､

一
旦
は
途
切
れ
る
｡
た
だ
そ
の
侍
続
が
全
-
断
絶
し
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
陶
宝
器
の
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
堆
塑
を
飾

っ
て
､
そ
の

器

に特
殊
な
意
味
を
持
た
せ
て
墓
中
に
納
め
る
風
習
は
'
特
に
中
国
の
南
方
地
域
に
お
い
て
､
後
世
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
お
り
､
そ
の
侍
銃

き
え

は
､
例
え
ば
､
末
か
ら
元
明
の
時
期
に
､
江
西
省
を
中
心
に
盛
行
す
る
龍
虎
瓶
､
坂
依
瓶
､
日
月
壷
な
ど
と
呼
ば
れ
る
壷
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
く

(25)

の
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
壷
を
め
ぐ
る
侍
承
に
つ
い
て
'
南
北
朝
期
か
ら
唐
代
半
ば
ま
で
の
期
周
は
､

一
見
し
た
と
こ
ろ
､
そ
の
確
か
な
痕
蹟
が

な
い
よ
う
に
も
判
断
さ
れ
る
｡
し
か
し
'
た
と
え
ば
､
囲
二
二

Ⅳ
N
-
1
､
Ⅳ
N

-

2

に
示
し
た
よ
う
な
例
が
､
神
事
壷

の
最
後

の
段
階

の
形
態

を
示
し
､
そ
の
空
白
期
閲
を
埋
め
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

囲
二
二

Ⅳ
N
I
l

の
神
事
壷
は
､
揚
州
市
儀
徴
嚇
背
痛
九
三
競
墓
出
土
の
も
の
｡
贋
い
意
味
で
は
第
四
形
式
に
魔
す
る
で
あ
ろ
う
が
､
形
態

(26)

や
装
飾
の
面
で
簡
化
が
進
ん
で
い
る
｡

権
の
構
造
は
､
四

つ
の
層
に
分
け
ら
れ
る
｡
寓
真
で
は
あ
ま
り
よ
く
見
え
な
い
の
で
あ
る
が
､
報
告

に

よ
れ
ば
､
次
の
よ
う
な
構
成
を
持

っ
て
い
る
｡

一
番
上
の
層
に
は
､
盤
状
の
テ
ラ
ス
の
上
に
太
い
囲
柱
が
立
ち
､
そ
の
上
に
屋
根
が
乗

っ
て
い

る
｡
そ
の
次
の
層
に
は
､
四
面
に
向
い
て
悌
寵
が
作
ら
れ
､
そ
の
下
に
烏
が
い
る
｡
上
か
ら
三
番
目
の
層
に
は
､
門
が
設
け
ら
れ
､
門

の
前

に

は
碑
坊
が
あ
る
｡
周
囲
に
四

つ
の
小
耀

(囲
筒
形
を
す
る
)
が
置
か
れ
､
権
の
閲
に
'
冠
を
か
ぶ
り
､
剣
を
持

っ
た
人
物
が
合
わ
せ
て
六
人

い

る
｡
こ
の
紳
亭
壷
を
出
土
し
た
背
浦
九
三
競
墓
か
ら
､
｢
元
康
七
年
七
月
十
日
｣
､
｢贋
陵
郡
輿
解
張
卒
｣
な
ど
の
銘
が
あ
る
墓
碑
が
尊
兄
さ
れ

て
お
り
､
こ
れ
が
西
背
中
晩
期
に
屠
す
る
遣
物
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
ま
た
囲
二
二

Ⅳ
N
1
2

の
権
は
､
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所

蔵
の
も
の
｡
高
さ
は
､
二
二

Eg'
最
大
腹
径
は
､

1
六

皿
｡
全
鰹
は
簡
形
を
し
て
'
底
の
部
分
に
褐
色
の
粕
が
か
か

っ
て
い
る
以
外
は
素
焼
き

の
ま
ま
で
あ
る
｡
胴
髄
部
分
に
二

つ
の
圏
帯
が
め
ぐ
ら
さ
れ
､
そ
れ
に
よ

っ
て
全
鰭
を
三

つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

1
番
上

の
部
分

に

は
､
正
面
に
門
が
あ
り
､
そ
の
反
封
が
わ
に
は
合
掌
す
る
人
物
像
が

一
つ
置
か
れ
る
｡
正
面
の
門
の
屋
根
の
上
に
は
六

つ
の
出

っ
張
り
が
逼

っ

て
い
る
が
､
こ
れ
は
､
価
の
坐
像
で
あ

っ
て
､
そ
の
首
が
と
れ
て
し
ま

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
中
段
に
は
､
横
笛
を
吹
-
人
物
､
腰
鼓
を
た
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た
-
人
物
､
舞
を
ま
う
人
物
な
ど
､
合
わ
.せ
て
六
億
の
舞
楽
の
蛮
人
の
堆
塑
が
貼
り
附
け
ら
れ
て
い
る
｡
最
下
層
に
は
､
な
に
の
飾
り
も
な
い
｡

こ
の
例
で
は
､
基
本
に
な
る
中
央
の
権
が
囲
筒
形
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
お
り
'
神
事
壷
と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
か
も
し
れ

な
い
｡
し
か
し
､
正
面
に
置
か
れ
た
門
や
人
物
の
堆
塑
像
な
ど
の
配
置
に
神
事
壷
と
共
通
す
る
要
素
が
あ

っ
て
､
囲
二
二

Ⅳ
N
-
1

の
よ
う
な

神
事
壷
が
さ
ら
に
簡
化
さ
れ
た
も
の
だ
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
製
作
さ
れ
た
の
は
､
お
そ
ら
-
六
朝
期
か
ら
唐
代
の
こ
ろ
で
あ
ろ

う
が
､
正
確
な
年
代
の
決
定
に
つ
い
て
は
､
同
様
の
遺
物
の
出
土
と
将
来
の
よ
り
詳
し
い
研
究
と
に
得
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡
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第
二
章

閲
と
天
門

前
章
に
お
い
て
､
五
聯
種
か
ら
神
事
壷

へ
と

つ
な
が
る

一
類
の
特
殊
な
陶
愛
器
の
､
形
式
分
類
と
編
年
と
を
試
み
た
｡
そ
の
結
果
を
通
じ
て
､

こ
の

一
類
の
遣
物
が
､
ご
-
限
ら
れ
た
時
代
の
､
限
定
さ
れ
た
地
域

(地
域
に
つ
い
て
は
､
次
章
初
め
の
地
園
を
参
照
)
の
中

で
'

い
わ
ば
自

立
的
に
展
開
し
た

一
つ
の
文
化
を
代
表
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
文
化
に
つ
い
て
､
そ
れ
が
い
か
な
る
性
格

を
備
え
､
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ

っ
て
据
わ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
の
か
を
考
え
る
に
先
立

っ
て
､
五
聯
権

･
神
事
壷
と
い
う
遺
物
そ
の
も

の
に

印
し
て
､
こ
れ
ら
特
殊
な
陶
宝
器
が
､
後
漠
か
ら
西
膏
に
か
け
て
の
時
期
の
､
江
東
地
域
の
樽
室
墓
に
多
数
副
署
さ
れ
る
に
つ
い
て
､
昔
時

の

人
々
が
､
こ
れ
ら
の
器
物
に
､
い
か
な
る
機
能
を
期
待
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡

神
事
壷
が
日
常
の
用
器
で
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
､
前
章
の
い
-

つ
か
の
個
所

で
'
そ
れ
を
指
摘
し
て
き
た
｡
す
な
わ
ち
'

こ
れ
ら
の
容
器
は
､
も

っ
ぱ
ら
埋
葬
の
際
に
副
葬
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
製
作
さ
れ
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
薯
際
に
副
葬
さ
れ

て
い
る
例
を
見
て
み
る
と
､

一
つ
の
屈
葬
に
二

つ
の
神
事
壷
が
収
め
ら
れ
て
い
る
例
が
全
-
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
､
基
本
的
に
は
､

l
つ
の

墓
葬
に
神
事
壷
が

1
つ
副
葬
さ
れ
る
の
が
昔
時
の

l
般
的
な
規
範

で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡
囲
二
五
に
示
し
た
の
は
､
南
京
西
南
の
､
神
事

壷

(園
八

Ⅱ
I
10
)

を
出
土
し
た
墓

の
平
面
圏
で
あ
る
.
こ
の
墓
は
､
こ
の
時
代
と
し
て
は
い
さ
さ
か
珍
し
い
多
室
墓

の
構
造
を
持
ち
､
そ

れ
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ぞ
れ
の
墓
室
に
'
合
わ
せ
て
三
組
の
夫
婦
が
合
葬
さ
れ
て
い
る

(入
口
西
側
の
耳
室
に
は
､
女
性
が

l
人
だ
け
葬
ら
れ
て
お
り
､
他

の
墓
室
と

少
し
性
格
が
異
な
る
)
｡
元
来
の
木
棺
は
朽
ち
て
し
ま

っ
て
い
る
が
､
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
室
か
ら
鏡
が
二
面
ず

つ
聾
見
さ
れ
て
､
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ

が

一
面
づ

つ
鏡
を
た
ず
さ
え
て
埋
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
各
々
の
夫
婦
の
死
者
に
封
し
て
､
そ
の
墓
室
の
入
口
に
別
々
に
'

樽
で
祭
墓
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
全
て
の
相
室
に
つ
な
が
る
前
室
の
東
南
の
隅
に
､
再
宝
の
羊
と
並
べ
て
置
か
れ
た
神
事
壷
は
､

三
組
の
夫
婦
全
髄
に
封
し
て
た
だ

一
つ
供
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
時
期
の
江
東
の
墓
葬

の
最
も
代
表
的
な
形
態
は
､
前
室
と
後
室
と
の
二
室
か
ら
な
る
も
の
で
､
後
室
に
は
棺
が
納
め
ら
れ
､
前
室
は
祭

把
儀
産
の
場
と
な
る
の
で
あ

っ
た
｡
前
室
と
後
室
と
は
構
造
に
も
違
い
が
あ
り
､
前
室
は
ド
ー
ム
形
の
天
井
を
持

つ
も
の
が
多
い
の
に
封
し
､

後
室
の
天
井
は
原
則
と
し
て
ア
ー
チ
形
に
作
ら
れ
る
｡
神
事
壷
に
は
､
前
室
に
置
か
れ
る
場
合
と
後
室
に
置
か
れ
る
場
合
と
の
南
方
の
例
が
あ

る
｡
前
室
に
置
か
れ
た
例
を
も
う

一
つ
見
て
お
け
ば
､
囲
二
六
は
'
江
寧
張
家
山
の
例
で
'
こ
の
場
合
も
後
室
に
夫
婦
の
棺
が
納
め
ら
れ
､
前

室
に
捧
げ
も
の
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
｡
た
だ
前
室
の
遺
物
の
配
置
を
見
れ
ば
､
神
事
壷

(Ⅱ
B
-
5
)
だ
け
が
他
の
捧
げ
も
の
と
は
別
に
し
て
､

圃25 南京西南墓平面固

囲26 江寧張家山墓平面囲

樽
で
作

っ
た
祭
墓
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
配
置
か
ら
も
､
神
事

壷
が
単
な
る
死
者

へ
の
捧
げ
も
の
を
収
め
る
容
器
､
あ
る
い
は
死
者
の
死
後

の
生
活
の
た
め
の
道
具
な
の
で
は
な
-
､
葬
送
儀
樽
に
関
係
す
る
遣
物
で
あ

っ

た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
｡
南
京
西
山岡
の
多
室
墓
の
前
室
に
'

一
つ
だ
け
紳

亭
壷
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
配
置
か
ら
､
個
々
の
死
者
に
関
係
す
る

よ
り
も
､

1
つ
の
家
全
鱒
に
関
わ
る
も
の

(少
な
-
と
も
'
夫
婦
両
者
を
代

表
す
る
も
の
)
と
し
て
､
こ
れ
ら
神
事
壷
を
用
い
た
特
殊
な
葬
送
儀
産
が
､

前
室
に
お
い
て
賓
修
さ
れ
た
で
あ
ろ
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

前
章
で
も
見
た
よ
う
に
､
神
事
壷
に
作
り
附
け
ら
れ
た
碑
の
銘
文

の
示
す
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年
月
が
､
そ
の
神
事
壷
が
出
土
し
た
墓

の
墓
碑
の
示
す
年
月
よ
り
少
し
先
ん
ず
る
も
の
が
あ

っ
た
｡
神
事
壷
上

の
碑
銘
の
紀
年
が
､
そ
れ
が
作

ら
れ
た
､
お
お
よ
そ
の
時
鮎
を
示
す
と
す
れ
ば
､
墓
室
の
造
営
に
い
さ
さ
か
先
立

っ
て
神
事
壷
が
作
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

ま
ず
神
事
壷
が
作
ら
れ
､
そ
の
後
し
ば
ら
-
し
て
墓
地
が
ト
さ
れ
､
墓
室
の
造
営
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
も
し
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
､
神
事
壷
上

の
碑
に
見
え
る
年
月
と
日
と
は
'
墓
主
人

(被
葬
着
)
の
死
亡
の
日
附
け
を
表
わ
す
の
だ
と
侶
定
し

て

み
た
い
｡
単
に
陶
宝
器
の
製
作
の
時
を
表
わ
す
の
で
あ
れ
ば
､
元

･
明

･
清
代
の
宝
器
の
線
底

の
銘
に
､
た
と
え
ば

｢大
明
成
化
年
製
｣
な
ど

と
見
え
る
よ
う
に
､
そ
の
元
軟
を
記
す
だ
け
で
十
分

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡
わ
ざ
わ
ざ
月
日
ま
で
を
記
し
て
い
る
に
つ
い
て
は
､
特
別

の
理
由
が

あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
恐
ら
-
は
､
地
上
に
墓
碑
を
建

て
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
昔
時
の
人
々
が
､
代
わ
り
に
紳
亭
壷
上
に
陶
塑
の
碑
を
置

い

か
ま
･もと

て
､
そ
こ
に
死
者
の
命
日
を
表
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
｡
神
事
壷
自
鰻
の
形
態
は
､
窯
元
が
用
意
す
る
既
製
の
も
の
で
あ

っ

た
に
し
て
も
､
そ
こ
に
附
け
ら
れ
る
刻
銘
は
､
死
者
の
関
係
者
の
特
別
の
注
文
に
よ

っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
に
作
ら
れ
た
場
合
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
神
事
壷
の
上
に
紀
年
が
刻
さ
れ
る
の
は
'
き
わ
め
て
少
数

の
例
に
限
ら
れ
る
｡

一
般
に
は
､
出
来
合
い
の
も
の
を
購
入
し

て
､
そ

の
ま
ま
埋
葬
儀
産
に
用
い
る
場
合
が
多
か

っ
た
に
違
い
な
い
｡

こ
の
､
神
事
壷
上

の
碑
銘
に
見
え
る
日
月
は
死
者
の
命
日
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
､
単
な
る
偶
説
で
あ

っ
て
､
そ
の
昔
否

の
検
討
は
清
爽

に

得
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
'
こ
の
遺
物
が
葬
送
儀
樽
と
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
が
な
い
｡
神
事
壷
上
の
碑
銘

に
い
-

や〈
にん

(27)

つ
も
見
え
る
定
形
句
に
､
｢此
を
用
い
て
葬
迭
す
れ
ば
子
孫
に
宜
し
-
､

吏

と
な
り
て
は
高
-
遷

(昇
進
)
し
､
衆

[楽
]
は
極
ま
り
が
な

い

｣

と
あ
る
の
も
､
こ
れ
が
葬
達
の
た
め
の
器
物

で
あ

っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
｡
な
ぜ
死
者
の
葬
迭
儀
礎
に
神
事
壷
を
用
い
る
と
､
遺
さ

れ
た
関
係
者
に
幸
運
が
め
ぐ

っ
て
乗
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
理
由
は
､
虞
-
世
界
各
地
で
認
め
ら
れ
る
､
死
者
の
塞
魂
を
め

ぐ

っ
て
の
民
俗
宗
教
的
な
観
念
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
人
が
死
ん
だ
あ
と
､
そ
の
霊
魂
が
'
な
に
か

の
事
情

で
こ

の
世
に
留
ま

っ
た
り
す
る
と
､
そ
れ
は
荒
ぶ
る
死
霊
と
し
て
'
特
に
近
親
者
に
と

っ
て
危
険
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
.
葬
送
儀
程

に
は
様

々

な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
､
そ
の
最
大

の
目
的
は
'
死
者

の
憂
魂
を

つ
つ
が
な
-
あ
の
世

(租
塞
た
ち
の
世
界
)
に
迭
り
と
ど
け
る
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こ
と
に
あ

っ
た
｡
あ
の
世
に
も
ど

っ
て
､
租
憂

l
般
の
中
に
融
解
し
た
死
者
の
霊
魂
は
､
今
度
は
生
者
た
ち
に
恵
み
を
輿
え
る
存
在

に
壁
化
す

る
の
で
あ
る
｡
神
事
壷
の
碑
銘
が
い
う
と
こ
ろ
も
､
こ
う
し
た
租
憂
観
念
を
基
礎
に
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
す
な
わ
ち
､
墓

中
に
副
葬
さ
れ
る
神
事
壷
の
最
も
重
要
な
機
能
は
､
死
者
の
憂
魂
を

つ
つ
が
な
-
祖
霊
た
ち
の
世
界

へ
と
送
り
届
け
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
推
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

神
事
壷
の
特
徴
の

一
つ
と
し
て
､
中
央
の
権
と
そ
の
四
方
に
配
さ
れ
た
小
さ
い
四

つ
の
権
と
､
合
わ
せ
て
五

つ
の
確
の
口
縁
部
に
､
小
さ
い

鳥
が
群
が

っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
寧
げ
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
小
鳥
に
つ
い
て
'
神
事
壷
全
髄
の
形
態
が
穀
物
倉
庫
を
表
わ
し
て
い
る
と

す
る
償
定
の
も
と
に
､
小
鳥
は
こ
ぼ
れ
た
穀
粒
を

つ
い
ば
む
た
め
に
集
ま

っ
て
い
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
?

神
事
壷
と
穀
物
倉
庫

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
あ
と
で
検
討
し
て
み
た
い
｡
こ
こ
で
は
､
こ
れ
ら
の
小
鳥
の
陶
塑
の
意
味
を
考
え
る
た
め
の
参
考
と
し
て
､
租
嚢
と

鳥
と
の
閲
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
す
る
観
念
が
中
国
で
も
古
-
よ
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
す
な
わ
ち
､
死
者

の
塞

魂
は
､
し
ば
し
ば
鳥
と
な

っ
て
飛
び
去
り
､
あ
る
い
は
烏
の
形
を
取

っ
て
現
世

へ
も
ど

っ
て
乗
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
に

つ

い
て
は
､
神
仙
た
ち
が
し
ば
し
ば
鳥
の
姿
を
と
る
こ
と
に
関
連
し
て
､
神
仙
的
存
在
と
租
重
と
の
密
接
な
関
係
と
い
う
硯
鮎
か
ら
､
小
論

に
纏

(28)

め
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
｡
こ
こ
で
､
も
う

一
つ
､
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
資
料
を
拳
げ
れ
ば
､
｢
後
漢
書
｣
楊
震
侍

に
は
次

の
よ
う
な
記
事

が
あ
る
｡
楊
宗
は
､
外
戚
ら
の
権
力
者
と
学
い
､
結
局
､
自
殺
に
追
い
こ
ま
れ
る
｡
新
し
い
皇
帝
が
印
位
し
て
名
筆
が
回
復
さ
れ
､
粗
末

に
あ

(
29)

っ
か
わ
れ
て
い
た
彼
れ
の
枢
も
改
葬
さ
れ
る
こ
と
に
な

る

｡

鄭
重
な
程
を
も

っ
て
､
楊
震
を
華
陰
願
の
産
事
に
改
葬
し
た
｡
[そ
の
葬
儀
に
は
]
遠
近
を
問
わ
ず
､
大
勢

の
人
々
が
あ

っ
ま

っ
た
｡

葬
儀
に
先
立

つ
十
日
あ
ま
り
前
に
､
身
の
丈
､

一
丈
あ
ま
り
の
大
き
な
鳥
が
､
楊
震
の
枢
の
前
に
と
ま
り
､
首
を
垂
れ
た
り
､
天
を
仰

い

だ
り
し
て
悲
し
げ
に
鳴
き
､
こ
ぼ
れ
た
涙
は
地
面
を
濡
ら
し
た
｡
葬
儀
が
終
わ
る
と
､
そ
の
烏
は
飛
び
去

っ
て
い
っ
た
｡
こ
う
し
た
こ
と

が
あ

っ
て
､
そ
の
昔
時
の
人
々
は
､
そ
の
墓
所
の
前
に
石
の
鳥
の
像
を
立
て
た
｡

こ
う
し
た
物
語
り
を
語
り
備
え
た
昔
時
の
人
々
は
､
こ
の
大
き
な
鳥
に
､
政
治
的
に
名
馨
は
回
復
さ
れ
て
も
､
本
富
は
十
分
に
喜
ん
で
い
る

277
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わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
楊
宗
の
心
を
象
徴
さ
せ
た
の
で
あ
り
､
烏
に
死
者
の
心
を
託
し
た
､
こ
の
よ
う
な
物
語
り
が
成
立
す
る
基
礎
に
は
､

烏
と
死
者
の
魂
と
を
同

義

す
る
民
俗
的
な
侍
承
が
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
聖

冨
冨

附
加
さ
れ
る
小
鳥
の
飾
り
が
､
第
四

m

形
式
に
属
す
る
､
終
末
期
の
例
が
首
を
外
に
向
け
て
い
る
の
を
除
け
ば
､
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
首
を
権
の
口
の
ほ
う
に
向
け
て
い
る
こ
と
も
､
烏

