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林

巳
　
奈
　
夫

　
【
要
約
】
　
筆
者
は
股
周
時
代
青
銅
祭
器
の
羅
立
つ
部
分
に
大
き
く
飾
ら
れ
る
讐
墜
が
同
晴
代
の
支
配
者
の
最
高
神
で
あ
る
「
帝
」
の
図
像
で
あ
る
と
考
え

、
た
。
こ
の
論
文
は
新
た
に
知
ら
れ
た
資
料
を
使
っ
て
の
補
論
で
あ
る
。
第
二
章
で
前
漢
点
画
中
で
榜
題
に
よ
っ
て
太
一
と
知
ら
れ
る
神
像
か
ら
戦
国
時
代

　
の
類
例
に
遡
り
、
角
の
特
微
の
共
通
に
よ
っ
て
毅
時
代
の
傍
耳
人
面
方
鼎
の
器
腹
の
像
が
太
一
で
あ
る
と
推
定
し
、
同
時
代
青
銅
器
に
同
様
な
型
式
で
飾

　
ら
れ
る
饗
餐
が
帝
で
あ
る
と
し
た
筆
者
の
解
釈
の
裏
づ
け
と
す
る
。
ま
た
華
中
の
大
型
鉦
に
飾
ら
れ
る
竪
難
が
瞳
を
二
つ
持
つ
こ
と
に
着
目
し
、
こ
れ
を

　
伝
説
中
で
ご
つ
の
瞳
を
持
つ
と
さ
れ
る
帝
の
舜
に
当
て
る
。
第
慧
章
に
お
い
て
は
出
光
美
術
館
蔵
の
良
渚
文
化
の
玉
製
の
鳥
の
風
切
羽
根
が
同
時
代
の
神

　
面
の
額
に
立
つ
飾
り
と
同
じ
紋
様
を
持
つ
所
か
ら
、
後
者
が
神
的
な
鳥
の
羽
根
の
束
を
象
る
こ
と
の
証
を
得
、
そ
の
伝
統
を
伝
え
る
般
の
異
界
の
額
の
箆

　
形
が
羽
根
の
束
の
形
で
そ
の
「
気
」
を
象
徴
す
る
こ
と
を
知
る
。
第
四
章
に
お
い
て
は
「
帝
」
字
が
音
を
示
す
要
素
と
し
て
「
東
」
を
持
つ
と
い
う
『
説

　
文
』
の
解
釈
を
肯
定
し
、
上
半
に
は
意
味
を
示
す
要
素
と
し
て
竪
鍵
の
額
の
無
形
の
象
を
持
つ
こ
と
を
証
す
る
。
第
五
章
に
は
竪
養
の
額
に
つ
く
菱
形
が

　
「
甲
」
字
に
当
る
図
形
で
、
音
の
通
ず
る
「
瞳
」
の
意
味
を
も
っ
て
そ
こ
に
附
け
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
。
　
　
史
林
七
六
巻
五
号
　
一
九
九
三
年
九
月

剛
　
前

雪

筆
者
は
以
前
に
股
時
代
青
銅
器
の
器
腹
や
蓋
の
上
面
な
ど
、
目
立
っ
た
部
分
に
大
き
く
飾
ら
れ
る
所
謂
讐
餐
を
と
り
上
げ
、
こ
れ
を
同
時
代

の
支
配
者
の
最
高
神
で
あ
り
、
神
話
的
祖
先
で
あ
る
「
帝
」
の
図
像
と
考
え
た
。
主
と
し
て
祭
祀
用
の
器
の
上
で
の
取
扱
い
上
の
格
の
観
点
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
そ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
青
鋼
器
に
鋳
出
さ
れ
る
図
像
の
中
に
は
、
器
の
主
要
部
を
占
め
て
大
き
く
飾
ら
れ
る
襲
甕
が
あ
る
一

方
、
幅
の
狭
い
紋
様
帯
の
中
に
、
或
い
は
所
謂
馨
整
の
脇
に
、
小
ぶ
り
に
扱
わ
れ
る
類
が
あ
り
、
後
者
の
中
に
は
同
時
代
の
青
銅
器
の
図
象
記
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号
と
同
定
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
図
象
記
号
の
中
に
股
時
代
の
甲
骨
文
字
に
対
応
す
る
も
の
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
甲
骨

文
の
中
で
股
の
支
配
下
の
画
業
の
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
股
周
時
代
の
青
銅
器
に
小
ぶ
り
に
格
の
低
い
形
で
扱
わ
れ

た
図
像
が
、
股
王
朝
の
配
下
の
国
々
の
「
物
」
－
青
銅
器
の
図
像
記
号
、
国
里
の
旗
印
、
そ
の
土
地
の
名
、
そ
の
地
の
神
の
名
－
に
対
応

　
　
　
　
　
　
②

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
然
ら
ば
青
銅
祭
器
の
上
で
そ
れ
ら
よ
り
遙
か
に
格
の
高
い
扱
い
を
受
け
て
い
る
図
像
、
所
謂
襲
餐
は
、

股
の
支
配
者
か
ら
最
高
の
扱
い
を
受
け
る
神
、
帝
の
図
像
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
現
在
も
変
っ
て
い

な
い
。
筆
者
は
同
じ
論
文
中
、
さ
ら
に
股
の
こ
の
最
高
神
の
図
像
が
紀
元
前
五
千
年
こ
ろ
の
漸
江
省
の
河
姫
子
文
化
の
遺
蹟
か
ら
発
見
さ
れ
た

骨
製
の
匙
の
柄
に
刻
ま
れ
た
、
一
対
の
鳥
に
背
負
わ
れ
た
臼
と
月
の
図
像
に
遡
り
、
前
三
千
年
紀
の
揚
子
江
下
流
の
良
渚
文
化
の
逆
梯
形
器
に

刻
ま
れ
た
雪
面
、
そ
の
系
統
を
引
く
龍
山
文
化
の
軟
玉
に
刻
ま
れ
た
神
面
を
経
て
股
の
襲
甕
に
変
化
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
し
、
馨

餐
が
当
時
の
最
高
神
の
図
像
で
あ
る
こ
と
の
裏
付
け
と
し
た
。

　
こ
の
度
の
論
文
で
は
新
た
に
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
資
料
を
利
用
し
、
こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
論
証
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
饗
聲

を
も
含
め
た
股
周
時
代
の
神
像
に
つ
い
て
は
、
ま
た
そ
れ
を
構
成
す
る
象
徴
的
な
図
形
を
と
り
上
げ
、
そ
の
意
味
す
る
所
に
つ
い
て
究
明
を
試

　
　
　
　
③

み
て
き
た
が
、
そ
の
類
の
象
徴
的
図
形
の
一
つ
で
あ
る
菱
形
の
意
味
に
つ
い
て
、
こ
の
度
成
案
を
う
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
の
で
、
そ
れ

に
つ
い
て
も
併
せ
て
記
し
、
従
来
の
考
察
を
補
完
し
て
お
き
た
い
。

　
①
林
一
九
八
六
、
第
二
編
、
第
一
章
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
「
幸
」
字
形
の
記
号
で
あ
る
に
対
し
、
器
銘
で
は
三
人
が
旗
を
建
て
、
旗
粁
の

　
②
　
林
一
九
六
八
。
な
お
こ
の
論
文
を
発
表
し
て
後
に
、
青
書
器
銘
文
の
図
象
記
号
　
　
　
　
上
に
同
じ
記
号
が
つ
け
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
（
同
、
R
一
五
五
、
a
、
b
）
。

　
　
が
確
か
に
旗
印
と
し
て
も
使
わ
れ
た
こ
と
の
証
拠
に
気
附
い
た
。
ピ
ル
ス
ベ
リ
・
　
　
　
　
　
「
幸
」
字
形
の
記
号
が
旗
印
に
使
わ
れ
た
こ
と
が
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
の
匝
（
陳
、
松
九
一
九
七
七
、
A
六
五
八
）
の
銘
文
で
、
蓋
銘
　
　
　
　
⑧
　
林
一
九
九
二
、
林
一
九
九
三
。

二
　
太
潮
、
舜
の
図
像

一
九
九
〇
年
、
長
沙
黒
黒
堆
三
号
墓
畔
土
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
神
祇
図
」
と
い
う
も
の
が
発
表
さ
れ
た
（
図
1
）
。
縦
横
約
四
五
㎝
の
方
形
の
絹
に
図
像
と
説
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図1　神舐図　長沙馬王堆3号墓　畠画　前2世紀
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図2　神像　潅陰高荘　青銅器　前4世紀

図3　神像　随県曾侯乙墓

　　漆器前5世紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

明
の
文
宇
を
入
れ
た
も
の
で
、
墓
の
年
代
か
ら
前
二
世
紀
前
半
頃
と
見
ら
れ
る
。
画
像
と
脇
の
文
字
は
上
下
三
段
に
分
れ
、

つ
た
人
間
形
の
神
が
い
て
、
少
し
開
い
た
足
の
間
に
は
四
本
の
足
の
あ
る
龍
の
よ
う
な
も
の
が
頭
を
上
に
画
か
れ
る
。

　
　
大
（
太
）
一
将
行
…
…

　
　
神
従
之
以

と
、
す
な
わ
ち
大
（
太
）
一
は
…
…
を
行
お
う
と
し
、
…
…
の
神
は
こ
れ
に
従
っ
て
も
っ
て
…
…
と
記
さ
れ
る
（
図
1
）
。
そ
の
両
側
の
図
像
は

切
れ
切
れ
に
し
か
残
ら
な
い
が
右
の
三
冠
に
「
雨
師
云
々
」
の
文
字
、
r
左
の
画
像
に
「
雷
（
公
）
云
々
」
の
文
字
が
あ
る
。
中
段
に
は
人
間
の

頭
の

左
に

れ
1

上
段
中

央
に

は

立
図4

o

勲
　　擬

神像　随県曾侯乙墓

漆器前5世紀
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姿
勢
で
立
つ
神
が
四
柱
並
び
、
夫
々
に
文
宇
が
添
え
ら
れ
、
ま
た
こ
の
石
柱
の
右
に
は

　
　
武
弟
子
百
（
う
r
，
）
刀
母
敢
起
、
独
行
莫
（
敢
）
□

と
、
す
な
わ
ち
「
勇
ま
し
い
（
？
）
弟
子
達
は
百
の
刃
物
も
敢
え
て
…
…
す
る
こ
と
な
く
、
独
り
行
っ
て
も
あ
え
て
…
…
し
な
い
」
と
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
③

と
か
ら
、
李
零
は
こ
れ
は
こ
の
四
柱
の
総
称
と
見
ら
れ
、
こ
の
図
は
当
然
敵
の
武
器
を
回
避
す
る
働
き
を
持
つ
神
と
知
ら
れ
る
、
と
言
う
。
下

段
は
向
い
合
う
龍
で
、
右
の
龍
に
は

　
　
黄
回
持
鑛
，

と
、
黄
龍
は
鐘
（
火
鉢
）
を
持
つ
、
と
、
ま
た
左
の
龍
に
は

　
　
青
龍
持
璽

と
、
青
龍
は
慰
（
火
の
し
）
を
持
つ
と
あ
り
、
火
熱
と
関
係
の
あ
る
龍
と
知
ら
れ
る
。

「
こ
の
画
は
全
体
と
し
て
は
中
央
の
太
一
は
左
右
お
よ
び
下
方
に
配
さ
れ
た
神
々
の
補
佐
を
受
け
、
そ
の
働
き
を
万
全
に
発
揮
す
る
と
い
う
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

掛
と
知
ら
れ
る
が
、
筆
者
の
差
当
り
の
関
心
は
上
段
中
央
の
太
一
の
像
で
あ
る
。
太
一
は
『
史
記
』
天
罵
言
に
．
、

　
　
中
宮
、
天
極
星
、
其
一
明
春
、
太
一
常
居
也

と
、
す
な
わ
ち
中
央
の
星
座
は
天
極
星
で
（
小
熊
座
の
ほ
ぼ
一
直
線
に
並
ん
だ
五
つ
の
目
立
っ
た
星
）
、
そ
の
一
つ
の
明
い
も
の
は
太
、
一
の
常
に
居
る

所
で
あ
る
、
と
あ
り
、
そ
こ
の
『
正
義
』
に

　
　
泰
一
、
天
帝
之
別
名
也
、
劉
伯
荘
云
、
天
神
之
最
尊
貴
考
也

と
、
す
な
わ
ち
泰
一
は
天
帝
の
別
名
で
あ
る
。
劉
伯
荘
は
い
う
、
天
神
の
最
も
尊
貴
な
る
も
の
な
り
、
と
、
と
あ
る
。
図
1
の
画
像
で
、
上
部

左
右
に
雷
公
、
雨
師
と
い
っ
た
雨
水
の
神
を
侍
ら
せ
、
下
方
に
火
熱
を
司
る
青
、
黄
の
龍
を
従
え
、
中
段
に
武
運
を
司
る
神
を
集
め
、
上
部
中

央
に
一
き
わ
大
き
く
画
か
れ
た
こ
の
太
一
は
、
天
神
の
最
も
貴
い
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
占
め
る
と
言
え
よ
う
。

ビ
こ
の
神
は
上
半
身
裸
で
長
い
バ
ン
ツ
ー
枚
と
い
う
姿
で
あ
る
が
ハ
目
を
惹
ズ
の
は
頭
上
に
立
つ
角
張
り
た
角
の
よ
う
な
協
の
で
あ
る
つ
．
言
忌
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い
う
字
か
ら
最
後
の
画
を
除
き
、
二
つ
重
ね
て
逆
さ
に
し
た
、
と
い
っ
た
形
で
あ
る
。
こ
の
絹
の
絵
の
紹
介
者
は
こ
れ
を
鹿
角
と
言
う
が
、
、
．
鹿

の
角
は
根
本
が
一
本
で
そ
れ
か
ら
横
枝
が
出
る
点
、
こ
の
神
の
も
の
と
特
徴
が
合
わ
な
い
。
相
近
い
形
の
も
の
は
中
段
左
端
の
神
の
頭
上
に
も

画
か
れ
て
い
る
。
漢
時
代
の
画
像
中
に
は
従
来
見
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
に
角
張
ら
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
戦
国
時
代
に
そ
の
先
縦
と
思
わ
れ
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
図
2
は
潅
陰
高
荘
一
号
墓
発

見
の
銅
器
に
璽
彫
り
さ
れ
た
画
像
の
一
つ
で
、
様
式
か
ら
戦
国
I
B
（
前
四
世
紀
前
半
）
の
も
の
で
あ
る
。
右
寄
り
に
函
周
後
期
の
銅
器
の
山
紋

か
ら
桝
つ
の
山
を
切
り
取
っ
た
形
の
凸
字
形
の
山
が
あ
り
、
上
に
木
が
生
え
、
動
物
や
鳥
が
遊
ぶ
。
左
方
に
は
鳥
獣
身
の
神
が
立
ち
、
大
き
な

鋸
歯
の
つ
い
た
棒
を
か
つ
ぐ
。
神
話
的
世
界
を
蘭
い
た
毛
め
で
あ
る
。
先
の
山
形
の
線
の
下
、
中
央
に
大
き
な
頭
の
神
が
足
を
開
い
て
立
ち
、

