
良
渚
文
化
玉
器
の
彫
刻
技
術

林

巳
　
奈
　
夫
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一

　
良
渚
文
化
は
前
四
千
年
紀
か
ら
三
千
年
紀
、
中
国
の
揚
子
江
下
流
域
に
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
つ
た
新
石
器
米
代
の
文
化
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ょ
く

の
文
化
の
顕
著
な
産
物
と
し
て
玉
器
類
が
知
ら
れ
る
。
玉
器
の
玉
と
は
主
と

し
て
軟
玉
（
ネ
フ
ラ
イ
ト
）
を
言
い
、
モ
ー
ス
氏
硬
度
六
～
六
・
五
、
鋼
鉄

の
刃
物
よ
り
少
し
硬
い
程
度
の
裁
物
を
言
う
。
磨
い
た
晴
の
軟
い
光
沢
が
中

置
人
に
好
ま
れ
、
ま
た
人
間
に
活
力
を
も
た
ら
す
働
き
が
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ

た
た
め
、
装
身
具
や
装
飾
的
な
器
物
の
製
作
の
伝
統
は
、
今
に
至
る
ま
で
続

い
て
い
る
。
良
渚
文
化
の
玉
器
の
製
作
に
は
、
そ
の
分
布
地
内
の
漂
陽
に
産

　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
も
の
が
使
わ
れ
た
。

　
軟
玉
は
硬
い
だ
け
で
な
く
、
強
靱
な
鉱
物
で
あ
る
た
め
、
例
え
ば
大
理
石

の
よ
う
に
、
繋
で
切
り
込
ん
で
細
工
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
薪
石
器
時

代
に
は
磨
製
石
器
同
様
、
磨
く
前
に
打
ち
割
っ
て
大
凡
の
成
形
を
行
っ
た
も

　
　
　
　
③

の
も
あ
る
が
、
多
く
の
器
物
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
砂
を
つ
け
て
擦
り
切
っ

た
形
跡
で
あ
る
。
良
渚
文
化
の
玉
器
の
上
に
、
曲
線
を
画
い
た
擦
切
り
の
跡

が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
（
図
1
）
。
曲
線
の
擦
り
跡
で
思
い
起
さ
れ
る
の
は

明
蒋
代
の
『
天
工
開
物
』
に
記
さ
れ
る
技
術
で
あ
る
（
図
2
）
。
水
平
の
軸
に

円
盤
を
と
り
つ
け
、
軸
に
一
巻
き
し
た
紐
の
両
端
を
足
踏
み
の
板
に
結
び
、

交
互
に
踏
ん
で
廻
転
さ
せ
、
円
盤
　
　
現
在
銘
（
舵
）
と
呼
ば
れ
る
一
に

濡
ら
し
た
石
英
、
柘
榴
石
、
鋼
玉
等
の
砂
を
与
え
、
玉
を
擦
っ
て
加
工
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

方
法
で
あ
る
。
全
く
同
型
式
の
道
具
は
革
命
前
ま
で
中
国
で
使
わ
れ
て
い
た

（
図
3
）
。
し
か
し
こ
の
方
法
に
よ
る
加
工
の
跡
で
あ
れ
ば
、
曲
線
に
は
円

弧
の
一
部
が
残
る
は
ず
で
あ
る
が
、
遺
物
に
残
る
跡
は
図
1
で
も
わ
か
る
よ

　
　
　
　
　
　
⑤

う
に
そ
う
で
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
種
の
跡
は
何
か
革
の
帯
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
も
の
に
砂
を
つ
け
て
擦
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
方
法
で
擦
り
切
ら
れ
た
板
状
、
柱
状
の
玉
材
に
対
し
、
更
に

擦
切
り
、
磨
き
を
加
え
、
穿
孔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
に
円
孔
の
あ
る
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図3　民国時代の玉器加工S・Howard
　　Hansford：　Chinese　Jade　Carving，

　　Pl．4aより複写。著者の子息Ro－
　　bert　Hansfor氏の許可による。

叡1

図4　民国時代の玉器穿孔

図1　良渚文化玉器の擦切のあと

図2　明時代の玉器加工『天工開物』
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良渚文化玉器の彫刻技術（林）

円
盤
状
の
玉
器
（
壁
）
、
方
柱
の
真
中
、
長
軸
方
向
に
円
筒
状
の
穴
を
穿
け

た
玉
器
（
稼
）
、
上
方
寄
り
に
小
孔
の
あ
る
板
状
の
斧
（
戚
）
等
々
、
典
型

的
な
玉
器
が
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
小
さ
い
孔
は
石
器
の
錐
で
直
接
穿
け

ら
れ
、
或
い
は
竹
管
に
砂
を
つ
け
て
廻
転
さ
せ
る
方
法
が
使
わ
れ
た
こ
と
、

石
器
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
壁
の
中
央
の
孔
と
か
瑳
の
孔
に
は
太
い

竹
の
筒
の
よ
う
な
も
の
が
使
わ
れ
た
こ
と
も
、
器
物
に
残
存
す
る
跡
か
ら
推

測
さ
れ
て
い
る
。
太
い
筒
で
穿
孔
す
る
に
は
北
京
で
革
命
前
ま
で
図
4
の
よ

う
な
仕
掛
が
使
わ
れ
て
い
た
。
下
に
穿
孔
す
べ
き
玉
材
を
固
定
し
、
鉄
板
を

ま
る
め
た
筒
の
芯
棒
の
上
端
は
台
で
支
え
、
紐
を
筒
に
一
巻
き
し
て
弓
で
張

り
、
弓
を
前
後
に
動
か
し
て
筒
を
廻
転
さ
せ
る
。
砂
は
筒
の
中
に
入
れ
ら
れ

　
　
　
　
　
⑦

て
い
た
と
い
う
。
石
器
時
代
に
も
基
本
的
に
同
じ
方
法
が
使
わ
れ
た
と
考
え

　
　
⑧

ら
れ
る
。

　
以
上
は
良
器
文
化
の
玉
器
の
成
形
に
つ
い
て
の
概
観
で
あ
る
。
擦
り
切
り

の
際
の
痕
が
残
り
、
不
継
工
な
観
を
呈
す
る
も
の
が
あ
る
と
は
い
え
、
微
妙

な
曲
面
の
仕
上
げ
の
素
晴
し
い
も
の
も
多
い
。
中
に
ま
た
細
い
刻
印
で
曲
線

紋
を
加
え
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
硬
い
穿
下
に
よ
く
も
細
か
い
紋
様

を
彫
り
込
ん
だ
も
の
だ
、
と
先
ず
驚
く
。
次
に
少
し
よ
く
見
て
み
る
と
、
こ

れ
は
ま
た
何
と
き
た
な
い
線
を
使
っ
て
、
や
り
に
く
そ
う
に
作
業
を
や
っ
た

も
の
だ
、
と
二
度
驚
く
こ
と
に
な
る
。
「
体
ど
ん
な
道
具
を
使
っ
て
こ
ん
な

細
工
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
こ
の
小
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
図

5
の
稼
の
刻
線
に
つ
い
て
、
こ
の
遺
物
の
嵐
黒
し
た
墓
地
の
発
掘
報
告
に
観

　
　
　
　
　
⑨

察
が
記
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
総
長
の
属
は
管
状
の
錐
を
廻
し
て
彫
り
窪
め
、

