
畢

展

望

界
中
園
で
相
い
つ
ヤ

古
銅
鎖
の
護
見
を
め
ャ
っ
て開

瀬

牧

芳

は

じ

め

に

一
湖
北
省
大
冶
豚
銅
線
山
古
銅
鎖

二
銅
線
山
古
銅
鎖
の
位
置
づ
け

三

銅
線
山
古
銅
鍍
に
か
か
わ
っ
た
集
圏

四

山

師

集
園
の
存
在

五

銅
錠
||
山
師
集
圏
と
王
権
と
を
結
ぶ
も
の
|
|

六
中
園
古
代
の
山
師
集
園
祉
舎
の
特
徴

あ

と

が

き

11 

じ

め
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一
九
七
四
年
に
湖
北
省
大
冶
豚
の
銅
線
山
で
古
銅
鎖
の
調
査
試
掘
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
書
さ
れ
な
翌
年
、
本
格
的
な
蓄
に
基
づ
く
詳
細
な
報
告
が
愛

表
さ
れ
て
中
園
古
代
史
研
究
者
、
冶
金
技
術
史
研
究
者
な
ど
の
大
き
な
関
心
を

集
め
た
。
そ
れ
は
青
銅
時
代
と
い
う
名
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
青
銅
が
古
代
史

上
で
持
っ
て
い
た
大
き
な
意
義
の
た
め
に
、
青
銅
器
、
銘
文
、

鋳
造
な
ど
に
関

す
る
研
究
は
輝
か
し
い
業
績
を
積
み
上
げ
な
が
ら
青
銅
器
の
主
た
る
素
材
で
あ

る
銅
の
出
所
、

つ
ま
り
、
銅
鎖
、
そ
の
採
掘
と
冶
煉
に
関
す
る
研
究
は
そ
の
資

料
上
の
制
約
に
よ

っ
て
ほ
と
ん
ど
深
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
。

銅
線
山
古
銅
鎖
の
裂
見
は
こ
の
研
究
分
野
へ
の
大
き
な
扉
が
開

か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
報
告
一
か
世
に

出
る
と
こ
れ
に
関
連
す
る
研
究
が
績
々
と
愛
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に

銅
線
山
古
銅
鎖
の
愛
見
後
、
中
圏
各
地
で
古
銅
鎖
や
古
冶
煉
遺
跡
の
報
告
が
相

い
つ
ぎ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
報
告
、
研
究
は
こ
れ
ま
で
全
く
光
を
嘗
て
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
中
園
古
代
社
舎
の

一
定
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
よ
う

に
恩
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
関
連
の
あ
る
こ
れ
ま
で
の
報
告
、
研
究
を
通
観
し
て

み
る
と
、
先
秦
時
代
に
銅
鎖
の
採
掘
と
冶
煉
に
従
事
し
て
い
た
特
殊
専
業
集
圏

の
存
在
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
集
闘
は
政
治
権
力
と

は
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
鎖
山
の
開
設
に
閥
興
し
て
い
た
ら
し
い

の
で
あ
る
。

今
俵
り
に
こ
の
集
圏
を
山
師
集
固
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
と
し
て
、

古
代
に
お
け

る
こ
う
し
た
政
治
腫
制
か
ら
自
立
的
な
集
闘
の
祉
舎
構
造
、
そ
の
集
園
が
保
有

し
て
い
た
文
化
内
容
、
ひ
い
て
は
そ
れ
ら
が
中
園
古
代
社
舎
の
中
で
占
め
て
い

た
構
造
的
、
機
能
的
位
置
づ
け
が
将
来
明
ら
か
に
な
っ
て
く
れ
ば
、

中
園
古
代

社
舎
に
劃
す
る
我
々
の
認
識
も
一

層
深
め
ら
れ
る
に
違
い
な
か
ろ
う
。

以
上
の
情
況
と
展
望
と
を
踏
ま
え
て
、
以
下
、
第
一

節
に
お
い
て
、
詳
細
な

報
告
を
得
て
い
る
銅
線
山
古
銅
儲
酬の
概
略
を
紹
介
し
、
第
三
、
四
節
に
お
い
て

こ
の
古
銅
鎖
に
か
か
わ
っ
た
山
師
集
闘
の
存
在
の
可
能
性
を
探
り
、

そ
の
あ
と

こ
の
集
圏
の
内
容
貝
に
つ

い
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
い
く
つ
か
述
べ
て
み
た

も

ν
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湖
北
省
大
冶
豚
銅
線
山
古
銅
鍛

一
九
七
三
年
一

O
月
、
大
冶
豚
銅
線
山
の
現
採
掘
現
場
で
夜
見
さ
れ
た

一
箇

の
大
形
銅
斧
が
北
京
の
中
園
歴
史
博
物
館
に
届
け
ら
れ
た
。
こ
の
銅
斧
が
注
目

さ
れ
て
翌
一
一

月
に
調
査
闘
が
現
地
に
赴
き
調
査
と
試
掘
と
を
行
っ
た
。
そ
の

結
果
、
竪
坑
、
斜
坑
、
卒
坑
、
採
掘
場
な
ど
か
ら
成
る
古
坑
道
が
渡
見
さ
れ
、

一
一
貼
の
大
形
銅
斧
、
二
貼
の
小
形
銅
斧
を
は
じ
め
と
す
る
銅
製
、
餓
製
、
木

製
な
ど
の
工
具
ほ
か
を
得
た
。
現
地
で
確
認
さ
れ
た
冶
銅
の
あ
と
の
煉
澄
は
集

中
間
な
も
の
が
一

O
数
箇
所
に
分
布
し
、
厚
さ
は
数
米
に
も
達
し
、
そ
の
総
量

は
四

O
徐
蔦
t
と
推
量
さ
れ
た
。
こ
の
煉
澄
の
量
と
分
析
か
ら
精
煉
さ
れ
た
銅

は
四
蔦
t
前
後
と
推
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
畳
と
比
較
す
る
例
を
一
つ
翠
げ
る

と、

一
六
九
七
年
(
元
藤
一

O
年
)
日
本
で
は
一
年
閲
に
六
千
t
の
銅
の
生
産

を
穆
げ
、
こ
れ
は
嘗
時
世
界
最
高
の
生
産
高
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
長

い
年
月
に
亙
っ
た
も
の
と
は
い
え
四
高
t
は
た
い
へ
ん
な
量
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
翌
一
九
七
四
年
の
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
湖
北
省
で
組
織
さ
れ
た

考
古
夜
掘
工
作
除
に
よ
る
裂
掘
が
行
わ
れ
た
。
遺
跡
は
南
北
約
二
回
、
東
西
約

一
回
に
亙
っ
て
お
り
、
西
周
後
期
の
特
徴
を
持
つ
も
の
を
含
む
大
量
の
春
秋
時

代
の
陶
片
、
数
甘
誌
の
煉
組
、
一

O
徐
箇
の
餅
形
銅
錠
な
ど
が
愛
見
さ
れ
た
。
ま

た
こ
の
時
二
箇
所
の
古
坑
道
が
護
掘
さ
れ
、
坑
道、

坑
木
、
排
水
施
設
な
ど
の

構
造
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
内
一
筒
所
は
春
秋
時
代
の
も
の
と
み
ら
れ
、

深
さ
地
表
下
四

O
徐
米
で
竪
坑
八
、
斜
井
一
が
出
土
し
た
。
坑
木
の
直
径
は
一

般
的
に
五
|
一

O
糎
、
竪
坑
の
坑
口
直
径
八

O
糎
前
後
で
あ
り
、
水
に
よ
る
還

鍬
具
と
み
ら
れ
る
船
形
木
槽
ほ
か
の
工
具
や
生
活
用
具
な
ど
が
設
見
さ
れ
た
。

他
の
一
箇
所
は
戦
闘
時
代
の
も
の
と
み
ら
れ
、
深
さ
地
表
下
五

O
徐
米
の
地
熱

で
設
掘
が
行
わ
れ
、
竪
坑
五
、

斜

坑

て

卒

坑

一
O
で
、
斜
坑
の
雨
側
か
ら
上

中
下
三
麿
の
卒
坑
が
振
出
し
て
い
る
。
坑
木
の
直
径
は
一
般
的
に
二

O
程
前
後

で
、
最
も
細
い
も
の
で
も
径
一
五
涯
を
越
え
る
。
坑
木
の
太
さ
ば
か
り
で
な

く、

竪
木
、
横
木
の
接
合
法
な
ど
に
も
春
秋
か
ら
戟
園
へ
の
進
歩
が
み
ら
れ
、

ま
た
、
春
秩
時
代
の
坑
道
に
は
無
か
っ
た
馬
頭
門
と
呼
ば
れ
る
坑
道
と
坑
道
と

の
連
結
部
分
の
機
造
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
坑
口
も
一
般
的
に
一
一