両
手
を
さ
し
上
げ
て
蛇
を
撫
む
。
そ
の
頭
上
に
図
1
の
太
一
の
頭
に
あ
る
の
と
似
た
も
の
が
立
つ
。
こ
の
神
に
向
う
動
物
が
左
右
に
控
え
て
い

る
。
之
の
凸
字
形
の
山
に
棲
む
神
と
思
わ
れ
る
。
頭
上
に
立
つ
角
状
の
も
の
に
は
二
重
の
線
が
使
わ
れ
、
ニ
ケ
所
で
屈
曲
す
る
所
は
図
1
の
太

一
の
頭
上
に
あ
る
の
と
近
似
す
る
。
た
だ
上
側
の
線
が
中
央
で
つ
な
が
ら
ず
、
曲
り
目
が
角
張
っ
て
い
な
い
点
に
相
違
が
あ
る
。

　
相
似
た
形
の
角
状
の
も
の
を
着
け
た
神
は
随
県
早
耳
乙
墓
の
漆
塗
り
の
内
棺
の
画
像
中
に
も
あ
る
。
同
墓
出
土
の
鍮
の
銘
か
ら
前
五
世
紀
後

半
こ
ろ
と
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
図
3
は
棺
の
頭
の
側
の
外
面
に
び
っ
し
り
画
か
れ
た
各
種
神
像
の
一
つ
で
、
ほ
ぼ
中
央
左
寄
り
に
位
置
す

る
も
の
で
あ
る
。
頭
上
両
側
か
ら
図
2
の
神
の
着
け
て
い
た
の
と
同
様
な
角
状
の
も
の
が
出
て
い
る
。
次
に
引
く
も
の
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ

の
棺
の
一
連
の
神
像
の
中
に
は
、
こ
の
例
の
よ
う
に
、
ま
る
で
蛸
の
よ
う
に
、
頭
の
下
か
ら
足
と
も
何
と
も
つ
か
な
い
身
体
部
分
が
出
て
い
て
、

胴
体
ら
し
い
も
の
を
欠
く
も
の
が
間
々
あ
る
。
こ
の
二
本
の
足
の
よ
う
な
も
の
の
間
に
は
、
身
体
を
絡
ま
せ
た
足
の
な
い
龍
が
挾
ま
り
、
そ
の

左
右
に
は
向
い
合
っ
た
鳥
身
龍
頭
の
神
が
い
る
。
こ
の
向
い
合
っ
た
龍
頭
の
口
か
ら
何
か
幅
の
あ
る
帯
状
の
も
の
が
垂
れ
て
中
央
の
神
の
頭
に

達
し
て
い
る
。
写
し
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
帯
状
の
も
の
に
つ
い
て
は
十
分
確
か
め
ら
れ
な
い
。

　
図
4
は
同
じ
棺
の
足
の
側
の
小
口
に
画
か
れ
た
多
数
の
神
像
の
一
つ
。
画
面
の
中
央
に
大
き
く
画
か
れ
た
窓
状
の
部
分
の
上
部
中
央
に
位
置

し
て
い
る
。
頭
の
下
に
胴
を
欠
き
、
人
字
形
を
な
し
た
足
の
よ
う
な
も
の
が
附
く
。
頭
上
か
ら
両
側
に
向
う
角
状
の
も
の
は
曲
り
が
ゆ
る
い
が
、
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図
3
の
も
の
と
同
類
と
思
わ
れ
る
。
両
側
に
外
側
を
向
い
た
鳥
が
い
て
、
そ
の
頭
に
も
主
神
と
同
じ
形
の
角
状
の
も
の
が
附
い
て
い
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

神
は
小
ぶ
り
で
あ
る
が
、
そ
の
位
置
か
ら
見
て
非
常
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
、
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
図
2
～
4
に
引
い
た
戦
国
時
代
の
神
像
の
頭
に
見
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
相
近
い
時
代
の
龍
や
鳳
の
類
に
例
が
少
く
な
い
。
図
5

～
7
に
引
い
た
の
は
春
秋
皿
A
、
前
六
世
紀
後
半
頃
の
青
銅
器
に
飾
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
図
5
の
龍
で
は
頭
が
側
視
形
で
あ
る
た
め
、
角
状

の
も
の
は
平
行
し
て
頭
の
後
上
方
に
向
っ
て
い
る
が
、
二
本
の
線
の
束
で
表
現
さ
れ
た
角
は
段
を
な
し
て
屈
曲
し
、
図
2
～
4
と
同
じ
も
の
を

表
わ
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
図
6
は
身
体
を
S
筆
意
に
曲
げ
、
後
を
振
り
向
く
姿
は
図
5
と
近
く
、
同
種
類
の
神
と
認
め
て
差
支
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
銅
象
嵌
で
表
わ
さ
れ
、
技
法
の
都
合
で
角
は
幅
の
あ
る
帯
状
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
屈
曲
し
て
後
上
方
に
向
う
そ
の
形
は
図
5
と
同

じ
も
の
の
異
な
っ
た
表
現
で
あ
る
。
図
7
は
頭
を
前
方
に
向
け
て
い
る
が
、
S
字
状
の
細
長
い
身
体
の
特
徴
や
、
胴
体
に
つ
け
ら
れ
た
斑
紋
の

形
が
図
5
と
共
通
す
る
。
頭
上
に
立
つ
角
状
の
も
の
は
曲
り
が
強
く
、
後
方
に
伏
せ
て
い
る
が
、
図
5
、
6
の
も
の
と
同
じ
身
体
部
分
を
表
わ

　　図5　龍青銅器前6世紀

図6　龍脳県瑠璃閣青銅器前6世紀

図7　龍　青銅器　前6世紀

し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
段
、
西
周
時
代

の
青
銅
器
、
玉
器
に
表
わ
さ
れ
た
馨
餐
、

龍
、
鳳
の
類
が
多
く
頭
に
着
け
て
い
る

几
字
形
羽
冠
の
後
日
で
あ
る
。

　
以
上
見
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
図
1

の
前
漢
初
の
太
一
の
像
が
頭
に
着
け
る

幾
何
学
的
な
形
を
と
っ
た
角
状
の
も
の

は
、
般
、
西
周
時
代
の
神
々
に
見
る
几

字
形
羽
冠
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
あ
る

83　（715）



こ
と
が
知
ら
れ
た
。
太
一
が
人
間
の
よ
う
な
頭
に
几
字
形
の
羽
冠
を
つ
け
た
神
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
図
像
も
段
、
西
男
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

代
に
あ
る
。
そ
の
類
の
図
像
は
以
前
に
長
沙
出
土
楚
受
書
の
十
二
神
の
　
つ
と
関
連
あ
る
も
の
と
し
て
例
を
拾
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

後
に
「
天
」
神
の
図
像
と
し
て
引
用
し
た
。
後
者
で
は
こ
の
几
字
形
羽
冠
が
文
献
資
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
髭
（
親
に
孝
養
を
つ
く
し
た
り
、
祭
祀

を
し
た
り
す
る
時
に
頭
に
着
け
る
毛
髪
の
束
）
で
あ
り
、
人
間
の
顔
を
持
っ
た
神
が
こ
れ
を
頭
に
着
け
る
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
毛
髪
の
発
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

す
る
エ
ッ
セ
ン
ス
（
気
）
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
で
あ
る
と
考
え
た
。
図
8
、
9
は
手
足
が
羽
根
の
形
に
な
っ
て
い
る
天

神
で
、
頭
に
髭
を
着
け
る
図
像
で
あ
る
。
「
天
」
神
の
論
文
図
1
6
、
1
7
に
掲
げ
た
写
真
が
悪
く
、
見
難
か
っ
た
の
で
、
同
じ
も
の
の
写
真
と
拓

本
を
改
め
て
示
し
て
お
く
。
図
8
に
は
強
く
う
ね
る
大
型
の
毛
の
束
、
図
9
に
は
そ
れ
を
袋
に
納
め
た
よ
う
な
形
の
も
の
が
頭
上
に
見
出
さ
れ

る
で
あ
ろ
ケ
。

　
人
間
の
顔
を
持
ち
、
几
字
形
羽
冠
を
着
け
た
神
像
の
中
で
最
も
顕
要
な
地
位
を
占
め
る
の
は
、
図
1
0
の
所
謂
人
面
方
鼎
の
も
の
で
あ
る
。
几

字
形
羽
冠
は
大
き
な
顔
の
耳
の
上
に
小
さ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
神
面
が
股
周
青
銅
祭
器
の
器
腹
の
主
要
部
を
占
め
る
例
は
現
在
の

と
こ
ろ
他
に
は
知
ら
れ
な
い
が
、
一
例
で
あ
る
に
せ
よ
、
青
銅
祭
器
の
上
で
所
謂
襲
餐
と
同
等
の
格
を
も
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遙

か
降
る
前
漢
代
、
几
字
形
羽
冠
を
着
け
た
人
面
の
神
に
太
一
の
像
が
出
て
く
る
。
こ
の
方
鼎
上
の
神
は
漢
の
太
一
の
古
い
祖
先
で
あ
っ
た
と
見

て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
そ
の
格
の
高
い
扱
い
も
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
股
周
の
青
銅
器
の
鷺
立
つ
部
分
に
大
き
く

飾
ら
れ
る
所
謂
駿
盤
を
当
時
の
最
高
神
、
「
帝
」
と
見
た
先
の
筆
者
の
見
解
も
新
た
に
一
つ
の
裏
づ
け
を
得
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
し
か
し
こ
れ
に
は
多
く
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
股
、
西
尾
時
代
に
は
前
に
引
い
た
よ
う
に
、
図
1
0
の
方
鼎
に
附
け
ら
れ
た
神
は
大
き
な
顔

の
下
野
に
所
謂
襲
餐
に
見
る
よ
う
な
前
肢
が
、
分
離
し
た
形
で
添
え
ら
れ
て
い
る
。
毅
周
の
青
銅
祭
器
に
飾
ら
れ
る
馨
餐
の
中
に
は
角
、
口
、

身
体
、
前
肢
等
が
有
機
的
に
つ
な
が
ら
ず
、
正
月
の
福
笑
い
の
顔
の
よ
う
に
ば
ら
ば
ら
に
分
解
さ
れ
た
形
が
地
に
間
配
ら
れ
た
類
が
あ
る
。
こ

の
鼎
も
人
面
と
几
字
形
羽
冠
、
前
肢
が
離
れ
て
い
る
点
、
こ
の
方
式
に
近
い
。
し
か
し
顔
は
一
つ
の
単
位
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
点
、
先
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

面
壁
と
は
異
な
っ
て
い
惹
。
顔
の
下
に
前
肢
が
あ
る
点
億
A
前
五
千
年
紀
の
良
器
文
化
の
神
面
と
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
つ
両
者
の
中
間
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図9　神像　青銅器　西周前期Minneapo！is
　　Institute　of　Arts

盤

酔罷＾w

図8　神像青銅器　西周前期Minneapolis
　　Institute　of　Arts

図10神面　寧郷黄材

　　青銅器股後期
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を
つ
な
ぐ
資
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
。

　
几
字
形
羽
冠
の
中
に
は
図
8
の
よ
う
に
頭
か
ら
上
に
向
っ
て
出
た
後
、
強
く
屈
曲
す
る
も
の
、
そ
れ
程
強
く
曲
ら
な
い
が
曲
り
目
の
顕
著
な

　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

も
の
、
曲
り
が
緩
く
、
水
平
方
響
に
長
く
延
び
る
も
の
、
上
に
向
っ
て
高
く
逆
「
し
」
字
形
を
な
す
も
の
等
、
様
々
な
様
態
の
も
の
が
見
出
さ

れ
る
。
時
代
の
降
る
も
の
で
も
図
3
で
中
央
の
神
の
頭
上
に
あ
る
も
の
と
、
そ
の
左
右
の
習
習
龍
頭
神
の
頭
に
あ
る
も
の
と
で
、
同
じ
几
字
形

羽
冠
に
も
形
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
夫
々
に
は
、
恐
ら
く
そ
の
形
に
対
応
し
て
象
微
的
意
味
に
差
異
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

じ
髪
の
毛
で
も
精
神
の
昂
揚
に
よ
っ
て
逆
立
つ
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
罰
で
も
降
し
て
や
ろ
う
、
と
い
う
よ

う
な
神
は
髪
の
毛
の
様
子
で
察
知
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
る
と
、
図
1
0
の
神
の
几
字
形
羽
冠
は
ご
く
目
立
た
な
い
形
に
表
わ

さ
れ
て
い
る
。
『
説
文
』
に
は

　
　
帝
、
諦
也

と
、
す
な
わ
ち
帝
と
は
諦
（
何
で
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
）
の
意
味
だ
、
と
あ
る
。
こ
の
図
1
0
の
帝
は
丁
度
「
諦
」
と
い
っ
た
顔
付
で
、
知
り
え
た

之
と
に
価
値
判
断
を
も
っ
て
対
応
し
、
怒
っ
た
り
悲
し
ん
だ
り
し
て
い
る
様
子
は
全
く
窺
わ
れ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
帝
は
諦
な
り
、
と
い
う
帝
の

顔
で
あ
る
。

　
太
一
に
つ
い
て
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
襲
餐
を
帝
と
す
る
筆
者
の
考
え
が
誤
っ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
類
の
申
に
帝
舜
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

れ
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
、
そ
れ
を
記
し
て
お
こ
う
。
随
県
曾
芝
焼
墓
出
土
の
青
銅
製
の
鼓
台
と
言
わ
れ
る
器
は
、
環

状
の
坐
の
上
に
、
互
い
に
複
雑
に
絡
み
合
い
、
咬
み
合
う
龍
の
類
を
鋳
造
し
て
い
る
が
、
坐
に
接
し
て
大
型
の
犠
首
風
の
頭
が
見
出
さ
れ
る

（
図
1
1
）
。
そ
の
目
は
報
告
書
の
写
真
で
は
十
分
明
瞭
で
な
い
が
、
一
九
九
二
年
東
京
国
立
博
物
館
で
行
わ
れ
た
展
覧
会
で
気
附
い
た
所
で
あ
る

が
、
図
に
見
る
よ
う
に
、
目
頭
の
少
し
垂
れ
た
鼠
の
中
に
瞳
が
二
つ
入
っ
て
い
る
。
以
前
筆
者
は
『
史
記
』
五
帝
本
紀
に

　
　
虞
舜
者
、
名
日
重
華

と
、
す
な
わ
ち
、
虞
舜
な
る
者
は
、
名
を
重
華
と
い
う
、
と
あ
り
、
『
正
義
』
に
『
尚
書
』
孔
安
国
伝
を
引
い
て
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図11龍　随県曾侯乙墓青銅器　前5世紀図12　龍　随七二侯乙墓　漆器　前5世紀

　
　
目
重
瞳
子
、
月
日
重
華

と
、
す
な
わ
ち
目
は
瞳
子
を
か
さ
ぬ
、
故
に
重
華
と
い
う
、
と
あ
る
の
を
見
て
、
瞳
が
二
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
な
っ
て
い
る
と
解
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
『
潅
南
子
』
羅
綾
訓
に