細
い
線
条
は
刻
し
た
も
の
で
、
三
線
の
幅
は
O
・
一
～
○
・
二
㎜
、
一
番
細

い
も
の
は
○
・
〇
七
盟
。
径
二
㎜
の
円
を
、
七
、
八
条
の
直
線
を
連
ね
て
刻

し
て
い
る
他
、
僅
か
二
～
三
㎜
の
直
線
を
数
個
の
点
を
連
ね
て
表
現
し
て
い

る
所
も
あ
る
、
と
。

　
こ
の
稼
は
一
九
八
九
～
九
〇
年
、
南
京
博
物
院
展
で
日
本
で
も
展
示
さ
れ

た
器
で
あ
る
。
図
5
の
写
真
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
線
に
太
細
が
あ
り
、
同

じ
所
を
繰
返
し
ガ
リ
ガ
リ
と
や
っ
た
所
も
あ
り
、
細
い
話
線
が
外
に
喰
み
出

し
た
所
も
少
く
な
い
。
前
脚
の
報
告
で
小
円
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
は
、
上

段
の
神
面
の
瞳
孔
と
か
、
渦
巻
の
端
の
曲
り
の
強
い
部
分
に
観
察
さ
れ
る
。

精
良
な
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
名
品
に
し
て
細
い
線
は
思
う
に
任
せ
ず
、
苦

労
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
な
様
相
は
図
6
上
の
出
光
美
術
館
蔵
の
良
渚

文
化
の
玉
鳥
の
部
分
拡
大
写
真
に
も
よ
く
観
察
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
刻
線
を
刻
ん
だ
工
具
に
つ
き
、
注
遵
國
氏
は
幅
〇
二
～
○
・

二
㎜
の
繁
縛
な
紋
様
は
、
そ
れ
を
刻
む
工
具
と
し
て
は
、
伝
統
的
な
細
石
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
求
め
る
心
な
い
、
と
雷
い
、
図
7
に
引
い
た
丹
徒
磨
盤
壌
の
出
土
品
を
引

い
て
い
る
。
玉
器
製
作
所
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
言
わ
れ
る
良
渚

文
化
遣
蹟
で
碓
石
製
の
錐
（
1
～
1
2
）
、
尖
状
器
（
1
3
、
1
4
）
、
彫
刻
器
（
1
5
）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
寸
考
え
る
と
そ
れ
で
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
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良工文化玉器の彫刻技術（林）

東
京
科
学
博
物
館
、
地
学
第
二
研
究
室
の
A
．
K
．
氏
は
筆
者
に
対
す
る
書

簡
の
中
で

　
　
軟
玉
に
彫
刻
す
る
た
め
の
道
具
で
す
が
、
こ
れ
は
軟
玉
に
き
ず
が
っ
き

　
　
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
石
英
の
か
け
ら
で
も
き
ず
は
っ
き
ま

　
　
す

と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
着
物
学
者
の
考
え
で
あ
る
が
、
前
壷
の
中
国
の
考

古
学
者
と
同
様
、
そ
こ
に
は
硬
物
を
、
硬
い
畷
物
に
対
す
る
彫
刻
用
の
道
具

と
し
て
使
う
、
と
い
う
観
点
が
欠
け
て
い
る
。

　
張
明
華
氏
は
硬
度
七
の
薦
璃
の
類
で
作
っ
た
工
具
に
つ
き
、
先
端
を
細
く

尖
ら
せ
る
と
先
端
が
割
れ
、
鈍
く
す
る
と
先
端
が
見
え
な
い
た
め
細
か
い
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

工
に
は
向
か
な
い
、
と
い
う
。
東
京
の
溶
々
標
本
を
売
る
店
で
数
㎝
大
に
割

っ
た
石
英
を
買
っ
て
来
て
玉
器
を
引
掻
い
て
見
た
が
、
鋭
い
角
は
少
し
力
を

入
れ
る
と
石
英
の
方
が
割
れ
て
し
ま
う
し
、
鈍
い
角
で
は
刃
が
立
た
な
い
。

石
英
の
類
が
玉
器
の
彫
刻
に
向
か
な
い
こ
と
は
重
氏
の
言
う
通
り
で
あ
る
。

　
張
合
華
氏
は
サ
メ
の
歯
が
良
心
文
化
の
玉
器
に
紋
様
を
刻
す
る
に
使
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
幅
二
舩
ぽ
か
り
の
小
さ
な
サ
メ
の
歯
で
、
玉
器
の

上
に
繊
細
な
は
っ
き
り
し
た
陰
刻
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
た
、
と
言
い
、
サ

メ
の
歯
が
余
重
心
山
、
培
山
、
上
海
馬
橋
の
良
渚
文
化
遺
蹟
か
ら
発
見
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
引
い
て
い
る
。
念
の
た
め
、
知
人
の
紹
介
で
北
海
道
大
学
水

産
学
部
の
仲
谷
一
宏
氏
に
ホ
オ
ジ
ロ
ザ
メ
の
歯
を
借
用
し
、
玉
器
に
試
み
た

が
、
歯
が
た
た
な
か
っ
た
。
張
明
華
氏
は
ど
の
よ
う
な
玉
に
線
を
引
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
も
う
一
度
同
じ
種
類
の
サ
メ
の
歯
（
図
8
）
を
同
氏

か
ら
拝
借
、
硬
度
を
試
し
て
み
た
。
モ
ー
ス
氏
硬
度
六
の
正
長
石
で
は
こ
れ

に
傷
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
モ
ー
ス
氏
硬
度
五
の
隣
灰
石
で
は
傷
が

つ
か
な
い
。
こ
の
サ
メ
の
歯
の
硬
度
は
五
と
六
の
間
で
あ
る
。
モ
ー
ス
氏
硬

慶
六
～
六
・
五
の
軟
玉
に
サ
メ
の
歯
で
傷
が
つ
け
ら
れ
る
わ
け
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
注
遵
国
氏
は
サ
メ
の
歯
で
ガ
ラ
ス
（
硬
度
計
）
（
原
文
の
ま
ま
）
に
線
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

く
こ
と
が
で
き
た
と
記
す
が
、
中
学
校
で
は
窓
ガ
ラ
ス
は
硬
度
五
で
あ
る
と

　
　
　
⑭

教
わ
っ
た
。
注
茂
も
張
氏
も
纏
う
よ
う
に
、
サ
メ
の
歯
は
複
数
の
良
匠
文
化

遺
蹟
か
ら
出
土
す
る
の
は
事
実
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
玉
器
彫
刻
に
使
わ
れ

た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
な
お
中
国
で
は
歴
史
時
代
の
始
ま
り
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
玉
器
の
加

工
に
図
2
、
3
に
引
い
た
よ
う
な
道
具
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
良
渚
文
化
に

は
未
だ
使
用
が
始
ま
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
人
が
多
く
、
筆
者
も
そ
の
考
え

で
あ
る
。
こ
の
道
具
の
跡
は
図
9
に
図
式
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
少
と

も
薬
研
の
よ
う
な
気
味
の
溝
と
な
り
、
線
の
急
な
臨
り
角
に
は
図
1
0
に
例
を

引
い
た
よ
う
な
線
の
喰
み
出
し
が
出
来
勝
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
喰
み
出

し
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
は
図
1
1
に
引
い
た
股
壇
婦
好
墓
出
土
の
巻
龍
形

玉
器
が
最
古
の
例
と
考
え
て
い
る
。

コ5】L　（811）



図8　ホオジロザメの歯約原寸

ユ

轟7　良渚文化打製石器　丹徒磨盤敏

13
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f

15

雑纂

図11舵車の刻紋のはみ出し　股玉器

　図9　舵車の刻紋
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良渚文化玉器の彫刻技術（林）

　
他
に
硬
物
学
者
の
聞
広
氏
等
は
玉
器
の
細
か
い
彫
刻
は
焼
い
て
蓑
面
を
軟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
く
し
て
か
ら
加
工
し
た
も
の
だ
、
と
の
考
え
で
あ
る
。