の
形
を
取

っ
た
死
者
の
魂
が
､
権

の
中
に
入
る
と
す
る
観
念
を
形
象
化
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
｡
権
の
内
部

の
空
間
は
､
祖
霊
た
ち

の
世
界

へ
つ
な
が

っ
て
い
た
｡
死
者
の
魂
は
そ
こ
を
通

っ
て
組
塞
た
ち
の
世
界
に
行
-
の
で
あ
り
､
逆
に
ま
た
､
死
者

の
憂
魂
が
租
憂

一
般
と
ま
だ
完

全
に
は
融
合
し
て
い
な
い
期
間
に
は
､
現
世
で
祭
把
を
行
な
う
と
き
､
死
者
の
魂
は
､
権
の
内
部
の
空
間
を
通
じ
て
､
こ
の
世
に
も
ど

っ
て
き

た
｡
機
能
的
に
見
れ
ば
､
権
が

一
種
の
渡
り
代
と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

五
聯
種
や
神
事
壷
は
､
前
章
で
見
た
よ
う
に
､
様
々
な
形
態
を
取
り
､
そ
の
上
に
は
様
々
な
陶
塑
の
飾
り
が
附
加
さ
れ
て
い
る
｡
そ
う
し
た

形
態
や
飾
り
は
､
上
に
推
定
し
た
､
こ
れ
ら
遺
物

の
基
本
的
な
機
能
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
小
鳥

の
飾
り
に
つ
い
て
は
､

す
で
に
そ
の
推
測
を
述
べ
た
が
､
そ
の
は
か
の
様
々
な
要
素
も
'
碓
全
健

の
構
造
の
中
で
､
そ
れ
ぞ
れ
に
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡
五
聯
確
と
神
事
壷
と
を
通
じ
て
､
そ
の
全
髄
的
な
構
造
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
､
そ
れ
が
､
い
さ
さ
か
こ
み
い

っ
て
複
雑
な

構
成
を
も

っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
､
垂
直
構
造
と
水
平
構
造
と
に
分
け
て
分
析
す
る
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
｡

垂
直
構
造
と
は
､
中
央
の
権
が
中
心
軸
と
な
り
､
上
下
方
向
に
配
列
さ
れ
た
様
々
な
要
素
が
､
随
意
に
附
加
さ
れ
た
の
で
は
な
く
､
全
健
的

な
構
成
の
中
で
､
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
を
持

っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
｡
す
で
に
前
章
に
お
い
て
､
五
聯
権
に
附
加
さ
れ
る
熊

の
形
象

を
論
じ
た
個
所

で
推
測
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
中
央
の
権
の
､
下
部

の
ふ
-
ら
ん
だ
胴
鰭
部
分
は
大
地
を
象
徴
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の

観
念
は
､
神
事
壷
に
も
引
き
纏
が
れ
て
お
り
､
神
事
壷
の
胴
鰭
部
分
も
同
様
の
象
徴
性
を
持

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
前
期
の
神
事
壷

の
特
徴

の

一
つ
と
し
て
､
そ
の
胴
髄
部
分
に
穴
が
開
け
ら
れ
､
そ
こ
に
潜
り
込
も
う
と
す
る
水
生
動
物
の
貼
り
附
け
文
様
が
附
加
さ
れ
て
い
る
も

の
が
多

-
見
ら
れ
た
｡
そ
の
水
生
動
物
に
は
'

ハ
ゼ
､
あ
る
い
は
泥
鰭
の
よ
う
な
魚
や
蟹
､
亀
な
ど
の
種
類
が
見
ら
れ
る
｡
胴
髄
部
分

に
こ
う
し
た
水

生
動
物
の
飾
り
が
貼
り
附
け
ら
れ
る
の
も
､
そ
の
部
分
が
大
地
を
象
徴
す
る
こ
と
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
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大
地
の
底
に
水
の
世
界
が
あ
る
と
す
る
の
は
､
中
国
に
お
い
て
､
お
そ
ら
-
古
-
ま
で
遡
る
観
念
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
た
と
え
ば
責
泉
と

い
う
言
葉
は
､
｢孟
子
｣
や

｢春
秋
左
氏
侍
｣
に
も
見
え
る
語
嚢
で
あ

っ
て
､
こ
う
し
た
表
現
は
､
大
地

の
底
に
水

の
湧
く
世
界
を
考
え
る
こ

と
を
基
礎
に
し
て
蓉
達
し
た
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
｡
漠
代
初
年
の
遺
物
で
あ
る
｢
湖
南
省
長
抄
の
馬
王
堆
か
ら
出
土
し
た
吊
蓋

(囲
二
七
)

に
蓋
か
れ
た
世
界
に
も
､
そ
の
地
下
の
部
分
に
は
鮫
の
よ
う
な
二
匹
の
魚
が
見
え
､
そ
の
上
に
乗

っ
た
力
士
風
の
神
に
よ

っ
て
大
地
が
支
え
ら

れ
て
い
る
｡
魚
が
い
る
の
は
､
そ
こ
が
水
の
世
界
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡
ち
な
み
に
言
え
ば
､
馬
王
堆
の
吊
重
に
塞
か
れ
た
､

天
上
､
地
上
､
地
下
の
三

つ
の
世
界
の
う
ち
､
地
下
と
地
上
の
世
界
と
が
､
二
匹
の
龍
が
形
成
す
る
､
大
き
な
壷
形
の
空
間
の
中
に
納
め
ら
れ
､

(30)

そ
の
壷
の
口
が
天
上
世
界
に
向
い
て
開
い

てい
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
､
以
前
､
拙

論

の

中
で
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
'
神
事
壷

の
中
核

を
な
す
､
中
央
の
種
の
持

つ
意
味
も
､
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
紳
亭
壷
の
胴
髄
部
分
に
見
ら
れ

る
水
生
動
物
は
'
地
下
の
世
界
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
､
胴
能
内
部
に
は
大
地
の
下
の
空
間
が
虞
が

っ
て
い
る
と
観
念
さ
れ
た

(そ
れ
ゆ
え
､

そ
こ
に
潜
り
込
も
う
と
す
る
ハ
ゼ
な
ど
の
魚
が
形
象
化
さ
れ
た
)
の
で
あ
る
が
､
地
下
が
水
の
世
界
だ
と
強
調
す
る
の
は
､
や
は
り
長
江
下
流

域
の
環
境
と
不
可
分
の
も
の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
前
章
で
引
い
た
南
京
板
橋
鎖
の
員
地
券
に
見
え
た
よ
う
に
､
墓
地
購
入
切
宗
教
的
な
儀
樽

に
魚
が
関
係
し
､
そ
の
魚
の
背
後
に
は
河
伯
が
い
る
と
い
っ
た
観
念
は
'
漠
代
以
来
の
多
-
の
員
地
券
に
お
い
て
も
'
他
に
は
見
ら
れ
な
い
も

の
で
あ

っ
て
､
や
は
り
江
東
地
域
の
信
仰
的
な
観
念
を
反
映
し
た
も
の

囲27 馬王堆-碗墓出土烏董

だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
地
下
の
世
界
を
象
徴
す
る
水
生
動
物
が
､

ハ
ゼ
や

泥
胎
､
蟹
､
亀
な
ど
と
い
っ
た
浅
い
水
蓮
に
住
む
､
人
々
に
親
し
い
生

き
物
で
あ
る
こ
と
も
､
水
に
親
し
む
江
東
の
地
の
生
活
を
基
礎
に
し
て

い
る
が
た
め
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
､
地
下
世
界
を
象
徴
す
る
胴
鰻
の
､
そ
の
上
に
乗

っ
て

乃rT]

い
る
部
分
は
､
地
上
か
ら
天
上

へ
と
そ
び
え
立

つ
､
M
･
エ
-
ア
ー
デ
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の
神
話
撃
の
用
語
を
借
用
す
れ
ば
､

一
種
の

〟宇
宙
軸
″

を
構
成
し
て
い
た
｡
五
聯
権
が
上
下
に
三

つ
の
ふ
-
ら
み
を
持

つ
こ
と
は
､
崖
嶺
山

が
､
古
-
､
三
層
か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
封
魔
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
も
､
す
で
に
前
章
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
も
ち

ろ
ん
､
五
聯
権
が
直
接
に
崖
嶺
山
を
表
わ
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
｡
昆
嶺
山
の
持

つ
､
天
上
と
地
上
と
地
下
と
の
三

つ
も
世
界
を
貫
-
宇
宙

軸
の
機
能
や
構
造
と
同
じ
も
の
が
､
五
聯
権
の
垂
直
構
造
に
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
神
事
壷
で
は
､
特
に
第
三
､
第
四
形
式

に
お
い
て
､
権
の
上
部
に
楼
閣
状
の
建
物
が
聾
達
す
る
｡
｢史
記
｣
封
秤
書
に
は
'
方
士
の
公
孫
卿
が
漠

の
武
帝

に

｢
仙
人
は
模
居
を
好
む
｣

と
語
り
､
そ
れ
を
聞
い
た
武
帝
は
､
通
天
童
壷
を
作
り
､
そ
こ
に
祭
把
の
道
具
を
備
え
て
､
仙
人
や
両
人
を
招
こ
う
と
し
た
と
い
う
記
事
が
見

え
る
｡
す
な
わ
ち
､
楼
閣
状
の
建
物
を
通
じ
て
､
地
上
の
者
は
天
上
の
存
在
と
接
裾
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
封
樺
書

に
見
え
る
､
通
天
童
墓
と
い
っ
た
建
築
物
の
命
名
目
値
も
､
楼
閣
状
の
建
物
が
備
え
る
宇
宙
軸

(塁
の
語
が
､
軸
の
観
念
を
形
象
化
し
て
い
る
)

と
し
て
の
機
能
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
神
事
壷
の
上
に
作
ら
れ
て
い
る
建
築
物
も
､
地
上
世
界
と
天
上
世
界
と
を
結
ぶ

機
能
を
備
え
た
も
の
で
あ
り
､
特
に
'
中
央
の
権
の
口
線
上
に
乗
る
建
築
物
は
､
天
上
世
界
に
突
入
し
て
､
そ
こ
で
天
上
世
界
の
存
在
と
の
接

廟
が
可
能
と
な
る
建
物
と
し
て
の
性
格
を
備
え
た
も
の
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
ら
垂
直
方
向
の
構
造
に
封
し
て
､
五
聯
種
と
神
事
壷
と
が
備
え
る
水
平
構
造
も
ま
た
､
宇
宙
論
的
な
規
模
を
備
え
て
い
た
｡
そ
の
水
平

構
造
の
う
ち
､
ま
ず
第

一
に
取
り
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
言
う
ま
で
も
な
-
､
中
央
の
碓
と
そ
の
四
周
に
配
さ
れ
た
四

つ
の
権
と
の
､
五

つ
の
権
の
配
置
が
持

っ
て
い
た
意
味
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
五

つ
の
権
全
健
が
､
元
来
､
大
五
獄
な
ど
の
大
地
全
健
の
水
平
構
造
を
表
わ
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
の
推
測
も
､
前
章
の
五
聯
種
の
構
造
を
考
え
た
部
分
で
述
べ
た
｡
こ
の
大
五
獄
的
な
構
造
は
､
五
聯
権
か
ら
神
事
壷

へ
と
､
時
代

が
下
る
に
つ
れ
て
重
視
さ
れ
な
-
な
り
､
第
三
､
第
四
形
式
の
神
事
壷
の
う
ち
で
も
特
に
晩
い
時
期
に
魔
す
る
も
の
で
は
､
周
囲
の
四

つ
の
確

が
髪
形
し
､

つ
い
に
は
こ
の
四

つ
の
種
が
附
加
さ
れ
ぬ
も
の
も
出
て
-
る
の
で
あ
る
.
た
だ
､
注
目
す
べ
き
は
､
そ
う
し
た
四

つ
の
小
権

の
髪

形
と
滑
滅
と
が
進
む
の
は
､
王
と
し
て
第
三
形
式
の
神
事
壷
に
お
い
て
で
あ

っ
て
'
第
四
形
式
の
神
事
壷
で
は
､
む
し
ろ
周
囲
の
種
が
強
調
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
｡
第
四
形
式
の
神
事
壷
が
棚
状
の
構
造
物
を
蓉
達
さ
せ
る
の
は
'
そ
の
上
に
併
像
な
ど
を
､

280
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な
る
べ
-
た
-
さ
ん
配
列
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
で
あ

っ
た
｡
第
四
形
式
の
神
事
壷
は
､
そ
う
し
た
髄
か
ら
言
う
な
ら
ば
､
宗
教
的
な
色
彩

の
濃
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
に
封
比
す
れ
ば
､
第
三
形
式
の
神
事
壷
は
､
世
俗
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
宗
教
的
な
様
式

の
中

で

保
持
さ
れ
て
い
た
五

つ
の
種
の
配
置
の
基
礎
に
あ

っ
た
宇
宙
論
的
観
念
が
､
世
俗
的
な
様
式
の
中
で
は
早
-
風
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
推
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

も
う

一
つ
､
水
平
構
造
と
し
て
特
徴
的
な
も
の
は
､
第
二
形
式
か
ら
第
三
形
式
の
神
事
壷
に
典
型
的
に
見
え
る
も
の
で
､
そ
れ
ら
の
形
式

の

神
事
壷
の
構
造
の
う
ち
､
上
部
下
層
部
分
に
お
け
る
､
陶
塑
に
よ
る
構
造
物
や
人
物
像
な
ど
の
配
置
で
あ
る
｡
五
聯
種
か
ら
第

一
形
式

の
神
事

壷
に
か
け
て
の
段
階
の
造
物
は
､
基
本
的
に
方
向
性
を
持
た
な
か

っ
た
｡
五
聯
権
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
熊
状
の
動
物
は
､
三

つ
の
方
向
を
向

い
て
坐

っ
て
お
り
､
ど
こ
が
正
面
だ
と
も
決
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
第
二
形
式
に
な
る
と
､
正
面
に
門
が
設
け
ら
れ
､
さ
ら
に
下

る
と
､
そ
の
背
面
に
も
裏
門
が
置
か
れ
て
､
神
事
壷
全
鰻
に
方
向
性
が
輿
え
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た
方
向
性
は
､
第
四
形
式
に
な
る
と
､
再
び
希

薄
化
さ
れ
て
､
四
つ
の
面
が
等
質
な
も
の
へ
と
も
ど

っ
て
ゆ
-
よ
う
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
､
中
期
の
神
事
壷
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
水
平
構
造
の
う
ち
､
正
面
の
門
を
裏
門
と
区
別
す
る
の
は
､
正
面
の
門
に
は
そ
の
外
側

の

左
右
に
閲
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
た
｡
そ
う
し
て
､
こ
の
正
門
と
裏
門
と
を
結
ぶ
線
を
水
平
の
中
軸
線
と
す
れ
ば
､
そ
の
左
右
の
側
面

に
は
､
軽
業

(雑
戯
)
を
演
じ
た
り
音
楽
を
演
奏
し
た
り
し
て
い
る
垂
人
た
ち
が
配
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
'
閲
を
備
え
た
正
門
を
持
ち
､

そ
の
背
面
に
裏
門
が
あ
り
'
左
右
の
側
面
に
は
雅
戯
や
音
楽
を
演
じ
る
垂
人
た
ち
が
並
ぶ
と
い
う
水
平
構
造
が
､
中
期
の
紳
亭
壷
が
持

つ
一
つ

の
規
範
で
あ

っ
て
'
そ
れ
よ
り
下
る
形
式
の
神
事
壷
は
､
こ
う
し
た
規
範
が
崩
れ
て
ゆ
-
過
程
を
示
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
｡

ま
ず
､
左
右
の
側
面
に
配
さ
れ
た
､
推
戯
や
音
楽
の
演
奏
を
す
る
聾
人
た
ち
の
陶
塑
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡
こ
う
し
た
表
象
も
ま
た
'

葬
送
儀
産
と
関
係
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡
死
者
が
で
た
あ
と
､
埋
葬
ま
で
の
期
間
に
､
合
葬
者
た
ち
が
宴
合
を
開
き
'
さ
わ
い

で
楽
し
む
こ
と
が
死
者
の
供
養
に
な
る
と
す
る
民
俗
的
な
事
例
は
､
各
地
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
､
特
に
日
本

の
古
代
の
例
と
し
て
､
｢
古
事

記
｣
の
'
天
若
日
子
の
葬
儀
に
､
鳥
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目
を
分
捧
し
､
八
日
八
夜
に
わ
た

っ
て
〟

あ
そ
ん
だ
″

と
あ
る
の
が
'
よ
-
引
か
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(31)

れ
る
.
漠
代
の

1
般
の
葬
儀
が
に
ぎ
や
か
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
｢堕
繊
論
｣
散
不
足
篇
の
次
の
よ
う
な
記
事
か
ら
も
窺
え
よ
う
｡

現
在
の

1
般
の
風
習
と
し
て
､
他
人
の
葬
儀
に
か
こ
つ
け
て
酒
肉
を
求
め
､
な
ん
と
か
末
席
に
加
わ
る
と
(-
)､
も
て
な
し
が
十
分

で

淵

な
い
と
文
句
を
い
い
､
歌
舞
や
俳
優
､
さ
ま
ざ
ま
な
垂
能
ご
と
を
見
て
笑
い
さ
ざ
め
く
｡

い
に
し
え
は
､
葬
儀
に
際
し
て
は
隣
人
も
悲
し
み
を
表
明
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
､
今
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん

｢堕
繊
論
｣
が
言
う
よ
う
に
､
い
に
し
え
に
は
厳
粛
な
葬
儀
が
行
な
わ
れ
た
が
､
現
在
は
風
紀
も
乱
れ
た
結
果
､
葬
儀

の
際

に
ま
で

笑
い
楽
し
む
と
い
っ
た
､
世
情
の
湊
李
が
こ
の
風
俗
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､
葬
儀
に
聾
能
が
伴
う
の
は
､
き
わ
め
て
古
い
段
階
か
ら

の
民
俗
侍
承
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

(32)

三
園
時
代
､
呉
の
朝
廷
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
､
｢
三
国
志
｣
奥
書
､
孫
和
博
の
次
の
よ
う
な
記
事
が
示
唆
し
て
い
る
｡

孫
休
が
尭
ず
る
と
'
孫
酷
が
帥
位
し
た
｡
同
年
､
[孫
酷
の
]
父
親
の
孫
和
を
追
専
し
て
､
文
皇
帝
と
い
う
謡
を
お
く

っ
た
｡
･･･-
関

み
や
こ

係
の
役
人
か
ら
上
奏
が
あ
り
､
京

邑

に

[孫
和
の
]
廟
を
立
て
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
だ
さ
れ
た
｡
賓
鼎
二
年
七
月
､
守
大
匠

の
醇
瑚

に
命
じ
て

[孫
和
の
]
廟
の
正
殿
と
奥
殿
と
を
造
営
さ
せ
､
そ
れ
を
清
廟
と
名
づ
け
た
｡
十
二
月
､
守
丞
相
の
孟
仁
､
太
常

の
挑
信
ら
を

遣
わ
し
､
官
吏
や
近
衛
の
騎
兵
'
歩
兵
二
千
人
を
そ
ろ
え
､
天
子
の
乗
り
物
を
用
意
し
て
､
東
方
の
明
陵
か
ら
孫
和
の
魂
を
迎
え
て

[
京

邑
の
清
廟

へ
移
さ
せ
た
]
｡
-
-
孫
和
の
魂
を
乗
せ
た
乗
り
物
が
到
着
し
た
と
き
に
は
､
丞
相
の
陸
凱
に
命
じ
て
､
三
種
類

の
犠
牲
を
用

い
た
祭
り
を
郊
外
で
行
な
わ
せ
､
孫
浩
も
､
金
城
近
郊
ま
で
出
て
露
天
で
夜
を
過
ご
し
た
あ
と
､
次
の
日
に
は
､
康
門
の
外

で
孫
和

の
嚢

の
乗
る
乗
り
物
に
向
か
い
､
拝
頑
を
し
た
｡
そ
の
翌
日
､
清
廟
に
お
い
て
お
供
え
と
祭
稽
と
を
行
な
い
'
そ
の
時
､
孫
浩
は
､
む
せ
び
泣

い
て
､
悲
し
み
に
た
え
ぬ
様
子
で
あ

っ
た
O
七
日
間
に
三
度
の
祭
り
を
行
な
い
､
侶
伎
た
ち
が
夜
蓋
の
別
な
く
歌
舞
に
よ

っ
て
孫
和

の
要

を
楽
し
ま
せ
た
｡
関
係
の
役
人
が
上
奏
を
し
て
い
っ
た
､
｢祭
把
は
た
び
た
び
行
な

っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
｡
た
び
た
び
行
な
え
ば
､
か
え
っ

て
冒
涜
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
｡
ど
う
か
鐙
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
､
お
気
持
ち
を
お
押
さ
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
｣
.
こ

の

上
奏
が
あ

っ
て
､
連
日
の
祭
り
は
取
り
や
め
ら
れ
た
｡
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こ
の
記
事
か
ら
､
奥
の
朝
廷
に
お
い
て
も
'
侶
伎
た
ち
が
歌
舞
に
よ