　
　
舜
二
瞳
子
、
是
謂
重
明

と
、
す
な
わ
ち
、
舜
に
二
つ
の
瞳
子
あ
り
、
こ
れ
を
重
明
と
い
う
、
と
あ
る
よ
う
に
、
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
目
に
二
つ
の
瞳
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
取
る
べ
き
で
あ
る
。

　
な
お
『
史
記
』
の
重
華
に
つ
い
て
導
引
の
伝
に
「
華
は
文
徳
な
り
、
そ
の
光
の
文
が
亮
に

重
合
す
る
を
言
う
」
と
説
明
す
る
が
、
持
っ
て
廻
っ
た
解
釈
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
騒
騒
曾
侯
乙

墓
発
見
の
悪
の
「
尾
」
に
飾
ら
れ
た
犠
首
の
目
は
五
辮
の
花
の
形
に
表
わ
さ
れ
た
瞳
が
入
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

て
い
る
（
図
1
2
）
。
二
つ
の
瞳
を
重
華
と
言
っ
た
の
は
、
特
殊
的
に
こ
の
よ
う
な
花
の
形
の
瞳

に
つ
い
て
言
っ
た
と
解
す
れ
ば
わ
か
り
易
い
。

　
さ
て
図
1
1
の
犠
首
は
花
の
形
で
は
な
く
、
円
い
瞳
が
二
つ
入
っ
た
目
を
持
つ
と
見
受
け
ら

れ
る
。
し
か
し
よ
く
見
る
と
、
瞳
は
円
で
な
く
、
軽
く
巻
い
た
渦
巻
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
器
は
出
土
し
た
墓
の
年
代
か
ら
前
五
世
紀
後
半
頃
の
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
渦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

巻
の
入
っ
た
目
と
い
う
と
、
半
周
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
華
中
の
地
方
型
の
鉦
を
飾
る

饗
餐
に
例
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
図
1
3
～
1
5
に
引
い
た
ご
と
き
で
、
決
っ
た
型
式
は
な
い
が
、

目
の
中
に
二
つ
の
渦
巻
を
入
れ
て
い
る
。
中
に
は
図
1
6
の
よ
う
に
渦
巻
が
一
つ
の
も
の
も
多

い
が
。
図
1
1
の
戦
国
の
例
は
渦
巻
の
形
で
は
あ
る
が
明
か
に
そ
れ
は
瞳
と
意
識
し
て
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
逆
推
し
て
、
こ
れ
ら
西
周
の
例
で
目
に
二
つ
入
れ
ら
れ
た
渦
巻
は
、
や
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図15饗饗　青銅器　西周中期 図13嬰饗　江寧塘東村
　　西口中期

青銅器

　　　　　　図14墾黎　底江泥河区　青銅器
　　　　　　　　　西周中期

騨16饗嚢　寧郷老糧倉　西周後期
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饗饗＝訓説補論（林）

は
り
瞳
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
考
え
る
他
な
い
で
あ
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
鉦
に
飾
ら
れ
た
大
型
の
顔
が
、
股
の
五
聖
の
系
統
を
引
く
こ
と
に
つ

い
て
は
何
人
も
疑
わ
な
い
所
と
考
え
る
が
、
股
の
襲
餐
が
筆
者
の
考
え
た
ご
と
く
帝
の
図
像
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
華
中
の
鉦
の
こ
の
図
像
も
帝

を
表
わ
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
瞳
の
二
つ
あ
る
帝
は
、
漢
以
後
の
伝
承
に
よ
る
と
舜
で
あ
る
。
舜
は
湖
南
省
最
南
部
の
筆
記
山
に
葬

ら
れ
た
と
さ
れ
、
そ
の
祭
祀
の
記
録
は
『
漢
書
』
武
帝
記
に
出
て
く
る
。

　
　
（
元
封
）
五
年
冬
、
行
南
巡
狩
、
至
子
盛
唐
、
望
祀
虞
舜
干
九
饒

と
あ
る
。
帯
封
五
年
（
前
一
〇
六
年
）
武
帝
が
南
方
に
巡
堅
し
、
今
の
江
陵
の
辺
の
盛
唐
と
い
う
所
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
五
〇
〇
キ
ロ
ば
か
り
南

に
あ
る
、
舜
の
葬
ら
れ
た
九
鰻
山
に
対
し
て
祭
祀
を
行
、
つ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
揚
子
江
流
域
で
舜
に
対
し
て
遙
か
遠
く
か
ら
祭
祀
を
行
う

こ
と
は
、
更
に
古
い
時
代
か
ら
の
伝
統
に
則
っ
た
も
の
に
相
違
な
い
。
鉦
に
大
き
く
飾
ら
れ
た
二
つ
の
瞳
を
持
つ
躾
甕
を
舜
と
認
め
る
こ
と
が

誤
り
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
習
俗
は
そ
れ
ち
の
鉦
の
作
ら
れ
た
西
周
中
期
か
ら
後
期
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
舜
の
図

像
を
鋳
込
ん
だ
鉦
は
、
当
然
天
に
向
っ
て
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
舜
は
そ
の
音
と
鉦
に
つ
け
ら
れ
た
自
ら
の
図
像
を
目
印
に
、

そ
の
も
と
に
降
臨
し
て
き
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

①
　
周
世
栄
一
九
九
〇
。

②
　

湘
皿
開
省
一
緯
阿
物
館
等
㎝
九
七
四
、
　
四
六
百
ハ
。

③
李
零
】
九
九
一
、
九
四
一
頁
。

④
こ
の
神
の
向
っ
て
右
の
脇
の
下
に
円
で
囲
ん
だ
「
社
」
の
文
字
が
あ
る
。
こ
の

　
爾
像
で
は
図
像
に
対
応
す
る
名
は
横
に
魯
か
れ
た
説
明
文
の
頭
に
標
記
さ
れ
る
の

　
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
図
像
の
名
は
大
（
太
）
一
で
あ
る
。
こ
の
「
社
」
の

　
文
字
が
何
数
入
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
考
え
た
い
。

⑤
　
湖
北
省
博
物
館
一
九
八
九
、
上
、
三
二
頁
。

⑥
林
一
九
七
一
、
図
一
二
。

⑦
　
林
一
九
九
〇
、
五
～
八
頁
。

⑧
　
同
右
。

⑨
　
林
一
九
九
〇
、
図
8
、
9
の
図
像
記
号
、
図
1
1
～
1
3
、
1
6
、
、
1
7
等
。

⑩
　
林
一
九
九
一
、
図
4
－
4
8
。

⑪
　
林
一
九
九
〇
、
図
1
0
。

⑫
　
林
一
九
九
〇
、
図
8
、
9
。

⑬
林
一
九
九
〇
、
図
1
3
。
r

⑭
　
荊
繭
が
秦
に
旅
立
つ
時
、
見
送
り
の
士
の
髪
が
尽
く
冠
を
指
し
て
逆
立
っ
た
話

　
（
『
史
記
隔
刺
客
列
伝
）
が
思
い
起
さ
れ
よ
う
。

⑮
湖
北
省
博
物
館
一
九
八
九
、
下
、
図
版
四
三
。

⑯
林
一
九
六
四
、
一
九
頁
。

＠
　
　
『
拾
遺
記
』
、
唐
尭
の
条
に
は
他
に
瞳
の
二
つ
あ
る
鳥
で
重
明
と
呼
ば
れ
る
も

　
の
が
出
て
く
る
。
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婁
在
位
七
十
年
…
…
有
馬
支
之
國
献
血
明
之
鳥
一
名
添
木
、
言
隻
購
忍
目
…
…

と
。
一
に
璽
晴
と
名
づ
け
る
と
い
う
か
ら
、
重
明
は
黄
身
の
二
つ
浮
ぶ
鶏
卵
の
よ

う
に
、
瞳
が
並
ん
で
二
つ
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

⑯
　
林
一
九
九
四
、
第
三
章
参
照
。

90　（722）

三
　
襲
養
の
箆
形
と
羽
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
股
時
代
に
そ
の
定
形
が
成
立
し
た
饗
餐
の
額
に
立
つ
箆
形
の
起
原
に
つ
い
て
は
以
前
に
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
り
、
改
訂
を
行
っ
て
『
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

国
青
玉
の
研
究
』
に
収
載
し
た
。
襲
盤
の
額
の
箆
形
は
龍
山
文
化
の
神
面
の
頭
上
の
、
植
物
の
巻
類
を
連
想
さ
せ
る
曲
線
で
表
わ
さ
れ
た
三
尖

形
（
図
1
7
）
に
遡
り
、
そ
れ
は
ま
た
良
渚
文
化
の
神
霞
の
頭
上
に
あ
る
一
を
横
に
し
た
形
の
輪
廓
を
も
っ
た
羽
冠
状
の
も
の
（
図
1
8
）
を
経
て
、
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

媛
渡
文
化
の
双
翼
に
負
わ
れ
た
日
と
月
の
円
盤
か
ら
立
ち
昇
る
火
炎
形
の
「
気
」
の
表
現
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
論
旨
の
概
要
だ
け
で
も
く

り
返
す
と
長
く
な
る
た
め
、
こ
こ
に
は
こ
の
結
論
だ
け
を
引
い
て
お
く
。
股
か
ら
西
倉
に
か
け
て
餐
饗
の
額
の
二
形
は
鳥
の
風
切
羽
根
（
以
下

羽
根
と
略
称
）
の
図
式
化
さ
れ
た
形
象
に
挾
ま
れ
、
ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
以
前
に
多
く
の
例
を
引
い
て
解
説
し
た
こ

　
　
　
④

と
が
あ
り
、
ま
た
襲
餐
の
鼻
筋
も
対
称
形
に
並
べ
た
羽
根
を
主
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
、
別
に
注
目
し
た

　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
羽
根
は
饗
餐
の
放
散
す
る
陰
、
陽
の
「
気
」
を
象
徴
す
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
股
西
周
時
代
の
膿
甕
が
由
来
す

る
、
良
渚
文
化
の
神
詣
の
額
に
着
け
る
も
の
（
図
1
8
の
白
目
の
あ
る
目
を
持
つ
神
聖
の
上
に
か
ぶ
さ
る
冠
状
の
も
の
、
図
1
9
の
畳
の
あ
る
目
を
持
つ
神
面
の

眉
閥
の
上
方
に
あ
る
も
の
）
が
鳥
の
羽
根
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
実
は
証
明
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
余
会
場
山
＝
一
号
墓
出
土
の

大
型
稼
の
四
隅
の
神
面
に
細
ま
れ
た
空
間
に
彫
ら
れ
た
神
智
に
見
ら
れ
る
、
一
を
横
倒
し
に
し
た
形
の
鷲
谷
（
図
1
8
上
部
に
見
る
の
と
同
型
式
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
）
の
放
射
状
の
線
に
つ
き
、
報
告
書
に
「
羽
冠
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
賛
成
し
、
こ
の
よ
う
な
幅
の
あ
る
挽
ん
だ
も
の
と
言
え
ば
、
羽
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
お
い
て
他
に
な
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
一
本
一
本
の
羽
根
を
見
る
と
、
詣
形
の
下

に
短
い
弧
線
を
重
ね
た
紋
様
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
紋
様
の
あ
る
羽
根
を
持
っ
た
鳥
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
羽
根
で
な

く
、
斑
入
り
の
萱
の
葉
か
何
か
で
な
い
か
、
と
で
も
言
わ
れ
た
ら
ど
う
答
え
る
べ
き
か
。



　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
そ
の
後
、
そ
の
よ
う
な
紋
様
の
入
っ
た
風
切
羽
根
を
持
っ
た
想
像
上
の
鳥
の
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
図
2
0
が
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
あ
る
。
出
光
美
術
館
の
蔵
品
で
『
日
本
美
術
工
芸
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
表
裏
同
じ
紋
様
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
翼
と
尾
に
は
珍
問
題

の
｛
形
と
短
い
弧
線
を
重
ね
た
紋
様
の
入
っ
た
帯
状
の
も
の
が
並
ぶ
。
こ
れ
が
こ
の
よ
う
な
型
式
を
も
っ
て
こ
の
鳥
の
風
切
羽
根
と
尾
羽
根
を

饗饗＝帝説補論（林）

図17　神面　玉器　龍山文化　國立故宮博物院

図18　神齎　余杭瑞山　玉器　良渚文化

　
　
　
　
　
　
　
ツ

鐵
。

S’一一一一N一［　＝：＝＝i　；一’X

図19　神面　余杭甲山　玉器　良渚文化
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図20神鳥　玉器　良渚文化　出光美術館

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
所
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、

そ
の
よ
う
な
紋
様
の
入
っ
た
風
切

羽
根
を
持
っ
た
鳥
が
自
然
界
に
見

出
さ
れ
な
い
こ
と
は
依
然
と
し
て

事
実
で
あ
る
。
こ
の
鳥
の
翼
の
上

半
、
卵
形
の
身
体
は
曲
線
紋
で
お

お
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
例
え

　
　．
鱒
臨

　
麟
耀
．
．

　
’　
・

図21神鳥　懇懇反山　玉器　良渚文化
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oo

図22神鳥　余杭難山　玉器　良渚文化

　
　
　
一

　
　
　
一

＠）　｛e

♂

a　xo　to
図23　神鳥　余杭鷺山

　　　　　　1

玉器　良識文化

＝風説補論（林）

ば
図
1
8
、
1
9
の
神
面
の
随
処
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
と
同
性
質
の
紋
様
で
、
自
然
界
に
対
応
物
の
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ま
た
後
に
記
す
こ
の
鳥
の
頭
部
に
つ
い
て
も
看
取
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
風
切
羽
根
も
含
め
、
こ
の
鳥
全
体
が
自
然
界
に
対
応
物
の
な
い
身
体
部

分
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
想
像
上
の
鳥
な
の
で
あ
る
。

　
良
渚
文
化
に
は
図
2
0
の
よ
う
に
頸
と
胴
、
尾
羽
根
が
短
く
、
拡
げ
た
翼
の
長
め
な
鳥
の
図
像
が
他
に
も
知
ら
れ
る
。
ブ
リ
ア
美
術
館
の
良
渚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

文
化
の
壁
の
外
周
小
口
に
つ
け
ら
れ
た
備
品
の
例
の
他
、
軟
玉
の
丸
彫
が
幾
つ
か
あ
る
。
図
2
1
は
余
杭
反
山
の
出
土
で
、
頭
に
は
小
さ
な
噛
と

目
立
た
な
い
目
が
刻
み
出
さ
れ
て
い
る
。
図
2
2
は
中
央
に
小
さ
い
瞳
の
入
っ
た
大
き
な
円
形
の
目
が
顕
著
で
あ
る
。
図
2
3
は
図
1
9
の
神
面
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
よ
う
な
大
き
な
量
の
あ
る
目
を
持
つ
。
目
と
嚇
と
の
間
に
入
る
の
は
、
同
じ
神
遊
に
見
る
の
と
同
じ
鼻
で
あ
る
。
幅
広
い
小
鼻
に
は
図
1
9
の

鼻
に
見
る
の
と
同
様
な
、
渦
巻
と
そ
れ
に
囲
ま
れ
た
楕
円
形
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
図
1
9
の
よ
う
な
量
の
あ
る
目
と
幅
の
広
い
鼻
を
持
つ
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神
頭
を
も
っ
た
鳥
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
図
2
0
の
鳥
は
ま
た
何
と
頭
に
図
2
2
に
見
る
よ
う
な
円
い
目
と
、
図
2
3
に
あ
る
よ
う
な
蚤
の
あ
る
目
の