O
l
一
一一一

O
糎
四
方
で
あ
る
。

一
九
七
三
年
一

O
月
に
裂
見
さ
れ
た
大
形
銅
斧
と
一
一
月
夜
見
の

一
一一一
黙
と

が
出
土
し
た
地
黙
は
こ
の
時
愛
掘
さ
れ
た
春
秋
時
代
坑
か
ら
一

O
O米
程
離
れ

た
同
一

層
位
の
同
一
構
造
の
古
坑
道
中
か
ら
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ

の
大
形
銅
斧
は
全
長
一
一
一
|
一
一
六
・
四
糎
、
刃
の
幅
一
二

・
八
|
一

一一
ニ
・
五

糎
、
そ
の
内
の
一
黙
の
重
さ
三

・
五
惚
で
あ
る
。
強
力
な
鎖
石
創
出
具
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
格
別
の
重
量
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
比
較
の
例
を

一

つ
家
げ
る
と
、
重
量
が
得
ら
れ
て
い
る
報
告
の
管
見
の
内
で
最
も
重
い
の
が
安

陽
大
司
空
村
東
南
段
墓
出
土
の
銅
銭
の
長
さ
二
四

・
七
復
、
刃
幅
二
ハ
・

二
程、

重
量

0
・
九
五
旬
で
あ
る
。
銅
線
山
出
土
銅
斧
が
異
常
に
重
く
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
更
に
、
『
湖
北
省
博
物
館
』
(
講
談
社
、

一
九
八
九
年
)

の
四
九
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
銅
斧
(銅
線
山
鎖
匪
遺
跡
出
土
と
記
す
〉
は
高
さ

四

0
・
0
、
刃
幅
四
三
・

O
涯
、
重
さ
一
四

・
六
ほ
と
あ
り
、
そ
の
設
明
に

「こ
の
よ
う
に
亘
大
な
銅
斧
は
他
の
地
方
で
は
愛
見
さ
れ
て
い
な
い
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
全
長
二
五

O
、
直
径
二
六
糎
の
木
製
ロ
グ

ロ

(
水
の
汲
み
出
し
ゃ
鎖

石
の
搬
出
な
ど
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
)
や
排
水
設
備
も
出
土
し
た
。
戦
園

坑
の
坑
道
中
か
ら
木
製
耳
杯
(
未
塗
漆
。
耳
杯
は
楚
文
化
に
特
徴
的
な
飲
具
)

が
出
土
し
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
鍍
石
は
孔
雀
石
、
蘭
銅
鎖
、

赤
銅
鎖
な
ど

の
酸
化
鎖
と
自
然
銅
で
あ
る
。
な
お
一
つ
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
春
秋
戟
園
時
代
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の
楚
墓
か
ら
銅
鋸
が
出
土
し
て
い
る
の
に
こ
の
銅
線
山
古
銅
鎖
出
土
の
木
製

品
、
坑
木
に
全
く
鋸
の
使
用
痕
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
報
告
で
あ
る
。

銅
線
山
古
銅
鎖
の
位
置
づ
け
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銅
線
山
古
銅
鎖
の
採
掘
時
期
に
つ
い
て
は
、

c
u年
代
、
熱
ル
ミ
ネ
ッ
セ
ン

ス
年
代
、
土
岡
帥
編
年
祭
な
ど
か
ら
、
春
秋
時
代
も
し
く
は
西
周
末
か
ら
戟
圏
中

晩
期
を
く
だ
ら
な
い
時
期
ま
で
と
み
ら
れ
て
い
る
。
戟
園
時
代
坑
が
最
も
深
い

層
に
達
し
て
お
り
、
そ
れ
以
後
は
採
掘
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
聞
に
膨

大
な
量
の
銅
が
こ
こ
で
冶
煉
さ
れ
綴
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
銅
錠
の
出
土

か
ら
搬
出
が
銅
錠
の
形
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
大
冶
豚
銅
線
山
が
湖
北
省
内
に
あ
り
、

一
方
、
春
秋
戟
園
時
代
に
強
盛

を
誇
っ
た
楚
閣
の
中
心
が
湖
北
省
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
渡
掘
報
告
に
接

し
た
時
ま
ず
心
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
周
の
九
鼎
の
軽
重
を
問
う
た
春
秋
中
期
の

楚
の
妊
王
の
言
葉
、
「
楚
図
の
折
鈎
の
啄
、
以
て
九
鼎
を
篤
る
に
足
る
」
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
銅
鎖
産
の
塑
富
さ
が
楚
園
興
隆
の
経
済
的
基
盤
で
あ
っ
た

と
。
こ
の
受
け
取
り
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
は
、
張
正
明
・
劉
玉
堂

雨
明
連
名
の
「
大
冶
銅
線
山
古
銅
鎖
的
園
属
|
|
塞
胴
上
古
産
銅
中
心
的
努

遷
」
が
そ
の
よ
う
な
見
方
へ
の
批
剣
を
そ
の
基
調
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
論
文
の
論
旨
は
、
楚
園
が
勃
興
し
た
雨
周
の
際
に
楚
園
の
所
在
地
と
し

て
考
え
ら
れ
る
の
は
河
南
省
内
か
ら
湖
北
省
の
漢
水
中
流
へ
注
ぐ
丹
水
、
斯
水

流
域
、
そ
し
て
そ
の
南
の
剤
山
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
流
れ
出
る
温
水
、

滋
水
流

媛
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
か
ら
湖
北
省
の
東
南
部
に
あ
る
大
冶
銅
線
山

ま
で
は
「
千
里
之
進
」
で
あ
り
、
一
方
、

『
左
縛
』
昭
公
二
三
年
僚
に
は
、
楚

園
の
支
配
領
域
と
し
て
、
「
若
致
、

紛
官
よ
り
武
、
文
(
|
前
六
七
五
)
に
至

る
ま
で
土
は
同
を
過
ぎ
ず
(
社
預
の
注
に

「
方
百
里
を
一
同
と
篤
す
」
と
あ

る
。
惰
唐
以
前
の
一
里
は
四
百
徐
米
で
あ
る
ど
と
あ
る
の
で
あ
る
。
考
古
皐

的
に
も
、
湖
北
省
東
部
や
河
南
、
安
徽
、

江
西
、
湖
南
の
各
省
か
ら
楚
文
物
が

出
土
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
春
秋
中
期
以
降
で
あ
る
。
更
に
、
大
冶
豚
下
か
ら

出
土
す
る
陶
器
に
は
楚
文
化
と
は
質
を
異
に
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
は
足
に
特
異
な
刻
嬉
を
施
し
た
一備
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
高
足
は
大
冶
師
献

を
中
心
と
す
る
限
ら
れ
た
地
域
に
し
か
出
土
し
て
い
な
い
。
ま
た
印
紋
陶
が
多

く
出
土
し
て
い
る
。
印
紋
陶
は
明
ら
か
に
嶺
南
地
方
の
代
表
的
な
文
化
遺
物
で

あ
り
、
一
般
的
に
越
族
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
楚
園
の
興
隆
と
銅
線
山
の
開
設
と
を

一
義
的
に
結
び
附
け
て
は
な
ら

な
い
と
す
る
張
、
劉
爾
氏
の
指
摘
は
我
々
に
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
の
考
察
を
要
求

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

一
つ
は
、
王
権
あ
る
い
は
闘
家
の
成
立
と
銅
と
は
直

接
に
は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
人
類
の
文
明
の
は
じ
ま

り
は
す
な
わ
ち
青
銅
時
代
の
は
じ
ま
り
で
は
あ
っ

た
が
銅
鍬
山
か
ら
文
明
や
園

家
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
遠
く
西
の
方
を
み
て
み
て

も
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
を
開
い
た
の
は
シ

ュ
メ
ー
ル
人
で
あ
っ
た
が
シ

ュ

メ
l
ル
の
地
は
鎖
石
を
産
し
な
い
。
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
い
て
主
権
と
鎖
山