っ
て
死
者
の
霊
魂
を
楽
し
ま
せ
る
と
い

っ
た
行
事
が
行
な
わ
れ
て
お
り
､

1
方
､
正
統
的
な
穫
観
念
に
凝
り
固
ま

っ
た
人
々
に
と

っ
て
は
､
そ
う
し
た
風
習
が
い
さ
さ
か
目
ざ
わ
り
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡
歌
舞
音
曲
で
死
者
を
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
風
習
は
､
昔
時
に
あ

っ
て
も
､
民
衆
的
な
性
格
の
強
い
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

神
事
壷
の
正
面
に
設
け
ら
れ
て
い
る
門
閥
は
い
か
な
る
意
味
を
持

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
門

の
前
に
設
け
ら
れ
る
左
右
の
嬰
閲
は
､
宮
殿
な

ど
の
入
口
の
外
側
に
設
け
ら
れ
る
閲
で
は
な
-
､
昔
時
､
墓
地
に
立
て
ら
れ
て
い
た
閲
と
封
臆
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
｡
そ
の
こ
と
は
､
神

事
壷
が
葬
迭
儀
樽
の
た
め
の
祭
貝
だ
と
す
る
上
述
の
偶
説
が
も
し
正
し
い
と
す
れ
ば
､
そ
こ
か
ら
､
必
然
的
に
導
き
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

現
在
､
中
国
の
各
地
に
遣

っ
て
い
る
著
名
な
石
関
は
､
そ
の
多
-
が
後
漠
時
代
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
ら
を
大
き
-
分
け
れ
ば
､
祭
把

(33)

の
場
の
前
に
立

つ
も
の
と
墓
地
の
前
に
立

つ
も
の
と
の
二
種
類
に
匝
分
さ
れ
る
｡
祭
把
の
場
の
前
に
立

つ
石
閲
の
代
表
と
な
る
の
が
､
中
森
嵩

山
の
祭
把
に
関
係
す
る
､
大
室
石
閲
､
少
重
石
閲
､
啓
母
石
閲

(
い
わ
ゆ
る
嵩
山
三
関
)
で
あ
り
'
山
東
省
嘉
群
解
の
武
氏
両
堂

の
前

に
立

つ

石
閲
も
こ
れ
に
加
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
封
し
て
､
墓
前
に
立

つ
石
閲
の
例
は
､
特
に
四
川
省
に
お
い
て
､
少
な
か
ら
ざ
る
数

の
も
の

が
現
存
し
て
い
る
｡
梓
産
願
の
李
業
閲
､
綿
陽
願
の
卒
楊
府
君

(楊
氏
)
閲
､
雅
安
解
の
高
瞭
閲
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
｡
宮
殿
の
場
合
､

両
堂
の
場
合
､
墓
地
の
場
合
な
ど
を
通
じ
て
､
讐
閲
は
､

l
つ
の
結
界
を
成
す
も
の
で
あ

っ
て
､
そ
の
間
を
通
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
人
は
日
常

の
生
活
空
間
と
は
異
な
る
世
界
に
入
る
の
で
あ

っ
た
｡

神
事
壷
の
正
面
に
設
け
ら
れ
た
嬰
閲
が
､
墓
門
に
置
か
れ
る
閲
を
表
わ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
､
南
京
郡
府
山
出
土
の
第
二
形
式

の
神

事
壷

(囲
八

Ⅰ
-
-
)

に
お
い
て

(
こ
の
例
で
は
ま
だ
讐
閲
は
形
成
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
)､
そ
の
胴
濃
の
肩
の
部
分
の
正
面
に
棺
が

置
か
れ
､
喪
主
が
そ
れ
に
封
し
て
拝
程
を
し
て
い
る
陶
塑
が
附
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
う
し
た
隻
閲
を
備

え
た
門
が
神
事
壷
の
正
面
に
置
か
れ
た
こ
と
は
､､
単
に
そ
れ
に
よ

っ
て
墓
の
入
口
を
表
わ
し
た
と
い
う
だ
け
の
意
味
に
止
ま
ら
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
｡
そ
う
し
た
閲
と
門
と
は
､
神
事
壷
を
用
い
た
葬
迭
儀
樽
の
中
で
は
'
死
者
の
魂
が
入
る
べ
き
墓
門

(魂
門
)
で
あ
る
と
同
時

に
､
そ
こ

か
ら
更
に
天
に
昇

っ
て
ゆ
-
際
に
-
ぐ
る
天
の
入
口

(天
門
)
を
表
わ
す
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
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囲28 天門銅飾-

園29 天門銅飾二

園31 嘘州-競石棺蓋像

284

白 柱 日 龍 先 先
興 人 人

稚 錬 月 魚 騎 博

自 大 天 大

虎 可 門 倉

囲30 簡陽鬼東山石棺蓋像

こ
の
時
代
､
天

へ
の
入
口
で
あ
る
天
門
が
､
讐
閲
の
形
を
取
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
'
近
年
､
特
に
四
川
省
を
中
心
と
し
た
地
域
で
蓉
掘
さ
れ

(34)

た
'
い
-

つ
か
の
蓋
像
資
料
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る

｡

囲
二
八
､

囲
二
九
に
示
し
た
の
は
､
四
川
省
の
東
端
､
韮
山
解
あ
た
り
の
後
漠
墓
か
ら

出
土
す
る
銅
製
の
飾
り
板
で
あ
る
｡
そ
の
墓
中
に
お
け
る
出
土
位
置
か
ら
見

●
●
●

て
､
い
ず
れ
も
､
中
央
の
穴
の
と
こ
ろ
に
釘
を
通
し
て
､
木
棺
の
こ
ぐ
ち
の

と
こ
ろ
に
取
り
附
け
ら
れ
る
飾
り
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡

囲
二
八
の
も
の
は
､
直
径
が
二
三

･
五

Ej.
二

つ
の
閑
が
あ
り
､
そ
の
間

に
､
斜
格
子
文
様
の
見
え
る
冠
を
着
け
た
人
物
が
坐

っ
て
い
る
｡
そ
の
人
物

は
､
左
右
の
肩
の
と
こ
ろ
に
､
巻
き
上
が

っ
た
羽
根
か
雲
気
の
よ
う
な
も

の

が
蓋
か
れ
て
い
る
の
で
'
神
仙
的
な
存
在
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡
右

の
閲

の

と
こ
ろ
に
は
繋
が
れ
た
犬
が
､
左
の
閲
の
と
こ
ろ
に
は
烏
が
い
る
｡

こ
の
犬
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は
､
世
界
各
地
の
侍
承
に
見
ら
れ
る
､
彼
岸

(地
獄
)

へ
の
入
口
に
い
る
犬
と
同
じ
性
格
を
持

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
左
右
の
閲
は
上
下
二
層

に
な

っ
て
お
り
､
そ
の
中
段

の
と
こ
ろ
か
ら
屋
根
状

の
も
の
が
延
び
て
山
形
を
な
し
､
そ
の
頂
上
に
朱
雀

の
よ
う
な
烏
が
と
ま

っ
て
い
る
｡
そ

の
下
に

｢
天
門
｣
の
二
字
が
あ

っ
て
､
こ
の
囲
像
が
天
門
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
｡

囲
二
九
も
､
上
の
例
と
は
ぼ
同
様

の
構
成
を
持

つ
｡
こ
ち
ら
の
例

で
は
'
隻
閲
の
閲
に
坐
る
の
は
女
性

の
紳

(勝
を
着
け
て
闇
い
な

い
が
､

西
王
母
で
あ
ろ
う
か
)
で
あ
る
｡
閲
の
左
側
に
は
苗
龍
が
､
閲
の
右
側
に
は
白
虎
が
お
り
､
中
央
上
部

に
は
朱
雀
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
｡
朱
雀

は
､
讐
閲
の
閲
を
結
ぶ
屋
根
状

の
構
造
物

の
上
に
立

っ
て
い
る
｡
朱
雀

の
下
に
は
､
こ
の
例

で
も

｢
天
門
｣
の
二
字
が
見
え
る
｡

こ
の
銅

の
飾

り
板

に
表
わ
さ
れ
た
四
神

の
配
置
は
､
東
西
南
北
を
表
わ
す
'

1
般
的
な
水
平
配
置
で
は
な
-
､
玄
武

(北
)
を
下
と
し
､
朱
雀

(南
)
を
上

と
す
る
垂
直
的
な
配
置
で
あ
る
｡
四
両
が
垂
直

の
位
置
関
係
を
表
わ
す
固
像

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
例
は
､
後
漠
か
ら
三
園
時
期

の
垂
列
式

の

神
仙
蓋
像
鏡
に
も
よ
-
見
ら
れ
る
も
の
で
'
そ
の
場
合
､
必
ず
南
北
の
軸
が
垂
直

の
方
向
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る

(
た
と
え
ば
､
囲
三
四
の
'

建
安
十
年
銘
神
獣
鏡
が
そ
の
例
)
｡
こ
の
飾
り
板

の
場
合
､
死
者

の
魂
は
､
地
上
を
離
れ
､
天
門
を
通

っ
て
､
朱
雀

の
い
る
天
上
世
界

へ
昇

っ

て
ゆ
く
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
死
者
の
魂
が
朱
雀
の
い
る
南
方
世
界

へ
昇

っ
て
ゆ
-
と
い
う
観
念
は
､
ほ
ぼ
同
時
代
の
道
教
信
仰

''J･;I

に
見
え
る
〟

南

宮
〟

の
観
念
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
に
違

い
な
い
｡
玄
武
は
､
地
上
の
場
合
と
地
下
の
場
合
と
を
含
め
て
､
天
門
よ
り
下

の
世

界
に
属
す
る
た
め
'

こ
の
飾
り
板

の
上
に
は
表
現
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

同
様
に
最
近
'
四
川
省

の
簡
陽
解
鬼
頭
山
の
後
漠
時
期

の
崖
墓

で
尊
兄
さ
れ
た
石
棺
に
も
､
天
門
を
表
わ
し
た
囲
像
が
見
え
る
｡

こ
の
墓
か

(36)

ら
は
､
石
棺
が
六

つ
尊
兄
さ
れ
､
そ
の
う
ち
の
四

つ
に
囲
像
が
あ

っ
た
｡
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
､
三
競
石
棺
に
刻
さ
れ
た
囲
像

(
囲
三

〇
)

で
､
各
々
の
囲
像
に
傍
題
が
あ

っ
て
､
そ
れ
が
な
に
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
傍
題
に
よ
れ
ば
､
石
棺

の
前
の
こ
ぐ
ち
の
部
分
に
は
〟

朱
雀
〟

が
重
か
れ
､
後
ろ
の
こ
ぐ
ち
の
部
分
に
は
〟

伏
義
″

〟

女
姻
″

〟

玄
武
″

〟

鳩
烏
″

が
塞
か
れ
て
い
る
?

ま
た
､
石
棺
の
左
の
側
面
に
は
､
〝

先
人
博

(六
博
を
す
る
仙
人

)″
〟

先
人
騎

(鹿

に
の
る
仙
人

)″
〝

龍
輿
魚
″

〟

日
月
″

〟

柱
錬

(揺
鏡

甜りん

樹
)

〟

〟

自
推
〟

〟

離
利
″

が
蓋
か
れ
､
右
の
側
面
に
は
､

〟

天
門
″

〟

大
倉
″

〟

大
可
″

〟

白
虎
″

が
蓋
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
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多
-
の
囲
像
の
う
ち
'
右
の
側
面
に
配
さ
れ
た
､
〟

天
門
″

と
い
う
傍
題

の
あ
る
囲
像
は
､
二

つ
の
閲
が
中
心
と
な

っ
て
お
り
､
こ
の
二

つ
の

閲
は
､
中
段
の
軒
の
よ
う
な
構
造
物
で
結
ば
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
閲
の
頂
上
に
は
尾
の
長
い
鳥
が
と
ま
る
｡
閲
の
閲
に
は

一
人

の
人
物
が

立

っ
て
い
る
が
､
こ
れ
が
傍
題
で
〝

大
可
″

と
呼
ば
れ
て
い
る
紳
人
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
れ
ら
の
囲
像
配
置
を
平
面
上
に
簡
化
し
て
示
せ
ば
､
囲
三

〇
下
に
附
し
た
の
説
明
園
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
囲
像
配
置
は
､
囲

二
九
に
示
し
た
､
銅
の
飾
り
板
の
､
玄
武
と
朱
雀
と
を
結
ぶ
線
を
中
心
軸
と
し
て
､
四
神
を
上
下
に
配
列
す
る
様
式
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
も

の

で
あ
る
｡
再
龍
の
傍
題
は
見
え
な
い
が
､
左
側
面
の
龍
が
そ
れ
に
苫
た
る
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
天
門
は
､
富
然
､
玄
武
か
ら
朱
雀

へ
の
中
心

軸
上
に
塞
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
､
そ
れ
を
蓋
-
こ
と
が
空
間
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､
右
側
面
に
寄
せ
て
配
置
さ
れ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
石
棺
上
に
刻
さ
れ
る
囲
像
の
配
置
も
ま
た
'
地
上
を
離
れ
､
天
門
を
通
過
し
て
､
天
上
世
界

へ
と
昇

っ
て
ゆ
く
､
死

者
の
魂
の
行
程
と
封
臆
し
た
も
の
で
あ

っ
た
｡

ち
な
み
に
言
え
ば
､
こ
の
鬼
頭
山
四
競
石
棺
毒
像
に
は
､
天
門
の
そ
ば
に
〟

大
倉
″

と
傍
題
の
あ
る
､
高
床
式
の
倉
庫

の
国
が
あ
る
.
こ

れ

と
共
通
す
る
天
上
の
穀
物
倉
は
､
他
の
地
域
の
漠
代
墓
葬
中
の
壁
蓋
に
も
い
く

つ
か
見
ら
れ
る
も
の
で
､

〟

天
倉
〟

と
傍
題
が
あ
る
場
合
も
あ

る
｡
大
倉
の
語
は
'
た
と
え
ば
､
ー郷
他
君
石
岡
堂
の
題
銘
の
最
後
に
も
見
え
て
､
｢此
の
上
の
人
馬
は
､
皆
な
大
倉

に
食
せ
ん
｣
と
書
か
れ

て

お
り
､
両
堂
に
塞
か
れ
た
人
馬
､
す
な
わ
ち
墓
主
人
を
中
心
と
す
る
車
馬
行
列
の

〓
付
は
､
仙
界
に
お
い
て
も
て
な
し
を
受
け
る
よ
う
に
と
の

(37)

所
願
を
表
わ
し
た
も
の
だ
と
解
樺
さ
れ
て
い
る
｡
小
論
の
論
法
で
言
え
ば
'
死
者
の
魂
は
､
天
門
を
通

っ
て
天
上
世
界
に
入
り
､
そ
こ
で
大
倉

(天
倉
)
か
ら
供
さ
れ
る
食
物
で
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
大
倉
か
ら
の
食
物

の
供
給
は
絶
え
る
こ
と
が
な

い
｡
す
な
わ
ち
､
天

上
世
界
で
永
遠
の
生
命
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
｡
道
教
信
仰
の
中
で
､
修
行
が
進
ん
だ
修
行
者
に
は
､
天
か
ら
〟

天
厨
〟

の

食
物
が
輿
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
も
､
同
様
の
観
念
を
道
教
的
な
論
理
の
中
に
組
み
込
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
｡
永
遠
の
生
命
を

得
る
た
め
に
は
､
地
上
の
食
物
を
絶

っ
て

(辞
穀
し
て
)
､
天
上
の
食
物
だ
け
で
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
と
関
連
し
て
､
神
事
壷
が
穀
物
倉

(穀
倉
)
を
表
わ
し
た
も
の
だ
と
す
る
説
に
つ
い
て
'
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
｡
中
国

の
馨
掘
報
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告
で
は
､
日
本
で
言
う
神
事
壷
を
､
堆
塑
人
物
陶
碓
な
ど
と
呼
ぶ
ほ
か
､
穀
倉
と
名
附
け
て
報
告
を
し
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
｡
し
か
し
賓

は
､
こ
れ
ら
の
容
器
が
穀
物
倉
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
直
接
の
讃
接
は
な
い
｡
た
だ
'
た
と
え
ば
故
宮
博
物
院
所
蔵

の
永
安
三

年
銘
の
神
事
壷

(神
事
壷

=
1
5
)

の
胴
鰭
部
分
に
〟

五
種
″

と
い
う
刻
銘
が
あ
る
の
が
､
五
穀
の
意
味
で
あ
る
と
し
て
､

こ
の
容
器
全
礎
が

穀
物
倉
を
形
ど

っ
た
の
だ
と
い
う
説
明
や
'
ま
た
前
述
の
よ
う
に
､
こ
の
種
の
容
器
に
小
鳥
の
堆
塑
が
た
-
さ
ん
附
加
さ
れ
る
の
は
､
穀
物
倉

に
集
ま
る
鳥
た
ち
な
の
だ
と
い
っ
た
解
樺
が
､
こ
れ
を
穀
倉
だ
と
す
る
説
の
根
接
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し

一
方
で
､
死
者
の
魂
が
穀
物
と
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
組
要
と
穀
墓
と
の
関
係
を
考
え
た
際
に
､
す
で
に
指
摘
し
た

(38)

と
こ
ろ
で
あ
り
､
あ
る
い
は
ま
た
'
神
事
壷
の
基
礎
に
あ

っ
た
侍
承
を
受
け
継
い
で
い
る
で
あ
ろ
う
､
後
代

の
陶
塑
瓶

の
類

に

｢
東
倉
｣
｢
倉

I:I:I/

鹿
茸
｣
な
ど
の
刻
銘
が
あ
る
こ
と
'
さ
ら
に
こ
こ
で
撃
げ
た
天
門
と
天
上
の
大
倉
の
囲
像
の
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
､
こ
の
容
器
が
穀
倉
を

表
わ
し
た
と
す
る
説
を
む
げ
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
恐
ら
-
､
穀
物
倉
庫
と
い
う

一
面
も
備
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

日
本
で

一
般
に
用
い
ら
れ
る
､
神
事
壷
と
い
う
呼
び
名
に
比
べ
れ
ば
､
穀
倉
と
い
う
呼
び
名
は
､
よ
り
大
き
な
安
富
性
を
持

っ
て
い
た
｡

も
う

一
度
､
天
門
の
問
題
に
も
ど
ろ
う
｡
四
川
省
の
漠
代
蓋
像
石
刻
に
は
､
讐
閲
を
表
わ
し
た
も
の
が
多
い
｡
石
棺
に
刻
さ
れ
た
蓋
像

の
場

合
に
つ
い
て
見
れ
ば
､
そ
う
し
た
隻
閲
は
､
棺
の
こ
ぐ
ち

(短
遠
)
に
刻
さ
れ
る
の
が
例
で
あ
る
｡
こ
こ
で
､
も
う

一
つ
例
を
挙
げ
て
お
け
ば
､

疲
州

1
親
と
呼
ば
れ
て
い
る
石
棺
の
囲
像

(囲
三

l
)
で
は
､
正
面
の
こ
ぐ
ち
部
分
に
讐
閲
が
刻
さ
れ
､
そ
の
左
右
の
閑
の
上
に
は
､
そ
れ
ぞ

れ
に
虎
に
坐

っ
た
西
王
母
と
龍
に
坐

っ
た
東
王
公
と
が
い
る
｡
閲
の
閲
の
上
部
に
は
朱
雀
が
､
そ
の
下
に
は
玉
環
が
､
下
部
に
は
玄
武
ら
し
い

も
の
が
刻
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
と
封
に
な
る
､
背
面
の
こ
ぐ
ち
の
部
分
に
は
､
日
月
を
片
手
で
抱
え
て
い
る
伏
義
と
女
嫡
と
が
配
さ
れ
る
｡
左

(40)

右
の
側
面
に
は
､
青
龍
と
白
虎
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
刻
さ
れ
る
｡
こ
の
例
に
見
え
る
､
正
面
に
讐
閲

(す
な
わ
ち
天
門
)
が
､
そ
の
背
面

に
伏
義

と
女
姻
と
が
配
さ
れ
る
と
い
う
の
も
､
四
川
の
石
棺
に
し
ば
し
ば
見
え
る
も
の
で
､

1
つ
の
規
範
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

囲
三
二
に
示
し
た
の
は
､
同
じ
く
四
川
省
邸
解
の
後
漠
墓
か
ら
尊
兄
さ
れ
た
石
棺
の
囲
像
で
あ
る
｡
こ
の
石
棺
の
場
合
に
は
､
前

の
こ
ぐ
ち

の
部
分
に
伏
義
と
女
姻
と
が
塞
か
れ
､
後
ろ
の
こ
ぐ
ち
の
部
分
に
は
門
閥
と
そ
の
間
に
盾
状
の
も
の
を
胸
の
前
に
抱
え
て
か
し
こ
ま
る
人
物
と

287
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が
塞
か
れ
る

(石
棺
の
前
と
後
ろ
と
の
匝
別
は
､
元
来
の
報
告
書
の
記
述
に
従

っ
た
)
ほ
か
､
左
右
の
側
面
に
は
､
冥
合

･
推
戯
と
魚
龍
呈
街

･

水
戯
の
園
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
中
心
軸
を
な
す
､
門
閥
と
伏
義

･
女
嫡
と
を
結
ぶ
線
に
は
変
化
が
な
い
が
､
そ
の
側
面

に
配
さ

(41)

れ
る
､
青
龍
と
白
虎
の
部
分
が
稚
戯
の
圃
像
に
入
れ
替
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
い
-

つ
か
挙
げ
た
､
四
川
省
の
後
漠
時
期
の
石
棺
囲
像
は
､
出
土
し
た
墓
の
状
況
が
分
か
ら
な
い
も
の
が
多
-
､
そ
の
年
代