両
方
を
具
え
て
い
る
。
上
端
の
騰
1
と
い
う
よ
り
、
先
が
尖
ら
な
い
か
ら
鼻
先
と
も
言
え
よ
う
一
か
ら
す
ぐ
下
方
左
右
に
あ
る
の
が
図
2
2

と
同
様
な
、
円
い
大
き
な
目
で
あ
る
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
の
下
方
に
大
き
な
耳
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
は
撮
の
あ
る
蜀
で

あ
る
。
澱
の
あ
る
目
の
典
型
と
し
て
は
図
1
8
の
男
面
の
左
目
が
わ
か
り
易
い
。
中
央
の
大
き
な
円
い
目
を
囲
む
同
心
円
状
の
線
が
あ
り
、
そ
れ

を
横
切
る
重
な
っ
た
弧
線
が
入
る
。
同
心
円
の
外
側
、
愚
状
の
部
分
が
少
し
尖
り
気
味
に
な
っ
た
外
上
方
に
、
外
に
護
っ
た
尖
り
の
つ
い
た
弧

線
が
入
り
、
両
端
が
渦
巻
と
な
っ
た
線
が
そ
れ
を
外
か
ら
囲
い
込
む
、
と
い
う
の
が
定
型
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
図
2
0
の
鳥
の
大
き
な
耳

と
も
見
え
る
部
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
鳥
で
は
、
合
計
六
個
あ
る
紐
を
通
す
孔
の
内
の
二
つ
が
、
こ
の
畳
の
あ
る
目
の

瞳
孔
の
所
に
穿
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
が
醤
で
あ
る
こ
と
が
見
落
さ
れ
易
い
と
思
う
が
。

　
図
1
8
の
下
半
、
図
1
9
に
あ
る
よ
う
な
愚
の
あ
る
目
が
、
園
の
形
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
た
太
陽
を
煮
溢
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
以
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

筆
者
の
記
し
た
所
で
あ
る
。
図
2
3
の
鳥
は
太
陽
を
表
わ
す
厨
を
つ
け
た
日
の
鳥
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
図
2
0
が
持
つ
も
う
一
種
類
の
円

い
目
も
、
た
だ
の
鳥
の
目
と
い
う
に
は
大
き
す
ぎ
る
。
図
2
2
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
も
た
だ
の
鳥
の
目
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
と
思
わ

　
⑭

れ
る
。
良
器
文
化
の
踪
等
の
玉
器
で
愚
の
あ
る
目
の
神
栄
と
組
合
わ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
白
饅
の
あ
る
、
人
間
の
目
の
よ
う
な
目
を
も
っ

た
斜
面
が
あ
る
。
こ
の
方
の
目
は
珠
な
ど
で
多
く
簡
略
化
さ
れ
て
円
の
内
外
に
小
さ
い
尖
り
を
加
え
た
形
、
或
い
は
た
だ
の
円
に
表
わ
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
良
渚
文
化
の
鳥
で
畳
の
あ
る
目
で
な
い
方
の
、
同
心
円
の
目
は
こ
の
方
の
目
と
認
め
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
の
が
現
在
の
筆
者

の
考
え
で
あ
る
。
踪
な
ど
で
母
の
あ
る
霞
と
対
に
な
る
こ
の
方
の
目
は
、
音
引
論
考
中
、
筆
者
は
こ
れ
を
月
か
ら
変
化
し
て
来
た
神
の
も
の
と

　
　
⑮

考
え
た
。

　
以
上
の
ご
と
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
良
渚
文
化
の
玉
垂
の
中
に
は
B
の
性
格
を
荷
う
も
の
と
月
の
性
格
を
荷
う
も
の
の
歯
種

が
あ
り
、
中
に
は
図
2
0
の
よ
う
に
両
方
の
性
格
を
兼
ね
る
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
良
渚
文
化
の
神
面
の
上
に
束
に
な
っ
て
立
つ
羽
根
は
、

日
の
性
格
を
持
つ
鍛
の
あ
る
目
を
も
つ
場
合
で
も
（
図
1
9
）
、
月
の
性
格
を
も
つ
白
目
の
あ
る
目
を
持
つ
場
合
で
も
く
図
1
8
）
、
同
じ
型
式
の
山
形
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と
弧
線
を
加
え
た
羽
根
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
羽
根
は
そ
れ
ら
の
神
の
発
す
る
熱
い
日
の
火
の
気
も
、
冷
た
い
月
の
水
の
気
も
、
何

れ
を
も
表
わ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
日
と
月
の
性
格
を
象
徴
す
る
二
種
の
目
を
持
っ
た
図
2
0
の
鳥
が
、
こ
の
種
の
陰
陽
二
種
の
「
気
」

を
表
わ
す
羽
根
を
附
け
て
い
る
こ
と
も
当
然
あ
っ
て
然
る
べ
き
こ
と
と
解
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
図
1
8
、
1
9
の
ご
と
き
良
渚
文
化
の
神
面
が
額
の
上
に
附
け
て
い
た
も
の
が
鳥
の
羽
根
の
束
で
あ
り
、
そ
の
羽
根
は
日

と
月
を
象
徴
す
る
想
像
上
の
鳥
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
こ
の
鳥
の
羽
根
が
紋
様
と
し
て
附
け
る
山
形
に
つ
い
て
は
、
以
前
に

次
の
よ
う
髪
え
や
河
纒
文
化
の
骨
匙
に
彫
ら
れ
た
日
月
を
負
う
双
鳥
の
図
像
（
漆
③
前
論
）
は
日
の
鍛
に
由
来
す
る
も
の
で
・
双
鳥
の
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
太
陽
の
両
側
の
幻
日
と
そ
の
外
方
に
延
び
る
光
を
鳥
に
見
た
て
た
も
の
で
、
河
蜘
渡
の
骨
匙
の
双
鳥
の
目
の
外
方
に
加
え
ら
れ
た
三
角
形
は

幻
掴
か
ち
外
に
出
る
売
手
を
原
形
と
す
る
も
の
、
乏
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
山
形
は
目
以
外
に
も
図
1
8
、
1
9
に
見
る
よ
う
に
良
渚
文
化
玉
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
紋
様
の
各
処
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
土
器
の
紋
様
の
中
に
も
使
わ
れ
て
い
る
所
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
独
自
に
何
等
か
の
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ

た
図
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
図
1
8
～
2
0
等
の
場
合
は
、
そ
の
原
形
に
密
着
し
た
意
味
i
日
、
月
か
ら
放
射
さ
れ
る
火
、

依
の
「
気
」
の
表
現
一
を
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
ご
と
は
疑
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
良
士
文
化
の
神
面
の
額
に
羽
根
の
立
つ
例
と
し
て
図
1
8
、
P
を
引
い
た
が
、
こ
れ
ら
で
は
そ
れ
ぞ
れ
白
目
の
あ
る
目
を
持
つ
神
面
、
お
よ
び

蚤
の
あ
る
目
を
持
つ
影
面
の
頭
上
に
羽
根
が
彫
刻
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
両
種
の
砂
面
は
墨
型
文
化
の
稼
の
側
面
に
多
く
表
わ
さ
れ
て
い
て
、
両

者
が
組
合
わ
さ
れ
た
場
合
、
図
2
4
に
示
し
た
よ
う
に
大
ぶ
り
に
表
わ
さ
れ
た
蟻
の
あ
る
目
を
持
つ
も
の
の
上
に
（
ま
た
は
上
下
に
）
小
ぶ
り
に
表

わ
さ
れ
た
白
濁
の
あ
る
目
の
神
面
が
組
合
わ
さ
れ
る
の
が
通
例
で
、
踪
の
丈
が
高
く
、
何
重
に
も
重
ね
ら
れ
る
場
合
は
後
者
ば
か
り
で
あ
る
の

が
普
通
で
あ
る
。
珠
な
ど
の
場
合
は
図
2
4
に
見
る
よ
う
に
、
顔
の
上
に
密
な
平
行
線
で
埋
め
ら
れ
た
狭
い
帯
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
上
方
に
は
図
r

19

ﾉ
見
る
よ
う
な
形
で
羽
根
が
彫
刻
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
顔
の
彫
ら
れ
て
い
る
神
は
日
の
熱
い
火
の
気
、
月
の
冷
い
水
の
気
を
放
散

す
る
神
で
、
図
1
8
、
1
9
な
ど
で
は
図
像
に
そ
の
発
生
源
で
あ
る
羽
根
が
ち
ゃ
ん
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
図
2
4
の
瑳
の
よ
う
な
場
合

そ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
の
珠
の
孔
に
そ
れ
が
挿
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
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図24二種の神面余杭瑠山
　　　玉器　良渚文化

図25一本の羽根を着ける神面
　　　余抗瑠山　玉器　良渚文化

図26一本の羽根を着ける神
　　昆山田陵山　良渚文化

、
つ
。

　
珠
の
孔
に
何
か
が
挿
さ
れ
て
発
掘
さ
れ
た
記
録
は
今
の
所
知

ら
れ
な
い
。
し
か
し
図
2
5
は
そ
れ
に
関
連
し
て
極
め
て
重
要
な

資
料
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
神
面
の
上
部
を
限
る
、

平
行
線
で
埋
め
ら
れ
た
帯
の
上
に
、
先
が
尖
っ
た
錐
状
の
も
の

が
立
つ
が
、
そ
の
基
部
各
面
に
入
字
形
が
刻
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
入
字
形
と
そ
の
下
の
平
行
線
の
入
っ
た
帯
と
を
併

せ
見
る
と
、
そ
れ
は
図
1
8
、
1
9
の
神
鋼
の
上
に
立
つ
羽
根
の
一

本
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
図
2
5
の
三
面

は
頭
上
に
羽
根
の
束
の
代
り
と
し
て
一
本
の
羽
根
を
戴
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
白
目
の
あ
る
目
、
或
い
は
量
の
あ
る
目
の
神
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
刻
し
た
軟
玉
製
の
所
謂
錐
状
器
の
遺
物
は
少
く
な
い
。
そ
れ

ら
で
は
神
面
の
上
方
の
錐
状
の
部
分
に
入
字
形
を
刻
し
て
な
い

　
　
　
　
　
　
⑳

の
が
普
通
で
あ
る
。
筆
者
は
先
に
こ
の
種
の
錐
状
の
玉
器
の
余

杭
反
山
、
瑞
山
の
出
土
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
引
き
、
こ
れ

が
余
杭
瑠
山
で
薯
形
器
と
隣
接
し
、
或
い
は
重
な
っ
て
出
土
す

る
と
い
う
か
ら
、
そ
の
神
懸
の
上
に
こ
の
錐
懸
盤
と
呼
ば
れ
る

器
が
放
射
状
に
附
け
ら
れ
た
と
想
像
、
逆
梯
形
器
で
神
面
の
上

方
の
孔
隙
か
ら
放
射
さ
れ
る
光
の
代
り
に
、
放
射
状
に
着
装
し
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⑳

た
錐
形
器
が
使
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
、
と
考
え
た
。
図
2
5
に
よ
っ
て
、
錐
形
飾
は
そ
の
通
り
、
神
面
の
上
に
立
つ
放
射
状
の
羽
根
で
あ
っ
た
こ

と
が
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
の
例
で
は
入
字
形
の
刻
紋
が
略
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
う
と
わ
か
り
難
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
図
2
5
と
同
様
、
額
の
上
に
平
行
線
を
束
ね
た
帯
状
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
上
方
に
錐
墨
黒
の
形
の
羽
根
が
立
つ
図
像
と
し
て
は
昆
山
趙
晋
山

発
見
の
玉
製
品
が
あ
る
（
図
2
6
）
。
悪
い
写
真
と
簡
単
な
記
述
が
発
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
人
間
の
よ
う
な
横
顔
の
神
が
側
視
形
で
表

わ
さ
れ
、
頭
上
か
ら
錐
形
飾
の
少
し
後
方
に
反
っ
た
も
の
が
立
ち
、
そ
の
頂
上
に
鳥
が
と
ま
り
、
神
の
手
に
支
え
ら
れ
て
猪
の
よ
う
な
体
つ
き

の
動
物
が
そ
れ
を
駈
け
上
っ
て
い
る
。
こ
の
人
間
学
の
神
は
腰
を
折
っ
て
踵
書
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
神
は
細
部
が
不
明
で
あ
る
が
、
図

25

ﾌ
類
と
よ
く
対
に
な
る
、
白
目
の
あ
る
掻
の
神
の
方
と
見
ら
れ
よ
う
。
こ
の
図
録
の
象
徴
す
る
内
容
に
つ
い
て
の
考
察
は
ま
た
別
の
機
会
に
爵

ゆ
づ
り
、
良
器
文
化
の
踪
に
飾
ら
れ
る
二
種
の
神
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
頭
上
に
錐
形
飾
の
形
の
羽
根
を
一
本
着
け
る
例
の
存
在
す
る
こ
と
に
注
意

し
、
次
に
進
む
。

　、

M
者
は
以
前
に
今
日
我
々
が
壕
の
名
で
呼
ん
で
い
る
玉
器
ー
ト
一
口
で
言
え
ば
方
柱
形
の
中
心
軸
方
向
に
円
筒
形
の
孔
を
穿
け
た
も
の
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
漢
時
代
に
「
正
方
に
し
て
中
央
を
穿
つ
」
と
称
さ
れ
た
h
主
」
に
当
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
機
能
に
．
つ
い
て
は
・
『
儀
礼
』
、
で
士
が
．

祖
先
の
祭
祀
の
際
に
使
う
菖
（
茅
の
穂
を
束
ね
た
も
の
）
と
同
様
、
そ
こ
に
祖
．
先
の
霊
を
降
す
労
り
代
と
考
え
、
そ
の
孔
に
茅
を
立
て
て
使
用
し

た
と
推
測
し
た
。
土
地
の
神
と
い
わ
れ
る
「
社
」
で
方
形
の
土
の
壇
の
申
央
に
孔
が
あ
り
、
そ
の
孔
に
木
を
植
え
る
方
式
の
も
の
も
、
こ
の
瑳

と
同
型
式
で
あ
り
、
軟
玉
の
代
り
に
土
を
使
い
、
大
型
化
し
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
戦
国
3
漢
の
博
等
に
捺
さ
れ
た
社
ど
考
え

ら
れ
る
図
像
中
、
祉
の
木
の
根
方
に
神
面
な
い
し
そ
れ
か
ら
変
化
し
た
眉
、
目
、
鼻
等
の
表
現
が
あ
る
の
は
、
良
渚
文
化
の
珠
と
同
方
式
で
、
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

社
の
壇
に
そ
の
神
の
顔
を
画
く
風
の
残
存
し
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
　
、
　
　
r
　
　
ド
、
r
．
　
．
　
！
　
　
　
、
一
　
囁
．
・
　
、

・
良
渚
文
化
の
日
、
月
か
ら
生
れ
て
来
た
神
像
の
場
合
、
図
1
9
の
神
、
図
1
8
の
上
半
の
神
に
見
る
よ
う
に
野
面
の
頭
上
に
立
つ
羽
根
は
こ
れ
ら