と
を
結
ん
で
い
た
の
は
一
商
人
で
あ
日
一
略
奪
で
あ
り
貢
納
で
あ

っ
た
ら
し
い。

シ
ュ
メ

l
ル
初
期
王
朝
時
代
の
末
の
ラ
ガ
シ
ム
の
一
商
人
は
大
褒
を
持
っ
て
デ

ィ

ル
ム
ン
(
ペ
ル
シ
ャ
湾
の
パ

i
レ
ン
島
〉
や
エ
ラ
ム
(
イ
ラ
ン
)
へ
行
き
、

銅
、
木
材
、

家
畜
と
交
換
し
て
持
ち
飼

っ
た
。
ま
た
ア
ッ
シ
リ
ア
に
つ
い
て

は
、
そ
こ
は
園
際
的
交
換
の
要
地
で
あ
り
、
商
業
都
市
も
存
在
し
て
い
た
。
ア

ッ
シ
リ
ア
王
の
年
代
記
に
、
融
制
利
品
と
し
て

(
前
八
九

O
l八
八
四
〉
金
二
八

辺
、
銀
二
二
八
辺
、
錫
一
・
五
t
、
青
銅
四

・
二
t
。
貢
納
品
と
し
て

(前
八

八
三

l
八
五
九
〉
金
三

0
・
階
、
銀

一
・
二
t
、
錫
コ
7
、
青
銅
三
t
、
銭

一
0

・
五
t
。
同
じ
く
貢
納
品
と
し
て

(前
八

一
O
l七
八
一
ニ
〉
金
六

0
0
・
崎
、
銀

-153ー



154 

七
O
t
、
銅
九

O
t
、
鍛
一
五

O
t
を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
ウ

ル
ク
出
土
文
書
に
、
二
人
の
バ
ピ
ロ
ニ
ア
脅
人
が
西
方
か
ら
イ
オ
ニ
ア
の
銅
四

五
二
辺
、
イ
オ
ニ
ア
の
餓
六
五
抱
、
レ
パ
レ
)
ン
の
鍛
三
六
)
ほ
の
輸
入
品
を
受

け
取
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
西
方
の
朕
況
を
も
考
慮
に
入
れ
て
み
る
と
、
中
園
に
お
い
て
も

王
権
と
銅
鎖
と
を
別
箇
に
と
ら
え
、
そ
の
上
で
こ
の
雨
者
を
結
ぶ
媒
介
項
と
そ

の
杜
曾
的
構
造
と
を
考
え
て
い
く
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
震
に
ま
ず

銅
線
山
の
採
掘
と
冶
煉
を
捲
っ
て
い
た
山
師
集
固
と
し
て
の
集
闘
の
存
在
を
、

こ
れ
ま
で
の
報
告
、
研
究
に
依
っ

て
探
っ
て
み
た
い。

銅
線
山
古
銅
鎖
に
か
か
わ
っ
た
集
困

楚
の
王
権
と
は
別
に
銅
線
山
古
銅
鎖
の
開
設
を
捻
っ
た
集
幽
の
存
在
を
探
る

手
掛
り
は
、
な
に
よ
り
も
前
節
で
紹
介
し
た
張
、
劉
雨
氏
の
論
文
が
指
摘
し
て

い
る
大
冶
豚
一
帯
か
ら
出
土
す
る
高
足
に
一

本
の
深
い
縦
の
溝
が
刻
み
込
ま
れ

た
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
掃
は
同
じ
三
足
器
の
鼎
の
足
が
笈
足
で
あ
る
の

に
射
し
袋
足
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
こ
の
器
は
新
石
器
時
代
晩
期
に
華

北
で
愛
生
し
、
南
方
へ
は
股
文
化
の
流
入
と
共
に
庚
ま
り
、
最
も
普
週
間
な
生

活
用
炊
器
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
陶
鼎
を
生
活
用
器
と
し
て
は
駆
逐
し
、
先
秦

時
代
の
遺
跡
か
ら
ほ
ぼ
あ
ま
ね
く
陶
一
局
の
出
土
を
み
て
い
る
。

そ
う
し
た
日
常
生
活
用
器
の
陶
一
局
の
足
に
他
地
域
に
み
ら
れ
な
い
特
異
な
刻

槽
が
施
さ
れ
た
も
の
が
出
土
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
個
々
人
の
個
性
の
表
現
と

み
ら
れ
な
い
以
上
、
そ
れ
を
共
通
の
習
俗
と
す
る
地
域
集
園
の
存
在
が
想
定
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

〔
問
調
緑
山
古
銅
鎖
に
つ
い
て
の
最
初
の
報
告
で
あ
る
「
湖
北
古
鎖
池
田
遺
枇
調

査
」
に
よ
る
と
、
「
外
側
に
は
縦
に
一
本
の
裂
け
目
が
あ
り
、
足
の
底
に
は
印

大冶銅線山出土

刻槽高足

紋
が
押
さ
れ
た
」
一
雨
足
が
古
銅
坑
分
布

匿
附
近
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る

(
国
一
郎
)
ま
た
、

「
大
冶
上
羅
ハ科
書
牡

試
掘
簡
報
」
に
よ
る
と
、
周
代
遺
物
の

中
に
「
柱
足
上
加
有
一
道
刻
槽
」
と
説

明
さ
れ
た
高
足
が
あ
り
、
「
刻
槽
足
一国間

は
最
も
代
表
性
を
有
す
る
」
と
報
告
さ

国一

れ
て
い
る
。

な
お
こ
の
よ
う
な
習
俗
が
強
力
な
も
の
で
あ
っ

た
ら
し
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
は
、

華
北
で
愛
生
し
た
陶
吉
岡
は
足
部
ま
で
全
身
に
縄
文
が
施
さ
れ
て
い
る

の
に
そ
の
陶
一局
を
受
容
し
な
が
ら
刻
槽
足
一高
は
器
身
に
は
縄
文
を
施
す
が
そ
れ

が
足
に
及
ば
ず
足
の
部
分
は
素
面
に
し
て
お
い
て
そ
こ
に
刻
み
を
入
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
刻
槽
一高
足
の
出
土
地
が
銅
線
山
ば
か
り
で
な
く
そ
の

周
迭
の
銅
鎖
の
採
掘
、
冶
煉
の
遺
跡
と
多
く
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
衣
の
よ
う
な
報
告
例
が
あ
る
。

「
大
冶
古
文
化
遺
枇
考
古
調
査
〕
を
み
る
と
、
「
眠
羊
地
遺
祉
」

で
石
器
、

陶
器
、
青
銅
皿
耐
と
共
に
大
量
の
煉
澄
が
裂
見
さ
れ
、
刻
槽
一高
足
が
採
集
さ
れ
て

い
る
。
「
古
塘
激
遁
祉
」
で
も
煉
澄
、
石
沼
、
煉
燐
残
壁
と
刻
槽
一局
足
が
稜
見

さ
れ
、
「
柳
時
子
地
遁
祉
」
で
刻
槽
吉
岡
足
が
採
集
さ
れ
、
「
李
河
遺
祉
」
内
に
は

煉
溢
が
散
在
し
て
い
る
と
あ
る
。
こ
の
調
査
報
告
の
結
語
に
「
一局
足
上
に
は

一

本
の
刻
槽
が
施
さ
れ
て
お
り
、

・
・
印
紋
硬
陶
が
か
な
り
大
き
な
分
量
を
占
め

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
江
漢
地
区
の
同
時
期
の
遺
物
と
は
明
白
に
異
な

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
定
の
地
域
集
圏
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

ま
た
大
冶
懸
の
東
南
に
郷
接
す
る
陽
新
鯨
で
の
調
査
報
告
「
陽
新
和

尚
楢
遺
枇
調
査
簡
臨
一
を
み
る
と
、

「
地
表
に
は
遺
物
が
豊
富
で
あ
り
、
し
か
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も
あ
ま
ね
く
煉
澄
が
散
在
し
て
い
る
」
、
「
特
に
報
告
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
地
表
か
ら
九

O
程
ほ
ど
掘
る
と
い
ず
こ
か
ら
も
煉
澄
が
出
土
す
る
こ

と
で
あ
る
」
と
あ
り
、
遺
物
は
石
器
と
印
紋
陶
を
含
む
土
器
で
あ
り
、
土
器
に

は
鼎
足
と
一
品
足
と
が
あ
り
、
そ
の
爾
者
に
刻
槽
が
施
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
た

だ
そ
の
刻
槽
は
大
冶
出
土
の
も
の
ほ
ど
深
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
煉
澄
の
分
布
か
ら
み
て
大
冶
豚
か
ら
陽
新
豚
に
か
け
て
の

一
帯

に
鎖
脈
が
績
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
と
重
な
り
合
う
よ
う
に
刻
槽
足
高

の
出
土
を
み
る
こ
と
は
、
そ
の
特
異
で
強
い
朝
日
俗
を
共
有
す
る
地
域
集
圏
が
存

在
し
、
そ
の
一
部
が
銅
鎖
の
採
掘
、
冶
煉
を
捻
っ
て
い
た
と
の
推
測
に
導
か
れ

る
。
こ
う
し
た
山
師
集
圏
と
刻
槽
足
一
品
と
の
結
び
つ
き
か
ら
み
て
注
目
す
べ
き

報
告
が
あ
る
の
で
節
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
。

四

山
師
集
園
の
存
在
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「
河
北
易
豚
燕
下
都
第