の
前
後

を
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
｡
た
だ
､
元
来
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
構
造

(南
北
方
向
を
軸
に
し
て
配
列
さ
れ
る
四
繭
の
構
造
)
が
-
ず
れ
て

ゆ
-
と
い
う
経
過
を
想
定
す
れ
ば
､
最
後
に
挙
げ
た
邸
解
の
石
棺
童
像
が
､
比
較
の
上
で
'
新
し
い
様
式
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
こ
に
見

え
る
､
棺
の
正
面
の
短
通
に
隻
閲

(天
門
を
表
わ
す
)
が
あ
り
､
左
右
の
長
遠
に
は
雑
戯
が
配
さ
れ
る
と
い
う
構
造
は
､
神
事
壷

の
中
期

の
様

式
に
顕
著
な
､
正
面
に
讐
閲
を
備
え
た
門
が
あ

っ
て
､
左
右
の
側
面
に
は
雅
戯
を
演
じ
る
要
人
が
並
ぶ
と
い
う
陶
塑
の
配
置
と
重
な
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
の
で
あ
る
｡
石
棺
圏
像
の
水
平
的
な
配
置
関
係
も
中
期
神
事
壷
上
に
見
え
る
堆
塑
の
配
置
関
係
も
､
基
本
的
に
同
じ
観
念
を
反
映
し

た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
紳
亭
壷
の
正
面
に
設
け
ら
れ
る
門
閥
も
ま
た
､
四
川
の
木
棺
､
石
棺
の
こ
ぐ
ち
部
分

に
飾

ら
れ
る
天
門
圏
と
同
じ
く
､
死
者
が
そ
こ
を
く
ぐ

っ
て
天
上
に
昇
る
た
め
の
天
門
を
表
わ
す
も
の
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

四
川
の
門
閥
囲
像
に
は
､
櫨
州

l
競
石
棺
に
も
見
え
た
よ
う
に
､
隻
閲
の
閲
の
中
央
部
分
に
､
し
ば
し
ば
､
空
中
に
浮
い
た
よ
う
に
し
て
､

環
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
｡
囲
二
八
､
二
九
の
､
韮
山
解
の
銅
製
の
飾
り
板
で
は
､
こ
の
環
が
ち
ょ
う
ど
中
央
に
置
か
れ
て
､
そ
の
真
ん
中

の
孔

に
釘
が
通
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
｡
こ
う
し
た
環
の
持

つ
意
味
に
つ
い
て
､
環
の
宝
器
と
し
て
の
機
能
か
ら
推
し
て
､
霧
の
依
り
代
だ
と

(42)

す
る
解
樺
も
あ
る
｡
た
だ
､
そ
う
し
た
説
で
は
､
な
ぜ
環
が
､
い
つ
も
天
門
の
上
の
空
中
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
し
て
描
か
れ
る
の
か
が
､

十
分
に
は
説
明
さ
れ
な
い
.
こ
こ
で
は
､

一
つ
の
償
説
と
し
て
､
こ
れ
ら
門
閥
圃
像
の
中
で
､
環
が
極
め
て
重
要
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
想
像
し
て
､
死
者
の
魂
は
こ
の
環
の
中
央
の
孔
を
-
ぐ

っ
て
天
上
世
界
に
昇
る
と
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
て
み
た
い
と
患
う
｡
さ
ら
に

想
像
を
蓮
し
く
す
れ
ば
'
こ
の
固
形
の
も
の
は
､
権
の
底
の
方
か
ら
見
た
'
権
の
口
縁
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
馬
王
堆
の
岳
童

(囲
二
七
)

に
も

見
え
る
よ
う
に
､
死
者
の
魂
は
､
権
の
中
に
位
置
す
る
現
世
か
ら
､
権
の
口
を
経
過
し
て
､
天
上
世
界
に
入
る
の
で
あ
る
｡
現
世
か
ら
天
上
世
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圃32 邸解石棺董像

界
を
見
上
げ
れ
ば
'
そ
こ
に
は
環
状
を
な
す
権
の
口
縁
が
見
え
た
は
ず
で
あ
り
､
死
者
の
魂
は
､

そ
の
園
形
の
環
の
中
を
通

っ
て
天
に
昇
る
と
考
え
ら
れ
た
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
｡

以
上

の
議
論
を
､
次
の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
い
-
ど
も
述

べ
て
き
た
よ

う
に
'
五
聯
権

･
神
事
壷
は
'
葬
迭
儀
頑
に
関
連
し
て
､
死
者
の
魂
を
天
上

(租
憂
た
ち
の
世
界
)

へ
迭
り
と
ど
け
る
機
能
を
持

つ
祭
器
で
あ

っ
た
｡
死
者
の
魂
が
そ
の
中
に
憩
う
こ
と
が
､
そ
の
ま

ま
､
租
憂
た
ち
の
世
界

へ
無
事
に
蹄
還
し
､
祖
霊
た
ち
と

l
髄
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ

る
｡
こ
う
し
た
権
が
備
え
る
宇
宙
論
的
な
構
造
は
'
死
者
の
魂
を
そ
の
内
部
に
憩
わ
せ
る
た
め
に
'

不
可
映
な
も
の
で
あ

っ
た
｡
墓
室
の
四
方
に
四
神

の
囲
像
に
を
配
す
る
の
も
､
墓
室
内
部

に
小
宇

宙
と
し
て
の
構
造
を
持
た
せ
る
た
め
で
あ
り
､
棺
に
蓋
か
れ
る
囲
像
に
も
ま
た
､
し
ば
し
ば
宇
宙

論
的
な
構
成
を
備
え
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
｡
い
ず
れ
も
､
死
者
の
塞
魂
が
そ
の
内
部
室
閲

で
安

ら
う
よ
う
に
と
の
意
圏
の
も
と
に
小
宇
宙
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
五
聯
種
が
､
大
五
獄
を
模

倣
し
た
世
界
構
造
を
持

つ
の
も
ま
た
'
そ
こ
に
小
宇
宙
を
構
成
し
､
そ
の
中
に
魂
を
安
ら
わ
せ
る

た
め
の
設
備
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
中
期
の
神
事
壷
の
基
本
的
な
水
平
構
造
は
､
こ
う
し
た
五

聯
碓
以
来
の
侍
承
を
受
け
継
ぎ

つ
つ
､
そ
こ
に
天
門
を
設
け
る
な
ど
し
て
､
死
者
の
魂

の
死
後

の

行
く
方
を
､
よ
り
動
的
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ

っ
た
｡

ち
な
み
に
言
え
ば
､
上
に
見
た
四
川
省

の
後
漠
時
代
の
石
棺
で
は
､
天
門
の
囲
像
は
'
そ
の
多

-
が
棺

の
長
方
形
の
平
面
の
う
ち
'
短
遁
部
分
に
刻
さ
れ
､
木
棺
の
場
合
に
は
､
そ
こ
に
天
門
を

表
わ
す
鋼
飾
り
が
附
け
ら
れ
た
り
し
て
い
た
｡
恐
ら
-
は
､
こ
の
時
代
､
死
者
の
魂
は
そ
の
短
連

部
分
か
ら
棺
に
出
入
り
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
棺
が
墓
室
に
納
め
ら
れ
る
際

に
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も
､
そ
の
短
連
を
入
口
の
方
に
向
け
て
置
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ア
ー
チ
形
に
築
か
れ
る
墓
室
の
奥
室
が
縦
に
細
長
-
な
る
と

い
っ
た
､
建
築
上
の
理
由
の
ほ
か
に
､
魂
の
出
入
り
の
便
宜
を
考
慮
し
て
の
配
置
で
あ

っ
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
｡

290

こ
の
よ
う
に
神
事
壷
の
､
特
に
中
期
に
属
す
る
も
の
の
特
徴
的
な
構
造
は
､
死
者
の
魂
を
そ
の
中
に
納
め
､
天
上
世
界

(祖
霊
た
ち
の
世
界
)

に
逸
り
届
け
る
と
い
う
機
能
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
た
｡
た
だ
こ
う
し
た
構
造
は
､
第
三
形
式
後
牛
か
ら
第
四
形
式
の
紳
亭
壷

に
な
る
と
､
崩
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
｡
正
面
の
門
か
ら
背
面
の
門

へ
と
引
か
れ
る
中
軸
線
が
は

っ
き
り
し
な
-
な
り
､
固
定
し
た
方
向
性
は
希

薄
に
な

っ
て
行
く
の
で
あ
る
｡
後
期
の
神
事
壷
に
お
い
て
､
確
立
し
て
い
た

一
つ
の
規
範
が
崩
れ
て
い
っ
た
最
大
の
原
因
が
､
悌
教
信
仰

の
浸

透
に
あ

っ
た
こ
と
は
､
見
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
.
最
も
分
か
り
や
す
い
の
は
､
側
面
の
稚
戯
の
垂
人
た
ち
が
並
ん
だ
部
分
の
撃
化
で
あ
る
｡

元
来
､
さ
ま
ざ
ま
な
垂
能
を
演
じ
る
様
子
を
表
わ
し
た
人
物
陶
塑
が
､
手
を
胸
の
前
で
組
み
合
わ
せ
た
り
､
片
手
を
胸
の
前
に
あ
て
た
り
､
あ

る
い
は
合
掌
す
る
人
物
群

へ
と
饗
化
し
て
ゆ
-
の
で
あ
る
.
そ
う
し
た
群
像
に
は
､
特
殊
な
帽
子
を
か
ぶ
り
､
ヒ
ゲ
の
生
え
た
､
胡
人
風

の
人

(43)

物
が
多
い
｡
恐
ら
く
は
､
そ
う
し
た
人
物
像
は
､
中
国
人
の
供
養
者
と
い
う
よ
り
も
､
胡
人
の
沙
門
た
ち
を
表
わ
し
た
場
合
が
多

い
の
で
あ
ろ

う
｡
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
､
額

の
と
こ
ろ
に
コ
ブ
､
あ
る
い
は
肉
撃
を

つ
け
た
人
物
像

(額
に
賓
珠
を
着
け
て
い
る
の
だ
と
も
説
明
さ
れ
る
)

が
見
え
る
こ
と
で
あ
る

(囲
三
三
)
｡
同
様
に
頭
の
と
こ
ろ
に
同
様
の
こ
ぶ
を
附
け
た
神
仙
像
は
､
建
安
年
間
か
ら
東
奥

に
か
け
て
の
紀
年
銘

を
持

つ
､
重
列
式
の
神
仙
蓋
像
鏡
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
囲
三
四
に
挙
げ
た
の
は
'
後
漠
末
の
建
安
十
年

の
銘
を

持

つ
重
列
式
神
獣
鏡
の
例
で
あ
る
が
､
そ
こ
で
は
'
い
さ
さ
か
平
ら
に
な

っ
て
は
い
る
が
､
神
仙
た
ち
は
皆
な
頭
に
こ
ぶ
の
よ
う
な
も
の
を
載
せ

て
い
る
の
で
あ
る
.
神
仙
的
存
在
も
儒
教
の
沙
門
も
､
皆
な
同
じ
特
徴
で
表
わ
そ
う
と
す
る
の
は
､
価
陀
も
神
仙
の

一
種
だ
と
考
え
る
､
早

い

(44)

時
期
の
儒
教

･
神
仙
観
念
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

蓮
華
座
に
坐

っ
た
価
陀
の
像
も
ま
た
'
そ
れ
ま
で
の
神
仙
像
に
入
れ
替
わ
る
よ
う
な
形
で
､
神
事
壷
の
上
に
位
置
を
占
め
て
-
る
｡

そ
う
し

た
入
れ
替
わ
り
が
最
も
早
-
起
こ
る
の
は
､
胴
髄
部
分
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
｡
元
来
'
胴
髄
の
上
牛
'
肩
の
部
分
に
貼
り
附
け
ら
れ

て
い
た
紳



神事壷と東呉の文化

仙
や
龍
な
ど
の
飾
り
と
入
れ
替
わ
る
か
'
あ
る
い
は
そ
れ
と
併
存
す
る
形
で
蓮
華
座
の
備
像
が
出
現
す
る
｡
そ
う
し
た
併
像
は
､
や
が

て
上
部

の
､
建
築
の
部
分
に
も
勢
力
を
延
ば
し
て
ゆ
-
.
元
来
は
､
門
閥
の
上
に
は
棋
麟
や
龍
な
ど
の
神
仙
的
存
在
の
飾
り
が
附
け
ら
れ
る
の
で
あ

っ

た

が

､

そ
の
門
の
上
に
も
悌
像
が
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

(囲
三
五
)｡
第
四
形
式
の
神
事
壷
に
な
る
と
､
そ
の
主
要
な
部
分
は
皆
な
儒
教
的

な
堆
塑
で
占
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
.
特
に
'
最
上
部
の
建
物
の
四
面
に
門
が
設
け
ら
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
の
門
の
内
部

に

一
鰭

づ

つ
悌
像
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
い

っ
た
よ
う
な
例
は
'
紳
亭
壷
が
完
全

に
沸
教
信
仰
と
結
び

つ
い
て
し
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
｡

東
奥
の
時
期

の
儒
教
信
仰
に
つ
い
て
は
'
十
分
に
は
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
｡
康
僧
合
と
孫
権
や
孫
晴
と
の
接
鰯
､
そ
れ
ら
臭

の
支
配

者
た
ち
の
回
心
と
建
初
寺
の
創
建
と
い
っ
た
事
件
の
記
録
は
多
分
に
侍
説
的
で
あ

っ
て
､
ど
こ
ま
で
が
歴
史
的
な
事
賓
で
あ

っ
た
の
か
を
確
か

め
る
の
は
容
易
で
は
な
い
｡
そ
う
し
た
資
料
の
不
足
を
補
う
も
の
と
し
て
､
紳
亭
壷
上
の
併
教
的
囲
像
の
分
析
を
富

て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
｡
前
の
章
に
'
紳
亭
壷
の
年
代
的
な
愛
蓮
の
､
お
お
よ
そ
の
枠
組
み
を
示
し
た
が
､
そ
う
し
た
編
年
を
富
て
は
め
れ
ば
､
江
東

の
地

へ
の

併
教

の
浸
透
の
様
相
を
'
異
能
的
な
年
代
づ
け
を
も

っ
て
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
O
も
ち
ろ
ん
､
こ
う
し
た
遺
物
に
よ

っ
て
窺
わ

圏33 上虞出土神事壷

圏34 建安十年銘神獣鏡

圏35 上海博物館所蔵神事壷
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れ
る
の
は
､
知
識
人
た
ち
の
観
念
的
な
思
想
と
し
て
の
係
数
で
は
な
い
｡
葬
迭
儀
産
に
関
わ
る
'
い
わ
ば
〟

葬
式
悌
教
″

の
最
も
早
い
例

の

l

つ
と
な
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

神
事
壷
が
葬
迭
儀
樽
と
密
接
に
関
連
す
る
遺
物
で
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
､
い
-
ど
も
強
調
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
貝
鰻

的
に
､
葬
送
儀
鐙
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
紳
亭
壷
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
､
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
直
接
に
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
｡
た
だ
'
神
事
壷
上
の
堆
塑
の
人
物
像
の
い
-

つ
か
に
は
､
そ
う
し
た
儀
樽
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
｡
特
に
､

孫
奥
時
期
の
五
聯
権
や
早
い
時
期
の
神
事
壷
に
は
'
葬
迭
儀
樽
を
そ
の
ま
ま
表
わ
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
囲
五

(五
聯
碓

Ⅱ
-
4
)

の
､
金
壇
方
山
の
五
聯
権
に
は
葬
儀
の
様
子
が
具
髄
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
り
､
ま
た
囲
八

(神
事
壷

Ⅱ
-

3
)

の
､
南
京
都
府
山
の
神
事
壷
に
は
､
墓
門
に
棺
を
据
え
､
そ
の
前
で
拝
樽
を
す
る
孝
子

(喪
主
)
が
表
わ
さ
れ
て
い
た
｡
あ
る
い
は
'
囲

八

(神
事
壷

Ⅱ
-
1
)

の
､
金
華
古
方
の
神
事
壷
に
は
､
門
の
側
に
､
な
に
か
を
抱
え
た
人
物
､
側
面
に
は
鳥

の
類
を
抱
え
て
立

つ
人
物
が
い

る
｡
囲
八

(神
事
壷

Ⅱ
-
4
)

の
､
断
江
崎
麟
大
唐
嶺
の
神
事
壷
で
は
､
正
面
の
門
と
封
稀
に
な
る
位
置

(裏
門
は
な
い
)

に
､
二
人

の
人
物

が
お
り
､
そ
の

一
人
が
胸
の
前
に
抱
え
た
鉢
の
中
に
は
､
四
粒
の
園
珠
が
入

っ
て
い
る
と
さ
れ
る
｡
囲
二
三
の
､
甑
竃
系
統
の
神
事
壷
に
も
'

両
腕
で
丸
い
卵
状
の
も
の
を
抱
え
て
い
る
人
物
が
見
え
る
｡
こ
れ
ら
の
人
物
が
抱
え
て
い
る
丸
い
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
'
神

事
壷
の
基
礎
に
あ

っ
た
江
東
地
域
の
古
-
か
ら
の
葬
迭
儀
鐙
の
関
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
｡
ま
た
､
裏
門
部
分

で
の
儀

産
と
い
え
ば
､
出
光
美
術
館
や
､
久
保
惣
記
念
美
術
館
所
蔵
の
神
事
壷
に
見
え
た
､
二
人
の
人
物
が
い
て
､
祭
文
を
讃
み
上
げ
て
い
る
よ
う
な

様
子
を
表
わ
し
た
堆
塑
像
も
興
味
深
い

(囲
二

〇
)0

こ
れ
ら
堆
塑
に
表
わ
さ
れ
た
'
江
東
の
地
の
特
徴
的
な
習
俗
で
あ

っ
た
ろ
う
葬
迭
儀
樽
は
､
や
が
て
沸
教
的
な
葬
迭
儀
樽
に
よ

っ
て
取

っ
て

代
わ
ら
れ
て
ゆ
く
｡
そ
れ
は
'
側
面
に
配
さ
れ
る
稚
戯
の
聾
人
た
ち
の
桶
が
合
掌
す
る
人
物
像
に
愛
わ

っ
て
ゆ
-
と
い
う
奨
化
に
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
､
在
地
文
化
の
崩
懐
と
い
う
大
き
な
流
れ
に
封
鷹
す
る
現
象
の

一
つ
で
あ

っ
た
｡
人
々
は
､
そ
れ
ま
で
の
風
習
で
は
死
者
の
魂
を
十
分

に
安
ら
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
｡
そ
れ
ゆ
え
t
よ
り
強
力
だ
と
信
じ
ら
れ
た
沸
教
儀
頑
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
死
者
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の
魂
の
安
寧
が
､
章
は
､
生
き
て
い
る
人
々
の
精
神
の
安
ら
か
さ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
時
代

が
流
れ
､
社
台
の
構
造
が
愛
化
し
て
ゆ
-
中
で
､
江
東
地
域
の
人
々
は
､
古
く
か
ら
の
俸
承
的
な
迭
喪
習
俗
を
繰
り
返
え
す
だ
け
で
は
､
も
う

そ
の
安
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
､
係
数
を
受
容
し
､
あ
る
い
は
道
教
を
新
し
い
信
仰
と
し
て
沓
展
さ
せ
た
の
で
あ

っ

た
｡
こ
う
し
た
遣
物
は
､
知
識
人
た
ち
の
､
思
想
と
し
て
の
悌
教
の
受
容
と
は
別
の
､
よ
り
基
盤
的
な
層
で
の
併
教
受
容
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

第
三
形
式
か
ら
第
四
形
式
の
神
事
壷
の
少
な
か
ら
ざ
る
数
の
も
の
が
､
そ
の
権
の
本
髄
の
上
に
で
き
る
だ
け
多
-
の
儒
教
圏
像
を
貼
り
附
け

よ
う
と
心
を
砕
い
て
で
き
あ
が

っ
た
よ
う
に
見
え
る
.
そ
れ
は
､

一
方
で
は
､
昔
時
の
人
々
に
と

っ
て
の
併
塔
の
イ
メ
ー
ジ
を
模
し
た
も
の
で

あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
中
国
の
各
地
に
も
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
阿
育
王
塔
の

一
つ
､
合
槽
の
阿
育
王
塔
を
劉
薩
何
が
感
得
し
た
時

の
様

(45)

子
に
つ
い
て
､
｢法
苑
珠
林
｣
巷
三
八
は
､
次
の
よ
う
に
描
寓
し
て
い
る
｡

[劉
薩
何
は
､
夜
中
､
地
の
底
で
鳴
る
鐘
の
音
を
聞
い
た
]
｡
そ
れ
か
ら
三
日
し
て
､
急
に
賓
塔
と
舎
利
と
が
地

の
底
か
ら
湧
き
出
し

て
来
た
｡
そ
の
塞
塔
の
様
子
は
､
青
色
で
あ

っ
て
､
石
に
似
て
い
る
が
石
で
は
な
い
｡
高
さ
が

一
尺
四
寸
で
､
七
寸
四
方
｡
五
層

の
露
盤

が
あ
り
､
西
域
の
手
間
で
作
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
面
ご
と
に
菌
が
開
い
て
お
り
'
そ
の
四
周
に
は
天
金

(-
)
が
め
ぐ
ら
さ
れ

て
い
る
｡
そ
の
中
に
は
銅
の
撃
が
ぶ
ら
さ
げ
ら
れ
て
い
て
'
い
つ
も
鐘
の
音
が
す
る
の
は
､
こ
の
磐
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
｡
塔
身
を
め
ぐ

っ
て
配
さ
れ
て
い
る
の
は
､
諸
俳
､
諸
菩
薩
､
金
剛
聖
僧
や
稚
頬
な
ど
の
像
で
あ

っ
て
､
極
め
て
微
細
に
作
ら

れ
て
お
り
､
目
を
凝
ら
し
て
見
る
と
数
百
'
数
千
の
像
が
表
わ
さ
れ
て
い
て
､
顔
の
造
作
や
手
足
な
ど
が
､
全
て
備
わ

っ
て
い
た
｡

こ
の
よ
う
に
､
塔
身
を
め
ぐ

っ
て
､
数
百
'
数
千
の
価
､
菩
薩
が
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
様
子
は
､
第
三
期
後
牛
か
ら
第
四
期

に
か
け
て
の

紳
亭
壷
の
い
-

つ
か
の
例
を
筋
節
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
.