の
神
の
発
散
す
る
エ
ッ
セ
ン
ス
、
「
気
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
貸
、
月
の
鳥
の
羽
根
で
あ
っ
た
こ
と
、
前
記
の
通
り
で
あ
る
。
同
じ
神
の
顔
を
、
側

面
に
彫
っ
た
珠
の
孔
に
羽
根
を
挿
す
と
図
1
8
、
1
9
に
平
面
的
、
絵
画
的
に
表
現
さ
れ
た
形
が
実
物
の
形
で
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
珠
の
側
面
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に
彫
ら
れ
た
神
面
は
羽
根
を
頭
上
に
立
て
、
図
2
5
、
2
6
に
丸
彫
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
姿
に
な
る
の
で
あ
る
（
図
2
5
、
2
6
の
場
合
愈
愈
は

複
数
で
な
く
、
一
本
だ
け
、
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
）
。
羽
根
は
珠
に
彫
ら
れ
た
神
の
発
散
す
る
気
を
表
わ
す
、
と
い
う
よ
り
、
瑳
は
羽
根
を
挿
す

こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
の
神
の
「
気
」
を
得
へ
神
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
稼

の
孔
は
そ
こ
に
神
の
「
気
」
を
挿
入
し
、
宿
止
せ
し
む
べ
き
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
が
故
に
両
面
か
ら
の
穿
孔
の
際
に
え
て
し
て
生
ず
る
段
差
は

丁
寧
に
磨
り
去
ら
れ
、
最
大
限
の
仕
上
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
前
に
瑳
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
際
、
祖
先
の
祭
祀
に
使
同
ず
る

「
主
」
の
方
か
ら
考
察
を
進
め
、
踪
の
孔
は
そ
こ
に
祖
先
の
霊
を
降
し
て
宿
ら
せ
る
べ
ぎ
茅
の
束
、
菖
を
挿
し
で
使
う
も
の
と
考
え
、
“
祖
先
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

霊
の
宿
る
べ
き
小
室
で
あ
る
か
ら
そ
こ
は
特
に
念
入
り
に
仕
上
げ
が
施
さ
れ
て
い
る
、
と
解
し
た
。
良
渚
文
化
の
石
面
を
毒
し
た
踪
に
つ
い
て

は
、
そ
こ
は
同
じ
く
神
の
宿
る
所
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
と
は
少
し
く
異
な
り
、
右
に
記
し
た
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
さ
て
、
良
渚
文
化
の
神
言
は
以
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
龍
山
文
化
の
神
面
を
中
間
に
置
き
、
股
の
二
里
薄
野
の
所
謂
訪
豪
に
変
化
し
、
図

1
8
国
1
9
の
ご
と
き
良
渚
文
化
の
歪
面
の
額
に
附
け
ら
れ
て
い
た
羽
根
の
束
は
先
に
筆
者
が
羽
子
板
形
と
呼
ん
だ
逆
梯
形
の
轡
形
に
生
れ
易
っ
て

い
る
。
図
2
7
の
正
餐
の
額
に
立
っ
て
い
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
羽
子
板
形
の
歪
形
の
両
側
に
、
こ
れ
を
挾
む
形
で
や
ま
い
も
の
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
縦
に
二
つ
に
し
た
よ
う
な
形
の
も
の
が
加
わ
っ
て
い
る
。
簡
便
の
た
め
に
半
葉
形
と
呼
ぶ
。
龍
山
文
化
に
根
ざ
す
古
い
羽
根
の
表
現
で
あ
る
。

箆
形
の
両
側
に
添
え
ら
れ
た
羽
根
が
更
に
複
雑
に
な
っ
た
も
の
は
図
2
8
に
見
ら
れ
る
。
図
2
8
の
場
合
、
歯
形
の
下
に
は
別
の
要
素
が
加
え
ら
れ
、

そ
こ
に
又
と
ナ
を
向
い
合
せ
た
蔦
蔓
金
文
に
出
て
く
る
宇
の
収
の
形
が
か
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
襲
甕
の
額
に
単
独
で
使
わ
れ
る
こ
と
も

多
い
要
素
で
あ
る
℃
図
2
8
で
は
又
と
ナ
の
上
に
突
出
部
が
あ
る
変
り
型
に
な
な
つ
て
い
る
が
、
図
3
0
の
同
型
式
の
飴
煮
の
方
が
収
字
形
の
形
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
か
り
易
い
。
先
に
宮
盛
紋
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
考
察
し
た
際
、
図
2
8
、
3
0
の
饗
盤
の
額
の
上
に
立
つ
箆
形
に
羽
根
を
添
え
た
も
の
の
下
に

山
影
形
の
加
わ
っ
た
も
の
を
、
図
2
9
ω
、
②
の
金
文
庚
字
に
対
比
し
た
。
こ
れ
ら
は
特
殊
な
字
体
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
父
庚
」
と
し
て
出

て
来
て
、
股
嘘
甲
骨
文
に
い
く
ら
も
あ
る
図
2
9
⑤
、
⑥
の
庚
字
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
説
文
』
に
唐
の
字
は
庚
の
音
に
従
う
と
記
さ
れ

る
が
、
毒
心
甲
骨
文
で
般
王
朝
の
祖
先
の
湯
は
唐
と
書
か
れ
る
。
湯
は
易
の
音
に
従
う
。
然
ら
ば
同
時
代
の
人
は
饗
盤
の
額
に
立
つ
庚
字
形
か
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饗裟＝帝説補論（林）
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図27　饗盤　黄阪盤龍城　青銅器　股中期
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　図28饗饗　黄阪盤龍城　青銅器　股中期
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図29　甲骨文，金文「庚」「杁」関係燕
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　　　　　　図30饗饗　安国小屯　青銅器　股中期

図31饗饗　安陽小廻　青銅器　股中期

図33翼黎青銅器　出光美術館 図32頭嚢青銅器　股後期
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饗麩＝帝説補論（林）

ら
易
（
陽
）
と
い
う
観
念
を
看
取
し
た
は
ず
で
あ
る
。
河
撮
渡
文
化
の
碍
の
像
の
懸
想
を
た
ど
っ
て
毅
の
穫
甕
に
到
達
し
た
が
、
河
娚
渡
文
化

の
日
の
円
盤
の
上
に
立
ち
、
火
の
「
気
」
を
象
徴
し
た
と
考
え
ら
れ
る
要
素
に
対
応
す
る
、
壁
塗
の
額
に
立
つ
図
形
が
同
時
代
の
庚
字
に
対
応

し
、
易
（
陽
）
の
観
念
を
象
微
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
、
と
記
し
た
の
で
あ
る
。

　
図
2
9
ω
、
②
に
引
い
た
琴
南
と
図
2
8
、
3
0
の
馨
餐
の
額
に
立
つ
要
素
の
対
比
は
そ
れ
で
よ
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
説

明
が
必
要
と
考
え
る
。
図
2
9
ω
の
字
の
下
に
三
角
形
を
組
合
せ
た
台
の
よ
う
な
も
の
を
附
加
し
た
形
の
玉
椿
記
号
が
知
ら
れ
（
図
2
9
③
、
ω
）
、

同
属
ω
の
最
上
部
か
ら
少
し
下
っ
た
所
に
あ
る
枝
の
先
に
、
図
2
9
ω
の
よ
う
に
浅
い
弧
状
の
線
の
加
え
ら
れ
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
（
図
2
9
、

㈲
、
ま
た
園
丁
等
一
九
八
五
、
＝
六
〇
頁
）
。
図
2
9
ω
の
図
象
記
号
で
上
部
が
「
辛
」
字
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
例
外
的
で
あ
る
。
図
2
9
③
の
よ

う
に
横
枝
の
先
端
に
短
い
弧
線
を
加
え
た
形
は
里
並
の
図
像
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
股
時
代
の
饗
甕
の
額
の
墨
形
に
は
、
そ
の
早
い
時
期
に
は
、
単
純
な
形
で
は

図
2
7
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
両
側
に
半
葉
形
の
羽
根
が
貼
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
羽
根
の
下
部
、
葉
の
茎
に
当
る
部
分
は
箆
形
の
根
本

の
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ば
図
2
9
ω
，
の
上
部
の
よ
う
に
、
木
の
枝
に
似
た
具
合
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
次
に
庚
字
に
対
応
す
る
形
と
し
て
引
い
た
図

31

ﾌ
額
の
影
響
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
央
の
箆
形
の
両
側
に
添
え
ら
れ
た
羽
根
と
そ
の
内
側
の
箆
形
と
の
つ
な
が
り
が
、
こ
の
拓
本
で
少
し
わ

か
り
難
い
た
め
、
別
に
相
近
い
構
成
の
図
3
0
を
引
い
た
。
中
央
の
羽
子
板
形
の
中
形
と
、
そ
の
両
側
に
密
接
す
る
羽
根
と
は
、
図
2
7
と
は
異
な

り
、
冠
者
の
真
中
あ
た
り
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
羽
子
板
形
の
部
分
の
す
ぐ
下
か
ら
枝
が
出
て
、
両
側
の
半
葉
形
の
葉
の
終
っ
た
所
に
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
側
の
半
葉
形
の
羽
根
は
図
2
7
と
は
異
な
り
、
つ
な
が
っ
た
部
分
で
終
ら
ず
に
、
更
に
下
方
に
向
っ
て
伸
び
て
い
る
の

で
あ
る
。
中
央
の
縦
向
の
茎
か
ら
枝
が
出
、
そ
の
端
が
外
方
の
羽
根
の
中
間
に
つ
な
が
る
方
式
は
、
図
2
9
ω
、
③
の
上
部
の
枝
の
先
に
短
い
弧

状
の
線
の
加
え
ら
れ
た
形
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
短
い
弧
状
の
線
は
図
3
0
の
内
反
り
の
羽
根
の
単
純
化
さ
れ
た
も
の
と
鯉
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
よ
り
、
図
2
9
ω
、
②
の
庚
字
お
よ
び
そ
れ
を
要
素
と
し
て
持
つ
壮
図
③
、
ω
と
図
2
8
、
3
0
の
饗
盤
の
甲

形
と
の
対
応
の
説
明
は
完
全
な
も
の
と
な
ろ
う
。
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…
饗
餐
の
額
の
中
央
の
箆
形
の
両
側
に
羽
根
を
添
え
た
形
に
は
ま
た
時
代
の
少
し
降
る
も
の
と
し
て
図
3
1
の
よ
う
に
込
み
入
っ
た
形
の
も
の
も

あ
り
、
股
後
期
に
は
ま
た
股
後
期
H
の
図
3
2
の
よ
う
に
、
髪
形
と
両
側
の
羽
根
の
つ
な
が
り
様
が
図
3
0
に
つ
い
て
説
明
し
た
の
と
同
じ
方
式
で

あ
る
こ
と
が
非
常
に
わ
か
り
易
い
例
も
あ
る
。
図
3
3
は
図
3
2
と
同
じ
時
期
の
例
で
あ
る
が
、
饗
餐
の
額
の
中
央
の
箆
形
が
地
紋
の
中
に
と
け
込

み
、
両
側
に
添
え
ら
れ
た
羽
根
と
そ
れ
と
を
つ
な
ぐ
線
は
幅
の
あ
る
紐
状
の
線
で
浮
き
立
た
せ
ら
れ
た
珍
し
い
例
で
あ
る
。
紐
状
の
線
で
表
わ

さ
れ
た
こ
の
部
分
が
、
図
2
9
ω
、
⑧
の
上
部
の
枝
と
同
じ
内
反
り
の
弧
状
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
筆
者
の
説
明
が
誤
っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠o
林
｝
九
八
一
、
三
二
頁
、
林
　
九
八
六
、
六
〇
頁
。

林
一
九
九
一
、
第
四
章
、
五
節
。

林
一
九
九
一
a
、
図
二
五
。

林
一
九
八
六
、
六
〇
～
穴
五
頁
。

林
一
九
九
二
、
一
四
頁
。

｛
林
一
九
九
一
、
三
一
四
、
三
二
三
頁
。

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
反
面
考
古
隊
一
九
八
入
、
｝
二
頁
。

林
一
九
九
一
、
三
六
一
買
。

弓
場
一
九
九
二
、
図
三
。

林
一
九
九
一
、
図
4
一
螂
。

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
等
一
九
八
九
、
一
九
八
。

こ
の
名
称
に
つ
い
て
は
林
一
九
九
一
、
　
二
〇
〇
、
三
〇
四
頁
参
照
。

林
一
九
九
一
、
二
九
八
～
三
〇
四
頁
。

紘
二
九
九
一
、
三
〇
五
頁
。

一
林
一
九
九
一
、
三
〇
五
頁
。

⑯
　
林
一
九
九
一
a
、
一
一
五
～
一
一
六
頁
。

⑰
林
一
九
九
一
a
、
図
2
7
。

⑱
　
林
一
九
九
一
a
、
図
3
3
、
3
4
。

⑲
林
一
九
九
一
、
図
4
－
5
1
。

⑳
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
一
九
八
八
、
図
一
匹
、
3
に
余
子
瑠
山
出
土
の
長
さ

　
＝
㎝
ば
か
り
の
玉
管
で
、
神
面
の
上
方
に
入
字
形
突
起
の
出
た
紋
様
の
入
る
例

　
が
あ
る
が
、
入
字
形
の
下
が
曲
線
紋
で
埋
め
ら
れ
、
図
2
7
と
は
様
相
を
異
に
し
て

　
い
る
。

⑳
　
林
一
九
九
一
、
二
九
九
頁
。

＠
　
林
一
九
九
一
、
二
二
四
～
二
八
頁
。

⑳
　
林
一
九
九
～
、
二
二
九
～
二
五
八
頁
。

⑳
　
林
一
九
九
一
、
二
三
五
頁
。

⑮
　
林
一
九
九
一
、
三
〇
六
～
三
〇
七
、
訟
＝
一
頁
。

⑳
　
林
一
九
九
四
、
第
六
章
。

⑳
　
林
一
九
九
一
、
三
一
一
～
三
一
四
頁
。
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四
　
「
帝
」
字
の
成
り
成
ち

饗甕潟帝説補論（林）

　
以
上
襲
餐
の
額
に
立
つ
箆
形
お
よ
び
そ
れ
を
挾
む
羽
根
と
、
そ
れ
を
象
っ
た
文
字
、
図
像
記
号
の
形
の
対
応
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え

た
。
次
に
そ
れ
を
要
素
と
し
て
持
つ
文
字
「
帝
」
に
つ
い
て
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
帝
と
い
う
文
字
は
『
説
文
』
の
「
二
」
部
に

　
　
轟
購
、
諦
也
、
王
天
下
之
號
、
従
二
束
聲

と
あ
る
。
「
諦
な
り
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
前
節
に
記
し
た
。
構
成
に
つ
い
て
「
二
に
従
う
」
と
い
う
の
は
二
、
即
ち
『
説
文
』
に
「
上
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

の
古
文
だ
と
す
る
文
字
を
意
味
の
要
素
と
し
、
束
（
七
賜
切
）
帝
（
『
説
文
』
の
二
四
八
部
、
部
首
）
が
そ
の
音
を
示
す
要
素
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

帝
の
音
は
都
計
切
。
な
お
『
説
文
』
に
は
ま
た
帝
の
古
文
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
説
明
が
あ
る
が
こ
こ
に
は
省
く
。
帝
が
束
の
声
だ
と
い
う
が
、