一
一
一
一
撃
志
社
第
一

次
妥
協
〕
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
こ
と
と
関
蓬
し
て
注
目
す
べ
き
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
燕
下
都
は
駿
園
時
代

後
半
期
の
燕
園
の
都
城
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
数
次
に
亙
っ
て

渡
掘
や
調
査
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
報
告
に
よ
る
と
第

一

三
挽
遺
跡
は
春
秋
早
期
よ
り
験

園
晩
期
に
及
ぶ
遺
跡
で
、
出
土

遺
物
の
中
に
銅
姐
澄
、
銅
澄
、

部
銅
片
、
木
炭
、
竃
、
工
具
、

布
銭
の
箔
が
含
ま
れ
、
銅
の
冶

煉
と
鋳
造
と
の
遺
跡
で
あ
る
こ

3 

燕下都出土刻槽高足

2 l 

圃ニ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
遺
跡
出
土
の
陶
器
の
中
に
あ
の
特
異
な
深
い
切
り
込
み

の
槽
を
も
っ
た
一
雨
足
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〈
園
二
〉
。
中
で
も
注
目
さ

れ
る
の
が
園
二
の
3
の
高
足
で
あ
る
。
刻
み
込
み
の
先
は
足
の
中
心
部
分
に
ま

で
遣
し
、
こ
の
断
面
箇
は
先
に
掲
げ
た
圏
一
の
銅
線
山
古
銅
銭
附
近
の
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
吉岡
足
の
断
面
聞
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
も
圃

一
の
一南
足

の
設
明
に
「
足
底
有
印
紋
」
と
あ
り
、

園
二
の
3
の
高
足
の
足
裏
の
闘
を
み
る

と
明
ら
か
に
印
紋
が
押
さ
れ
て
い
る
。
特
異
な
特
徴
が
二
つ
重
な
っ
て
一
致
し

た
の
で
あ
る
。
雨
者
の
関
連
を
考
え
て
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い。

圏
二
の
3
の
一局
足
は
報
告
書
の
固
に
附
さ
れ
た
記
放
に
よ
っ
て
遺
跡
の
第
二

層
出
土
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
一
一
一
一
説
遺
跡
は
耕
土
層
の
第
一
一
層
か
ら

淡
土
層
の
第
七
層
ま
で
に
分
か
れ
て
お
り
第
二
層
に
つ
い
て
は
衣
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

灰
褐
土
、
厚
0
・
0
五
|
0

・
二
五
、
深

0
・
二
五
|
一
・
一
五
米
。

内

に
多
く
の
木
炭
粒
及
び
灰
土
を
含
む
。
板
瓦
、
筒
瓦
、
宇
瓦
嘗
、
一局
、
紅

陶
編
、

豆
(
高
杯
〉
、
盆
、
雄
、
鑑
、
陶
紡
輪
、
鍛
鍍

(
く
わ
)
、
銭
鱗

(
ち
ょ
う
な
)、
銅
鎖
、同
{
同
体
汁
、
銅
姐
澄
な
ど
を
出
土
。

第
二
層
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
戟
園
晩
期
と
さ
れ
て
お
り
、

右
の
遺
物
中
に

銭
製
工
具
と
銅
兵
器
と
を
含
む
こ
と
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
戦
園
時
代
楚
園
の
都
、
郵
は
今
の
湖
北
省
江
陵
懸
の
北
に

あ
る
紀
南
城
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
郵
都
は
秦
に
よ
る
天
下
統

一
を
遡

る
五
七
年
前
の
前
二
七
八
年
に
秦
軍
が
占
領
し
、

楚
は
都
を
東
方
へ
遷
し
た
。

『
史
記
』
楚
世
家
に

「
楚
の
裏
王
の
兵
散
じ
迭
に
復
た
戟
わ
ず
」
、
秦
本
紀
に

「
郵
を
取
り
南
郡
(
ほ
ぼ
現
在
の
湖
北
省
全
域
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〉
と
魚

す
」
と
あ
る
。

こ
う
し
た
亡
園
の
中
で
技
術
者
集
園
が
他
園
へ
流
れ
て
行
き
そ
こ
で
自
分
ら
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の
技
術
を
生
か
す
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
豆
大
な
銅
線
山

古
銅
鎖
が
戟
園
時
代
坑
を
最
後
と
し
て
い
る
こ
と
は
前
二
七
八
年
に
銅
線
山
山

師
集
闘
が
す
っ
か
り
退
去
し
そ
の
一
部
が
燕
園
へ
流
れ
て
行
き
燕
下
都
で
鋳
造

工
人
と
共
に
冶
煉
を
捻
蛍
し
た
可
能
性
も
歴
史
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
個
々
人
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
集
闘
と
し
て
行
わ
れ
た

と
み
ら
れ
る
の
は
特
異
な
習
俗
が
持
績
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
設
掘
、
調
査
報
告
を
通
観
し
て
み
る
と
、
中
関

古
代
に
お
い
て
山
師
集
闘
が
存
在
し
王
権
と
は
一
態
別
箇
に
銅
拙
酬
の
採
掘
、
冶

煉
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

五

銅
錠
|
|
山
師
集
固
と
王
様
と
を
結
ぶ
も
の
|
|

山
師
集
闘
の
最
終
生
産
物
は
基
本
的
に
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
で
あ
り
、
そ
れ
は
鋳

造
工
人
集
園
の
手
に
渡
つ
て
は
じ
め
て
そ
の
債
値
を
設
揮
す
る
。
こ
の
雨
集
園

を
封
比
的
に
考
え
て
み
る
と
、
山
師
集
闘
の
活
動
の
場
は
鎖
販
の
あ
る
山
野
で

あ
っ
て
そ
の
活
動
の
前
提
に
は
移
動
の
自
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

山
師
集
園
は
原
理
的
に
政
治
権
力
と
は
一
定
の
距
離
を
お
い
た
集
闘
な
の
で
あ

る
。
一
方
の
鋳
造
工
人
集
閣
は
中
園
古
代
の
精
巧
で
し
か
も
大
形
の
青
銅
器
が

物
語
る
よ
う
に
都
市
と
政
治
組
織
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
十
全
の
活
動
が
約

束
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
言
う
な
れ
ば
銅
錠
は
山
師
集
固
と
王
権
と
を
結
ぶ
も

の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
銅
錠
は
い
か
な
る
枇
曾
構
造
の
も
と
に

山
師
集
幽
の
手
か
ら
王
権
の
も
と
へ
集
積
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
節
で

み
た
よ
う
に
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
場
合
、
銅
錠
の
形
で
あ
れ
銅
製
品
の
形
で
あ
れ

銅
が
主
権
の
も
と
に
集
積
さ
れ
る
形
態
と
し
て
略
奪
と
貢
納
と
詩
人
の
活
動
と

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
園
に
お
け
る
こ
の
三
方
面
の
資
料
を
拾
っ
て
み

た
し

中
園
に
お
け
る
略
奪
の
資
料
と
し
て
周
代
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
金
文
を

翠
げ
る
こ
と
が
で
き
お
い

過
白
従
王
伐
反
荊
字
金
用
乍
:
:
:
(
過
伯
、
王
に
従
い
て
叛
楚
を
伐
ち
、

銅
を
捕
獲
し
、
そ
れ
で
:
:
:
を
作
る
。
過
伯
晶
持
)

・
・
:
准
戸
:
:
:
字
土
女
羊
牛
字
吉
金
・

・
〈
准
夷
:
・
土
女
羊
牛
を
捕
獲

し士
ロ金
を
捕
獲
し
・
;
:
。
師
寝
具段
)

王
征
南
准
戸
:
:
:
字
戎
穏
字
金

・
・

(王
、
南
准
夷
を
征
し
・
・

兵
器
を

捕
獲
し
銅
を
捕
獲
し
:
:
:
。

琴
生
箪
)

員
:
・
・
伐
曾
:
:
・
字
金
:
:
:
(員
白
〉

こ
の
中
の
師
表
段
の
銘
文
中
の
士
口
金
は
周
代
金
文
に
頻
出
し
、
中
で
も

「
士
口

金
を
え
ら
び
て
作
る
」
の
用
例
が
多
い
。
士
口
金
は
銅
の
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を
指
し
て

い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

春
秋
時
代
に
つ

い
て
の
文
献
中
で
は
、

『
左
博
』
袈
公

一
九
年
僚
に
、

「
季

武
子
、
斉
に
得
し
所
の
兵
を
以
て
林
鑓
を
作
り
て
魯
の
功
を
銘
せ
り
」
と
あ

る
。
戦
闘
時
代
の
銘
文
と
し
て
楚
王
熊
志
鼎
に

「
戟
い
て
兵
銅
を
得
、

:・
1」

が
あ
る
。

次
に
貢
納
に

つ
い
て
は
、
股
代
卜
酵
の

「工
」
を
貢
と
す
る
理
解
が
あ

ι初

段
王
へ
の
鋼
一円
納
を
窺
わ
せ
る
甲
骨
文
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
西
周
金
文
に