1
尺
四
寸
と
い
う
塔
の
高
さ
も
､
神
事
壷

一
般
の
大
き
さ
と
ほ
ぼ
封
鷹
し
て
い
る
0

神
事
壷
の
後
期
の
遺
物
に
､
多
数
の
備
像
や
沙
門
た
ち
の
像
が
そ
の
表
面
を
埋
め
轟
-
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
を
見
る
時
､
そ
の
内
部

に

9Cq

寵
る
死
者
の
魂
の
安
ら
ぎ
が
容
易
に
は
得
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
､
そ
れ
故
､
不
必
要
な
ま
で
の
数
の
沸
教
囲
像
を
神
事
壷

の
ま
わ
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り
に
配
し
て
､
そ
の
安
ら
ぎ
を
乱
す
も
の
を
防
ご
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
死
者

の
魂

(
そ
れ
は
,
生
き

ノT

て
い
る
人
々
の
魂
を
代
表
す
る
も
の
で
あ

っ
た
)
の
平
穏
を
乱
す
根
本

の
原
因
は
､
時
代
と
社
合
の
急
激
な
壁
化
の
中
に
あ

っ
た
に
違
い
な
い
｡

29

そ
う
し
た
変
化
の
中
で
､
従
来
の
土
着
的
な
信
仰
は
ほ
と
ん
ど
無
力
に
な

っ
て
し
ま
い
､
新
し
-
受
容
し
た
儒
教
に
よ

っ
て
､
人
々
の
魂

の
平

穏
が
､
わ
ず
か
に
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
'
後
半
期
の
神
事
壷
は
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
三
垂

東
呉
の
文
化

次
に
示
し
た
､
五
聯
権
と
神
事
壷
と
の
出
土
地
鮎
の
分
布
を
示
し
た
地
園
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
こ
れ
ら
の
造
物
が
饗
見
さ
れ
る
の
は
､

建
康

(建
業
)
か
ら
呉
郡
呉

(現
在
の
蘇
州
)
に
か
け
て
の
長
江
下
流
地
帯
と
､
そ
の
南
に
つ
な
が
る
新
江
省

完
田
の
地
域
に
､

ほ
と
ん
ど
限

ら
れ
て
い
る
｡
特
に
神
事
壷
は
､
瑞
呂
馬
頭
の
例
を
除
け
ば
､
南
京

-
江
寧
の
線
か
ら
西
で
出
土
す
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い

(高
淳
､
南
陵
か

ら
出
土
し
て
い
る
の
は
'
い
ず
れ
も
五
聯
確
で
あ
る
)
｡
三
園
奥
の
領
域

で
い
え
ば
､
揚
州
の
東
北
部
分

に
集
中
し

て
い
て
､
荊
州
地
域
か
ら

か
ま
も
と

は
'
こ
れ
ら
の
権
は
出
土
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
｡
五
聯
権
や
神
事
壷
の
分
布
の
中
心
は
､
越
害
の
客

元

の
あ
る
合
稽
郡
や
太
湖
を
懐

い

た
平
原
の
中
心
地
で
あ
る
奥
郡
に
あ

っ
た
の
で
あ

っ
て
､
こ
れ
ら
の
遺
物
を
生
み
出
し
た
文
化
か
ら
す
れ
ば
'
建
康
は
､
出
土
例
は
多

い
に
し

て
も
､
そ
の
文
化
の
縁
遠
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
分
布
か
ら
見

て
､
五
聯
耀

･
神
事
壷

を
生
み
出
し
た
文
化
が
､
孫
奥
政
権
そ
の
も
の
と
は
､
い
さ
さ
か
距
離
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡
も
し
､
そ
う
し
た
推
測
が

正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
､
で
は
､
異
髄
的
に
ど
う
し
た
人
々
が
こ
の
文
化
を
中
心
と
な

っ
て
携

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
私
は
､

こ
う
し
た
文

化
を
支
え
て
い
た
の
は
'
呉
合

(呉
郡

･
合
稽
郡
)
.の
土
着
の
豪
族
社
合
で
あ

っ
た
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
｡

前
章
で
も
見
た
よ
う
に
､
神
事
壷
を
出
土
し
た
墓
葬
か
ら
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
資
料
が
件
出
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
資
料
を
通

し
て
も
､
墓
の
被
葬
者

の
名
前
と
そ
の
社
食
的
位
置
と
が
確
定
で
き
る
例
は
､
残
念
な
が
ら
､
あ
ま
り
多
-
な
い
｡
そ
う
し
た
中

で
'
墓

の
壬
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人
の
姓
氏
が
推
測
で
き
､
そ
の
牡
合
的
な
立
場
が
知
ら
れ
る
'
ま
れ
な
例
の

一
つ
と
し
て
､
江
蘇
省
宜
興
解
の
周
墓
敬
の
場
合
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
｡
宜
興
は
､
太
湖
の
西
岸
に
位
置
し
､
東
呉
か
ら
西
膏
時
期
に
は
､
義
興
嚇
陽
羨
の
名
で
呼
ば
れ
た
土
地
で
あ
る
｡
そ
の
宜
興
の

現
在
の
城
内
の
､
周
墓
敬
と
呼
ば
れ
る
小
高
い
丘
か
ら
'
墓
口
を
東
か
ら
少
し
南
に
振

っ
た
方
向
に
向
け
た
二
つ
の
樽
室
墓
､

一
戟
墓
と
二
親

墓
と
が
尊
兄
さ
れ
た
.
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は

l
窮
墓
の
ほ
う
で
あ
る
.
こ
の
墓
は
､
全
長
が

l
三

･
二

一
m
､
幅
が
四

･
三
六

m
｡
少
し
胴

が
ふ
-
ら
ん
だ
､
長
方
形
の
後
室
と
正
方
形
の
前
室
と
か
ら
な
り
'
前
室
の
前
に
は
両
道
が
附
い
て
い
る
｡
前
室
と
後
室
と
の
天
井
は
､
と
も

に
ア
ー
チ
形
を
な
し
て
い
る
｡

こ
の
宜
興
周
墓
敬

一
戟
墓
か
ら
､
青
歪
の
香
嘘
な
ど
多
く
の
肯
宝
器
が
甘
土
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
ほ
か
'
文
字
の
あ
る
墓
碑
が
い

-
種
類
か
見

つ
か

っ
て
い
る
.
樽
に
見
え
る
文
字
の
う
ち
､
主
要
な
も
の
に
は
､
次
の
よ
う
に
あ
る
.

元
康
七
年
九
月
廿
日
'
陽
羨
所
作
周
前
将
軍
樽

(元
康
七
年
九
月
廿
日
､
陽
羨
に
て
作
る
と
こ
ろ
の
周
前
将
軍
の
蒔
)

議
曹
朱
選
､
婿
功
吏
楊
春
､
工
楊
背
作

(議
菅
の
朱
選
'
婿
功
吏
の
楊
春
'
工
の
楊
背

作
る
)

(46)

こ
う
し
た
文
字
資
料
を
根
接
に
'
｢蓉
掘
報
告
｣
は
､
こ
の
墓
に
葬
ら
れ
て
い
る
の
は
'
背
の
将
軍
の
周
虞
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
｡

周
虞
は
'
｢青
書
｣
巷
五
八
に
本
侍
を
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
周
虞
の
父
親
の
周
鮪
は
､
奥
の
播
陽
太
守

で
あ

っ
た
｡
周
虞
は
'
幼
い
う
ち
に
そ

●
●
●
●

の
父
を
喪

っ
た
｡
年
若
い
こ
ろ
に
は
無
頼
の
生
活
を
送
り
､
郷
里
の
義
興
で

｢
三
構

(三

つ
の
の
さ
ば
る
も
の
)
｣

の

一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い

た
と
い
う
､
｢世
説
新
語
｣
日
新
篇
に
見
え
る
侍
説
は
､
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
奥
に
仕
え
て
東
観
左
丞
､
無
難

の
督
と
な

っ

た
が
､
閲
も
な
く
呉
が
滅
び
る
と
'
洛
陽
に
出
て
膏
の
朝
廷
に
出
仕
し
た
｡
地
方
官
と
し
て
は
新
平
太
守
､
贋
漠
太
守
な
ど
を

つ
と
め
て
治
績

を
あ
げ
､
中
央
に
あ

っ
て
は
散
騎
常
侍
や
御
史
中
丞
を

つ
と
め
て
､
権
力
者
に
も
遠
慮
な
-
､
白
か
ら
正
し
い
と
思
う
と
こ
ろ
を
貴
行
し
た
｡

そ
う
し
た
こ
と
で
朝
廷
の
反
感
を
買
い
､
駅
西
省
で
氏
族
の
首
領
の
賛
高
年
が
反
乱
を
起
こ
す
と
､
建
威
将
軍
と
し
て
西
征
を
命
じ
ら
れ
た
｡

氏
族
と
の
不
利
な
戦
い
の
中
で
､
周
虞
は
命
を
隠
し
た
｡
｢青
書
｣
恵
帝
紀
､
元
康
七
年

(二
九
七
年
)
正
月
契
丑
の
日
の
候
に
周
虞
の
死
が
記

さ
れ
て
い
る
｡
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固36 奥嚇獅子山墓群

宜
興
周
墓
敬

一
戟
墓
の
墓
碑
に
は
､
｢元
康
七
年
九
月
廿
日
…
-

周
前
将
軍
｣
と
い
っ
た
文
字
が
見
え
た
｡
正
史
に
見
え
る
､
元

康
七
年
正
月
の
建
威
将
軍
周
虞
の
死
と
い
う
記
事
や
､
彼
が
義

興
陽
羨
の
人
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
､
周
墓

敬

一
戟
墓
に
葬
ら
れ
た
の
が
周
虞
で
あ

っ
た
と
す
る
報
告
書
の

推
定
は
､
ま
ず
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
周
墓
徴
に

は
､
こ
の

l
競
墓
と
並
ん
で
'
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
と
構
造
と
を

備
え
た
二
戟
墓
が
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
墓
が
､
同
じ
方
向
を
向

き
､
同
じ
よ
う
な
規
模
と
構
造
を
持

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

て
､
そ
の
二
戟
墓
も
､
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
作
ら
れ
た
周
氏
関
係

者
の
墓
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
､
周
墓
徴
全
能
が
周
氏
の

一
族

の
墓
域
で
あ

っ
た
時
代
が
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の

周
墓
敬
二
戟
墓
か
ら
'
神
事
壷
が

l
つ
出
土
し
て
い
る
0
墓
は

古
-
盗
掘
を
受
け
､
こ
の
神
事
壷
も
､
慣
れ
て
全
鰭
の
形
は
窺

え
な
い
の
で
あ
る
が
､
頑
に
肉
撃
を
頂
い
た
､
合
掌
す
る
人
物

陶
塑
が
残
る
こ
と
な
ど
か
ら
､
そ
れ
が
第
三
､
第
四
形
式
に
屠

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

義
興
陽
羨
の
周
氏
の
組
先
が
ど
こ
に
出
自
す
る
か
に
つ
い
て

βワム

の
詳
し
い
記
録
は
な
い
が
､
父
親
の
周
鯖
は
呉
の
洛
陽
太
守

で
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あ
り
､
周
虞
自
身
も
ま
ず
呉
に
出
仕
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
周
氏

1
族
は
､
先
祖
代
々
､
こ
の
地

に
基
盤
を
築
い
て
き
た
､

い
わ
ゆ
る
奥
姓

の
豪
族

の

一
つ
で
あ

っ
た
｡
周
虞
が

｢
(陽
羨
)
風
土
記
｣
を
著
し
て
､
主
と
し

て
輿

の
地
域

の
風
物
を
記
録
し

て
い
る
こ
と

(47)

も
､
周
氏

の
江
南
土
着

の
豪
族
と
し
て
の
性
格
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
周
氏

の
墓

の
中
か
ら
神
事
壷
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
を
根
嫁
に
､
推
測
を
虞
げ
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
特
徴
的
な
遺
物
が
､
こ
の
地
域

の
土
着

の
豪
族
た
ち
の
葬
送
儀
頑

の
中

で
用

い
ら
れ

る
も
の
で
あ

っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

も
う

一
つ
､
あ
る

一
族

の
家
族
墓
地
か
ら
出
土
し
た
神
事
壷

の
例

に

つ
い
て
検
討
を
し
て
お
こ
う
｡
奥
解

の
獅
子
山
は
､
蘇
州
市

の
西
郊

に

位
置
し
､
楓
橋
や
塞
山
寺

に
近
く
'
虎
丘
か
ら
も
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
､
猟
立
し
た
丘
陵

で
あ
る
｡
そ
の
獅
子
山

の
東
斜
面

に
､

ほ
ぼ
同

形
の
､
前
室
､
後
室
と
両
道
か
ら
な
る
樽
作
り
の
墓
が
四

つ
蓉
見
さ
れ
て
い
る

(囲
三
六
)
｡
そ
れ
ら

l
被
蓋
か
ら
四
戟
墓
ま

で
の
出
土
遺
物

の
う
ち
､
神
事
壷
と
紀
年
銘

の
あ
る
墓
樽
な
ど
に

つ
い
て
纏
め
れ
ば
､
次

の
表

の
よ
う
に
な
る
｡
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一戟
墓

｢
元

康
五
年
七
月
十
八
日
｣

墓
碑

神

事

壷

Ⅲ
B
式
(
-

)

(
後

室
右
前
角
)

神

事

壷

Ⅳ
B
式

(
前
室
祭
墓
上
)

二
競
墓

｢
元

康

三
年
四
月
六

日
-
-

｣

墓
碑

神

事

壷

Ⅲ

B
式

(

元
康
三
年
閏
月
碑
銘
)

三
戟
基

軸

亭
壷

Ⅱ
式

四
境
墓

碑

亭
壷

Ⅱ
式

(

前

室
祭
墓
上
)

こ
の
う
ち
､
第

一
競
墓
に
お
い
て
､
二

つ
の
神
事
壷
が
､
前
室
の
樽
作
り
の
祭
墓

の
上
と
後
室

の
入
口
の
横
と
で
饗
見
さ
れ
て
い
る
の
は
､

な
に
か
特
別
の
理
由
が
あ

っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
､
基
本
的

に
は
､

一.
つ
の
墓

に
神
事
壷
を

一
つ
納
め
る

(
そ
れ
を
置
-
の
は
前
室

の
祭
墓

の

上

で
あ
る
)
と
い
う
葬
達

の
際

の
規
範
が
承
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
な
お
､
こ
れ
ら
五

つ
の
紳
亭
壷

の
う
ち

の
､
三

･
四
競
墓
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出
土
の
第
二
型
式
の
神
事
壷
は
､
中
央
の
権
の
上
に
屋
根
が
被
さ

っ
て
お
り
､
中
央
の
権
の
口
綾
部
に
は
透
か
し
文
様
ら
し
い
も
の
も
見
え
て
､

第
二
形
式
か
ら
第
三
形
式

A
類

へ
の
過
渡
的
な
様
相
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
他
に
も
検
討
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
鮎
が
多
い
が
'
ひ
と
ま
ず
神
事
壷
の

形
式
編
年
だ
け
か
ら
す
れ
ば
'
三

･
四
境
墓
の
ほ
う
が
､

l
･
二
親
墓
よ
り
時
代
的
に
古
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

こ
れ
ら
四
つ
の
墓
葬
の
う
ち
､
二
親
墓
か
ら
見

つ
か

っ
た
墓
碑
に

｢
元
康
三
年
四
月
六
日
'
慮
江
太
守
東
明
亭
侯
壬
簿
高
勅
作
｣
と
い
う
銘

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
述
べ
た
｡
そ
の
銘
の
い
う
と
こ
ろ
が
､
こ
の
墓
を
､
慮
江
太
守
で
あ
り
､
東
明
亭
侯
で
あ

っ
た
人
物
の
壬

簿
を
務
め
た
高
勅
な
る
人
物
が
築
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
こ
の
墓
の
主
人
は
'
慮
江
太
守
､
東
明
亭
侯
本
人

で
あ

っ
て
､
｢
普

書
｣
博
玄
侍
に
､
博
祇
の
兄
の
子
の
博
筒
が
東
明
亭
侯
を
賜

っ
た
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
､
饗
掘
簡
報
は
､
墓
の
主
人
と
し
て
博
寓
を
候
補
者

に

(48)

挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
墓
の
被
葬
者
が
確
か
に
博
筒
で
あ
る
と
判
断
す
る
た
め
に
は
､
も
う
少
し
資
料
的
な
裏
づ
け
が
必
要
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
､
少
な
-
と
も
､
こ
の
獅
子
山
が
､
呉
郡
呉
に
基
盤
を
持

つ
あ
る
豪
族
の

一
族
が
､
代
々
そ
こ
に
葬
ら
れ
る
墓
地
で
あ

っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
豪
族
は
､

一
定
の
形
式
で
墓
室
を
築
き
､
そ
こ
に
神
事
壷
を
納
め
て
'
死
者
た
ち
の
魂
の
平
安
を
祈
る
儀
樽
を

代
々
行
な

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
｡

ま
だ
､
多
-
の
検
討
す
べ
き
材
料
は
あ
る
が
､
以
上
に
挙
げ
た
義
興
陽
羨
の
周
氏
の
墓
葬
と
呉
郡
獅
子
山
の
墓
葬
の
例
だ
け
か
ら
も
､
神
事

壷
を
葬
送
儀
樽
に
用
い
る
文
化
の
中
心
と
な

っ
て
い
た
の
は
､
臭
郡
や
合
稽
郡
に
本
接
を
持

つ
､
い
わ
ゆ
る
奥
合
の
豪
族
た
ち
で
あ

っ
た
と
推

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
神
事
壷
の
分
布
が
'
例
外
的
な
も
の
は
あ
る
に
し
て
も
､
建
康
あ
た
り
を
西
の
さ
か
い
と
し
て
い
る
こ
と

も
､
そ
う
し
た
文
化
が
､
建
康
よ
り
も
東
の
地
域
に
基
盤
を
持

つ
人
々
に
よ

っ
て
育
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
｡
こ
れ
ら
､

巣
食
の
豪
族
た
ち
は
'
墓
碑
の
銘
に
も
見
え
る
よ
う
に
'
孫
輿
の
政
権
に
参
重
し
､
ま
た
西
膏
の
官
位
も
受
け
て
い
た
｡
し
か
し
､
彼
ら
異
食

(49)

の
豪
族
全
髄
の
､
建
康
を
中
心
と
す
る
政
治
権
力
に
封
す
る
立
場
に
は
､
い
さ
さ
か
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

孫
奥
の
政
権
は
､
呉
郡
呉
の
地
に
そ
の
本
壕
を
置
い
た
こ
と
も
あ
る
が
､
間
も
な
-
京

(京
口
)
に
移
り
､
さ
ら
に
建
業

(建
康
)
に
移

っ

て
､
そ
こ
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
｡
さ
ら
に
､
そ
の
後
牛
期
に
は
､
建
業
と
武
漢
の
近
遠
の
郡
城
と
の
閲
で
遷
都
を
繰
り
返
し
て
い
る
｡
孫
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呉
の
政
権
が
､
昔
時
､
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
江
東
地
域
の
中
心
で
あ

っ
た
呉
郡
呉
に
都
を
置
け
な
か

っ
た
こ
と
は
､
そ
の
政
権
と
巣
食

の

豪
族
た
ち
と
の
間
が
必
ず
し
も
し

っ
-
り
と
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
で
あ
ろ
う
｡
奥
の
政
樽
を
立

て
た
孫
氏
は
､
鏡
塘

の
富

春
が
そ
の
父
祖
の
地
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
孫
堅
､
孫
策
'
孫
権
と
引
き
継
が
れ
て
ゆ
-
孫
氏
軍
事
集
圏
の
中
核
に
は
'
む
し
ろ
長
江

の
北
､

准
水
流
域
の
､
士
人
層
や
軍
事
的
冒
険
主
義
者
た
ち
が
い
て
､
積
極
的
な
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
は
､
す
で
に
歴
史
家
た
ち
が
指
摘
し

て
い
る

(
50)

と
こ
ろ
で
あ

る
｡

孫
氏
は
､
も
し
そ
の
中
か
ら
孫
堅
な
ど
の
冒
険
主
義
者
が
出
る
こ
と
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
､
孫
堅
の
弟
の
孫
静
が
賓
際

に
そ

う
で
あ

っ
た
よ
う
に
､
も

っ
ぱ
ら
富
春
の
自
か
ら
の
所
有
地
を
防
衛
す
る
こ
と
に
つ
と
め
る
､
巣
食
の
豪
族

の
中
で
も
中
小
の
勢
力
で
あ
る
こ

と
に
終
始
し
た
で
あ
ろ
う
｡
孫
奥
の
政
権
は
､
直
接
に
呉
合
の
豪
族
勢
力
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
､
い
さ
さ
か
異
質
な
性
格