素
人
目
に
疑
問
が
起
る
。
も
と
同
僚
の
浅
原
達
郎
氏
に
き
い
て
み
る
と
、
両
断
の
音
は
子
音
が
離
れ
て
い
て
通
ず
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
母
韻
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
帝
と
束
の
音
が
昔
通
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
は
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
説
文
』
の
説
明

に
依
拠
し
て
考
え
を
進
め
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
甲
骨
文
、
金
文
を
検
し
て
み
る
に
、
先
づ
甲
骨
文
束
宇
に
図
3
4
ω
の
ご
と
き
字
が
あ
り
、
干
省
吾
に
よ
っ
て
束
と
釈
さ
れ
て
い
る
。
干
氏
は

金
文
を
引
い
て
証
と
し
て
い
る
。
氏
の
引
く
図
3
4
②
は
長
考
の
甲
骨
文
と
同
形
で
あ
る
が
、
人
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
読
み
の
証
拠
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
使
え
な
い
と
し
て
、
図
3
4
、
ω
や
、
干
氏
の
引
か
な
い
岡
図
⑤
の
文
字
は
贅
、
す
な
わ
ち
責
と
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
が
通
じ
る
か
ら
、

図
3
4
②
の
形
の
字
を
束
と
読
む
こ
と
は
正
当
と
考
え
ら
れ
る
。
中
落
定
は
干
氏
の
説
を
引
い
た
後
、
海
量
甲
骨
文
の
図
3
4
ω
の
字
は
用
地
法
の

　
　
　
　
　
　
　
③

意
味
に
取
っ
て
い
る
。
他
に
西
堺
金
文
に
は
図
3
4
⑥
、
⑦
の
宇
が
あ
り
、
來
と
か
束
と
釈
さ
れ
て
い
る
が
字
形
の
点
で
同
図
ω
～
⑤
と
同
字
か

　
　
　
　
　
　
④

ど
う
か
決
め
難
い
。

　
以
上
に
引
い
た
股
嘘
甲
骨
文
や
蒸
溜
、
春
秋
金
文
の
束
や
束
に
従
う
文
字
は
、
、
何
れ
も
下
部
が
図
3
7
ω
、
②
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
毅

嘘
甲
骨
文
の
帝
字
（
図
3
5
ω
～
㈲
）
、
西
周
金
文
の
帝
字
、
帝
に
従
う
文
字
（
図
3
6
）
は
図
3
7
ω
、
②
の
形
を
下
に
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
帝
と
束
103　（735）
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の
字
と
が
図
3
7
ω
、
②
の
要
素
を
共
有
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
こ
れ
が
偶
然
で
な
い
こ
ど
は
次
の
観
察
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら

れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
図
3
7
ω
の
要
素
が
同
図
②
に
変
化
す
る
現
象
に
お
い
て
も
両
字
は
共
通
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
図
3
7
の
ω

と
②
は
横
画
の
丙
端
の
魚
掛
の
書
き
方
に
小
異
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
②
が
ω
か
ら
変
化
し
て
来
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
股
代
に
②
の
方
の
形
が

な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
帝
字
は
束
を
音
を
示
す
要
素
と
し
て
持
つ
と
い
う
『
説
文
』
の
解
説
が
妥
当
な
も
の
で
、
そ
れ
が
股
時
代
以
来
の
も
の
で
あ
る
ら
し

い
こ
と
を
記
し
た
が
、
『
説
文
』
が
そ
の
字
の
上
部
に
つ
い
て
二
（
上
）
だ
と
し
た
点
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
甲
骨
文
、
金
文
に
は
「
上
」
「
下
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

め
合
文
と
「
帝
」
と
を
合
文
に
し
た
文
字
「
上
下
帝
」
が
あ
り
（
図
3
5
③
、
3
6
②
、
⑥
）
、
ま
た
「
下
」
と
「
帝
」
の
合
文
「
下
帝
」
が
あ
る
（
図

36

ﾖ
）
。
甲
骨
文
、
金
文
の
「
帝
」
字
の
最
上
部
に
短
い
横
画
の
あ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
上
下
帝
」
「
下
帝
」
、
の
合
文
か
ら
の
類
推
で
二

（
上
）
と
帝
と
の
合
文
と
見
る
こ
と
も
一
応
可
能
な
ご
と
く
で
あ
る
が
、
甲
骨
文
の
帝
に
は
こ
の
最
上
部
の
横
画
を
欠
く
も
の
も
多
く
、
従
っ

て
そ
れ
と
そ
の
直
下
の
横
画
が
『
説
文
』
に
記
さ
れ
る
が
ご
と
き
、
帝
字
を
構
成
す
る
必
須
な
要
素
二
（
上
）
で
あ
る
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。
帝
字
の
最
上
部
の
能
芸
は
、
字
の
形
を
整
え
る
た
め
に
大
し
た
意
味
も
な
く
加
え
ら
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
ヶ
。
こ
の
よ
う
に
、

帝
字
の
構
成
に
つ
い
て
の
『
説
文
』
の
説
明
の
前
半
は
後
世
の
講
饗
し
た
形
に
よ
る
も
の
で
、
従
ヶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
股
嘘
甲
骨
文
、
西
周
金
文
の
帝
字
で
上
部
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
頂
点
を
下
に
し
た
二
等
辺
三
角
形
で
あ
る
。
こ
の
形
に
つ
い
て
は
呉
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

激
に
こ
れ
を
帯
（
へ
た
）
を
象
る
と
す
る
説
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
賛
否
の
論
議
が
あ
る
。
問
題
の
部
分
を
へ
た
（
箒
）
と
見
た
場
合
、
す
ぐ

に
窮
す
る
の
は
、
そ
れ
以
下
の
部
分
の
形
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
々
解
説
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
甲
骨
文
、
金
文
の
帝
字
の
下
半
が
『
説
文
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
音
を
示
す
要
素
と
す
る
と
、
上
半
の
二
等
辺
三
角
形
を
逆
さ
に
し
た

形
を
も
っ
た
要
素
は
、
こ
の
語
の
内
容
の
類
別
を
示
す
要
素
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
甲
骨
文
、
金
文
の
帝
字
の
最
上
部
か
ら
門
冠

に
当
る
部
分
ま
で
に
該
当
す
る
形
を
見
て
思
い
起
さ
れ
る
の
は
図
2
9
ω
の
韻
字
お
よ
び
そ
れ
を
要
素
と
し
て
持
つ
図
象
記
号
（
図
2
9
㈲
）
の
上
部

（
図
3
7
③
）
で
あ
る
。
こ
の
形
は
先
に
記
し
た
ご
と
く
、
図
2
9
～
3
2
の
ご
と
き
聖
餐
の
額
の
上
に
立
つ
箆
形
と
そ
れ
を
黒
む
一
対
の
羽
根
を
象
っ
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た
も
の
で
あ
る
。
若
齢
の
こ
の
身
体
部
分
が
こ
の
神
の
放
散
す
る
エ
ヅ
セ
ン
ス
（
気
）
を
象
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
先
に
記
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

然
ら
ば
帝
と
は
そ
の
よ
う
な
神
の
「
気
」
の
類
で
、
束
な
い
し
そ
れ
に
近
い
音
で
発
音
さ
れ
る
語
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
股
、
西
周
の
青

銅
祭
器
の
最
も
目
立
つ
部
分
に
大
き
く
飾
ら
れ
て
格
の
一
番
高
い
扱
い
を
受
け
、
同
時
代
の
最
高
位
の
神
と
認
め
ら
れ
る
轟
音
は
、
そ
の
額
に

特
権
的
に
図
3
7
㈲
に
対
応
す
る
彫
漆
を
着
け
る
神
で
あ
る
。
図
3
7
③
に
従
い
、
同
図
ω
な
い
し
②
を
発
音
を
示
す
要
素
と
し
て
持
つ
帝
の
語
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
の
神
を
お
い
て
該
当
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
襲
餐
の
額
の
上
に
立
ち
、
羽
子
板
形
と
そ
れ
を
挾
む
羽
根
と
か
ら
成
り
、
そ
の
神
の
発
散
す
る
「
気
」
を
象
徴
す
る
要
素
が
図
3
7
③
の
形
で

記
号
、
文
字
に
象
ら
れ
、
そ
れ
が
帝
字
の
構
成
部
分
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
何
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
図
3
7
㈲
が
単
独
で
文
字
に
な
っ
て
い
れ
ぼ
簡
単
で
あ
る
が
、
現
在
そ
れ
は
知
ら
れ
な
い
。
図
2
9
0
ゆ
、
②
、
㈲
～
⑦
の
翻
字
も
、
問
題
の
要

素
を
上
半
に
持
っ
た
合
成
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
図
3
7
㈲
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
関
係
の
資
料
を
も
う
一
度
よ
く
検
討
す
る
こ
と
か
ら

始
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
先
に
図
2
9
ω
、
②
を
庚
字
と
し
て
引
い
た
が
、
こ
れ
は
特
殊
な
字
体
で
、
甲
骨
文
で
も
金
文
で
も
そ
の
最
上
部
は
二
叉
、
或
い
は
そ
れ
に
更

に
一
対
の
枝
の
附
加
さ
れ
た
形
に
書
か
れ
る
。
図
2
9
⑤
、
⑥
に
示
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
図
2
9
ω
、
②
を
庚
と
読
ん
だ
の
は
，
、
使
わ
れ
た
金
文

が
《
父
＋
十
干
」
の
名
の
型
と
見
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
字
が
金
文
、
甲
骨
文
の
庚
字
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る

が
、
最
上
部
の
所
が
普
通
枝
岐
れ
し
て
い
る
の
に
こ
れ
ら
は
三
角
形
に
な
っ
て
い
る
事
実
は
説
明
を
必
要
と
し
よ
う
。

　
ま
た
図
2
9
ω
、
②
の
庚
字
の
最
上
部
の
逆
二
等
辺
三
角
形
に
対
応
す
る
と
考
え
た
襲
餐
の
額
の
奄
奄
で
あ
る
が
、
股
の
古
い
段
階
に
は
そ
れ

は
羽
子
板
形
が
む
き
出
し
に
、
或
い
は
羽
子
板
形
の
両
側
に
羽
根
が
結
合
さ
れ
た
形
（
図
2
7
、
2
8
、
3
0
、
3
1
）
を
と
っ
て
い
る
が
、
股
後
期
に
な

る
と
図
3
8
、
3
9
に
見
る
よ
う
な
、
大
ぶ
り
な
羽
根
を
二
枚
、
背
中
合
せ
に
し
た
表
現
が
新
た
に
出
現
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
躾
餐
の
額
の
箆

形
に
対
す
る
観
念
に
変
化
が
起
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
す
る
と
話
は
ま
た
益
々
込
み
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
。

　
ζ
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
筆
者
は
次
の
よ
う
に
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
般
の
襲
餐
の
箆
形
の
表
現
の
二
種
は
、
庚
字
の
上
部
の
枝
分
れ
し
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図40饗袈の箆形と羽根
　（1｝図28より　｛2）図30

　より　〔3｝図27より

た
形
と
逆
三
角
形
に
な
っ
た
形
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
股
の

古
い
段
階
の
襲
餐
の
身
形
に
使
わ
れ
る
羽
子
板
形
も
、
羽
根
の
合

さ
っ
た
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
後
に
そ
れ
が
図
像
の

上
で
も
そ
れ
と
わ
か
る
形
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
過
ぎ

な
い
、
と
。

　
図
4
0
ω
～
③
は
そ
れ
ぞ
れ
今
ま
で
引
い
た
図
2
8
、
3
0
、
2
7
か
ら

額
の
箆
形
の
所
を
抜
き
出
し
た
図
で
あ
る
。
両
側
に
羽
根
が
添
え

ら
れ
る
場
舎
、
中
央
の
羽
子
板
形
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
方
式
に
は

変
化
が
あ
る
が
、
中
央
の
羽
子
板
形
は
岡
図
ω
、
②
で
よ
く
わ
か

る
よ
う
に
、
図
3
8
、
3
9
と
同
様
な
、
左
右
か
ら
羽
根
を
背
中
合
せ

に
し
た
形
を
と
っ
て
い
て
、
図
4
0
㈲
の
よ
う
に
中
央
の
羽
子
板
形

の
柄
に
枝
の
な
い
場
合
で
も
、
羽
子
板
形
は
ω
、
②
と
同
じ
形
に

表
現
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
考
え
て
、
羽
根
の
上
部
と
意
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
殿
の
早
い
時
期
か
ら
饗
整
の
“

弓
形
は
羽
根
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
が
さ
ら
に
古
い
時
代
の
良
渚
文
化
、
龍
山
文
化
の
神
面

の
上
に
立
つ
羽
根
の
束
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

ば
、
こ
れ
は
当
然
そ
う
あ
っ
て
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
。
甲
骨
　
σ

文
の
庚
字
の
上
部
は
羽
根
が
分
離
し
た
形
を
象
っ
て
記
号
化
し
た
　
珈
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も
の
で
、
そ
れ
の
合
さ
っ
た
羽
子
板
形
を
象
っ
た
の
が
図
2
9
ω
、
②
に
見
る
形
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
は
よ
い
と
し
て
、
庚
字
に
は
図
2
9
⑦
に
引
い
た
よ
う
に
上
が
三
叉
に
な
っ

た
体
が
あ
る
。
こ
れ
は
図
4
0
③
に
対
応
し
、
左
右
の
横
枝
が
側
に
添
え
ら
れ
た
枝

で
真
中
は
羽
子
板
形
に
当
る
《
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
羽
子
板
形
は
二
枚
の
羽
根

の
原
形
に
対
応
し
て
Y
字
形
に
表
わ
す
の
が
甲
骨
文
義
字
の
方
式
だ
っ
た
は
ず
で
、

こ
の
解
釈
は
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
れ
に
対
応
す
る
図
像
は

見
当
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
扁
応
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
饗
餐
の
中
に
は

今
ま
で
引
い
た
の
と
は
別
に
、
図
4
1
の
よ
う
な
類
が
あ
る
。
図
4
1
の
襲
養
の
額
の

立
言
は
、
上
に
ご
一
本
の
尖
り
の
出
た
、
何
か
の
花
の
蕾
の
よ
う
な
形
を
持
つ
。
般

の
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
躾
餐
の
箆
形
の
よ
う
な
も
の
が
図
2
9
⑦
の
庚

字
の
上
部
の
三
叉
に
な
っ
た
形
に
対
応
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
所
で
あ
る
。
図
4
1

は
凸
線
を
使
っ
た
だ
け
の
簡
略
な
表
現
で
あ
る
が
、
別
に
そ
の
丁
寧
な
作
り
の
も

　
　
　
　
　
⑧

の
も
見
ら
れ
る
。
四
川
省
広
漢
三
星
堆
出
土
の
遺
物
で
、
地
方
的
色
彩
の
強
い
文

化
に
属
す
る
と
は
い
え
、
文
化
中
心
地
域
の
図
4
1
の
よ
う
な
も
の
の
系
統
を
引
く

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
弓
形
に
当
る
も
の
は
花
落
ち
に
尖
り
の
あ
る
種
類
の
桃
の

実
の
両
側
に
、
一
対
の
葉
状
の
も
の
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
形
が
同
遺
蹟
発