　
　
曾
て
雪
山
出
土
の
軟
玉
の
残
壁
を
｝
系
列
の
小
誌
に
分
け
、
加
熱
試
験

　
　
を
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
六
〇
〇
度
以
上
に
な
る
と
褐
黒
色
に
な
り
、

　
　
九
〇
〇
度
以
上
に
な
る
と
麗
色
し
て
白
っ
ぽ
く
な
り
、
半
透
明
度
が
顕

　
　
著
に
低
下
す
る
。
…
…
常
温
下
で
の
受
沁
（
風
化
）
の
過
程
は
、
そ
の

　
　
変
化
の
結
果
に
お
い
て
些
か
似
て
い
る
。
…
…
反
掌
、
蕩
山
善
か
ら
出

　
　
る
〃
象
牙
白
”
の
紋
様
を
刻
し
た
玉
器
は
成
形
後
、
紋
様
を
彫
る
前
に

　
　
九
〇
〇
度
以
上
に
加
熱
処
理
す
る
。
…
…
そ
れ
に
よ
っ
て
硬
度
が
劇
烈

　
　
に
低
下
し
、
そ
の
た
め
紋
様
を
彫
る
に
必
要
な
工
具
に
つ
い
て
は
全
く

　
　
問
題
が
な
く
な
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
の
程
度
ま
で
軟
か
く
な
る
か
記
し
て
な
い
が
、
良
筆

文
化
の
遺
物
に
刻
ま
れ
た
線
を
見
る
と
、
相
当
硬
い
材
質
を
指
先
の
力
と
熟

練
で
何
と
か
加
工
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
、
線
の
曲
る
所
は
短
い
点
の
連

続
で
処
理
し
た
り
し
て
い
る
。
聞
広
氏
の
記
す
よ
う
な
方
法
で
彫
刻
し
た
も

の
も
あ
る
の
か
ど
う
か
、
確
認
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る

の
は
硬
い
ま
ま
の
軟
玉
の
彫
刻
で
あ
る
。

　
軟
玉
に
た
や
す
く
刻
線
を
引
く
こ
と
の
で
き
る
畷
物
と
い
え
ば
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
で
あ
る
。
軟
玉
に
文
字
を
彫
る
の
に
清
時
代
か
ら
ダ
イ
ヤ
が
使
わ
れ
た

こ
と
は
ハ
ン
ス
フ
ォ
ー
ド
の
記
す
所
で
あ
る
。
細
か
い
字
は
ダ
イ
ヤ
の
み
で
、

大
き
い
字
は
輪
廓
の
ト
レ
ー
ス
の
み
に
使
い
、
あ
と
は
手
に
持
っ
た
鉄
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

具
で
形
が
作
ら
れ
る
、
と
い
う
。
思
い
つ
い
て
家
の
道
具
箱
か
ら
ガ
ラ
ス
切

り
を
出
し
、
少
し
力
を
入
れ
て
軟
玉
の
上
を
引
く
と
白
い
筋
が
つ
き
、
繰
返

す
と
少
し
凹
み
が
で
き
て
く
る
。
し
か
し
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
古
い
文
献
で
は

外
国
か
ら
の
輸
入
晶
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ

　
『
山
海
経
』
西
山
経
墨
型
の
条
、
謹
喩
上
玉
…
…
君
子
服
之
上
盤
不
祥
（
瑛

鍮
の
玉
は
…
…
君
子
は
こ
れ
を
服
し
て
不
祥
を
禦
ぐ
）
の
条
の
注
に
晋
の
郭

瑛
は
金
剛
石
の
こ
と
を
参
考
に
引
き

　
　
今
徽
外
出
金
剛
石
、
石
属
而
平
金
、
有
光
彩
可
以
刻
玉
う
外
国
人
下
之
、

　
　
云
辟
悪
気
、
亦
此
類
也

と
、
す
な
わ
ち
、
今
中
国
の
境
域
外
に
金
剛
石
を
出
す
、
石
の
属
で
金
に
似
、

光
彩
が
あ
っ
て
玉
を
刻
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
圏
の
人
は
こ
れ
を
身
に
着

け
、
悪
気
を
避
け
る
と
い
う
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
石
の
類
で
あ
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
の
関
心
の
あ
る
の
は
不
祥
を
避
け
る
方
で
な
く
、

玉
を
刻
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
あ
る
、
そ
の
性
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
方

で
あ
る
。
こ
の
時
分
の
ダ
イ
ヤ
を
嵌
め
た
指
輪
が
一
九
七
〇
年
、
南
京
の
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

晋
墓
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ダ
イ
ヤ
は
金
の
指
輪
に
嵌
め
ら
れ
て
い
て
径

一
抽
ば
か
り
、
正
八
面
体
、
す
な
わ
ち
ダ
イ
ヤ
の
自
然
の
結
晶
の
ま
ま
で
加

工
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
の
時
代
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
印
度
に
産
し
、
東

西
両
洋
に
輸
出
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
も
輸
入
品
だ
と
こ
の
報
告
に
も
記
さ
れ
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て
い
る
。

　
時
代
が
飛
ぶ
が
二
十
世
紀
に
は
中
國
の
山
東
省
で
工
業
用
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
出
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
美
里
釧
の
『
石
雅
』
に
記
さ
れ
る
。
章
氏

に
よ
る
と
、
昔
の
記
録
に
は
出
て
来
な
い
が
、
山
東
省
臨
游
の
東
南
二
十
数

　
　
　
　
⑲

㎞
の
李
家
荘
の
東
南
四
㎞
、
千
里
泉
と
陳
空
晶
の
間
に
出
、
大
体
小
粒
で
一

般
に
尊
ば
れ
な
い
。
郷
人
は
雨
後
草
履
を
穿
き
、
河
岸
の
砂
の
所
を
往
来
す

る
。
ダ
イ
ヤ
は
稜
角
が
尖
っ
て
い
る
か
ら
草
履
に
嵌
り
込
ん
で
落
ち
な
い
。

そ
の
草
履
を
集
め
て
焼
き
、
灰
を
除
い
て
こ
れ
を
採
集
す
る
、
と
記
さ
れ
る
。

集
め
方
が
書
い
て
あ
る
か
ら
、
需
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
人
が

嘗
て
近
所
で
金
坑
を
掘
っ
て
い
る
時
に
偶
然
入
手
し
た
が
、
貿
易
用
に
は
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
な
か
っ
た
、
と
も
記
さ
れ
る
。

　
一
九
九
二
年
山
東
省
に
行
っ
た
時
、
三
芳
に
同
行
し
て
下
さ
っ
た
、
山
東

省
文
物
局
の
常
興
嫡
庶
が
臨
折
御
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
平
筆

剣
の
記
す
ダ
イ
ヤ
の
話
を
問
い
話
せ
て
み
た
。
返
事
が
来
て
章
鴻
釧
が
『
夢

前
』
に
記
す
断
は
真
実
で
、
研
究
の
論
拠
と
し
て
大
丈
夫
だ
、
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
採
れ
る
地
点
は
行
政
区
劃
が
変
っ
て
今
は
薫
沐

県
内
に
あ
る
。
一
九
七
六
年
に
二
千
余
カ
ラ
ッ
ト
の
大
型
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

が
発
見
さ
れ
、
当
時
の
国
家
領
導
の
華
国
鋒
が
「
常
林
」
竿
石
と
名
づ
け
た
。

当
地
で
は
『
石
雅
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
現
在
で
も
あ
る
、
と
い
う
。