を
備
え
た
こ
の
軍
事
集
圏
を
'
巣
食
の
豪
族
た
ち
は
'
自
分
た
ち
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
､
そ
の
上
に
戴
い
た
の
で
あ

っ
た
｡
た
と
え
ば
､

孫
策
は
､
そ
の
臨
終
に
際
L
t
あ
と
に
遺
す
孫
権

の
こ
と
を
張
昭
に
託
し
て
､
｢
も
し
事
が
成
ら
な
か

っ
た
時

に
は
'
慌

て
ず
騒
が
ず
西

に
も

(51)

ど
れ
ば
､
な
に
の
心
配
事
も
い
ら
な
い
｣
と
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
､
孫
氏
軍
事
集
圏
の
基
盤
が
奥
合

の
地
に
は
な
-
､
む
し
ろ
荊
州
な

ど
の
西
方
地
域
に
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

建
安
十
三
年

(
二

〇
八
年
)
､
荊
州
を
手
に
入
れ
た
曹
操
は
､
さ
ら
に
軍
を
進
め
て
呉
を
窺
う
｡
こ
う
し
た
事
態
に
封
し
､
呉

の
朝
廷

で
は
､

多
く
の
者
が
曹
操
を
迎
え
て
､
そ
の
支
配
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
と
述
べ
た
｡
そ
う
し
た
中
で
､
周
稔
ら
極
-
少
数

の
者
だ
け
が
徹
底
抗
戦
を

主
張
す
る
｡
孫
樺
も
少
数
派
の
意
見
に
同
調
し
て
､
結
局
､
呉
は
赤
壁
に
お
い
て
魂
の
軍
を
打
ち
破
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
こ
の
､
奥

の
赤
壁

で

の
勝
利
は
､
奥
合
の
豪
族
た
ち
に
と

っ
て
は
､
む
し
ろ
迷
惑
な
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
豪
族
た
ち
に
と

っ
て
必
要

で

あ

っ
た
の
は
'
か
れ
ら
を
統
合
す
る
軍
事
的
な
権
力
で
あ
り
､
そ
う
し
た
軍
事
力
が
､
豪
族
た
ち
の
支
配
の
基
盤
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
'
民

衆
層
の
反
乱
を
鎮
壁
し
て
-
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
.
そ
う
し
た
軍
事
勢
力
と
し
て
､
大
義
名
分
を
備
え
た
曹
操
集
圏
の
は
う
が
よ
り
望
ま
し
-
､

か
れ
ら
が
､
孫
氏
に
封
し
特
に
忠
義
立
て
せ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
か

っ
た
｡
奥
の
朝
廷
に
お
い
て
､
曹
操
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
主
張
す

る
者
が
大
多
数
に
の
ぼ

っ
た
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
､
そ
う
し
た
巣
食
の
豪
族
た
ち
の
意
向
が
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
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奥
の
末
年
､
西
膏
の
軍
勢
が
呉
に
攻
め
入

っ
た
時
も
､
個
々
の
豪
族
の
反
鷹
に
は
差
異
が
あ

っ
た
に
し
て
も
'
巣
食
の
豪
族
の
全
健
と
し
て

の
意
向
は
､
赤
壁
の
戦
い
の
前
の
も
の
と
そ
れ
ほ
ど
奨
わ
り
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
む
し
ろ
､
呉
の
朝
廷
の
混
乱
か
ら
'
孫
氏

の
政
権
を
見

放
す
気
持
ち
が
t
よ
り
増
し
て
い
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
｡
呉
が
滅
亡
し
た
あ
と
､
神
事
壷
を
件
出
し
た
墓
の
墓
碑
の
上
に
､.
奥
が
滅
び
て
天

下
が
太
平
と
な

っ
た
と
い
う
'
西
膏
の
侵
攻
を
喜
ぶ
よ
う
な
内
容
の
銘
文
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
前
に
そ
の
銘

(神
事
壷

Ⅳ
B
-
1
､

江
寧
索
野
樽
瓦
廠

一
碗
墓
)
を
挙
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
､
そ
う
し
た
文
句
が
刻
さ
れ
た
の
は
､
特
に
新
し
い
権
力
者
に
お
も
ね

っ
た
も
の
と
い

う
よ
り
､
奥
合
の
豪
族
た
ち
の

一
般
の
気
持
ち
の
表
明
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
い
は
ま
た
､
江
南
土
着

の
世
族
に
展
す
る
葛
洪
は
､

｢抱
朴
子
｣
呉
失
篇
の
中
で
､
呉
の
覆
滅
の
原
因
を
数
え
て
､
そ
の
滅
亡
の
必
然
牲
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
奥
合
の
豪
族
た
ち
に
と

っ
て
､

西
害
の
侵
攻
に
よ
る
奥
政
樺
の
滅
亡
は
､
基
本
的
に
は
望
ま
し
い
な
り
ゆ
き
で
あ

っ
た
｡
西
膏
の
支
配
下
に
入

っ
て
以
後
､
中
央
権
力
か
ら
遠

い
こ
と
も
あ

っ
て
､
奥
合
の
豪
族
た
ち
は
'

一
定
範
囲
で
あ
る
と
は
い
え
'
自
由
を
楽
し
み
､
猪
白
の
文
化
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
｡
西
膏
時
期
の
紳
亭
壷
の
多
彩
な
展
開
は
､
そ
う
し
た
状
況
の

一
つ
の
反
映
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

東
育
時
期
に
な
る
と
､
事
態
は
大
き
-
愛
化
す
る
｡
異
民
族
の
侵
攻
に
よ

っ
て
北
方
の
土
地
を
奪
わ
れ
た
人
々
が
､
大
挙
し
て
江
南
の
地

へ

移
住
し
て
来
た
の
で
あ
る
｡
奥
合
の
豪
族
た
ち
に
と

っ
て
､
北
方
か
ら
移
住
し
て
き
た
支
配
階
層
に
ど
の
よ
う
に
封
庭
す
る
か
が
大
き
な
問
題

(52)

と
な

っ
た
｡
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
｢青
書
｣
王
導
侍
に
は
､
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
｡

[娘
珊
王
司
馬
容

(後
の
元
帝
)
は
]
建
康
に
､
そ
の
幕
府
を
移
し
た
が
､
奥
の
人
々
は
誰
も
心
を
寄
せ
ず
､

一
月
錬
り
に
な

っ
て
も
､

身
分
の
あ
る
者
､
な
い
者
と
り
ま
ぜ
て
､
誰
も
訪
れ
て
乗
る
者
が
な
か

っ
た
｡
王
導
は
､
こ
の
こ
と
を
心
配
し
た
｡
-
-
三
月
上
巳
の
節

句
が
や

っ
て
乗
る
と
､
元
帝
は
白
か
ら
み
そ
ぎ
の
見
物
に
出
か
け
た
｡
肩
輿
に
乗

っ
て
､
威
儀
を
と
と
の
え
､
王
敦
や
王
導
を
は
じ
め
､

名
あ
る
人
物
た
ち
が
騎
馬
で
そ
れ
に
従

っ
た
｡
奥
の
人
の
紀
晴
と
顧
柴
と
は
､
と
も
に
江
南
の
著
名
な

一
族
に
属
す
る
者
で
あ

っ
た
が
､

そ
の
二
人
が
､
こ
の
行
列
を
窺
い
見
て
､
そ
う
し
た
様
子
を
見
て
取
る
と
､
と
も
に
び

っ
く
り
し
て
畏
れ
を
懐
き
､
促
し
あ

っ
て
道
端
か

減

ら
拝
産
を
し
た
｡
-
-
元
帝
は
､
そ
こ
で
王
導
に
命
じ
'
王
導
自
身
が
使
者
と
な

っ
て
､
賀
循
と
顧
柴
の
も
と
を
訪
れ
さ
せ
た
｡
二
人
は
､
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王
導
か
ら
侍
え
ら
れ
た
言
葉
に
従

っ
て
､
元
帝
の
も
と
に
や

っ
て
来
た
｡
こ
の
こ
と
が
あ

っ
て
か
ら
､
巣
食
の
人
々
は
み
な

[元
帝

の
幕

府
の
]
指
園
を
受
け
､
全

て
の
者
た
ち
が
心
を
寄
せ
た
の
で
あ

っ
た
｡

も
ち
ろ
ん
､
こ
う
し
た
記
事
の
ど
こ
ま
で
が
事
葺
で
あ

っ
た
の
か
は
保
竃
の
限
り
で
は
な
い
｡
王
氏
の
人
々
が
司
馬
容
に
雇
従
し
て
い
る
の

を
見
て
､
奥
の
人
々
が
司
馬
容
の
威
勢
を
印
象
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
筋
書
き
は
､
む
し
ろ
､
少
し
時
代
が
下

っ
た
､
王
氏
の
絶
封
的
な
権
勢

の

確
立
を
背
景
に
し
た
話
柄
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
苫
初
､
北
方
か
ら
移

っ
て
来
た
勢
力

に
冷
淡

で
あ

っ
た
呉

の
人
々

(
そ
の
中
心
が
､
賀
循
の
展
す
る
合
槽
の
賀
氏
や
顧
祭

の
腐
す
る
奥
郡
の
顧
氏
な
ど
､
呉
合
の
豪
族
た
ち
)
が
､
や
が

て
北
方
か
ら
の
勢
力
を

受
入
れ
て
､
そ
の
支
配
を
甘
受
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
大
き
な
筋
書
き
は
'
歴
史
的
な
事
賓
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡

呉
の
人
々
が
､
白
か
ら
政
権
を
立

て
る
の
で
は
な
-
､
新
し
-
移
住
し
て
き
た
北
方
か
ら
の
支
配
者
た
ち
に
支
配
権
を
譲
り
渡
し
て
し
ま

っ

た
原
因
に
つ
い
て
'
川
勝
義
雄
教
授
は
､
呉
の
豪
族
た
ち
は
そ
の
内
部
に
矛
盾
を
抱
え
て
お
り
､
そ
れ
ゆ
え
容
易
に
中
原
風
文
化
と
郷
論
主
義

(53)

的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
い
わ
ば
文
化
的
な
水
準
の
差
の
問
題
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
｡
た
だ
､
神
事
壷
が
巣
食
の
豪
族
社
合
と
密
接
に
結
び

つ
い
た
も
の
だ
と
す
る
私
の
推
定
に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
､
後
漠
時
代
の
五
聯
権
､

三
園
呉
や
西
背
時
期
の
神
事
壷
と
､
江
東
地
域
の
猪
白
の
文
化
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
引
き
纏
が
れ
て
き
た
遣
物
が
､
西
酉
の
末
年

に
断
絶

す
る
と
い
う
事
章
は
､
西
育
末
期
か
ら
東
背
の
初
め
の
時
期
に
､
巣
食
の
豪
族
社
食
の
基
礎
が
そ
の
根
幹
に
お
い
て
大
き
く
奨
質
し
た
こ
と
を

示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
｡
特
に
葬
迭
儀
産
は
､

一
つ
の
文
化
の
中
で
も
最
も
保
守
的
な
部
分
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
言

っ
て
､
葬
送

儀
穂
に
関
わ
る
神
事
壷
が
消
失
す
る
こ
と
は
､
そ
の
文
化
の
根
本
的
な
部
分
の
断
絶
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
｡
東
晋
の
初
期
に
､
奥

の
人

々
が

北
方
の
勢
力
を
受
入
れ
た
背
景
に
は
､
単
に
奥
の
人
々
が
先
進
的
な
北
方
の
文
化
に
壁
倒
さ
れ
た
だ
け
に
は
止
ま
ら
な
い
､
よ
り
賓
際
的
な
手

段

(武
力
を
背
景
に
し
た
)
に
よ
る
､
江
東
の
豪
族
社
食
の
基
盤
の
破
懐
が
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(
54
)

墓
制
の
面
に
お
い
て
も
､
西
害
か
ら
東
膏
に
か
け
て
の
時
期
に
は
､
大
き
な
蟹
化
が
お
こ
っ
た
と
さ
れ

る

.

そ
の
埜
化
の
全
鰭
像
を
描
-
た
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固37 南京象山王氏墓群

め
の
準
備
が
､
今
は
な
い
が
､
こ
れ
ま
で
い
-

つ
か
挙
げ
て
来
た
三

園

･
西
曹
時
期
の
墓
葬
制
度
と
封
比
を
す
る
た
め
'
東
害
時
期
の
南

京
近
郊
の
墓
葬
の
例
を
､
次
に

一
つ
だ
け
翠
げ
て
み
よ
う
｡
南
京
西

北
郊
に
位
置
す
る
'
象
山
の
王
氏

一
族
の
墓
地
の
例
で
あ
る
｡
こ

こ

は
､
娘
邪
の
王
氏

一
族
の
墓
地
で
あ

っ
て
､
特
に
'
郭
沫
若
が
提
起

し
た

｢蘭
亭
論
学
｣
の
中
で
､
こ
の
王
氏
の
墓
か
ら
出
土
し
た
蒔
質

の
墓
誌
が
有
名
に
な

っ
た
こ
と
は
'
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
｡
浪
郷
の
王
氏
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
'
陳
郡
陽
夏
の
謝
氏
と

並
ん
で
､
六
朝
貴
族
の
讐
壁
を
な
す
家
柄
で
あ
る
｡
北
か
ら
江
南
に

移
住
し
て
､
元
帝
に
よ
る
東
膏
政
樺
の
確
立
の
た
め
に
力
を
蓋
-
し

た
王
導
が
こ
の

一
族
の
繁
栄
の
基
礎
を
作
り
､
東
告
中
期
の
書
家
と

し
て
有
名
な
王
義
之
も
､
こ
の

一
族
に
属
し
て
い
る
｡
｢蘭
亭
論
雫
｣

の
き

っ
か
け
は
､
南
京
象
山
の
王
氏
墓
か
ら
い
-

つ
も
出
土
し
て
い

る
､
樽
質
の
墓
誌
に
刻
さ
れ
た
文
字
と
､
王
義
之
の
書
と
し
て
遺
さ

れ
て
い
る
作
品
の
文
字
と
の
閲
に
､
書
健
の
鮎
で
大
き
な
差
異
が
あ

る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ

っ
た
｡

象
山
の
王
氏
墓
地
か
ら
'
現
在
ま
で
に
､
七

つ
の
墓
が
見

つ
か

っ

て
い
る
｡
そ
の
内
の
四
つ
の
墓
に
つ
い
て
は
､
そ
こ
に
納
め
ら
れ
た

墓
誌
か
ら
､
被
葬
者
の
名
前
が
知
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
第

l
碗
墓
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は
'
王
興
之
夫
妻
の
墓

(王
興
之
は
'
成
康
六
年
の
死
､
夫
人
の
宋
和
之
は
､
永
和
四
年
の
死
)
､
第
三
競
墓
は
､
王
丹
虎
の
墓

(丹
虎
は
､
王

林
之
の
長
女
､
升
卒
三
年
の
死
)
､
第
五
競
墓
は
､
王
問
之
の
墓

(王
問
之
は
､
升
卒
二
年
の
死
)
､
第
六
競
墓
は
､
夏
金
虎
の
墓

(夏
金
虎
は
､

王
彬
の
継
室
の
夫
人
､
太
元
十
七
年
の
死
)
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
内
､
最
も
早
い
の
が
王
興
之
の
墓
で
､
彼
が
死
ん
だ
成
康
七
年

(三
四
一
年
)

よ
り
少
し
下
る
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
最
も
新
し
い
の
が
夏
金
虎
の
墓
で
､
太
元
十
七
年

(三
九
二
年
)
以
降

に
ま
で
下
る

(囲
三

七
)
｡こ

れ
ら
の
墓
は
､
あ
と
で
取
り
翠
げ
る
七
競
墓
を
除
い
て
､
基
本
的
に
同
じ
形
態
を
持

っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
み
な
長
方
形
の
軍
室
墓
で
､

天
井
は
ア
ー
チ
形
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
基
本
形
態
は
､
昔
時
第

一
の
貴
族
で
あ

っ
た
娘
郷
の
王
氏
の
墓
と
し
て
は
い
さ
さ
か
粗

末
で
あ
る
と
の
印
象
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
に
簡
単
な
作
り
で
あ
る
原
因
は
､
か

つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
､
建
康
近
郊

に
営

ま
れ
る
墓
地
が
､
王
氏
の
人
々
に
と

っ
て
は
あ
-
ま
で
も
偏
り
の
墓
葬
で
あ

っ
て
､
正
式
の
埋
葬
地
は
別
に
あ
る
と
考
,そ
り
れ
た
か
ら
な
の
だ

(55)

と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
北
方
の
地
が
回
復
さ
れ
た
時
に
は
､
損
郷

へ
遺
骸
を
持
ち
蘇

っ
て
本
葬
を
行
な
お
う
と
の
意
国
が
あ

っ

た
｡
墓
中
に
納
め
ら
れ
た
墓
誌
が
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
の
位
置
関
係
を
記
し
て
い
る
の
も
､
再
び
掘
り
起
こ
し
た
時
に
､
誰
の
遺
骸
で
あ

っ
た
の
か

が
分
か
ら
な
く
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ

っ
た
ろ
う
と
の
推
測
も
､
前
に
記
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
建
康
近
郊
の
墓
地
が
正
式
の
も
の
で
は

(56)

な
い
と
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
､
次
の
よ
う
な
物
語
り
か
ら
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
｡
劉
義
敬

｢異
苑
｣
巻
六

娘
郷
の
王
騎
之
の
妻
は
､
陳
郡
の
謝
氏
で
あ

っ
た
｡
…
-
謝
氏
は
､
元
嘉
八
年
に
病
気
の
た
め
に
死
去
し
た
｡
王
の
家
の
墓
は
含
槽

に

あ

っ
た
｡
[そ
こ
で
]
建
康
の
東
岡
に
お
い
て

[謝
氏
の
]
偏
り
の
埋
葬
を
行
な

っ
た
｡
埋
葬
が
終
わ
り
､
家

に
も
ど

っ
て
虞

の
祭
り
を

す
る
た
め
､
墓
の
依
り
代
を
輿
に
乗
せ
て
屋
内
に
入
れ
た
｡
凋
凡

(脇
息
)
が
突
然
､
空
中
か
ら
床
の
う
え
に
落
ち
て
-
る
と
､
怒
り
を

含
ん
だ
馨
が
聞
こ
え
た
､
｢
な
ぜ
挽
歌
を
演
奏
せ
ず
に
､
私
を
寂
し
-
出
番
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
｣
と
｡
王
騎
之
は
､

一
時
的
な
墓
葬

で
あ
る
の
で
､
儀
樽
に
秩
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
む
ね
､
申
し
述
べ
た
｡

こ
こ
で
は
'
王
氏
の
本
富
の
墓
は
禽
稽
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
は
､
こ
の
物
語
り
が
劉
宋
時
期
に
な

っ
て
か
ら
の
'
元

嘉
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八
年
の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
江
南
の
地
に
い
る
こ
と
が
久
し
-
な

っ
た
流
寓
の
貴
族
た
ち
の
意
識
の
変
化
の
結
果
で
あ

っ
て
､
王

氏
の
人
々
は
'
元
来
'
北
地
が
回
復
さ
れ
れ
ば
'
娘
郷
に
租
先
た
ち
の
遺
骸
を
轟
葬
し
た
い
と
願

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
建
康

の
近
通

に
お

け
る
墓
葬
が
'
北
東
の
貴
族
た
ち
に
と

っ
て
､
借
り
の
も
の
だ
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
､
こ
う
し
た
物
語
り
か
ら
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
､
南
京
､
象
山
の
王
氏
墓
葬
に
も
見
え
る
よ
う
に
､
東
背
時
期
に
な
る
と
､
墓
室
は
基
本
的
に
里
室
構
成
に
な
る
｡
そ
れ
ま
で
の
前

室
と
後
室
と
の
二
重
を
持
ち
､
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
室
に
役
割
り
分
糖
が
あ

っ
た
も
の
か
ら
､
新
し
い
形
態
に
壁
化
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
う

し
た
墓
室
構
成
の
撃
化
は
､
軍
に
墓
室
の
構
造
が
簡
単
に
な

っ
た
と
い
う
だ
け
に
止
ま
ら
ず
､
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
儀
樽
の
蟹
化
と
封
臆
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
O
江
東
の
地
に
お
け
る
､
俸
続
的
な
葬
送
儀
樫
が
､
神
事
壷
を
用
い
て
死
者
の
魂
を
安
ら
か
に
祖
霊
た
ち

の
世
界
に
迭
り
届
け
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
'
東
晋
時
期
に
現
わ
れ
た
新
し
い
葬
迭
儀
樽
で
は
'
死
者
の
魂
を
ど
の

よ
う
に
取
り
扱

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
葬
送
儀
樽
の
新
し
い
様
相
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
､
象
山
七
銑
墓
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
｡

象
山
王
氏
墓
群
の
う
ち
､
第
七
戟
墓
だ
け
は
'
他
の
王
氏
墓
が
簡
単
な
作
り
で
あ
る
の
に
比
べ
て
､
ド
ー
ム
形
の
立
派
な
墓
室
を
持
ち
'
副

葬
品
も
飛
び
抜
け
て
豊
富
で
あ
る
｡
こ
の
墓
の
被
葬
者
が
､
王
氏

1
族
の

l
員
で
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
､
墓
誌
な
ど
が
遣
ら
ず
､

(57)

確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
｡
寄
掘
報
告
は
､
こ
の
墓
が
､
ガ
ラ
ス
の
杯
や
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
指
輪
を
副
葬
す
る
な
ど
､
特
別
に
身
分