は
「
戎
献
金
」
が
あ
る
。
『
左
停
』
昭
公
一

一一一年
僚
に
「
昔
は
天
子
貢
を
班
ち

軽
重
は
列
を
以
て
す
」
と
あ
り
周
王
へ
の
貢
納
の
制
が
窺
わ
れ
、
問
、

信
公
五

年
僚
に
「
其
の
職
、
貢
を
王
に
鏑
す
円

信

公

二

年
僚
に
「
黄
人
、
楚
に
貢

を
お
く
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
貢
納
口
聞
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
萄
茅
(
俸
、

四
〉
」
、
「
弱
毛
歯
革

(
倍
、
二
三
〉
」、

「
桃
弧
練
矢
(
昭
、
十
二
〉
」
の
言
葉

を
見
る
の
み
で
あ
る
。

一
商
人
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
中
園
に
も
早
く
か
ら
一
商
人
集
圏
が
存
在
し
て
い
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た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
資
料
が
あ
る
。
段
周
青
銅
器
の
中
に
は
氏
族
徽
章
が
鋳
込

ま
れ
た
も
の
が
多
い
が
そ
の
中
に
子
安
貝
(
貝
貨
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
出
土

口
問
も
多
い
〉
の
セ
ッ
ト
を
運
ぶ
圃
柄
の
も
の
が
あ
り
、
張
光
直
氏
拡
げ
ぞ
れ
を
交

易
業
に
従
事
し
て
い
た
職
業
氏
族
の
氏
族
徽
章
と
理
解
さ
れ
て
い
一
匁
西
周
時

代
に
つ
い
て
は
、
金
文
の
中
に
貝
を
賜
わ
り
そ
れ
を
も
っ
て
躍
器
を
鋳
た
と
記

す
も
の
が
多
い
。

一
、
二
、
例
を
翠
げ
て
み
る
。

・:
周
公
易
小
臣
皐
貝
十
周
用
乍
賓
陣
舜
(
周
公
、
小
臣
単
に
貝
十
周
を

賜
う
、
も
っ
て
賓
傘
勢
を
作
る
。
小
臣
箪
解
〉

:
;
王
賞
旨
貝
廿
朋
用
乍
似
賓
降
葬
(
玉
、
旨
に
貝
二
十
周
を
賞
す
、
も

っ
て
似
の
賓
傘
舜
を
作
る
。
産
侯
旨
鼎
〉

こ
の
よ
う
な
賜
貝
と
麓
器
の
鋳
造
と
の
聞
に
商
人
集
園
の
介
在
が
窺
わ
れ

る
。
春
秋
時
代
後
期
以
降
、
商
業
の
繁
栄
を
み
た
こ
と
は
各
種
の
文
献
に
庚
く

み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
論
語
』
先
進
に
「
賜
(
字
子
貢
)
は
命
を
受
け
ず
し

て
貨
殖
す
」
と
あ
り
、
『
左
崎
町
』
俸
公
三
三
年
僚
に
か
の

「
鮮
の
商
人
弦
高
、

絡
に
周
に
市
せ
ん
と
す
」
以
下
の
話
が
あ
る
。

『
史
記
』
貨
殖
列
俸
は
商
業
交

易
の
護
遠
の
援
を
如
寅
に
語
っ
て
い
る
が
、
銅
、
織
に
つ
い
て
は
「
工
に
し
て

之
を
成
し
、
商
に
し
て
之
を
通
ず
」
と
あ
っ
て
、
先
秦
時
代
に
銅
器
の
原
料
と

し
て
の
イ
ン
ゴ
ッ
ト
が
商
人
集
園
の
手
を
介
し
て
い
た
か
否
か
を
直
接
知
る
資

料
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
銅
の
イ
ン
ゴ
ッ
ト
が
個
人
的
に
所
有
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
墓
の
中
や
窓
口
臓
の

中
か
ら
イ
ン
ゴ
ッ
ト
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
出
土
報
告
を

集
め
た
表
を
掲
げ
て
お
く
。

な
お
、
『
圏
語
』
脅
語
に
「
美
金
〈
銅
)
以
て
剣
戟
を
鈴
、
悪
金
(
銭
〉
以

て
鎧
(
鋤
)
を
鋳
る
」
と
あ
り
、
考
古
皐
的
に
も
銅
は

一
般
農
民
に
は
無
縁
の

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
鮎
も
銅
が
飯
山
か
ら
王
権
の
も
と
へ
集
中
す
る
構
造
の

個人所有を窺わせる先秦時代の銅インゴッ ト出土表

出土地 内 円宅、~ 出 典

河南洛陽北瑠西周墓 小銅境4 考 古 1972-2 

侠西周原早楊銅器内 銅塊1 中原 文物 1987-3

侠西扶風灰坑内 銅餅2(径23.5，31叫) 中原文物 1987-34， 650， 5， 000 g 

侠西臨澄答磁 銅餅1(径20cm) 文 物 1977-8 

安徽貴池春晩戦初墓 菱形氷銅錠(銭分多い牢製品) 7 文 物 1980-8

江蘇句容西麓村 青銅塊10(7.5kg) 中物原 文資物料 1987-3 
文 叢刊5

江蘇句容西廟村墓内 青銅塊(計150徐kg) 文中原物文資物料叢1刊9857-3 

江蘇金壇陶怨内 青銅塊230(70惚〉 文中物原文資物料叢1刊9857-3 

江蘇金壇審議 青銅塊(計150徐kg) 中文原物文資物料叢1刊9857-3 

江蘇丹陽基内 大量青銅塊 文中物原文資物料叢1刊9857-3 

新江仙居印紋陶務内 銅餅19 中園文物報 1988，8-12 
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一
端
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
貨
殖
列
俸
に
は
東
海
、
奥

地
方
の
交
易
上
の
特
産
品
と
し
て
「
章
山
之
銅
」
が
摩
げ
ら
れ
て
い
る
が
一

こ

れ
が
漢
代
に
お
け
る
商
品
な
の
か
、
或
い
は
戟
園
時
代
に
諸
王
様
の
も
と
や
諸

都
市
の
鍛
造
工
人
の
も
と
へ
至
る
流
通
網
を
持
っ

て
い
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て

は
知
り
得
な
い
。

女
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
自
立
的
に
活
動
し
て
い
た
と
み
ら

れ
る
先
奏
時
代
の
山
師
集
園
杜
舎
の
特
徴
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
、
い
く
つ
か

報
告
の
中
か
ら
姶
っ
て
お
き
た
い
。

....... ，、

中
園
古
代
の
山
師
集
園
祉
舎
の
特
徴

山
師
集
闘
祉
舎
が
持
っ
て
い
た
技
術
と
し
て
は
探
鎖
、
採
掘
、
冶
煉
の一一一要

素
が
考
え
ら
れ
る
。
中
園
古
代
の
探
鎖
技
術
を
窺
う
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。

『
史
記
』
貨
殖
列
俸
の
正
義
に
引
か
れ
た

『
管
子
』
に
は
、

山
の
上
に
絡
有
れ
ば
其
の
下
に
銭
有
り
。
山
の
上
に
鉛
有
れ
ば
其
の
下
に

録
有
り
。
山
の
上
に
銀
有
れ
ば
其
の
下
に
丹
有
り
。
山
の
上
に
磁
石
有
れ

ば
其
の
下
に
金
有
る
な
り
。

と
あ
っ
て
銅
が
な
い
が
、
現
行
『
管
子
』
地
数
篇
に
は、

上
に
丹
沙
有
れ
ば
下
に
黄
金
有
り
。
上
に
慈
石
有
れ
ば
下
に
銅
金
有
り
。

上
に
陵
石
有
れ
ば
下
に
鉛
錫
赤
銅
有
り
。
上
に
掠
有
れ
ば
下
に
餓
有
り
。

と
あ
る
。
銅
線
山
の
よ
う
に
孔
雀
石
の
多
い
鎖
山
で
は
そ
の
鮮
か
な
色
に
よ
っ

て
鎖
販
の
設
見
が
容
易
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
参
考
ま
で
に
日
本
の
資
料

を
紹
介
し
て
お
く
と
、
ず
っ
と
新
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
別
子