鑛
石
は
工
業
用
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
対
す
る
中
国
語
で
あ
る
。
ハ
ン
ス
フ
ォ
ー

ド
は
革
命
前
の
中
国
で
玉
器
に
穿
孔
す
る
錐
（
打
眼
鑛
）
の
先
に
ダ
イ
ヤ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

小
片
を
使
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
鉱
石
は
こ
の
鑛
に
使
う
石
の
意
で
あ
る
。

　
中
国
産
の
鍛
石
の
利
用
の
歴
史
は
今
の
と
こ
ろ
明
か
で
な
い
。
し
か
し
良

品
文
化
の
分
布
地
域
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
山
東
省
南
部
の
鍛
石
こ
そ
、
そ
の

文
化
の
玉
器
の
紋
様
彫
刻
の
道
具
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
、
と
い
う
の
が
筆

者
の
考
え
で
あ
る
。二

　
ガ
ラ
ス
切
り
で
玉
に
軽
く
傷
が
つ
い
た
、
と
い
う
だ
け
で
は
、
ダ
イ
ヤ
で

玉
器
に
紋
様
が
彫
れ
る
、
と
言
う
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
も
う
少
し
実
験
を

す
る
必
要
が
あ
る
。
実
験
用
の
玉
材
と
し
て
は
、
知
り
合
い
の
古
美
術
商
の

人
が
、
今
出
来
の
玉
環
を
香
港
で
も
ら
っ
て
来
て
贈
呈
し
て
下
さ
っ
た
。
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
は
輸
入
卸
商
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
方
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

を
ど
う
や
っ
て
柄
に
附
け
た
ら
よ
い
か
尋
ね
る
と
、
宝
石
関
係
の
会
社
の
方

を
紹
介
し
て
下
さ
り
、
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
ダ
イ
ヤ
の
胡
麻
粒
大
の
結
晶

は
御
両
人
が
贈
呈
し
て
下
さ
っ
た
。
正
八
面
体
の
結
晶
で
あ
る
。

　
道
具
の
先
端
と
し
て
使
う
の
な
ら
金
属
の
先
に
鋏
ん
で
か
し
め
た
ら
よ
い
、

と
教
わ
っ
た
が
、
石
器
時
代
の
技
術
の
復
原
だ
か
ら
そ
れ
は
ま
ず
い
、
木
に

で
も
嵌
め
て
何
か
で
接
着
し
て
は
、
と
早
う
と
、
そ
れ
な
ら
シ
ェ
ラ
ッ
ク
を

使
え
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ラ
ッ
ク
は
ワ
ニ
ス
の
原
料
に
な
る
樹
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良渚文化玉器の彫刻技術（林）

脂
状
の
物
質
で
あ
る
。
筆
者
の
住
む
藤
沢
の
塗
料
屋
で
は
現
在
扱
っ
て
い
な

い
と
い
う
。
こ
れ
も
送
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
熱
で
軟
か
く
し
て

使
う
が
、
固
ま
る
と
強
靱
で
、
使
用
中
に
附
け
た
ダ
イ
ヤ
が
ぐ
ら
つ
い
て
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
中
国
で
漆
器
は
河
嬬
渡
文
化
の
時
代
か
ら
知

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
良
渚
文
化
で
も
シ
ェ
ラ
ッ
ク
の
代
り
に
漆
で
も
使
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
。

　
こ
の
会
社
の
方
は
別
に
、
自
分
の
所
で
作
っ
て
い
る
D
・
ポ
イ
ン
ト
・
ペ

ソ
と
い
う
も
の
を
下
さ
っ
た
。
シ
ャ
ー
プ
・
ペ
ン
シ
ル
型
で
、
先
端
に
小
さ

い
ダ
イ
ヤ
が
附
け
て
あ
っ
て
、
宝
石
で
も
金
属
で
も
、
何
に
で
も
字
が
書
け

る
道
具
で
あ
る
。
勿
論
軟
玉
で
も
軽
く
線
が
引
け
る
。
先
端
の
ダ
イ
マ
は
大

き
い
角
度
に
加
工
さ
れ
て
い
る
た
め
（
＝
○
度
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
一
度

と
い
う
）
、
線
は
浅
い
。
し
か
し
根
気
よ
く
同
じ
所
を
掻
い
て
い
る
と
幅
の

あ
る
溝
も
彫
れ
て
く
る
。
こ
れ
な
ら
も
っ
と
尖
っ
た
ダ
イ
ヤ
の
結
晶
を
使
え

ば
も
っ
と
効
率
よ
く
作
業
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
、
と
確
証
を
得
、
道
具
の

製
作
に
か
か
っ
た
。

　
柄
に
は
道
具
の
樫
の
柄
を
利
用
し
、
彫
刻
刀
の
柄
ほ
ど
の
太
さ
に
削
っ
て

半
分
に
割
り
、
ダ
イ
ヤ
の
結
晶
の
四
分
ノ
三
ば
か
り
が
埋
る
穴
を
割
っ
た
口

の
端
に
重
書
に
分
け
て
彫
り
、
そ
こ
に
シ
ェ
ラ
ッ
ク
で
ダ
イ
ヤ
を
接
着
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

枚
に
割
っ
た
柄
を
縛
り
合
わ
せ
れ
ば
出
来
上
り
で
あ
る
（
図
1
2
）
。

　
書
入
面
体
の
向
い
合
っ
た
面
の
な
す
角
度
は
七
〇
度
強
で
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
の
結
晶
の
中
に
は
面
が
少
し
ふ
く
ら
ん
だ
も
の
も
多
い
が
、
D
・
ポ
イ
ン

ト
・
ペ
ソ
よ
り
か
な
り
効
率
よ
く
軟
玉
に
傷
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
割

れ
て
鋭
く
尖
っ
た
形
に
な
っ
た
ダ
イ
ヤ
を
使
う
と
、
完
形
の
結
晶
よ
り
更
に

効
率
が
よ
い
。
ダ
イ
ヤ
は
強
い
も
の
で
、
先
の
D
・
ポ
イ
ン
ト
・
ペ
ソ
は
説

明
書
に
一
本
の
ペ
ン
先
で
一
万
字
の
書
込
み
が
可
能
だ
と
書
い
て
あ
る
が
、

先
の
角
度
が
も
っ
と
小
さ
い
筆
者
の
作
っ
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
尖
頭
器
で
も
、

未
だ
先
が
欠
け
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
一
、
二
日
使
っ
て
先
の
引
掛
り
が

少
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
拡
大
鏡
で
見
る
と
、
角
が
幾
分
円
く

な
っ
た
か
な
、
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
先
に
記
し
た
石
英
と
は
雲
泥
の
差
で

あ
る
。

　
軟
玉
も
強
靱
な
畷
物
で
あ
る
か
ら
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
附
け
た
道
具
を
使

っ
て
も
、
ひ
と
掻
き
で
深
い
傷
を
つ
け
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
図
6
で
一
本

々
々
の
線
は
、
深
さ
も
、
太
さ
も
少
し
つ
つ
異
な
っ
た
短
い
線
を
つ
な
い
で

形
成
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
所
を
繰
返
し
掻
く
こ
と
に
よ
っ
て
線
は
深
く
な
る
。

一
般
的
に
言
っ
て
長
い
線
を
一
度
に
刻
も
う
と
思
う
と
う
ま
く
ゆ
か
な
い
。

同
じ
所
を
長
い
距
難
に
わ
た
っ
て
繰
返
し
掻
く
こ
と
が
難
か
し
い
か
ら
で
あ

る
、
図
6
の
遣
物
に
見
る
よ
う
に
、
二
、
三
里
の
短
い
線
を
つ
な
い
で
ゆ
く

方
が
や
り
易
い
。
曲
り
の
強
い
所
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
図
1
3
は
筆
者
が
図