の
高

い
人

物
の
墓
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
､
王
彬
の
兄
に
あ
た
る
王
虞
の
墓
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
｡
王
虞
は
､
元
帝
と

と
も
に
江
南
に
渡
り
､
東
晋
の
初
年
に
'
元
帝
か
ら
信
任
を
受
け
て
活
躍
し
､
永
昌
元
年

(三
二
二
年
)
に
死
ん
だ
｡
元
帝
は
そ
の
死
を
哀
惜
L
t

枢
が
京
都
に
締
る
と
､
皇
太
子
も
肉
親
と
同
様
の
産
を
執

っ
て
そ
の
葬
儀
に
臨
ん
だ
と
い
う
｡
こ
の
墓
の
被
葬
者
が
確
か
に
王
虞
だ
と
断
定
す

る
た
め
に
は
､
な
お
材
料
不
足
で
あ
る
が
､
ひ
と
ま
ず
､
王
氏
の
中
で
も
中
央
政
権
に
近
か

っ
た
人
物
で
､
そ
れ
ゆ
え
､
こ
の
地

に
正
式

に
葬

ら
れ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
す
な
わ
ち
､
昔
時
､
王
氏
が
正
式
の
樺
で
も

っ
て

一
族
の
者
を
葬
る
時
に
は
､
第
七
競
墓

の
よ
う

な
形
態
の
墓
室
に
､
第
七
戟
墓
の
遺
物
に
見
え
る
よ
う
な
程
を
備
え
て
埋
葬
す
る
の
が
原
則
で
あ

っ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
七
競
墓
は
､
少
し
胴
の
ふ
く
ら
ん
だ
正
方
形
の
平
面
を
し
た
王
室
に
短
い
両
道
が
附
い
て
い
る
｡
王
室
に
は
､
中
央
に
男
性

の
棺
､
そ

305
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四八号基

囲三八 武威磨岨子漢墓

の
左
右
に
女
性
の
棺
が
並
ん
で
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
､
遺
物
の
配
列
か
ら
知
ら
れ
る
｡
中
央
の
､
男
性

ハhU

の
棺
の
端
の
と
こ
ろ
に
は
'
四
角
い
凡
案
が
置
か
れ
､
そ
の
上
に
陶
製
の
任
凡
凡

(感
凡
)
や
､
盤
､
耳
杯
､

∬

硯
､
香
焼
､
唾
壷
な
ど
が
乗

っ
て
い
る
｡
こ
の
陶
製
の
恵
凡
は
､
束
管
以
後
の
墓
葬
の
中
に
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
も
の
で
､
そ
れ
は
､
軍
に
死
者
が
生
前
に
用
い
て
い
た
木
製
の
脇
息
を
陶
器
で
か
た
ど

っ
た
も
の

と
い
う
に
止
ま
ら
ず
､
死
者
の
祭
把
の
た
め
の
必
需
品
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
唐
代
の
資
料

に
な
る

が
､
た
と
え
ば
'
白
居
易
が
先
に
亡
-
な

っ
た
弟
を
改
葬
す
る
際
に
作

っ
た

｢祭
小
弟
文
｣
に
は
次

の
よ

(58)

う
に
い

う

､
あ
あ
､
お
ま
え
の
魂
は
凡
の
と
こ
ろ
に
あ
り
､
お
ま
え
の
骨
は
棺
の
中
に
あ
る
｡
わ
た
し
は
'
自

か
ら
酒
を
､
お
ま
え
の
林
の
前
に
さ
さ
げ
る
の
だ
｡

白
居
易
は
､
死
ん
だ
弟
の
魂
は
凡
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
う
｡
す
な
わ
ち
'
祭
把
の
中
で
死
者
の
墓
を
呼
び
下
ろ
す
と
､
そ
の
蚕
は
､
意
凡

に
慮
り
か
か

っ
た
形
で
姿
を
現
わ
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
愚
凡
が
死
者
の
室
と
密
接
な
関
係
を
持

つ
と
考
え
ら
れ

た
こ
と
は
､
前
に
引
用
し
た

｢異
苑
｣
の
記
事
に
お
い
て
､
腹
を
立
て
た
王
騎
之
の
妻
が
空
中
か
ら
鳩
凡
を
投
げ
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
､
鳩
凡
を
､
い
わ
ば
依
り
代
と
す
る
死
者
儀
槽
は
､
恐
ら
-
中
原
の
博
統
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
後
漠
時
代

の
中
原

地
域
の
葬
送
儀
頑
を
そ
の
ま
ま
に
侍
え
る
聾
掘
例
は
見

つ
け
出
し
に
-
い
の
で
あ
る
が
､
幸
い
に
､
西
方
の
武
威
磨
鳴
子
の
墓
葬
は
､
乾
燥
地

帯
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
､
埋
葬
時
の
物
の
配
置
が
そ
の
ま
ま
に
留
め
ら
れ
､
墓
中
で
死
者
に
捧
げ
た
祭
産
の
様
子
が
､
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る

の
で
あ
る
｡
囲
三
八
上
に
示
し
た
の
は
､
磨
岨
子
六
二
耽
墓
の
平
面
囲
｡
軍
室
墓
の
奥
に
夫
婦
の
棺
が
二

つ
亜
べ
ら
れ
て
い
る
｡
棺

の
前
に
は

ゴ
ザ
が
敷
か
れ
､
そ
の
真
ん
中
に
細
長
い
凡
が

1
つ
据
与

ら
れ
て
い
る
｡
凡
の
手
前
に
､
耳
杯
や
鼎
を
乗
せ
た
案
が
置
か
れ
る
｡
こ
こ
に
死
者

に
捧
げ
る
食
物
な
ど
が
乗
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡
そ
の
は
か
､
棺
の
上
に
は
履
物
が
置
か
れ
､
棺
の
前
端
に
は
食
料

の
袋
が
三
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つ
づ

つ
並

べ
ら
れ
る
な
ど
､
葬
送
儀
頑
の
詳
細
が
分
か

っ
て
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
､
そ
う
し
た
習
俗
の
意
味
に
つ
い
て
は
'
こ
こ
で
は
解
れ

な
い
.
た
だ
､
注
目
し
た
い
の
は
'
棺
と
凡
と
の
閲
に
五

〇
皿
は
ど
の
空
間
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
私
は
､
こ
の
空
間
に
死
者

の
蚕
が
降
臨
し
､

凡
に
渡
り

つ
つ
'
捧
げ
物
を
享
け
た
の
だ
と
推
定
す
る
｡
同
じ
く
'
磨
岨
子
四
八
競
墓

(囲
三
八
下
)
で
も
細
長
い
木
凡
が
出
土
し
て
お
り
､

そ
の
手
前
に
､
夫
婦
別
々
に
案
が
据
え
ら
れ
て
い
る
｡
四
八
競
墓
の
場
合
に
は
'
そ
の
外
に
木
製
の
車
馬
の
模
型
が
納
め
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ

に
封
鷹
す
る
も
の
と
し
て
'
象
山
七
競
墓
で
は
､
陶
製

の
牛
車
が
萄
見
さ
れ
て
い
る
｡

囲三九 菰滞文化萌産瓶固40 南京出土神事壷

武
威
の
例
と
の
比
較
だ
け
で
は
､
ま
だ
決
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
､

象
山
七
軟
の
墓
葬
の
基
本
的
な
内
容
は
､
後
漢
時
代
の
北
方
の
墓
葬
の
規
範
を
探
用

し
て
い
る
の
だ
と
､
ひ
と
ま
ず
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
中
原
地
域

で

の
侍
統
的
な
葬
送
儀
程
が
'
北
乗
の
貴
族
た
ち
と
と
も
に
江
南

の
地

へ
も
侍
え
ら
れ

た
の
で
あ

っ
た
｡
た
だ
､
元
来
､
後
漠
時
期
に
は
木
製
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
祭
把
用

具
や
明
器
が
､
柚
薬
を
か
け
な
い
陶
器
に
撃
わ

っ
て
い
る
｡
象
山
七
競
墓
で
出
土
し

た
陶
製
の
悉
凡
も
'
後
漠
墓
の
木
製
の
凡
と
同
じ
-
､
そ
れ
を
据
え
て
死
者

の
壷
を

招
く
た
め
の
祭
具
で
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
死
者
祭
把
が
優
勢
に
な
る

の
と
反
比
例
し
て
､
巣
食
の
豪
族
が
こ
れ
ま
で
採
用
し
て
来
た
､
神
事
壷
を
用

い
た

葬
送
儀
鐙
は
廃
れ
て
い

っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

壷
を
用
い
た
租
憂
祭
紀
が
'
古
-
よ
り
中
国
南
方
地
域
に
贋
が
る
習
俗

で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
､
か

つ
て

｢壷
型
の
宇
宙
｣
と
題
す
る
小
論

の
中
で
検
討
し
た
と

こ

ろ
で
あ
る
.
た
と
え
ば
'
漸
江
省
嘉
興
大
墳
の
新
石
器
文
化
､
荏
揮
文
化

に
属
す
る

ⅣCy)

遺
物
と
し
て
'
囲
三
九
の
よ
う
な
人
頭
を
も

っ
た
萌
東
瓶
が
最
近
､
蓉
見
さ
れ

て
い
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る
が
､
こ
れ
も
､
そ
う
し
た
南
方
の

〟壷
文
化
″

の
早
い
時
期
の
遺
物
で
あ
る
｡
ま
た
､
現
在
壷
湾
に
造
る
､
壷
を
用
い
た
宗
教
儀
穫

つ
い
て

(59)

は
､
石
高
毒

『墓
湾
の
拝
壷
民
族
』
に
多
-
の
事
例
の
紹
介
が
あ
る
の
が
参
考
に
な
ろ
う
｡
呉
合
の
豪
族
た
ち
の
､
神
事
壷
を
用
い
た
葬
迭
儀

樫
の
背
後
に
も
､
新
石
器
文
化
以
来
の
､
そ
う
し
た
南
方
の
文
化
的
な
侍
続
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
小
論
で
い
う
東
呉
の
文
化
は
'
そ
う

し
た
新
石
器
時
代
以
来
の
侍
承
を
基
礎
に
し
て
､
三
園

･
西
膏
時
期
に
花
開
い
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
囲
四

〇
に
示
し
た
､
南
京
出
土
だ
と
さ
れ

る
神
事
壷

(
こ
の
遺
物
は
､
私
の
形
式
分
類
案
で
は
所
属
が
決
め
に
-
-
､
少
し
困
る
例
な
の
で
は
あ
る
が
)
か
ら
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
よ
う

に
､
そ
の
背
後
に
あ

っ
た

[死
後
の
世
界
を
も
含
め
た
]
世
界
観
は
t
の
び
や
か
で
あ
り
､
ま
た
生
活
に
密
着
し
た
も
の
で
も
あ

っ
た
｡
し
か

る
に
､
西
育

･
東
晋
の
閲
の
奨
蒋
期
に
､
古
-
か
ら
の
南
方
の
基
礎
的
な
侍
承
は
手
放
さ
れ
て
し
ま

っ
た
｡
そ
う
し
た
文
化
の
大
き
な
断
絶
は
､

草
に
､
呉
合
の
豪
族
を
核
と
す
る
人
々
が
中
原
の
文
化
に
憧
れ
､
文
化
的
な
水
準
の
高
さ
に
墜
倒
さ
れ
た
だ
け
で
は
起
り
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
｡
そ
の
背
後
で
は
'
巣
食
の
豪
族
社
台
を
根
本
か
ら
破
懐
す
る
よ
う
な
賓
際
的
な
力
が
働
い
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
｡
北
東

の
貴
族

た
ち
が
､
ど
の
よ
う
に
し
て
奥
合
の
豪
族
た
ち
の
文
化
と
資
力
と
を
そ
の
根
本
か
ら
切
り
崩
し
て
'
江
南
に
政
樺
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き

た
の
か
に
つ
い
て
､
も
う

一
度
､
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

308

注(-
)
壷
と
権
と
は
､
そ
の
口
の
形
状
で
区
別
さ
れ
る
｡
壷
は
､
権
形
の
容
器
の
う
ち
､

口
が
す
ぼ
ま
っ
た
も
の
や
'
注
ぎ
口
の
附
い
た
も
の
を
い
う
｡
た
だ
､
壷
の
語
を

虞
-
適
用
す
る
日
本
の
慣
習
に
従
っ
て
紳
亭
壷
な
ど
の
名
稀
を
用
い
た
の
で
､
小

論
中
で
壷
と
確
の
語
が
厳
密
に
区
別
は
さ
れ
て
い
な
い
｡

(2
)

岡
内
三
真

｢五
連
樺
と
装
飾
附
壷
｣
古
代
史
探
叢
-

(早
相
田
大
挙
考
古
学
舎
創

立
3
5
周
年
記
念
考
古
学
論
集
)

1
九
八
五
年
｡
な
お
､
岡
内
氏
の
編
年
が
紬
か

す
ぎ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
謝
明
良

｢六
朝
穀
倉
碓
綜
述
｣
故
宮
文
物
月
刊

一

〇
九
'

l
九
九
二
年
､
に
批
判
が
あ
る
O
ま
た
､
長
谷
川
道
隆

｢呉
･
背

(西
膏
)

墓
出
土
の
神
事
壷

-

系
譜
お
よ
び
類
型
を
中
心
に
｣
考
古
撃
雑
誌
七

l
恵
三

競
､

1
九
八
六
年
､
は
､
紳
亭
壷
を
幾
つ
か
に
類
別
し
て
い
る
が
'
全
髄
的
な
形

6 5 4 3

式
分
類
や
編
年
を
示
し
て
は
い
な
い
｡

呉
玉
賢

｢漸
江
上
虞
菩
同土
鳩
東
湊
永
初
三
年
墓
｣
文
物

一
九
八
三
年
六
期

嘉
興
市
文
化
局

｢漸
江
嘉
興
九
里
匪
東
漠
墓
｣
考
古

一
九
八
七
年
七
期

小
南

一
郎

｢壷
型
の
宇
宙
｣
東
方
撃
報

(京
都
)
第
六

二

一
九
八
九
年

大
五
叙
説
に
つ
い
て
は
､
小
南

l
郎

『西
王
母
と
七
夕
博
承
』

1
九
九
〇
年
､
辛

凡
社
､
第
五
章
を
参
照
｡

(7
)

林
巳
奈
夫

｢中
園
古
代
に
お
け
る
蓮
の
華
の
象
徴
｣
東
方
学
報

(京
都
)
第
五
九
㌧

一
九
八
七
年

(8
)
小
南

一
郎

『西
王
母
と
七
夕
侍
承
』
第
六
章

(前
掲
)

(9
)
小
南

一
郎

｢大
地
の
神
話

-

締
高
侍
説
原
始
｣
古
史
春
秋
二
､

1
九
八
五
年
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(10
)
武
義
願
文
物
管
理
委
員
合

｢従
漸
江
省
武
義
願
墓
葬
出
土
物
談
肇
州
客
早
期
再
資
｣

｢
目
し

(12
)

(13
)

(
14
)

(
U;
)

(16
)

(
17
)

(
18
)

21 201927 2625 2423 22

文
物

1
九
八

l
年
二
期

常
州
市
博
物
館
'
金
壇
麻
文
管
合

｢江
蘇
金
壇
麻
方
麓
東
奥
墓
｣
文
物

1
九
八

九
年
八
期

金
華
地
区
文
管
合

｢漸
江
金
華
古
方
六
朝
墓
｣
考
古

一
九
八
四
年
九
期

華
東
文
物
工
作
隊

｢
四
年
来
華
東
匿
的
文
物
工
作
及
其
重
要
的
襲
現
｣
文
物
参
考

資
料

1
九
五
四
年
八
潮

江
七

鋸
江
市
博
物
館
､
金
壇
解
文
化
館

｢江
蘇
金
壇
出
土
的
青
蛮
｣
文
物

一
九
七
七

年
六
期

南
京
市
博
物
館

｢南
京
郊
麻
四
座
奥
墓
蓉
掘
簡
報
｣
文
物
資
料
叢
刊
八
'

1
九
八

三
年

南
京
市
博
物
館

｢南
京
獅
子
山
､
江
寧
索
野
西
育
墓
｣

考
古

一
九
八
七
年
七
期

張
志
新

｢江
蘇
奥
嚇
獅
子
山
西
育
墓
清
理
簡
報
｣
文
物

資
料
叢
刊
三
､

一
九
八
〇

年徐
定
水
､
金
相
乗

｢折
江
平
陽

一
座
曹
墓
｣
考
古

一
九
八
八
年

一
〇
期

李
蔚
然

｢南
京
高
家
山
的
六
朝
墓
｣
考
古

一
九
六
三
年
二
期

南
京
市
文
物
保
管
委
員
含

｢南
京
板
橋
鏡
石
間
湖
暫
墓
清
理
簡
報
｣
文
物

一
九

六
五
年
六
期

葉
玉
奇

｢江
蘇
奥
株
何
山
出
土
育
代
宝
器
｣
東
南
文
化

1
九
八
九
年
二
期

南
京
市
博
物
館

｢南
京
獅
子
山
､
江
寧
索
野
西
育
墓
｣
考
古

一
九
八
七
年
七
期

金
相
乗

｢観
客
探
略
｣
中
国
古
陶
蛮
研
究

第
三
輯
､

l
九
九
〇
年

陳
定
柴

｢論
堆
塑
瓶
｣
中
国
古
陶
窯
研
究

第

1
韓
､

1
九
八
七
年
､
を
参
照

背
浦
六
朝
墓
蓉
掘
際

｢揚
州
背
浦
六
朝
墓
｣
考
古
学
報

1
九
八
八
年
二
期

神
事
壷
上
の
碑
銘
中
'
｢用
此
喪
葬
｣
の

｢喪
葬
｣
の
二
字
に
つ
い
て
は
'
さ
ま

ざ
ま
な
讃
み
が
あ
る
｡
特
に
こ
の
二

字
を
合
わ
せ
て
一
字
に
蔑
み
､
こ
の
容
器
の

元
来
の
名
稀
だ
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
ら
の
碑
銘
が
七
字
句

を
基
本
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
､
岡
内
三
度
氏

(江
2
の
論
文
)
の

｢喪
葬
｣
と
す
る
謹
み
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
｡
な
お
神
事
壷
上
の
銘
文

一
般
に
つ

い
て
は
､
李
正
中
､
朱
裕
卒

『中
国
古
歪
銘
文
』

一
九
九

l
年

(修
訂
本
)
､
天

津
人
民
出
版
社
t
を
参
照
｡

(
28
)

小
南

一
郎

｢神
仙
侍

-

新
し
い
神
仙
思
想
｣
第

一
節

(『
中
既
の
神
話
と
物

語
り
』

1
九
八
四
年
'
岩
波
書
店
､
所
収
)

(
29
)

｢後
漢
書
｣
列
侍
四
十
四
､
楊
震
博

以
穫
改
葬
於
草
陰
湊
亭
'
遠
近
畢
至
､
先
葬
十
飴
日
､
有
大
鳥
高
丈
飴
､
集
震

葬
前
'
傭
仰
悲
鳴
へ
梯
下
露
地
､
葬
華
､
乃
飛
去
-
･‥
於
是
時
人
立
石
鳥
象
於
其

墓
所魂

が
鳥
の
形
を
取
る
こ
と
に
関
連
し
て
'
津
田
瑞
穂

｢魂
蘇
る

1

回
殺
避

殊
｣
(『中
国
の
民
間
信
仰
』
工
作
舎
､

一･九
八
二
年
､
所
収
)
に
も
引
か
れ
て
い

る
よ

う

に
､
死
者
儀
穂
の
際
に
'
灰
を
撒
い
て
お
-
と
'
そ
の
上
に
鳥
の
足
跡
が

遣
る
と
い
っ
た
俗
信
が
あ
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

(
30
)

小
南

1
郎

｢壷
型
の
宇
宙
｣
(前
掲
)

(
31
)

｢堕
繊
論
｣
散
不
足
第
二
十
九

(王
利
器
校
注
本
)

今
俗
囚
人
之
喪
以
求
酒
肉
､
幸
輿
小
坐
而
真
鯛
､
歌
舞
俳
優
'
連
笑
伎
戯

(
32

)

｢三
国
志
｣
奥
書
十
四
､
孫
和
博

休
舞
､
陪
即
酢
､
其
年
､
追
払.q
父
和
日
文
皇
帝

=
三
･
有
司
奏
言
'
宜
立
廟
京

邑
'
賓
鼎
二
年
七
月
､
使
守
大
匠
昏
瑠
哲
立
寝
堂
､
競
日
清
廟
､
十
二
月
､
遣
守

丞
相
孟
仁
'
太
常
桃
信
等
､
備
官
僚
中
軍
歩
騎
二
千
人
'
以
憂
輿
法
駕
､
東
迎
紳

於
明
陵

-
-

重
輿
富
至
､
使
丞
相
陸
凱
奉
三
牲
祭
於
近
郊
､
聴
於
金
城
外
露
宿
､

明
日
､
望
拝
於
東
門
之
外
､
其
翌
日
､
拝
廟
薦
祭
､
款
歓
悲
感
'
比
七
日
三
条
､

侶
伎

(技
)
蓋
夜
娯
楽
､
有
司
奏
言
'
祭
不
欲
敷
､
教
則
類
､
宜
以
躍
断
情
､
然

後
止

(33
)

陳
明
達

｢漠
代
的
石
関
｣
文
物

一
九
六

一
年

一
二
期
､
唐
長
寿

｢漠
代
墓
葬
門

閥
考
桝
｣
中
原
文
物

l
九
九

1
年
三
期
､
を
参
照
｡

(
34
)