銅
山
を
夜
見
し
た
渡
り
山
師
長
兵
衛
は
伊
預
園
別
子
村
の
奥
山
で
鎖
販
の
先
端

の
大
露
頭
を
護
見
し
た
の
で
あ
っ
川
崎
町
こ
の
別
子
銅
山
を
開
設
し
た
住
友
氏
の

も
と
で
働
い
て
い
た
増
田
綱
の
『
鼓
銅
閣
銭
』
に
衣
の
記
述
が
あ
る
。

問
中
に
銅
瑛
有
れ
ば
其
の
上
に
必
ず
鎖
気
を
現
わ
す
。
其
の
色
は
赤
黒
く

土
石
皆
然
り
。

綿
濯
し
て
一
僚
の
路
を
成
す
。

或
は
長
〈
或
は
短
く
、
或

は
庚
く
或
は
狭
く
、
濃
淡
有
り
浅
深
有
り
、
銅
撲
の
多
少
に
随
う
。

ま
た
、
文
政
年
聞
に
佐
藤
信
淵
の
筆
に
成
っ
た
『
山
相
秘
甑
町
に
は
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

九
そ
土
石
に
諸
青
を
現
わ
す
所
あ
ら
ば
、
皆
銅
を
含
蔵
す
る
山
な
り
。
饗

え
ば
諸
青
を
蒸
砕
鉱
す
る
を
見
付
け
ず
と
も
、
岩
山
の
閲
か
或
は
渓
川
の
中

等
に
、
燭
様
石
の
鋲
石
箔
を
現
わ
す
こ
と
有
り
て
、
其
の
山
を
探
索
し
て

所
謂
る
自
然
銅
を
見
出
す
に
及
ん
で
は
、
無
造
作
に
銅
鍍
を
採
り
得
ら
る

る
者
に
て
、
金
銀
の
如
く
深
く
掘
入
ら
ず
し
て
、
山
を
開
く
の
損
盆
は
知

ら
る
る
者
な
り
。
深
山
幽
谷
の
奥
に
は
石
畳
の
如
く
に
銅
鎖
の
有
る
慮
多

し
。
只
是
れ
人
の
探
索
せ
ざ
る
を
患
う
る
の
み
。

次
に
採
掘
に
つ

い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
大
形
銅
斧
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
春
秋

時
代
の
銅
線
山
山
師
集
闘
の
強
力
な
採
鎖
具
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
し
、
戦
園

時
代
に
入
っ
て
更
に
採
掘
数
率
を
高
め
た
に
違
い
な
い
の
が
戟
園
時
代
坑
か
ら

出
土
し
た
鍛
鍛
製
田
被
官
(
き
り
て
つ
、
た
が
ね
)
で
あ
る
。
ク
ル
ト

・
ネ
ッ

ト
l
の

『
日
本
鎖
山
編
』
を
み
る
と
、
日
本
で
火
繋
採
掘
が
始
ま
る
以
前
は
銅

線
山
出
土
の
も
の
と
同
形
の
銅
銭
製
た
が
ね
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
ま
た
、
古
今
の
鎖
山
に
と
っ
て
の
大
問
題
で
あ
っ
た
排
水
に
銅
線
山
で

は
鐙
系
的
な
排
水
設
備
が
あ
り
、
水
は

一
箇
所
に
集
め
ら
れ
て
竪
坑
か
ら
ロ
ク

ロ
で
汲
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

更
に
、
選
鍍
用
の
船
形
木
斗
が
坑
内
か
ら
出
土

し
た
こ
と
か
ら
、
砕
鎖
を
重
力
選
縮
刷
し
て
富
鎖
を
見
分
け
な
が
ら
掘
り
進
ん
だ

と
見
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
と
共
に
、
構
造
的
、
鐙
系
的
な
組
織
の
下
で
技

術
を
開
設
し
な
が
ら
採
掘
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
は
、
斜
坑
を
最

深
部
ま
で
掘
り
そ
の
坑
か
ら
卒
坑
を
な
ん
層
か
振
出
さ
せ
る
が
ま
ず
下
層
を
掘
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り
惹
く
し
て
か
ら
上
の
層
へ
と
上
っ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
上
の
屠
の
採
掘
の
際
に
出
る
駿
石
を
下
の
屠
の
空
坑
へ
落
し
埋
め
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
不
用
の
土
石
の
慶
棄
を
容
易
に
す
る
と
共
に
落
盤
を
防
ぎ
更
に

坑
内
の
空
気
流
通
の
悪
化
を
防
い
だ
。

次
に
冶
煉
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
、
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
七
九
年
に
か
け

て
の
春
秋
時
代
の
煉
銅
遺
跡
の
稜
掘
で
八
基
の
竪
鑑
、
大
量
の
纏
壁
片
、
粗
鋼

塊
、
鍍
石
、
木
炭
、
煉
澄
、
耐
火
材
、
石
製
か
な
床
、
石
球
な
ど
が
出
土
し

た
。
竪
燈
は
二
箇
の
風
口
を
有
し
フ
イ
ゴ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ、

燃
料
は
木
炭
で
冶
煉
温
度
は
一
二

O
O度
前
後
と
さ
れ
て
い
る
。
銭
鎖
粉
な
ど

が
熔
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
、
耐
火
材
も
姐
の
部
位
に
よ
る
使
い
分
け
が
あ
っ

た
。
姐
の
周
迭
に
石
製
か
な
床
を
中
心
に
据
え
た
瀞
料
華
、
部
鎖
粉
を
ふ
る
い

に
か
け
る
仕
分
け
場
、
耐
火
材
を
混
合
作
成
す
る
和
泥
池
が
検
出
さ
れ
、
石
球

は
瀞
鎖
具
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
業
陸
制
に
よ
る
睦
系
的
な
冶

煉
場
が
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
山
師
た
ち
の
専
業

技
術
者
集
園
の
組
織
的
な
あ
り
援
を
食
の
面
か
ら
支
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
資

料
も
あ
る
。
そ
れ
は
出
土
陶
器
の
中
で
格
別
に
炊
器
が
多
く
、
中
で
も
高
が
多

い
と
い
う
報
告
で
あ
る
。
し
か
も
陽
新
豚
の
東
南
に
都
接
す
る
江
西
省
瑞
昌
鯨

の
商
周
時
代
の
古
銅
鎖
か
ら
は
異
常
に
大
形
の
高
が
出
土
し
た
。
そ
の
大
き
さ

は
通
高
三
六
糎
、
口
径
四
三
糎
で
あ
砧
日
比
較
の
震
の
例
を
翠
げ
る
と
、
侠
西

省
賓
鶏
市
博
物
館
所
蔵
の
陶
吉
岡
で
寸
法
が
報
じ
ら
れ
た
三
四
例
の
高
さ
の
幅
が

九
|
一
五
・
六
程
、
口
径
の
幅
が

一

oー
一
五
・
六
糎
で
あ
同
一
管
見
の
内
で

最
大
の
陶
一
局
、
侠
西
省
賓
鶏
林
家
村
出
土
の
通
高
二
七
、
口
径
二
四
栴
と
比
べ

て
も
異
常
に
大
き
い
。
山
師
集
圏
祉
舎
を
考
え
て
い
く
上
で
の
重
要
な
資
料
の

一
つ
で
は
あ
ろ
う
。

あ

台、

き

と

銅
線
山
古
銅
鎖
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
の
古
銅
鎖
の
夜
見
が
相
い

つ
ぎ
、
殊

に
銅
線
山
古
銅
鎖
の
規
模
の
大
き
さ
と
保
存
の
よ
さ
と
は
関
連
す
る
研
究
に
極

め
て
豊
か
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

小
稿
で
は
そ
れ
ら
の
報
告
、

研
究
に
依
っ
て
先
秦
時
代
の
銅
鎖
の
係
掘
、

冶
煉
に
従
事
し
て
い
た
山
師
集
闘

の
存
在
を
窺
わ
せ
る
資
料
を
探
っ
て
き
た
。
今
後
、
農
工
商
集
闘
と
は
異
質
の

こ
う
し
た
特
殊
事
業
集
闘
の
あ
り
様
、

そ
れ
が
全
社
曾
構
造
内
に
お
い
て
占
め

て
い
た
位
置
、
更
に
は
政
治
権
力
と
の
か
か
わ
り
な
ど
が
明
ら
か
に
な
り
、

中

園
古
代
社
舎
の
新
し
い
一
面
が
見
え
て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る。

註(

1

)

「
湖
北
古
鎖
冶
遺
祉
調
査
」
(『考
古
』

一
九
七
四
|
四
〉
。
こ
の
報

告
で
は
湖
北
省
莱
鎖
と
記
す
の
み
で
場
所
は
伏
せ
ら
れ
て
い
た。

〈

2
)