6
の
一
部
を
模
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
ど
う
す
べ
き
か
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、

大
概
の
線
は
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
。
腕
が
未
熟
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
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良渚文化玉器の彫刻技術（林）

も
な
い
が
、
眼
が
も
う
い
け
な
い
。
道
具
の
柄
に
遮
ら
れ
て
見
通
し
が
悪
い

こ
と
も
あ
り
、
線
が
見
当
違
い
の
方
向
に
行
く
こ
と
が
あ
る
。
図
6
上
の
矢

印
は
誤
っ
た
方
向
に
行
っ
た
線
を
修
正
し
て
引
き
な
お
し
た
跡
で
あ
る
。
図

13

E
図
上
半
に
は
筆
者
が
同
様
な
失
敗
を
し
た
あ
と
が
残
っ
て
い
る
。
渦
巻

の
曲
り
の
急
な
所
は
特
に
や
り
難
い
。
点
の
よ
う
に
小
さ
い
刻
み
を
ず
れ
な

い
よ
う
に
つ
な
い
で
ゆ
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
図
1
3
左
図
は
筆
者
の

刻
ん
だ
渦
巻
。

　
図
5
の
踪
の
三
面
の
上
辺
に
刻
ま
れ
た
よ
う
な
平
行
線
も
ダ
イ
ヤ
に
よ
る

刻
線
を
重
ね
て
引
い
て
深
く
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
直
線
は
定
規
を
当
て

て
引
い
た
ら
よ
い
の
で
熟
練
は
要
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
油
断

し
て
凸
で
削
り
残
す
べ
き
部
分
に
外
れ
て
引
い
て
し
ま
っ
た
単
線
も
見
出
さ

れ
る
（
図
6
下
図
矢
印
）
。
こ
れ
は
出
光
美
術
館
の
蔵
品
か
ら
採
っ
た
。
図

14

ﾍ
定
規
で
引
い
た
模
刻
。
こ
こ
に
も
外
れ
た
線
が
見
え
て
い
る
。

　
良
識
文
化
の
玉
器
に
刻
さ
れ
た
記
号
も
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
尖
端
が
使
わ
れ

て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
盗
掘
贔
を
接
収
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
図
1
5
は
余
杭

安
漢
郷
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
の
駈
発
見
地
の
知
ら
れ
る
唯
一
の
例

で
あ
る
。
良
渚
文
化
の
玉
器
に
刻
ま
れ
た
記
号
の
中
に
は
、
も
っ
と
熟
練
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
工
人
に
よ
る
美
し
い
も
の
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
拙
劣
で

あ
る
。
図
1
6
は
ダ
イ
ヤ
の
尖
頭
器
を
使
っ
た
筆
者
の
模
刻
。
光
線
を
変
え
て

撮
っ
た
二
枚
で
あ
る
。
最
上
部
の
方
向
を
誤
っ
た
こ
と
に
気
凹
い
た
が
、
や

り
直
す
の
も
面
倒
と
思
っ
て
そ
の
ま
ま
続
け
た
。
も
と
の
良
渚
文
化
の
も
の

が
、
筆
者
と
同
じ
道
具
で
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
写
真
で
も
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。

　
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
尖
り
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
玉
器
上
の
線
刻
は
、
良

渚
文
化
の
後
期
と
年
代
的
に
重
な
る
山
東
の
龍
山
文
化
に
も
見
出
さ
れ
る
。

図
1
7
は
日
照
両
城
鎮
発
見
の
予
言
片
刃
石
斧
の
刻
紋
で
、
学
術
発
掘
の
出
土

品
で
は
な
い
が
、
植
物
の
巻
嶺
状
の
線
は
、
同
地
発
見
の
黒
陶
片
に
も
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

所
で
、
龍
山
文
化
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
図
6
の
良
渚
文
化
の

刻
紋
の
線
と
は
技
捕
に
雲
泥
の
差
が
あ
る
と
は
い
え
、
目
の
円
と
か
小
さ
い

鉤
状
の
曲
線
に
見
受
け
ら
れ
る
ご
と
く
、
短
か
め
の
線
を
つ
な
い
で
曲
線
を

構
成
す
る
技
法
が
こ
こ
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　
図
1
8
は
別
に
記
し
た
ご
と
く
、
龍
山
文
化
よ
り
お
そ
く
、
二
里
頭
文
化
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
は
早
い
時
期
と
い
う
こ
と
で
、
先
に
龍
山
晩
期
と
呼
ん
だ
段
階
の
も
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
た
尖
っ
た
ダ
イ
ヤ
の
先
を
使
用
し
、
短
い
線
を
重
ね

た
ス
ケ
ヅ
チ
風
の
画
法
が
残
っ
て
い
る
。

　
図
1
9
、
2
0
は
湖
南
省
澄
県
孫
部
署
一
四
号
墓
の
龍
山
文
化
の
例
で
あ
る
。

図
1
9
に
は
尖
頭
器
を
使
っ
た
刻
線
が
見
ら
れ
る
が
、
図
2
0
に
は
懐
子
を
使
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
刻
ん
だ
ス
ム
ー
ズ
罫
線
が
流
れ
て
い
る
。
材
質
は
高
嶺
玉
と
記
さ
れ
る
。

文
化
中
心
地
か
ら
外
れ
た
湖
南
省
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
年
代
が
ど
の

辺
に
な
る
か
、
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
二
つ
の
技
法
が
二
面
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図19龍山文化透彫玉器　澄県孫家職

図20龍山文化透彫玉器　灘県孫家溝

図17龍山文化神駿，日照両城
　　鎮発見玉斧
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騰

図18龍山文化羅紋　石庖丁形
　　玉器　Couhtesy　of　the
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　　Washington　D．　C．
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良渚：文化玉器の彫刻技術（林）

中
の
遺
物
に
見
ら
れ
、
過
渡
期
の
三
葉
を
示
し
て
い
る
α

　
般
に
入
る
と
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
紋
様
を
彫
っ
た
玉
器
は
見
出
さ
れ
な
く
な

⑳る
。
一
般
に
般
時
代
平
行
期
の
も
の
と
雷
わ
れ
る
虫
干
太
洋
洲
遺
蹟
発
見
の

彩
石
高
神
像
は
、
凹
ん
だ
所
に
何
か
尖
っ
た
も
の
を
使
っ
て
ガ
リ
ガ
リ
と
掻

い
て
彫
り
窪
め
た
跡
が
残
り
、
同
様
な
技
法
は
股
と
言
わ
れ
る
霊
石
旋
介
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

二
号
墓
出
土
の
玉
虎
に
も
観
察
さ
れ
る
。
前
者
は
解
説
に
赤
茶
色
で
場
璃
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

似
る
が
そ
れ
程
硬
く
は
な
く
、
凍
石
の
類
だ
と
記
さ
れ
る
。
凍
石
は
ω
富
満
塁
Φ

で
蛇
紋
岩
か
ら
の
変
成
岩
の
類
、
籔
刻
に
使
う
石
材
ほ
ど
の
軟
い
も
の
だ
と

い
う
。
霊
石
の
遺
物
は
真
玉
か
ど
う
か
確
か
め
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
良
渚

文
化
の
刻
紋
と
は
別
系
の
技
術
と
見
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三

　
さ
て
良
渚
文
化
で
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
使
っ
て
玉
器
に
紋
様
を
刻
し
た
と
考