趨
殿
増
､
蓑
曙
光

｢
〟天
門
考
″

-

乗
論
四
川
漠
葦
像
蒔

(石
)
的
組
合
輿

主
題
｣
四
川
文
物

一
九
九
〇
年
六
期
｡
ま
た
'
林
巳
姦
夫

『
石
に
刻
ま
れ
た
世

界
』
東
方
書
店
'

1
九
九
二
年
､
第

1
三
重
､
も
参
照
｡
道
教
儀
産
に
お
け
る
天

門
に
関
し
て
は
､
松
村
巧

｢天
門
地
戸
考
｣
(吉
川
忠
夫
編

『
中
国
古
道
教
史
研

309
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3938 3736

究
』
京
都
大
学
人
文
科
挙
研
究
所
研
究
報
告
､

一
九
九
二
年
'
所
収
)
に
考
察
が

あ
る
｡

小
南

l
郎

｢道
教
信
仰
と
死
者
の
救
済
｣
東
洋
撃
術
研
究

第
二
七
巻
別
射
､

l

九
八
八
年

寄
建
金

｢簡
陽
麻
鬼
頭
山
蓉
現
傍
題
童
像
石
棺
｣
四
川
文
物

一
九
八
八
年
六
期

佐
原
康
夫

｢漠
代
耐
堂
童
像
考
｣
東
方
学
報

(京
都
)
六
三
筋
t

f
九
九

1
年

小
南

1
郎

｢壷
型
の
宇
宙
｣
(前
掲
)

州
世
柴

｢湖
南
出
土
盤
口
瓶
'
棒
形
確
和
牛
角
壕
的
研
究
｣
考
古

7
九
八
七
年

七
期

(46
)

羅
宗
虞

｢江
蘇
宜
興
菅
墓
費
掘
報
告

乗
論
出
土
的
青
宝
器
｣
考
古
学
報

(40
)

高
文
'
高
成
英

｢
四
川
出
土
的
十

1
具
漠
代
蓋
像
石
棺
囲
揮
｣
四
川
文
物

1
九

八
八
年
三
期
'
謝
義

｢嘘
州
博
物
館
収
蔵
漢
代
蓋
像
石
棺
考
樺
｣
四
川
文
物

一

九
九

一
年
三
期

(
41
)

李
復
華
､
郭
子
済

｢邸
嚇
出
土
東
漢
壷
像
石
棺
囲
像
略
説
｣
文
物

一
九
七
五
年

八
期

(
42
)

八
木
春
生

｢勝
に
つ
い
て
の
一
考
察

=-

勝
と
昇
仙
思
想
と
の
関
係
を
中
心
と

し
て
｣
美
学
美
術
史
論
集

第
九
輯
､

一
九
九
二
年

(43
)

李
剛

｢漢
音
胡
桶
蓉
微
｣
東
南
文
化

一
九
九

7
年
三
･四
期

(44
)

小
南

l
郎

｢中
国
に
お
け
る
係
数
受
容
の
一
様
相

-

囲
像
配
置
か
ら
の
考
察
｣

(樋
口
隆
康
教
授
退
官
記
念
論
集

『展
望

ア
ジ
ア
の
考
古
撃
』
新
潮
社
､

一
九

八
三
年
)｡
な
お
､
最
近
'
江
東
地
域
の
係
数
は

〟南
侍
″
系
統
の
も
の
だ
と
す

る
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
'
ま
だ
定
論
と
す
る
に
足
る

だ

け
の
謹
接
は
挙
げ
ら

れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
.
賀
雲
朝

｢中
国
南
方
早
期
併
敬
重
術
初
探
｣
東
南

文
化

7
九
九

一
年
六
期
､
ま
た
､
謝
明
良

｢
三
園
雨
音
時
期
越
寓
所
見
的
俳
像

装
飾
｣､
故
宮
学
術
季
刊
三
春

一
期
､

一
九
八
五
年
､
な
ど
を
参
照
｡

(45
)

｢法
苑
珠
林
｣
高
麗
本

巻
三
八
､
敬
塔
部
感
鷹
縁

三
日
間
'
忽
有
賓
塔
及
舎
利
従
地
踊
出
､
震
塔
楯
状
青
色
'
似
石
而
非
石
'
高

7
尺
四
寸
､
方
七
寸
､
五
層
露
盤
､
似
西
域
干
関
所
造
､
面
開
菌
子
､
四
周
天
金
､

中
懸
銅
磐
､
毎
有
鍾
馨
'
疑
此
碧
也
､
擁
塔
身
上
'
並
是
諸
併
菩
薩
金
剛
聖
僧
雑

類
等
像
'
状
極
微
細
､
瞬
自
注
晴
､
乃
有
百
千
像
現
､
面
目
手
足
成
具
備
蔦

1
九
五
七
年
四
期

(
47
)

守
屋
美
都
雄

『中
国
古
歳
時
記
の
研
究

-

資
料
復
元
を
中
心
と
し
て
』
l帝
国

書
院
､

7
九
六
三
年
､
第

一
編

第

1
章

第
三
節

(48
)

張
志
新

｢江
蘇
呉
願
獅
子
山
西
背
墓
蓉
掘
簡
報
｣
文
物
資
料
叢
刊
三

(前
掲
)

(49
)

孫
奥
政
権
と
呉
合
の
豪
族
と
の
関
係
が
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､

た
と
え
ば
'
方
北
辰

｢論
孫
奥
的

〟二
宮
構
雫
″

｣
四
川
大
学
学
報
叢
刊

第
三

七
韓
､

一
九
八
七
年
t
が
孫
権
末
年
の
宮
廷
内
の

混
乱
を
中
心
に
し
て
論
じ
て
い

る
｡

(
50
)

大
川
富
士
夫

『六
朝
江
南
の
豪
族
社
合
』
雄
山
閣
出
版
､

T
九
八
七
年

(
51
)

｢
三
国
志
｣
奥
書
第
七
㌧
張
昭
博
襲
注
引

｢呉
歴
｣

正
復
不
克
捷
､
緩
歩
西
轟
､
亦
無
所
慮

(
5
)

｢酉
書
｣
巻
六
五
､
王
等
侍

及
徒
鋸
建
康
､
奥
人
不
附
'
居
月
蝕
､
士
庶
莫
有
至
者
'
導
患
之
･･･-
合
三
月

上
巳
､
帝
親
親
政
､
乗
肩
輿
､
具
威
儀
､
教
導
及
諸
名
勝
､
皆
騎
従
'
呉
人
紀
聴

顧
柴
､
嘗
江
南
之
望
､
窺
親
之
'
見
其
如
此
'
成
驚
健
､
乃
相
率
挿
於
道
左
･-
=

帝
乃
使
導
窮
造
循
柴
､
二
人
皆
慮
命
而
至
､
由
是
呉
台
風
磨
､
百
姓
蹄
心
蔦

(
53
)

川
勝
義
雄

『六
朝
貴
族
制
社
食
の
研
究
』
岩
波
書
店
､

7
九
八
二
年

(
54
)

蒋
賛
初

｢開
干
長
江
下
瀞
六
朝
墓
葬
的
分
期
和
噺
代
問
題
｣
中
歯
考
古
学
舎
第
二

次
年
合
論
文
集
､

1
九
八
〇
年

(55
)

小
南

1
郎

｢蘭
亭
論
争
を
め
ぐ
っ
て
｣
蓋
論

第
三
競
､

1
九
七
四
年

(56
)

｢異
苑
｣
巷
六

(法
苑
珠
林
恵
三

こ

娘
珊
王
騎
之
妻
陳
郡
謝
氏
-
-
謝
元
嘉
八
年
病
終
､
王
大
墓
在
合
稽
'
偏
極
建

康
東
南
､
既
芝
反
虞
､
輿
蛮
人
屋
､
潰
凡
忽
於
空
中
郷
地
､
便
有
朕
馨
日
､
何
不

作
挽
歌
'
令
我
寂
寂
上
道
邪
､
騨
之
云
'
非
為
永
葬
(
故
不
具
儀
耳

(
57

)

南
京
市
博
物
館

｢南
京
象
山
-
碗
'
6
嚢
､
7
戟
墓
清

理
簡
報
｣
文
物

l
九
七

二
年

二

期

(
58
)

｢白
居
易
集
｣
(中
華
書
局
本
)
巻
四
〇

祭
小
弟
文

鳴
呼
､
爾
魂
在
凡
､
爾
骨
在
棺
､
吾
親
勇
将
於
爾
淋
前
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(59
)

石
高
毒

『毒
酒
的
拝
壷
民
族
』
壷
原
出
版
社
､

一
九
九
〇
年

[補
注
]

論
文
を
提
出
し
た
あ
と
'
1
-
3
の
神
事
壷
を
詳
し
-
見
る
機
合
が
あ
り
'
こ

の
神
事
壷
の
正
面
に
四
層
の
門
榛
と
門
閥
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
｡
私
の
形
式
分

類
か
ら
す
れ
ば
､
第
二
形
式
の
早
い
時
期
に
属
さ
せ
る
べ
き
の
も
の
で
あ
る
｡

l

面
か
ら
だ
け
の
寓
真
に
よ
る
編
年
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

囲
版
説
明

囲

一

五
聯
種
第

一
形
式

二
九

囲
六

金
壇
方
麓
出
土
五
聯
権

囲
七

神
事
壷
第

1
形
式

Ⅰ
-
1

上
海
博
物
館
所
蔵

Ⅰ
-
2

上
虞
横
塘
出
土

1
-
3

出
光
美
術
館
所
蔵

囲
八

神
亭
壷
第
二
形
式

日日
-
日
日

1
-
､ソ】

Ⅰ
-
3

Ⅰ
-
4

T⊥
I
Lr?

i
-
6

Ⅰ
-
7

上
虞
永
初
三
年
墓
出
土

文
物

一
九
八
三
年
六
期

出
土
地
不
明

『漸
江
文
物
』
漸
江
人
民
出
版
社
'

一
九
八
七
年
､
囲
七
六

折
江
省
嘉
興
九
里
匪
出
土

考
古

一
九
八
七
年
七
期

上
海
博
物
館
所
蔵

小
南
撮
影

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵

同
館
提
供
寓
虞
焼
附
け

漸
江
省
責
岩
出
土

人
民
中
国

l
九
九
〇
年

l
O
期

漸
江
省
武
義
出
土

『文
物
考
古
工
作
三
十
年
』

二
二
二
頁
固
版

金
華
古
方
出
土

瑞
昌
馬
頭
出
土

(五
聯
権
Ⅱ
-
4
の
部
分
)

文
物

一
九
八
九
年

一
期

曾
布
川
寛
氏
撮
影

『中
歯
陶
宝
全
集
』
四
､
囲
二

1
｡

浦
上
満
氏
提
供
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
寓
虞

考
古

一
九
八
四
年
九
期

考
古

一
九
七
四
年

一
期

囲
二

虞
東
前
湊
墓
出
土
五
聯
曜

『虞
州
漢
墓
』
文
物
出
版
社
､

1
九
八

l
年
､
隙
五

囲
三

上
海
博
所
蔵
五
聯
碓

(五
聯
礁
Ⅰ
-
4
の
部
分
)

曾
布
川
寛
氏
撮
影

圏
四

望
都
二
親
後
産
墓
出
土
玉
枕
し
き
り
板

『望
都
二
親
湊
墓
』
文
物
出
版
社
'

一

九
五
九
年
'
固
二
九

囲
五

五
聯
権
第
二
形
式

Ⅱ
-
4

Ⅱ
-
5

Ⅱ
-
6

Ⅱ
-
7

Ⅱ
-
8

Ⅱ
-
9

Ⅱ
-

10
Ⅱ
-ll

Ⅱ
-
1

南
京
郡
府
山
出
土

古
典
塾
術
出
版
社
､

嘩
麻
大
塘
嶺
出
土

故
宮
博
物
院
所
蔵

『全
国
基
本
建
設
工
程
中
出
土
文
物
展
覧
囲
鍍
』
中
国

一
九
五
五
年
､
園

丁
一
三
O

考
古

一
九
九

一
年
三
期

人
民
中
園

丁
九
六
三
年
六
見
境

章
健
行
氏
所
蔵

故
宮
文
物
月
利

l
〇
九
戟

蔚
山
出
土

『漸
江
文
物
』
六
七

金
壇
唐
王
古
墓
出
土

『中
園
陶
蛮
全
集
』
四
､
囲
二
六

江
寧
東
山
出
土

南
京
博
物
院
展

(
一
九
八

一
年
)
囲
録
五
〇

南
京
西
南
出
土

南
京
博
物
院
展
固
錬
六
四

呉
嚇
獅
子
山
四
競
墓
出
土

考
古

l
九
八
三
年
八
期

江
寧
趨
土
崩
出
土

南
京
博
物
院
展
囲
録
四
八

神事壷と東呉の文化

Ⅱ
-
1

Ⅱ
-
2

Ⅱ
-
3

Ⅱ
-
4

Ⅱ
-
5

Ⅱ
-
6

Ⅱ
1
7

Ⅱ
-
8

紹
興
滴
渚
出
土

『漸
江
文
物
』
囲
版
七
四

安
徽
南
陵
麻
橋
出
土

考
古

一
九
八
四
年

二

期

漸
江
高
淳
出
土

考
古

1
九
八
四
年
六
期

漸
江
金
壇
方
麓
出
土

文
物

一
九
八
九
年

一
期

漸
江
省
博
物
館
所
蔵

林
巳
姦
夫
氏
撮
影

南
京
市
幕
府
山

l
墳
墓
出
土

文
物
資
料
叢
刊
八

出
土
地
不
明

東
南
文
化

l
九
九

1
年
三
･
四
期

両
建
省
間
侯
桐
口
山
出
土

『中
国
陶
資
全
集
』
美
乃
美
杜
'
二
七
'
固
版

固
九

故
宮
博
物
院
所
蔵
永
安
三
年
銘
神
事
壷

(
Ⅱ
-
5
部
分
)

曾
布
川
寛
氏
撮
影

圏

一
〇

同
石

膏
布
川
氏
撮
影

団

二

江
寧
東
山
出
土
神
事
壷

(Ⅱ
-
9
部
分
)

曾
布
川
寛
氏
撮
影

囲

一
二

神
事
壷
第
三
形
式

Ⅲ
A
-
1

Ⅱ
A
-
2

Ⅲ
A
-
3

Ⅲ
B
-
1

Ⅲ
B
-
2

上
海
博
物
館
所
蔵

曽
布
川
寛
氏
撮
影

金
壇
白
塔
出
土

文
物

一
九
七
七
年
六
期

出
土
地
不
明

中
国
名
陶
展
囲
録

固
版
五

江
寧
上
房
出
土

文
物
資
料
叢
刊
八

正
木
美
術
館
所
蔵

小
南
撮
影
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Ⅲ
B
-
3

Ⅲ
B
-
4

Ⅱ
B

-

5

Ⅱ
B

-

6

Ⅱ
B

I

7

Ⅱ
B

-

8

Ⅱ
B

1

9

Ⅱ
B
-
10

Ⅱ
B
-
ll

出
光
美
術
館
所
蔵

出
光
美
術
館
提
供
寓
虞

和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
所
蔵

小
南
撮
影

江
寧
張
家
山
出
土

考
古

l
九
八
五
年

1
0
期

輿
嚇
獅
子
山
二
鱗
茎
出
土

文
物
資
料
叢
刊
三

新
江
省
卒
陽
出
土

(漸
江
省
博
物
館
所
蔵
)

林
巳
奈
夫
氏
撮
影

紹
興
鳳
風
山
出
土

文
物

一
九
九

一
年
六
期

松
岡
美
術
館
所
蔵

松
岡
美
術
館
提
供
寓
虞

中
国
歴
史
博
物
館
所
蔵

曽
布
川
寛
氏
撮
影

M
etro
po
-ita
n
M
u
s
eu
m

o
f
A
rt

所
蔵

同
美
術
館
蓉
行
の
給

葉
書

Ⅳ
B
-
2

Ⅳ
B
-
3

Ⅳ
B
-
4

Ⅳ

B
-
-

Ⅳ
B
-
6

Ⅳ
B
-
7

Ⅳ
N
l
l

Ⅳ
N
-
2

上
虞
江
山
出
土

東
南
文
化

1
九
八
九
年
二
期

寧
波
慈
渓
出
土

文
物

1
九
八
〇
年

1
0
期

奥
嚇
獅
子
山

l
鱗
茎
出
土

考
古

1
九
八
三
年
八
期

坂
本
五
郎
氏
所
蔵

大
阪
市
立
美
術
館

『六
朝
の
美
術
』
口
絵

漸
江
省
博
物
館
所
蔵

林
巳
姦
夫
氏
撮
影

杭
州
出
土

東
南
文
化

一
九
八
九
年
二
期

揚
州
背
浦
出
土

考
古
学
報

一
九
八
八
年
二
期

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵

小
南
撮
影
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囲

一
三

園

丁
四

国

一
五

箇

一
六

固

一
七

固

一
八

囲

一
九

固
二
〇

a

囲
二
〇
b

南
京
博
物
院
所
蔵
神
事
壷

(神
事

Ⅱ
-
10
)部
分

南
京
博
物
院
展
囲
錠
六
〇

上
海
博
物
館
所
蔵
神
事
壷

(紳
亭

Ⅲ
A
-
1
)部
分

曾
布
川
寛
氏
撮
影

南
京
趨
士
南
出
土
神
事
壷

(神
事
Ⅱ
-
12
)
部
分

南
京
博
物
院
展
圏
鐘
四
八

武
漢
責
阪
漂
口
出
土
陶
製
建
築
模
型

文
物

1
九
九

l
年
六
期

正
木
美
術
館
所
蔵
神
事
壷

(神
事
Ⅲ
B
-
2
)
部
分

小
南
撮
影

江
寧
東
野
出
土
神
事
壷
の
部
品

考
古

一
九
八
七
年
七
期

出
光
美
術
館
所
蔵
神
事
壷

(神
事
Ⅲ
B
-
3
)
展
開
寓
塵

出
光
美
術
館
提
供

出
光
美
術
館

(神
事
Ⅲ
B
-
3
)
部

分

出
光
美
術
館
提
供
寓
展

和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館

(神
事
Ⅲ
B
I
4
)

小
南
撮
影

圏
二

一
松
岡
美
術
館

(神
事
Ⅲ
B
-
9
)
部
分

小
南
撮
影

固
二
二

神
事
壷
第
四
形
式

Ⅳ
A
-
1

Ⅳ
A
-
2

Ⅳ
A
-
3

Ⅳ

A
-
4

Ⅳ
A
-
5

Ⅳ
A
-
6

Ⅳ
B
-
1

南
京
高
家
山
出
土

考
古

一
九
六
三
年
二
期

江
寧
石
獅
孫
村
出
土

江
南
の
文
物
展
囲
線

画
三
五

南
京
板
橋
嚢
出
土

文
物

l
九
六
五
年
六
期

江
寧
般
巷
出
土

文
物
資
料
叢
刊
八

中
国
歴
史
博
物
館
所
蔵

曾
布
川
寛
氏
撮
影

輿
輝
何
山

l
墳
墓
出
土

(中
国
歴
史
博
物
館
所
蔵
)

曾
布
川
寛
氏
撮
影

江
寧
秦
野
出
土

考
古

l
九
八
七
年
七
期

圃
二
三

囲
二
四

圏
二
五

囲
二
六

固
二
七

囲
二
八

囲
二
九

団
三
〇

固
三

一

固
三
二

囲
三
三

固
三
四

囲
三
五

囲
三
六

囲
三
七

囲
三
八

固
三
九

囲
四
〇

甑
寓
紳
亭
壷

1

『漸
江
文
物
』
国
九
〇

甑
寓
神
事
壷
二

中
国
古
陶
蛮
研
究
第
三
輯

南
京
西
南
墓
平
面
圏

文
物

l
九
七
六
年
三
期

江
寧
張
家
山
墓
平
面
囲

考
古

一
九
八
五
年

一
〇
期

馬
王
堆

1
鱗
茎
烏
童

『長
沙
馬
王
堆

l
競
漠
墓
』
文
物
出
版
社
､

1
九
七
三

年
'
圃
三
八

天
門
銅
飾

一

四
川
文
物

l
九
九
〇
年
六
期

天
門
銅
飾
二

四
川
文
物

1
九
九
〇
年
六
期

簡
陽
鬼
頭
山
石
棺
董
像

四
川
文
物

1
九
九
〇
年
六
期

櫨
州

l
競
石
棺
墓
像

四
川
文
物

一
九
八
八
年
三
期

邸
嚇
石
棺
圏
像

文
物

l
九
七
五
年
八
期

上
虞
出
土
神
事
壷
部
分

東
南
文
化

l
九
九

1
年
三

･
四
期

京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
所
蔵
建
安
十
年
銘
重
列
神
獣
鏡

小
南
模
駕

上
海
博
物
館
所
蔵
神
事
壷

曾
布
川
寛
氏
寓
虞

呉
願
獅
子
山
墓
群

文
物
資
料
叢
刊
三
へ
考
古

一
九
八
三
年
八
期

南
京
象
山
王
氏
墓
群

文
物

1
九
六
五
年
六
期
､
同

l
O
期
'

1
九
七
二
年

1
1
期

武
威
磨
岨
子
漠
墓

文
物

1
九
七
二
年

1
二
期

菰
滞
文
化
人
形
瓶

文
物

一
九
九

l
年
七
期

南
京
出
土
神
事
壷

中
国
古
代
文
物
展
観
線

(長
崎
孔
子
廟
)
圃
五
⊥

1