雷
従
雲
、
(
誇
)
谷
堕
信
「
中
園
湖
北
省
銅
線
山
古
坑
道
・
冶
金
遺

跡
と
春
秋
戟
園
時
代
の
採
鎖
冶
金
業
」
(
『
考
古
泉
雑
誌
』
六
八
1

三
、

一
九
八
三
年
二
月
)
に
前
註
以
外
の
そ
れ
ま
で
の
銅
線
山
に
関
す
る
設

掘
報
告
と
研
究
論
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
(
謬
者
に
よ
る
補
記
が
あ

る〉。

(

3

)

銅
線
山
以
外
の
先
秦
時
期
の
冶
煉
遺
跡
と
古
銅
鎖
の
報
告
に
次
の
も

の
が
あ
る
。

「
大
冶
古
文
化
遺
祉
考
古
調
査
」
(『江
漢
考
古
』

一
九
八
四
l
因。

商
周
時
期
冶
煉
遺
跡
〉
。

「
(
大
冶
豚
の
東
南
郷
の
)
陽
新
豚
和
尚
治
遺
社
調
査
簡
報
」
(
『
江

漢
考
古
』
一
九
八
四
|
四
。
煉
澄
遍
布
)
。
「
湖
北
陽
新
港
下
古
鎖
井
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遣
社
設
掘
簡
報
」
(
『
考
古
』
一

九
八
八
|
一
。

こ
の
報
告
中
に
銅
線

山
古
銅
拙
酬
の
坑
道
中
か
ら
三
箇
の
大
形
銅
斧
、
合
わ
せ
て
四
二
抱
の
も

の
が
出
土
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
)
。
「
(
大
冶
豚
北
都
の
)
都

城
設
現

一
虎
古
冶
煉
遺
牡
」
(『
江
漢
考
古
』
一

九
八
五
|
四
)
。
鍾
鮮

豚
煉
銅
鎖
井
遺
跡
『
中
園
文
物
報
』
一

九
八
八
年
八
月
五
日
。

「
(陽
新
豚
の
東
南
都
、
江
西
省
の
)
瑞
畠
銅
嶺
設
現
職
閣
採
鎖
遣

社
」
(
『
中
園
女
物
報
』
一
九
八
八
年
七
月

一
五
日
〉
。
「
瑞
昌
渡
現
商

周
時
期
大
型
銅
鎖
採
掘
遺
祉
」

(
『
中
園
文
物
報
』
一

九
八
九
年
一
月

二
七
日
)
。

高
至
喜
、
熊
惇
新
「
楚
人
在
湖
南
的
活
動
遺
跡
概
述
」
一

6
、
麻

陽
九
曲
淘
古
銅
鎖
井
(
『
文
物
』
一

九
八
O
l
一
O
)。
「
湖
南
麻
陽
戦

闘
時
期
古
銅
鎖
清
理
簡
報
」

(『考
古
』
一

九
八
五
1

一一)。

「
〈
安
徽
省
〉
南
陵
豚
、
銅
陵
市
春
秋
至
唐
宋
冶
銅
遺
祉
」
(『中
園

文
物
報
』

一
九
八
六
年
二
月
一
一
一
日
〉
。
「
南
陵
豚
古
代
銅
鎖
採
冶
遺

祉
」
(『中
園
考
古
風
平
年
鑑

・
一
九
八
七
』
)
。
「
院
南
古
銅
鍛
設
現
成

果
令
人
縄
目
」
(
『中
園
文
物
報
』
一

九
八
八
年
二
一
月
一
一
一二日〉。

「
安
徽
南
陵
大
工
山
古
代
銅
鎖
遺
牡
需
拡
現
和
研
究
」
、「
安
徽
銅
陵
地
匡

古
代
鍛
冶
遺
祉
調
査
報
告
」
〈
『
東
南
文
化
』
一
九
八
八
六
)
。
「
銅

陵
市
西
周
至
宋
代
銅
鎖
鎖
冶
遺
枇
」
(『
考
古
風
半年
鑑
・
一
九
八
八』)。

「遼
寧
林
西
豚
大
井
古
銅
鍍
一
九
七
六
年
試
掘
簡
報
」

(
『
文
物
資

料
叢
刊
』
七
、
一
九
八
三
年
〉
。

「(新
酒
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
〉
尼
勅
克
鯨
古
銅
鎖
遁
祉
的
調
査
」
(
『
中

園
考
古
風
平
年
鑑

・
一
九
八
四
』
)
。
「
尼
勤
克
豚
奴
控
饗
車問
爾
千
年
前
銅

鍬
遺
祉
」
(『中
園
考
古
風
平
年
鑑

・
一
九
八
五
』
)
。

(

4

)

日
本
に
は
近
世
か
ら
先
の
戦
争
が
終
わ
る
ま
で
山
師
と
呼
ば
れ
た
人

逮
が
い
て
探
鎖
、
採
掘
に
従
事
し
て
い
た
。
二
村
一
夫
氏
は

『
足
尾
暴

動
の
史
的
分
析
|
|
鎖
山
労
働
者
の
祉
舎
史
|

|
』
(
東
京
大
息
出
版

舎、

一
九
八
八
年
〉
の
中
で
鎖
山
労
働
者
の
生
産
組
織
を
山
師
制
と
俵

昭
僻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
園
の
古
典

『
周
躍
』
に
は
山
林
を
掌
る
官
と

し
て
山
師
が
列
せ
ら
れ
て
い
る
。

(
5
〉

『
ミ
苦

H
F
R

足
立
窓
ミ
。
¥
'
F司
王
。
君
。

(
住
友
商
事
舎
社
、

一
九

八
一
年
)
一
四
頁
。
仲
田
進
一

『
銅
の
お
は
な
し
』
(
日
本
規
格
協

倉、

一
九
八
五
年
)
三
一
頁
。
『
別
子
関
坑
二
百
五
十
年
史
話
』
(
佳

友
本
社
、

一
九
四
一
年
〉
一
九
九
頁。

〈
6
〉
銅
線
山
古
銅
拙
酬
は
現
在
の
露
天
掘
採
婦
に
よ
り
そ
の
姿
を
現
わ
し
た

も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
古
坑
道
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
そ
れ
を
包
む
よ
う

に
銅
線
山
古
銅
鎖
博
物
館
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
下
に
も
塑
か
な

鎖
脈
が
あ
る
が
遺
跡
の
重
要
性
を
考
え
て
保
存
に
決
し
た
と
の
館
の
責

任
者
の
話
で
あ
っ
た
。

(

7

)

斜
坑
は
卒
坑
と
同
じ
構
造
で
階
段
朕
に
な
っ

て
お
り
、

春
私
時
代
坑

の
斜
井
は
構
造
が
卒
坑
と
は
異
な
り
坑
道
が
傾
斜
し
て
い
る
。

(

8

)

『
考
古
』

一
九
八
八
|
一

O
。

(

9

)

註
(
3
〉
所
掲
の
湖
北
省
陽
新
豚
港
下
古
銅
鎖
の
渡
掘
簡
報
の
中
で
紹

介
さ
れ
た
大
形
銅
斧
の
内
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

〈山山)

荘
王
問
鼎
の
あ
っ
た
前
六

O
六
年
よ
り
前
、
『
左
停
』
の
倦
公
一

八

年
(
前
六
四
二
)
の
傑
に
も
次
の
話
が
あ
る
。

鄭
伯
始
め
て
楚
に
朝
す
。
楚
子
之
に
金
(
銅
〉
を
賜
う
。
銃
に
し
て

之
を
悔
い
、
之
と
盟
い
て
日
く
、
以
て
兵
を
鋳
る
無
か
れ
と
。

(
日
〉
張
正
明
主
編
『
楚
史
論
叢
』
初
集
(
湖
北
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四

年
)
所
枚
。
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(
ロ
〉
前
田
徹
「
シ
ュ
メ
l
ル
の
枇
舎
」
(尾
形
禎
亮
編
『
古
代
オ
リ
エ
ン

ト
』
有
斐
閣
、
一
九
八

O
年
〉
に
、
「
木
材
・
鎖
石
を
産
し
な
い
シ
ュ

メ
ー
ル
の
地
に
お
い
て
穀
物
生
産
が
文
明
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
(
四

八
頁
ど
と
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
古
銅
鍍
に
つ
い
て
は
、

U
・V
・
0--2

hw
門

戸

穴
5
5
0『p
z
ω
可
忠
広
O『
日
。
oHM司
2
U
O唱。臼
F
Z
o
ユ
r
o『ロ

〉ロ
ROZMr
斗ロ『
rouコ
開
三
仏
ODno
向
。
『
何
回
ユ
可
回
『
Oロ
N
O
H
(N∞。
。

∞
・
。
・
)
玄
E
M口
問
〉
2
2
5¥w
h
F
R号、

H∞少

H由
民
に
小
ア
ジ
ア
牢

島
の
古
銅
鎖
が
、
。
O
L
d〈
2
m
2
r
o『
除
〉
E
5
2
E
E
Z
B
g
p

z肘
mEu、。。司目指『

7
A
5
5
m
ω
口
ιω
自
己
己
口
四
百
句
巳
0
2
5
0・w
同州
oro『同

ζ
包
含
ロ
邑
・
叫
d
E
N
W
品
3
3話
局
、
aH
E
門
同
町
内
ミ
ミ
ミ
Q
N
h
g
n同

人山内向。じ宅♂円、。口内田
o
p
H由
∞
∞
に
パ
レ
ス
チ
ナ
地
方
の
古
銅
鎖
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。