え
て
よ
い
と
す
る
と
、
頭
に
浮
ぶ
の
は
江
蘇
省
最
北
部
、
三
頭
悟
了
村
の
良

渚
文
化
の
遺
蹟
で
あ
る
。
北
区
墓
地
は
純
粋
な
良
渚
文
化
の
も
の
で
あ
る
に

対
し
、
そ
れ
よ
り
も
年
代
的
に
早
い
南
区
墓
地
は
大
波
口
文
化
の
も
の
で
、

良
渚
文
化
が
こ
の
地
の
大
波
口
文
化
に
と
っ
て
代
っ
た
の
で
あ
る
。
面
明
華

　
⑫

氏
は
北
区
の
一
八
号
墓
盛
土
遺
物
を
集
成
し
て
図
に
示
し
、
石
器
、
玉
器
だ

け
で
な
く
土
器
も
総
て
良
渚
文
化
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
土
器

の
よ
う
な
も
の
は
何
か
ら
何
ま
で
遠
征
軍
が
携
え
て
来
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
こ
の
墓
地
に
は
婦
女
子
の
墓
ま
で
あ
る
。
こ
の
遺
蹟
は
征
服
者
で
あ
る

良
渚
文
化
の
人
間
が
定
住
し
た
も
の
で
あ
る
と
張
込
は
考
え
て
い
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

こ
と
は
先
に
筆
者
も
考
え
た
所
で
あ
る
。
何
の
た
め
に
彼
等
は
自
分
の
文
化

の
中
心
地
か
ら
三
〇
〇
㎞
も
離
れ
た
遠
隔
の
地
を
征
服
し
て
住
み
つ
い
た
の

か
。
住
み
つ
い
た
と
言
っ
て
も
平
凡
な
農
民
ど
こ
ろ
か
、
揚
子
江
下
流
の
良

渚
文
化
の
も
の
と
何
等
変
り
な
い
、
立
派
な
玉
器
ま
で
副
葬
し
て
も
ら
え
る
、

高
級
戦
士
の
墓
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
地
か
ら
北
数
十
㎞
の
地
に

産
す
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
確
保
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

の
が
筆
者
の
解
釈
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
良
心
文
化
の
人
々
が
天
上
の
神
を
降
す
べ
き
斜
面
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

降
る
べ
き
神
の
像
を
刻
す
る
の
に
必
須
な
道
具
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

か
ぶ
り
物
の
玉
製
の
飾
り
や
笄
に
同
じ
神
の
像
を
刻
む
の
に
も
使
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

日
月
の
神
を
象
徴
す
る
玉
壁
に
部
族
の
記
号
を
刻
む
こ
と
も
、
こ
れ
な
く
し

て
は
不
可
能
で
あ
る
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
僖
公
四
年
（
前
六
五
六
）
の
記
事

中
、
斉
が
楚
に
侵
入
し
た
口
実
と
し
て
、
楚
が
茅
の
束
を
周
王
の
所
に
貢
が

な
い
た
め
、
周
王
は
祭
祀
に
使
う
酒
が
漉
せ
な
い
で
お
困
り
だ
、
と
い
う
白

が
あ
る
。
酒
ぐ
ら
い
布
で
で
も
漉
し
た
ら
よ
さ
そ
う
に
思
う
が
、
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
は
代
用
す
る
も
の
が
な
い
。
紋
様
も
な
い
質
素
な
玉
器
を
使
っ
た
の
で

は
王
や
貴
族
の
権
威
に
も
さ
し
さ
わ
り
が
あ
ろ
う
。
力
の
す
っ
か
り
衰
え
た

東
周
の
王
な
ら
と
も
か
く
、
勢
い
盛
ん
な
主
面
文
化
の
貴
族
で
あ
れ
ば
、
貫
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い
で
来
な
い
の
な
ら
占
領
し
て
し
ま
え
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
と
で
も
考
え
な
い
限
り
良
渚
文
化
の
大
波
口
文
化
地
域
へ
の
進

出
（
侵
略
P
）
は
一
寸
説
明
が
難
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
筆
者
の

現
在
の
考
え
で
あ
る
。
現
地
に
お
住
い
の
研
究
者
は
、
我
々
の
未
だ
知
ら
な

い
情
報
を
沢
山
お
持
ち
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
書
い
た
の
と
は
別
な
解
釈
を
下

す
べ
き
資
料
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
勿
論
こ
の
説
に
固
執
す
る
つ
も
り
は
な

い
。　

末
尾
で
あ
る
が
貴
重
な
御
助
言
と
研
究
材
料
の
御
提
供
を
い
た
だ
い
た
株

式
会
社
ダ
イ
ヤ
パ
ソ
の
谷
博
光
氏
、
オ
グ
ラ
宝
石
精
機
工
業
株
式
会
社
の
小

倉
虎
五
郎
氏
、
研
究
材
料
を
御
貸
与
下
さ
っ
た
北
海
道
大
学
水
産
学
部
の
仲

谷
一
宏
助
教
授
に
深
甚
な
る
謝
意
を
捧
げ
た
い
（
一
九
九
五
年
五
月
）
。

①
『
中
国
大
菅
科
全
書
』
考
古
学
、
二
七
一
頁
。

②
　
聞
広
一
九
九
〇
。

③
　
例
え
ば
陳
西
省
考
古
学
研
究
所
一
九
九
〇
、
図
版
五
四
、
1
～
4
、
図
版
五
五
、

　
　
、
　
　
　
　
　
0

　
1
　
　
　
り
Q

④
寓
費
蕊
胤
o
a
お
α
ρ
℃
や
①
令
。
。
伊

⑤
　
注
遵
図
氏
に
（
注
一
九
九
四
、
一
四
〇
～
一
四
一
頁
）
円
の
　
部
と
見
る
説
が

　
あ
る
が
、
孤
立
し
た
意
見
で
あ
る
。

⑥
　
周
、
張
｝
九
八
四
、
四
八
頁
、
牟
｝
九
八
九
、
六
五
～
六
六
頁
、
牟
、
呉
一
九

　
九
三
、
五
四
八
頁
。

⑦
国
雪
絵
o
a
這
窃
ρ
や
。
。
b
。
。

⑧
　
一
九
八
一
年
、
名
古
屋
、
大
阪
、
策
京
で
開
催
さ
れ
た
南
京
博
物
院
展
に
展
示

　
さ
れ
た
翼
県
草
雌
自
出
土
の
良
諸
文
化
の
高
一
八
．
五
樋
の
丈
の
高
い
玉
踪
の
孔

　
の
中
間
に
、
箇
を
使
用
し
て
両
側
か
ら
穿
け
た
孔
の
出
合
っ
た
所
が
そ
の
ま
ま
残

　
り
、
そ
し
て
筒
の
喰
い
込
ん
だ
厚
さ
一
・
五
㎜
の
痕
を
発
見
し
、
こ
れ
は
金
属
の

　
筒
の
痕
で
は
な
い
か
と
南
京
博
物
院
の
人
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
珠
の
同

　
様
な
部
分
に
厚
さ
一
～
○
・
五
㎜
の
筒
の
痕
が
残
存
す
る
こ
と
は
二
進
寿
敏
出
土

　
の
良
渚
文
化
の
球
に
つ
い
て
も
注
意
さ
れ
て
い
て
、
金
属
管
を
使
用
し
た
も
の
で

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
（
南
京
博
物
院
一
九
八
四
、
一
二
三
頁
）
、

　
注
遵
国
玩
も
（
注
一
九
八
四
、
三
三
頁
）
同
様
な
考
え
を
記
し
、
晋
銅
管
の
使
わ

　
れ
た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
（
一
九
九
三
年
、
呉
凡
と
い
う
人
は
事
新
し
く
岡