見
の
青
銅
製
神
樹
の
最
上
部
の
花
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
神
樹
が
日
の
畳
の

一
種
で
あ
る
太
陽
柱
と
、
そ
の
頂
部
に
現
れ
る
別
の
澱
、
パ
リ
ー
弧
乏
上
端
接
弧
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饗髪灘酒説補論（林）

　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
同
時
に
現
れ
た
形
を
原
形
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
筆
者
が
先
に
論
じ
た
所
で
あ
る
。

　
河
蜘
渡
の
骨
匙
の
双
鳥
に
負
わ
れ
た
日
月
の
図
像
で
、
日
月
の
円
い
最
の
上
の
三
尖
形
が
同
じ
パ
リ
ー
弧
と
上
端
接
弧
を
原
形
と
す
る
も
の

で
、
良
渚
文
化
、
龍
山
文
化
、
段
文
化
へ
と
系
統
が
た
ど
ら
れ
、
股
の
最
高
神
の
額
に
羽
根
の
束
の
形
で
表
現
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
は
前
に
何

回
か
記
し
た
所
で
あ
る
が
、
そ
う
と
す
る
と
図
4
1
等
の
働
蟻
の
額
の
箆
形
は
花
の
蕾
の
よ
う
な
形
を
と
る
と
は
い
え
、
同
じ
羅
に
起
原
を
有
す

る
も
の
で
、
羽
根
を
二
枚
背
中
合
せ
に
し
た
早
旦
と
同
じ
位
置
で
同
じ
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

・
つ
。　

以
上
最
上
部
が
二
叉
の
黒
字
も
、
そ
こ
が
三
叉
に
な
っ
た
習
字
も
、
起
原
を
同
じ
く
し
て
別
な
表
現
を
と
る
に
至
っ
た
対
象
に
対
応
す
る
文

字
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
甲
骨
文
字
で
上
部
が
二
叉
、
ま
た
三
叉
に
表
わ
さ
れ
る
文
字
に
図
2
9
⑧
、
⑨
が
あ
る
。
長
い
旗

秤
の
最
上
部
が
二
叉
、
ま
た
三
叉
に
な
る
。
こ
の
部
分
は
隠
避
の
額
に
立
つ
箆
形
と
同
じ
具
合
に
羽
根
を
ま
と
め
て
旗
粁
の
頭
に
附
け
た
も
の

を
象
る
と
見
ら
れ
る
。
図
4
2
は
図
象
記
号
で
、
少
し
丁
寧
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
ω
は
短
い
羽
根
が
束
ね
ら
れ
て
ピ
ン
と
立
ち
、
②
は
長
い
羽

根
が
挑
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る
。
前
五
世
紀
後
半
、
心
界
乙
墓
出
土
の
副
葬
品
の
リ
ス
ト
の
馬
車
の
記
述
の
中
に
、
粁
の
先
に
輩
翠
（
か
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

み
）
の
羽
根
や
玄
い
羽
根
を
附
け
る
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
も
う
一
つ
こ
れ
と
同
じ
要
素
を
持
っ
た
字
に
甲
骨
文
の
舌
字
が
あ
る
。
子
省
吾
は
余
毒
梁
が
図
4
3
②
、
㈲
を
籔
文
の
否
字
（
亡
八
ω
）
に
当
て
、

孫
舌
が
口
に
在
る
の
を
象
る
」
と
し
た
の
に
賛
成
し
、
舌
の
先
が
二
叉
に
な
っ
て
い
る
の
に
つ
い
て
は
『
山
海
経
』
海
外
聖
経
に
岐
舌
国
が
あ

リ
ハ
そ
の
国
の
人
は
舌
が
二
叉
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
の
を
引
い
て
い
る
。
そ
し
て
甲
骨
文
に
ま
た
図
4
3
ω
、
⑤
の
文
字
が
あ
り
、
人
が
偏
向

い
て
酒
器
を
象
る
「
酉
」
の
方
に
舌
を
伸
し
て
い
る
の
を
象
り
、
こ
れ
は
猷
（
飲
）
の
艶
文
で
あ
る
と
考
え
て
②
、
㈲
の
文
字
を
舌
と
読
む
こ
と

の
傍
証
と
し
て
い
る
。
甲
骨
文
飲
字
の
証
は
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
舌
の
先
が
岐
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
岐
母
国
を
引
く
の
は
如
何
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
舌
を
象
っ
て
普
遍
的
な
舌
の
文
字
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
筆
者
は
以
前
に
先
が
二
叉
に
な
っ
て
い
る
の
は
蛇
の
舌
を
象
っ
た
形
を
援
用
し
て
広
く
舌
の
観
念
を
表
わ
す
字
に
使
用
し
た
の
だ
と
考
え
た
。
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蛇
を
見
る
と
、
細
長
い
舌
先
が
二
本
、
口
唇
の
間
か
ら
素
早
く
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
出
入
し
て
い
る
が
、
根
本
の
方
は
一
本
に
な
り
、
Y
字
形
を

な
し
て
い
る
も
の
と
い
う
。
し
か
し
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
解
釈
も
問
題
が
あ
る
。
図
4
3
②
、
ω
の
よ
う
に
舌
が
Y
字
形
に
な
っ
て
い

る
の
は
そ
れ
で
解
釈
が
つ
い
て
も
、
同
苗
㈲
、
⑤
の
よ
う
に
Y
字
形
の
縦
画
か
ら
更
に
枝
の
出
た
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
蛇
の
舌
に
そ
の

よ
う
な
余
分
な
枝
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
枝
の
加
わ
っ
た
③
、
㈲
の
よ
う
な
形
が
何
か
の
誤
り
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
般
時
代
の
龍
に

図
4
4
の
よ
う
な
例
が
あ
り
、
そ
の
舌
が
百
枝
の
あ
る
形
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
龍
の
舌
は
図
3
8
、
3
9
の
よ
う
な

嚢
餐
の
つ
け
る
箆
形
一
1
羽
根
を
二
枚
背
中
舎
せ
に
し
た
形
－
と
同
じ
形
を
も
つ
。
こ
の
形
は
前
記
の
よ
う
に
図
2
9
⑥
の
上
部
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
説
明
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
図
4
3
㈲
、
㈲
の
愈
愈
の
出
る
舌
は
、
生
物
の
雪
の
象
形
で
は
な
く
、
図
4
4
に

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
象
微
的
な
図
像
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
図
4
3
②
、
㈲
の
舌
字

の
」
口
」
の
上
に
出
る
Y
字
形
、
Y
字
形
に
横
枝
の
加
つ
た
形
が
舌
を
象
り
、
当
然
そ
の
形
が
舌
と
読
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
な
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
図
4
4
の
龍
の
口
か
ら
出
る
も
の
も
舌
に
相
違
な
い
。
と
な
る
と
饗
整
の
附
け
る
、
こ
れ
と
同
じ
形
の
畑
鼠
も
ま
た
舌
と
い
う

も
の
だ
（
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
っ
た
場
合
、
襲
爵
の
額
に
立
っ
て
「
気
」
を
発
散
し
、
そ
れ
を
し
て
最
高
神
た
ら
し
め
る
箆
形
と
人

間
を
含
め
た
生
物
の
口
に
あ
る
舌
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
着
が
別
に
論
じ
た
、
古
い
象
徴
的
図
形
の
神
像
の
身
体
部
分
の
表
現
へ
の
適
用
と
い
う
こ
と
で
解
釈
が
つ
く
と
考
え
る
。

そ
こ
で
論
じ
た
の
は
、
例
え
ば
鼻
の
象
形
と
は
本
来
関
係
の
な
い
、
象
徴
的
な
意
味
を
囲
っ
た
図
形
を
持
っ
て
来
て
、
神
像
の
鼻
の
あ
る
べ
き

場
所
に
こ
れ
を
応
用
し
、
そ
の
象
微
的
意
味
を
代
表
せ
し
め
る
、
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
今
の
舌
の
場
合
は
、
新
石
器
時
代
に
遡
る
最
高
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た

顔
に
着
け
る
羽
根
の
束
の
形
を
と
っ
た
図
形
－
恐
ら
く
「
舌
」
と
い
っ
た
音
で
呼
ば
れ
た
一
を
持
っ
て
き
て
、
舌
の
あ
る
べ
き
口
に
配
し
、

君
る
者
に
舌
と
読
ま
せ
る
、
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
舌
は
『
説
文
』
に
「
口
に
在
り
て
物
を
　
＝
幽
い
、
味
を
弁
別
す
る
た
め
の
も
の
」
と
記
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
。
舌
は
言
語
と
い
う
他
人
に
対
し
て
不
可
思
議
な
影
響
力
を
持
つ
も
の
を
発
し
、
ま
た
身
体
の
陰
の
気
を
補
益
す
る
食
物
を
味
に
よ
っ
て
弁

別
す
る
器
官
で
あ
る
。
古
い
伝
統
の
あ
る
「
気
」
の
象
徴
で
あ
る
こ
の
図
形
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
単
な
る
動
物
の
一
器
官
に
留
ら
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狸嚢猛帝説補論（林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

な
い
こ
ど
が
示
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
。
図
4
4
の
よ
う
な
形
で
舌
を
表
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
龍
が
「
気
」
を
街
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

す
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
馨
整
の
箆
形
と
舌
と
は
右
の
よ
う
に
解
し
う
る
と
し
て
、
図
2
9
⑧
、
⑨
、
図
4
2
の
旗
秤
の
頂
上
の
羽
根
の
束
は
ど
う
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
。
舌
と
相
通
ず
る
音
を
持
ち
、
劇
評
の
上
に
附
く
も
の
と
い
う
と
藏
と
い
う
も
の
が
思
い
起
さ
れ
る
。
『
説
文
』
に

　
　
薙
、
朝
会
束
茅
表
位
日
穂
…
…
春
秋
国
語
日
、
致
茅
魑
表
坐

と
、
す
な
わ
ち
羅
は
天
子
が
諸
侯
を
集
め
て
儀
式
を
す
る
時
、
茅
を
束
ね
た
も
の
で
そ
の
立
つ
べ
き
位
置
の
目
印
と
す
る
の
を
縮
と
い
う
…
…

『
国
語
』
（
普
亡
八
）
に
岩
礁
を
立
て
て
そ
の
坐
の
昌
印
と
し
た
、
と
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
諸
侯
の
立
つ
位
置
の
自
印
に
つ
い
て
は
『
儀

礼
』
観
礼
に

　
　
上
介
皆
奉
其
君
之
游
、
置
干
宮
、
尚
左
…
…

と
、
す
な
わ
ち
、
上
介
は
み
な
そ
の
君
の
游
を
奉
じ
、
宮
に
置
く
、
左
を
尚
し
と
す
…
…
と
あ
り
、
注
に

　
　
置
於
宮
者
、
建
之
豫
為
其
露
見
王
之
位
也

と
、
す
な
わ
ち
「
宮
に
置
く
」
と
は
こ
れ
を
建
て
、
予
め
そ
の
君
の
王
に
見
ゆ
る
の
位
と
な
す
な
り
、
と
言
う
。
先
の
繭
も
こ
の
族
と
同
様
、

旗
の
一
種
と
し
て
、
束
茅
を
粁
の
先
に
と
り
附
け
た
形
で
使
わ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
礼
の
申
に
出
て
く
る
小
道
具
中
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

茅
の
使
い
方
を
み
る
と
、
通
常
鳥
の
羽
根
を
使
う
所
を
茅
を
使
っ
た
旛
が
あ
る
。
ま
た
埋
葬
の
前
に
棺
を
廟
に
入
れ
る
に
当
っ
て
指
図
に
使
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

玉
藻
、
す
な
わ
ち
鳥
の
羽
根
を
粁
の
先
に
束
ね
、
四
方
に
垂
れ
る
よ
う
に
し
た
道
具
に
、
大
夫
の
畜
舎
は
茅
を
附
け
た
も
の
を
使
う
と
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
に
、
茅
と
鳥
の
羽
根
は
同
じ
用
途
の
も
の
で
も
隠
と
場
合
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
穂
で
も
茅
で
な
く
鳥
の
羽
根
を
使

っ
た
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
図
2
9
⑧
、
⑨
、
図
4
2
の
旗
秤
の
上
に
附
く
も
の
が
嚢
餐
の
頭
に
あ
る
も
の
と
同
じ

羽
根
の
束
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ
ら
に
対
す
る
名
称
で
あ
る
舌
の
音
の
語
と
同
様
な
発
音
の
名
称
、
繭
の
名
で
呼
ば
れ
た
、
と
い
う
の
が
現
在

の
筆
老
の
考
え
で
あ
る
。
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①
予
省
吾
一
九
四
〇
、
三
六
～
三
八
葉
。

②
　
白
川
静
一
九
六
二
～
一
九
八
四
、
四
、
一
四
五
頁
。

③
奈
孝
定
一
九
六
五
、
七
、
ニ
ゴ
ニ
九
～
二
三
二
三
頁
。

④
白
摺
静
一
九
六
二
～
一
九
八
四
、
四
、
一
二
四
～
一
四
七
頁
。

⑤
こ
れ
を
「
下
帝
」
と
読
む
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
林
一
九
八
六
、
六
五
～
六
六

　
貰
参
照
。

⑥
李
孝
定
一
九
六
五
、
一
、
二
五
～
二
八
頁
。

⑦
　
な
お
、
甲
骨
文
、
金
文
の
帝
の
字
は
、
上
半
の
図
3
7
㈲
と
同
門
ω
な
い
し
②
と

　
の
組
合
せ
で
あ
る
が
、
両
者
は
図
3
7
㈲
な
い
し
㈲
の
要
素
を
共
有
し
、
ω
、
②
は

　
束
字
の
持
つ
最
上
部
を
失
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
譜
真
字
に
間
々
見
受

　
け
ら
れ
る
現
象
で
、
例
え
ば
甲
骨
文
膏
（
省
）
字
（
図
3
7
㈲
）
は
意
味
の
類
別
を

　
示
す
目
（
同
図
㈹
）
と
音
を
示
す
生
（
同
図
ω
）
と
か
ら
成
る
が
、
生
の
最
下
の

　
画
は
省
か
れ
、
目
の
最
上
の
画
と
合
体
し
て
い
る
ご
と
き
で
あ
る
。
こ
う
い
う
方

r
式
は
『
説
文
』
の
用
語
で
は
「
何
々
の
省
声
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
な
お
他
に
、
甲
骨
文
の
帝
字
に
は
図
3
5
㈹
、
㈲
の
よ
う
な
体
が
あ
り
、
以
上
の

　
説
明
は
適
用
し
難
い
。
こ
の
形
に
つ
い
て
の
説
明
は
宿
題
に
し
て
お
く
。

⑧
　
林
巳
奈
央
一
九
九
一
a
、
図
1
6
。

⑨
林
一
九
九
一
a
、
図
2
7
。

⑩
林
一
九
九
一
a
、
一
〇
七
～
＝
○
頁
。

⑪
湖
北
省
博
物
館
一
九
八
九
、
上
、
五
〇
九
頁
、
注
⑭
。

⑫
　
干
省
吾
一
九
四
一
、
一
六
～
四
〇
、
釈
舌
（
『
甲
骨
文
字
釈
林
』
に
採
ら
れ
ず
）
。

⑬
林
巳
奈
夫
一
九
五
三
、
一
二
二
頁
。

⑭
林
一
九
九
二
。

⑮
同
右
、
二
一
頁
。

⑬
林
巴
奈
炎
一
九
九
三
a
、
一
薫
三
～
一
五
六
頁
。

⑰
古
い
発
音
で
舌
と
薙
と
は
母
音
が
同
じ
で
あ
り
、
上
に
つ
く
子
音
に
は
少
し
違

　
い
が
あ
る
が
、
通
用
で
き
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
も
と
同
僚
の
浅
原
達