(
日
〉
オ
リ
エ
ン
ト
の
商
人
は
海
、

陸
に
亙
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
〉

-v-

。目
u司
g
V
2日・
=
A
，r
o
ω
2
P江
口
問
玄
O『n
F
E
Z
O同
C
円
三
~
。
ミ
・
更
に

。¥
H
F内
弘
吉
町
、
民
E
認
。
ミ
S
H
Q
h
h叫
R
足。ニ
-
5
2
に

=
吋
Fo

no官
官
。
門
司
自
国
呂
田
M020ι

『
可
『
O丘
町
円
。
目
、
吋
巳
ヨ
ロ
ロ
・
丹
O円
宮
司
同
Fo

u-ω
ロ
ι
。
町
田
ω
r円O
H
P
Z
岳
-O
旬
。
門
田
区
ロ
。
三
『
・
、
H，FF臼
A
，巳自己ロ・

可
邑
0
4
2
m
Z
F
o
r
g
n
r
o同
防
岡
『
Oロ
唱
。
同

Z
弘
氏
百
四
日
2
・

円
}HEa--・
2
ハ
、
七
頁
)
と
あ
り
、
そ
の
叶
，
o-Bロ
ロ
に
は
い
か
な
る

鎖
石
の
産
出
も
な
く
、
そ
こ
は
王
権
か
ら
濁
立
し
た
園
際
貿
易
の
基
地

と
し
て
ウ
ル
王
朝
へ
銅
の
イ
ン
ゴ
ッ
ト
な
ど
を
供
給
し
て
い
た
こ
と
が

多
く
の
粘
土
板
契
約
文
書
の
記
述
を
引
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。

(
H
〉
佐
藤
進
「
世
界
一
帝
園
の
構
造
」
『
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
』
(
註
(
ロ
〉
)
所

枚。

(
日
)
陶
高
は
漢
代
に
は
竃
の
使
用
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
、
消
滅
す
る
。

(

日

山

)

註

(1〉。

〈ロ〉

一
雨
足
は
基
本
的
に
圏
錐
炊
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
足
底
へ

の
押
印
は

考
え
ら
れ
な
い
。
園
枝
欣
の
足
の
も
の
を
含
む
こ
と
が
楚
式
一南
の
特
徴

の
一
つ
で
あ
る
が
(
楊
縫
喜
「
江
漢
地
区
楚
式
高
的
初
歩
分
析
」

『楚

文
化
研
究
論
集
』
第
一
集
、
剤
楚
書
祉
、
一
九
八
七
年
)
、
そ
れ
で
も

足
底
へ
の
押
印
は
刻
槽
と
共
に
こ
れ
ま
で
の
報
告
か
ら
み
て
こ
の
地
域

特
有
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ほ
か
に

「
〈
武
漢
市
の
北
郊
の
)
孝
感
、

責
阪
商
豚
部
分
古
遺
祉
復
査
簡
報
」
(
『
江
漢
考
古』

一
九
八
三
|
四〉

一
三
頁
に
「
盲用
足
身
有
剖
痕
、
足
底
飾
縄
文
」
の
報
告
が
あ
る。

(
国
)

『江
漢
考
古
』
一
九
八
三
|
四
。

(
印
)
同
様
の
刻
槽
一
橋
足
出
土
の
報
告
と
し
て
他
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

「
大
冶
豚
三
慮
古
遺
祉
調
査
」
(
『
江
誕
考
古
』
一
九
八
六
1

四)、

「
(
湖
北
省
東
縁
の
)
賞
岡
地
区
抽
出
庭
古
文
化
遺
牡
」
(『江
漢
考
古
』

一
九
八
九
l
一〉。

(
却
)

註

(
3
〉。

(
幻
〉
同
右。

〈
勾
)

『考
古』

一
九
八
七
五
。

(
お
〉
「
湖
北
銅
線
山
春
秋
時
期
煉
銅
遣
社
後
掘
筒
報
」
(『文
物
』

一
九
八

一
l
八
〉
に
も
出
土
一
品
足
の
園、
式
の
読
明
と
し
て
「
桂
朕
足
、
足
端
一
や

湾
、
足
底
有
印
紋
、
外
側
劉
出
一
槽
痕
。
這
類
足
数
最
多
」
と
あ
る
。

(
剖
)

園
二
の
1
の
一
品
足
は
第
四
層
出
土
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
層
の
年

代
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
二
暦
出
土
の
3
の
一
鳥
足
よ
り
古
い
わ
け

で
、
楚
の
郵
都
陥
落
以
前
か
ら
銅
線
山
山
師
集
闘
の

一
部
が
燕
に
渡
っ

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
渡
り
職
人
を
思
わ
せ
る
「
鋳

客
」
の
銘
文
に
つ
い
て
は
劉
節
『
楚
器
園
縛
』
(
一
九
三
五
年
〉
多
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照
。
ま
た
、
周
世
祭

「
楚
邦
客
銅
量
銘
文
試
課
」
(
『
江
漢
考
古
』
一
九

八
七
|
一
一
〉
、
李
零
「
獲
燕
客
銅
霊
銘
文
補
正
」
(
『
江
浜
考
古
』
一

九

八
八
|
四
)
参
照
。

〈
お
〉
羅
一
隅
願
『
三
代
士
ロ
金
文
存
四
伸
文
』
〈
一
九
八
三
年
)
巻
六
、
九
、

一

O
、
二
ニ
。

白
川
静
『
金
文
通
穣
』
巻
一

上
、
下
、

各
三
下。

(

M

m

)

郭
沫
若
『
爾
周
金
文
僻
大
系
』
。

(
幻
〉
子
省
吾
『
甲
骨
文
字
稗
林
』
(
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
)
「
律

工」。

(
お
)
羅
振
玉
『
三
代
士
口
金
文
存
』
巻
八
、
県
数
段
。

(
却
〉
小
南
一
郎
・
間
瀬
牧
芳
誇
『
中
園
青
銅
時
代
』
(
卒
凡
社
、
一
九
八

九
年
〉
一
九
五
頁
。

(
ぬ
)
『
三
代
士
ロ
金
文
存
』
各
一
四
、

『
金
文
通
四梓
』
巻

一
上
。

(
幻
〉
郭
沫
若
『
雨
周
金
文
僻
大
系
』
俳
句
二
、
『
金
交
通
緯
』
巻
一
下
。

(

M

M

)

戯
園
時
代
の
諸
王
権
下
の
銅
器
製
造
機
構
に
つ
い
て
は
、
佐
原
康
夫

「
戦
園
時
代
の
府

・
庫
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
一
一
一
l
て

一
九
八
四
年
)
参
照
。

(
お
〉
都
市
に
お
け
る
銅
兵
感
、
銅
貨
の
鋳
造
に
つ
い
て
、
江
村
治
樹
「
戟

園
時
代
の
都
市
と
そ
の
支
配
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
八
1

二
、

一
九

八
九
年
〉
参
照
。

(
泊
〉
住
友
修
史
室
『
泉
屋
叢
考
』
二
二
、
別
子
銅
山
の
設
見
と
開
設
(
一

九
六
七
年
)
、
『
別
子
関
坑
二
百
五
十
年
史
話
』
(
住
友
本
社
、

一
九
四

一年)。

(
お
)
京
都
の
泉
屋
博
古
舘
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

固
に
附
さ
れ
た
説
明
を

活
字
化
し
て
朝
日
新
聞
社

『
日
本
科
息
子古
典
全
書
』
第
九
巻
に
所
枚
。

(
お
)
『
日
本
科
皐
古
典
全
書
』
第
九
巻。

〈
日
出
〉
同
右
。

(叩拘〉

一
九
八
九
年
二
月
八
日
付
の
中
園
歴
史
博
物
館
の
李
先
登
氏
よ
り
の

書
信
に
よ
っ
て
御
教
示
を
得
た
。
こ
の
数
値
は
そ
の
後
に
届
い
た

『中

園
文
物
報
』

一
九
八
九
年
一

月
二
七
日
付
の
記
載
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

(
叩
)
『
文
物
』
一
九
八
九
五
。

(ω
〉

『
文
物
』

一
九
八
八
|
六
。
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