　
様
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
〔
呉
一
九
九
三
、
一
二
九
頁
〕
）
当
時
の
南
京
博
物
院
の

　
人
達
の
共
通
の
意
見
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
薄
さ
に
に
磨
減
し
て
は
竹
で

　
は
持
つ
ま
い
。
良
渚
文
化
か
ら
は
現
在
金
属
性
の
遣
物
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
銅
と
錫
、
銅
と
亜
鉛
の
鉱
石
が
一
緒
に
出
て
、
そ
れ
ら
か
ら
自
然
に
青
鋼

　
や
真
鍮
が
作
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
新
石
器
時
代
の
個
別
的
な
発
見
に
よ
っ
て

　
知
ら
れ
て
い
る
（
北
京
鋼
鉄
学
院
冶
金
史
組
一
九
八
一
、
二
九
一
～
二
九
三
頁
。

　
王
、
侯
一
九
九
一
、
七
三
～
七
五
頁
）
。
未
発
見
と
い
う
こ
と
い
う
こ
と
と
存
在
し

　
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
の
区
別
は
難
か
し
い
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑨
　
南
京
博
物
院
一
九
八
四
、
一
一
九
頁
。

⑩
注
一
九
八
四
、
三
三
頁
。

⑪
張
一
九
九
二
、
＝
四
頁
。

⑫
張
一
九
九
〇
、
張
一
九
九
二
、
二
四
頁
。

⑬
注
一
九
四
四
、
一
四
〇
頁
。

⑭
　
中
村
一
九
三
八
、
一
一
八
頁
。

⑮
　
聞
、
剤
一
九
九
三
、
二
五
九
頁
。

⑯
麟
ρ
蕊
h
o
a
P
霧
ρ
℃
や
。
。
ア
。
。
卜
。
・
太
い
字
の
輪
廓
は
ダ
イ
ヤ
で
刻
し
、
中
は
具

　
体
的
に
ど
う
す
る
か
知
り
た
い
と
考
え
、
国
立
故
宮
博
物
院
、
器
物
処
の
楊
美
莉

　
氏
に
何
か
資
料
は
な
い
か
尋
ね
た
所
、
壁
（
楊
一
九
九
五
、
図
版
九
九
）
に
刻
し

　
た
乾
隆
帝
の
題
詩
の
部
分
写
真
を
送
っ
て
く
れ
た
。
田
鰻
の
中
心
部
は
細
い
鉄
擁
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良渚文化玉器の彫刻技術（林）

　
の
先
で
作
っ
た
穴
が
連
続
的
に
連
な
っ
て
い
る
様
子
が
知
ら
れ
た
。
現
代
水
晶
の

　
よ
う
な
材
質
に
印
の
文
宇
を
彫
る
の
に
使
わ
れ
る
方
法
で
あ
る
。
千
枚
通
し
の
先

　
の
よ
う
な
硬
い
鋼
鉄
の
棒
を
当
て
が
い
、
棒
の
頭
を
小
さ
い
鎚
で
速
く
連
続
的
に

　
叩
き
、
鉄
棒
の
頭
に
当
る
所
に
小
さ
い
つ
ぶ
れ
た
部
分
を
作
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
、

　
（
こ
の
技
法
に
つ
い
て
は
松
丸
道
雄
馬
の
教
示
を
受
け
た
）
。

⑰
夏
一
九
七
二
、
三
四
頁
。

⑱
章
一
九
二
七
、
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
。

⑲
　
こ
の
地
名
は
『
中
革
人
昆
共
和
国
分
省
地
図
集
』
翠
玉
の
東
岸
に
見
鵬
さ
れ
る
。

⑳
青
島
の
ド
イ
ツ
人
の
作
っ
た
自
然
史
博
物
館
に
中
国
産
の
ダ
イ
ヤ
の
標
本
が
あ

　
る
と
い
う
。
正
八
颪
体
の
結
晶
と
き
く
が
『
黒
藻
』
の
今
の
話
と
関
係
あ
る
物
か

　
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

⑳
　
寓
p
ロ
ω
隔
o
a
ド
リ
O
P
℃
や
。
。
㌣
Q
。
蒔
．
ハ
ン
ス
フ
ォ
ー
ド
に
よ
る
と
、
こ
の
錐
は
長

　
さ
一
五
㎝
ば
か
り
の
竹
の
棒
の
先
に
短
い
鉄
の
針
金
が
固
定
ざ
れ
る
。
針
金
の
先

　
に
作
っ
た
穴
に
小
さ
い
ダ
イ
ヤ
片
二
個
が
嵌
め
ら
れ
、
ダ
イ
ヤ
が
顔
を
出
す
ま
で

　
鑓
で
減
ら
す
。
竹
の
上
端
に
は
鉄
を
か
ぶ
せ
、
左
手
に
持
っ
た
小
さ
い
杯
で
押
え
、

　
右
手
で
竹
を
一
巻
き
し
た
紐
を
雨
端
に
結
ん
だ
葛
を
前
後
に
動
か
し
、
錐
を
廻
転

　
さ
せ
る
。
図
4
と
同
じ
方
法
で
あ
る
。
穿
孔
す
べ
き
玉
材
は
水
を
張
っ
た
盤
の
中

　
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
水
は
冷
却
用
で
あ
る
。
針
金
の
穴
に
ど
う
や
っ
て
ダ
イ
ヤ

　
モ
ン
ド
片
を
固
定
す
る
か
ハ
ン
ス
フ
ォ
ー
ド
は
書
い
て
な
い
が
、
か
し
め
た
ら
よ

　
い
1
強
い
圧
力
を
加
え
て
挾
み
込
め
ば
よ
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン

　
ド
は
衝
撃
に
は
強
く
な
い
が
、
圧
力
に
対
し
て
は
強
い
も
の
だ
と
い
う
。

⑫
箪
命
前
の
北
京
の
玉
器
の
職
人
は
、
銘
の
鉄
の
円
盤
を
、
軸
木
に
シ
ェ
ラ
ッ
ク

　
を
使
っ
て
貼
り
つ
け
て
い
た
、
と
ハ
ン
ス
フ
ォ
ー
ド
は
書
い
て
い
る
（
蛮
土
ω
h
o
a

　
お
q
P
や
遷
）
。

＠
　
正
八
面
体
の
小
さ
い
ダ
イ
ヤ
は
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
挾
み
に
く
く
、
柄
の
端
の
思
う

　
位
置
、
方
向
に
据
え
る
こ
と
は
極
め
て
難
か
し
い
。
筆
者
は
次
の
よ
う
な
方
法
を

　
と
っ
た
。
木
の
台
に
ダ
イ
ヤ
を
据
え
易
い
窪
み
を
作
り
、
丁
度
よ
い
方
絢
に
ダ
イ

　
や
を
置
く
。
次
に
シ
ェ
ラ
ヅ
ク
の
粉
を
半
分
割
り
の
柄
の
先
の
穴
に
入
れ
て
加
熱
、

　
融
け
た
ら
こ
の
柄
を
ダ
イ
ヤ
の
上
に
伏
せ
る
。
こ
う
す
れ
ば
思
い
逢
り
の
位
置
、

　
方
向
に
接
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
も
う
半
分
の
柄
の
先
端
の
穴
に
シ
ェ
ラ