　
郎
氏
に
き
く
）
。

⑭
　
　
『
春
秋
公
羊
伝
』
宣
公
十
一
一
年
の
血
族
。

⑲
　
『
礼
記
』
雑
詑
、
下
。

⑳
林
巳
奈
夫
一
九
九
一
、
二
三
四
～
二
三
五
頁
。
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五
　
竪
毬
の
額
の
菱
形

　
饗
盤
1
1
帝
に
つ
い
て
の
評
論
の
主
要
な
部
分
は
前
節
ま
で
で
あ
る
が
、
最
後
に
以
前
十
分
な
研
究
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
饗
養
の
額
の
菱
形

の
象
徴
に
対
す
る
解
釈
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
形
の
図
形
に
つ
き
、
西
周
時
代
の
相
似
た
圭
形
の
図
形
の
中
で
菱
形
の
入
れ
ら
れ
た
所
に
代
っ
て
「
日
」
字
形
が
使
わ
れ
て
い
る
所
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
、
両
者
は
相
近
い
意
味
を
表
わ
す
形
象
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
こ
と
が
あ
る
。
今
思
う
に
、
立
案
時
代
の
饗
鍵
な
ど
の
額
に

使
わ
れ
る
形
の
菱
形
は
「
甲
」
．
字
形
に
簡
略
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
甲
」
の
語
の
表
わ
す
概
念
を
象
徴
す
る
図



謂帝説補論（林）

形
と
考
え
れ
ば
、
先
の
菱
形
と
「
日
」
字
形
の
互
換
も
う
ま
く
説
明
で
き
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
股
、
西
周
時
代
の
笹
葉
や
犠
首
の
眉
間

の
あ
た
り
に
菱
形
が
加
え
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
そ
の
形
は
四
辺
が
内
反
り
気
味
に
な
っ
た
も
の
が
多
い
。
図
2
8
、
3
0
に
見
る
ご
と
き

で
あ
る
。
中
に
は
図
3
3
の
よ
う
に
四
辺
の
内
反
り
の
度
が
強
く
、
十
字
形
の
星
形
と
い
っ
た
形
を
暴
す
る
も
の
が
あ
る
。
図
4
5
は
股
後
期
の
蛇

形
鬼
神
で
あ
る
が
、
眉
間
の
辺
に
菱
形
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。
図
4
6
の
何
尊
の
同
種
の
図
像
で
は
菱
形
の
代
り
に
十
字
形
が
入
っ
て
い
る
。
菱

形
の
四
辺
の
内
反
り
の
度
の
強
い
形
が
簡
略
化
さ
れ
て
十
字
形
に
変
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
型
込
甲
骨
文
、
股
周
金
文
の
「
甲
」
字
そ
の
も
の

で
あ
る
。
図
4
6
は
頭
周
前
期
に
属
す
る
が
、
こ
の
時
代
の
同
種
図
像
に
普
通
に
見
る
も
の
で
あ
る
。
図
4
7
は
股
後
期
末
の
自
の
蓋
と
器
の
銘
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
「
甲
父
（
父
甲
）
田
字
形
記
号
」

sfftasptit－sngwt’
o導

ﾇ
蟄
で
壷
三

　
　
碍

図45　蛇形鬼神　膏鋼器　股後期

墨
縄
欝
纏

図46　蛇形鬼神　宝難質村　青銅器　二二前期

3
．

図47金文「甲」字のある銘文股後期

と
読
ま
れ
る
。
左
の
蓋
銘
で
は

「
甲
」
は
普
通
に
あ
る
太
細
の
な

い
線
で
書
か
れ
る
が
、
↑
右
の
器

銘
の
「
甲
」
字
は
縦
横
の
画
の
交

点
附
近
が
幾
分
太
く
な
り
、
こ

の
器
銘
の
書
き
手
は
図
3
5
の
讐

餐
の
額
の
菱
形
を
意
識
し
て
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
た
と
も
受
取
ら
れ
る
。

　
襲
餐
そ
の
他
の
段
周
時
代
の

鬼
神
の
眉
間
に
附
け
ら
れ
る
菱

形
が
簡
略
化
さ
れ
て
十
字
形
に

r
変
ゆ
、
そ
れ
が
、
「
甲
」
字
だ
と
113 （745）



図48　馬面　余杭下山　玉器　良日文化図49神面　余杭瑠山　玉器　良器文化

す
る
と
、
こ
の
菱
形
は
「
甲
」
と
い
う
内
容
を
意
味
す
る
図
形
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
甲
と
い
う
と
十
干
の
第
一
、
甲
冑
の
甲
、
動
物
の
甲
殻
と
い
っ
た
意

味
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
で
は
こ
の
節
の
始
め
に
記
し
た
日
と
関
係
づ
け
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う

が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
甲
は
曄
（
光
り
輝
く
様
、
盛
ん
な
様
）
に
読
み
か
え
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ぼ
よ
い
と
考
え
る
。
『
上
古
音
手
冊
』
を
見
る
と
、
甲
も
嘩
も
同
じ
葉
の
韻
で
、

前
者
の
子
音
は
見
、
後
者
は
厘
と
な
っ
て
い
る
が
、
k
と
h
で
通
じ
る
と
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
甲
の
字
の
原
形
で
あ
る
、
四
辺
が
内
反
り
の
菱
形

は
、
本
来
星
形
を
光
芒
の
尖
り
が
四
つ
の
形
で
表
現
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
、

そ
の
星
形
を
も
っ
て
光
り
輝
く
（
天
体
）
を
象
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
日
や
月
が
輝
く
と
い
う
と
、
そ
の
神
的
な
光
が
あ
ま
ね
く
照
し
、
万
物
に
ゆ

き
わ
た
る
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
表
象
さ
れ
る
が
、
上
古
音
で
甲
と
同
音
の
字

に
挾
字
が
あ
る
。
説
文
新
附
に
　
「
演
は
治
な
り
、
徹
な
り
」
と
あ
る
。
治
は

『
説
文
』
に
「
露
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
波
日
と
い
う
と
甲
の
日
か
ら
甲
乙
丙

丁
…
…
と
次
の
甲
ま
で
一
巡
す
る
意
味
を
持
つ
。
神
像
が
眉
間
に
つ
け
た
菱
形

の
印
は
、
盛
大
な
日
月
の
光
輝
と
共
に
、
そ
の
形
で
そ
の
恵
み
が
し
み
通
り
、

あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
る
と
い
う
意
味
合
い
も
同
時
に
象
徴
し
た
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　
懸
垂
が
菱
形
を
つ
け
る
例
は
良
渚
文
化
に
遡
り
（
図
4
8
）
、
ま
た
同
じ
時
代

に
菱
形
の
中
に
少
し
平
た
く
変
形
し
た
円
－
時
に
こ
の
形
で
目
が
象
徴
さ
れ
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⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
一
を
伴
う
例
も
あ
り
（
図
4
9
）
、
同
じ
時
代
の
記
号
の
中
に
日
月
の
円
盤
が
中
に
菱
形
を
入
れ
る
例
が
あ
る
な
ど
、
問
題
の
菱
形
の
淵
源
は

深
い
。
ま
た
春
秋
か
ら
漢
に
も
そ
の
後
引
と
思
わ
れ
る
も
の
が
様
々
な
形
で
出
現
す
る
。
一
々
例
を
引
く
と
長
く
な
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
に
し
て
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
お
く
。

①
　
林
一
九
九
二
、
一
六
、
二
二
頁
。
他
に
そ
れ
が
揚
子
江
鰐
の
後
頭
鱗
板
か
ら
採

　
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
（
林
巳
奈
夫
一
九
八
瓢
一
、
五
五
五
頁
）
。

②
　
こ
の
時
代
、
青
銅
器
の
蓋
、
器
の
銘
は
替
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
の
が
通
例
で

　
あ
る
。

＠＠＠＠
唐
作
藩
一
九
八
二
、
五
三
、
一
五
三
頁
。

も
と
同
僚
浅
原
達
郎
氏
に
き
く
。

林
一
九
九
〇
a
、
一
一
九
頁
。

林
一
九
九
〇
a
、
図
二
右
。

嬰嚢論旧説補論（林）

挿
図
出
所
目
録

図
1
　
周
世
栄
一
九
九
〇
、
図
一
。

図
2
　
潅
陰
市
博
物
館
一
九
八
六
、
図
一
八
、
3
。

図
3
　
湖
北
省
博
物
館
一
九
八
九
、
上
、
図
一
八
。

図
4
　
同
右
、
上
、
図
二
〇
。

図
5
　
黄
溶
一
九
三
六
、
一
二
、
二
二
。

図
6
　
河
南
省
博
物
館
一
九
八
三
、
四
六
。

図
7
　
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
（
以
下
「
京
大
人
文
研
考
古
資
料
」

　
　
と
略
称
）
。

図
8
　
筆
者
写
真
。

図
9
　
筆
者
拓
本

図
1
0
　
李
掌
勤
一
九
入
五
、
一
一
二
。

図
1
1
　
東
京
國
立
博
物
館
写
真
。

図
1
2
　
同
右
。

図
1
3
　
南
波
一
九
七
五
、
図
二
。

図
1
4
　
震
春
榮
一
九
入
七
、
図
版
説
開
一
〇
。

図
1
5
　
目
。
ド
。
お
蕊
噸
一

図
1
6
　
李
学
勤
一
九
八
五
、
　
一
一
四
。

図
1
7
　
筆
者
測
図
。

図
1
8
　
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
等
一
九
八
九
、
二
　
コ
よ
り
筆
者
模
写
。

図
1
9
　
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
等
一
九
八
九
、
コ
ニ
よ
り
筆
者
模
写
。

図
2
0
　
出
光
美
術
館
写
真
。

図
鍛
　
断
江
省
文
物
考
古
研
究
所
等
一
九
八
九
、
一
九
八
、
漸
江
省
文
物
考
古
研
究

　
　
所
鶴
山
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rnnient　from　the　latter　half．of　the　fifth　year　of　the　Meiji　period　onwards

was　to　divert　the　discontent　of　various　social　strata　whiclt　had　emerged

from　the　forced　implementation　of　the　enlightned　policy．　ln　a　sense，　it

was　the　end　of　the　competition　for　enlightenment　begun　in　the　fourth

year　of　the　Meiji　era．　As　a　result　of　a　series　of　polkical　changes　in　the

sixth　year　of　the　Meiji　era，　the　Okubo　group　occupied　the　heart　of　the

government．　This　brought　an　end　to　the　control　of　the　Kido　group　in　the

administration　which　ltad　lasted　from　the　second　year　ef　the　Meiji　era　and

ushered　in　a　shift　in　political　initiative　from　the　Ol〈ubo　group　to　that　of

the　Kido　group．

Further　Argument　for　the　Theory　of　Taotie

Symbolizing　the　Di帝lmage

by

HAyAsHi　Minao

　　This　paper　strengthens　my　previously－published　hypothesis　that　the　tao－

tie　gett　（demon　mask）　on　Shang－Zhou　ritual・vessels　・was　the　image　of　di

帝the　highest　god　in　the　hevean．．The　paper　tekes　into　consideration　all

the　newly　available　lines　of　evidence，　including　the　iconography　of　Taiyi

太一who　was　the　lteavenly　highest　god　residing　in　Ursa　minor，　the“spa－

tula　”　on　the　forekead　of　taotie　mask，　components　of　the　pictograph　mean－

ing　di，and　the　meaning　of　lozenge　sign　on　taotie　mask．

　　1）　A　relationship　between　Taiyi　and　taotie　can　be　suspected　by　the・follo－

wing　observations．　A　western　Han　image　of　a　god　depicted　on　silk　with

inscription　“Taiyi”　（Fig．　1）　can　be　traced　back　to　・the　Warring　States

images　with　horRs　of・a　Similar　eype　（e．　g．　Fig．　2）．　The　author　identifies

these　godly’　images　（i．　e．　Taiyi’s　image）　with　the　human－faced　image　of　a

god　decorated　on　the　squareゴ勿g（tripod）found　in　Ningxiang　（Figほ0）．

The　major　space　of　the　ding　where　this　supposed　image　of　Taiyi　is　deco－

rated　is　usually　occupied　by　taotie，　thereby　suggesting　that　taotie　can　be　re－

presented　as　di．　ln　this　sense，　it　is　also　important　to　Rote　that　the　legend－

ary　Dishun帝舜（heavenly　god　Shun）has　double　pupils　and　it　can　be　iden・

tified　with　’ 狽≠b狽奄?　masks　with　double’　pupils　on　large　broze　bells　of　the
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Western　Zhou　period〈e．　g．　Fig．13～エ5．）fo臆d　in　good　nu∬1bers　i且centraI

China．

　　2）　The　representation　of　th．．　e　spatula　on　the　forehead　of　the　Shang－Zhou

taotie　（Fig．　38），　which．　probably　originated　from　the　decoration　of　the　god

face　of　the　Liangzhu良渚culture，　symbo1まzed．qi気　［essence］in　the　sllape

of　a　bundle　of　a　quill　of　that　variety　of　birds．　This　interpretation　is

based　on　the　observation　that　the　imtiginary　birds　of　jade　from　the　Liang－

2hu　culture　（Fig．　20）　have　quill　incised　in　the　same　way　as　the　decoration

attached　to　the　forehead　of　the　god　face　of　the　same　cuiture，　and　this

suggestts　to　the　author　that　the　latter　consisted　of　qui11　of　that　imaginary

bird．

　　3＞　The　pictograph　meaning　di　（Fig．　35，　36）　also　has　some　relationship

with　the　taotie　masks．　Based　on　the　explanation　given　in　the　Simowen

ガ8論説文前頭the　pictograph　is　composed　of　the　lower　half　zu東as　a

phonetic　elernent　（determins　the　sound　of　the　character）　and　the　upper

half　（Fig．　37－3）　as　the　implication　element　（determins　the　meaning）．

The　implication　eiement　is　proved　to　be　a　simp！ified　shape　of　the　spatula

en　the　forehead　of　taotie　（Fig．　40）．

　　4）　Lozenge　sjgn　on　taotie　masks　may　be　interpreted　to　symboiize　that

light　can　illuminates　all　over　the　world　because　of　the　similarity　in　pro－

nunciation　in　ancient　China　between　the　characters戸α甲and　ye曄i　and

because　the　latter　had　the　meaning　brightness．　The　lozenge　signs　are

sometimes　simpiified　to　the　shape　of　a　cross　which　can　be　read　dia　ep

when　ttsed　in　inscription　of　Shang－Zhou　period．　Consequently，　the　author

suggests　that　the　cross　lozenge　on　taotie　masks　also　had　the　meaRing　of

ye　（brightness）．
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