　
ッ
ク
の
粉
を
入
れ
て
加
熱
し
、
先
に
ダ
イ
ヤ
を
接
着
し
て
お
い
た
も
う
半
分
の
上

　
に
伏
せ
、
圧
着
す
る
、
と
い
う
手
順
で
あ
る
。

＠
　
林
一
九
七
九
、
図
二
一
～
二
三
。

㊧
　
林
一
九
七
六
、
二
六
～
二
七
頁
、
林
一
九
七
九
a
、
六
～
九
頁
。

㊧
林
一
九
九
一
、
三
六
六
～
三
七
四
頁
。

⑳
　
『
中
国
文
物
精
華
』
編
輯
委
員
会
編
一
九
九
三
、
二
三
六
頁
。

⑱
　
文
宇
を
刻
む
の
に
は
使
わ
れ
つ
づ
け
る
。
例
え
ば
陳
、
方
一
九
九
三
、
図
版
一

　
九
五
。
刻
し
た
後
、
字
劃
の
底
は
磨
る
。

⑳
陳
、
方
一
九
九
三
、
図
版
一
一
二
五
。

⑳
同
説
、
図
版
一
二
四
。

⑳
　
颪
凹
右
、
一
瓢
ハ
六
百
ハ
。

⑫
張
一
九
九
四
、
一
〇
一
九
～
一
〇
二
〇
頁
。

⑳
林
一
九
九
五
、
一
一
七
～
一
一
八
頁
。

⑳
■
林
｝
九
九
一
、
二
二
四
～
二
三
六
頁
。

㊧
同
工
、
二
五
三
～
二
五
四
頁
。

⑳
　
林
一
九
九
五
、
一
一
八
～
一
二
一
頁
。

⑳
林
一
九
九
一
、
三
三
一
～
三
四
三
頁
。

図
出
所
目
録

図図図図図
5　4　3　2　1

牟
等
一
九
九
一
二
、
図
版
八
、
1
、
2

『
天
工
闇
物
』
明
和
版
本

踏
㊤
昌
ω
h
o
乱
H
霧
P
響
●
腿
ρ

浜
田
一
九
二
五
、
第
六
図

荒
江
省
文
物
管
理
委
員
会
等
一
九
入
九
、

二
四
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図図図図図図図図図図図図図図図
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筆
者
写
真
。
遺
物
は
禺
光
美
術
館
蔵

南
京
馬
丁
等
一
九
八
五
、
図
四
よ
り

筆
者
写
真
。
標
本
は
北
海
道
大
学
水
産
学
部
仲
谷
｝
黒
氏
よ
ウ
借
用

張
一
九
九
四
、
図
九
よ
り

筆
者
虚
無
。
遣
物
は
出
光
美
術
館
蔵

陳
等
一
九
九
輩
、
一
〇
〇
よ
り

筆
者
作

筆
者
作

筆
者
作

粗
品
一
九
九
二
、
二
三
〇
、
二
一
三

筆
者
作

牟
等
一
九
九
二
、
四
〇

男
諾
霞
Ω
巴
一
〇
藁
。
断
〉
腎
写
翼

『
文
物
精
華
』
一
九
九
三
、
四
五

同
右
、
四
六

　
引
用
文
献
目
録

王
韓
鋼
、
侯
寧
彬
一
九
九
一
「
試
論
中
国
古
代
青
銅
器
的
起
源
1
…
兼
談
中
国
早
期

　
銅
器
的
産
生
及
発
展
途
径
」
『
考
古
與
文
物
』
一
九
九
一
、
二
、
七
〇
～
七
五
、

　
六
九
頁

豊
門
国
一
九
八
四
「
良
渚
文
化
“
玉
敷
葬
”
述
略
」
『
文
物
』
一
九
八
四
、
二
、
二

　
三
～
三
五
頁

注
遵
国
一
九
九
四
「
考
古
発
現
的
良
渚
文
化
玉
器
」
『
東
南
文
化
』
一
九
九
四
、
六
、

　
＝
二
三
～
一
四
一
二
頁

夏
鼎
一
九
七
二
「
無
産
階
級
文
化
大
革
命
中
的
考
古
新
発
現
」
『
考
古
』
一
九
七
二
、

　
一
、
二
九
～
四
二
頁

呉
凡
一
九
九
三
「
良
渚
玉
器
探
微
」
『
故
宮
文
物
月
刊
』
　
一
一
一
一
、
　
一
二
〇
～
＝
二

　
一
頁

周
暁
陸
、
張
敏
一
九
八
四
「
治
玉
説
」
『
南
京
博
物
院
集
刊
』
七
、
四
六
～
五
一
頁

章
鴻
剣
一
九
二
七
『
石
雅
』
（
一
九
一
八
年
初
版
）
（
『
地
質
専
報
乙
種
第
二
号
に
再

　
刊
）

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
、
上
海
市
文
物
管
理
委
員
会
、
南
京
博
物
院
一
九
八
九
『
良

　
渚
文
化
玉
器
』
香
港
、
台
北

鋏
西
省
考
古
研
究
所
一
九
九
〇
『
龍
醐
寺
』
北
京

蜘
中
華
人
斑
共
和
国
分
省
地
図
集
隠
一
九
九
二
、
上
海

『
中
國
大
百
科
全
書
』
考
古
学
、
一
九
八
六
、
北
京
、
上
海

『
中
国
文
物
精
華
隔
編
輯
委
員
会
編
一
九
九
三
『
中
国
文
物
精
華
』
北
京

張
明
華
一
九
九
〇
「
良
渚
古
玉
的
刻
紋
工
具
是
什
腰
7
・
」
『
中
国
文
物
報
』
一
九
九

　
〇
、
　
一
二
、
六

張
明
華
｝
九
九
二
「
良
渚
古
玉
綜
論
』
『
東
南
文
化
』
一
九
九
二
、
二
、
一
一
二
～
一

　
一
九
頁

張
明
華
一
九
九
四
」
関
干
一
批
良
渚
型
古
玉
的
文
化
帰
属
問
題
」
『
考
古
』
一
九
九

　
四
、
一
一
、
一
〇
一
二
～
一
〇
二
一
頁

陳
志
達
、
方
国
錦
一
九
九
三
『
中
国
玉
器
全
集
』
2
、
石
家
荘

中
村
新
太
郎
一
九
三
八
『
新
鉱
物
界
隔
京
都

南
京
博
物
院
一
九
八
四
「
一
九
八
二
年
江
蘇
常
州
日
進
寺
蟻
遺
書
的
発
掘
」
『
考
古
隠

　
　
九
八
四
、
二
、
一
〇
九
～
一
二
九
頁

南
京
博
物
院
、
丹
徒
口
文
教
局
一
九
八
五
「
江
蘇
丹
嫁
取
盤
質
遺
吐
発
掘
報
告
」
『
史

　
前
研
究
脳
一
九
八
五
、
二
、
七
一
～
八
四
頁

浜
田
耕
作
一
九
二
五
『
有
竹
斎
古
塁
図
譜
』

林
巳
奈
央
一
九
七
六
「
中
国
古
代
の
獣
面
紋
を
め
ぐ
っ
て
」
『
窯
¢
ω
⇔
⊂
竃
』
三
〇
一
、

　
一
七
～
二
八
頁

林
巳
奈
夫
一
九
七
九
「
中
国
古
代
の
酒
甕
」
『
考
古
学
雑
誌
』
六
五
、
二
、
一
～
ニ
ニ

　
頁
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林
巳
奈
夫
｝
九
七
九
a
「
先
股
式
の
玉
器
文
化
」
『
窓
¢
の
同
¢
録
』
三
三
四
、
四
～
一

　
六
頁

林
巳
奈
夫
一
九
九
一
『
中
国
碧
玉
の
研
究
』
東
京

林
巳
奈
夫
一
九
九
五
『
中
国
文
明
の
誕
生
』
東
京

聞
広
一
九
九
〇
「
対
“
江
蘇
省
漂
陽
透
閃
石
岩
研
究
”
　
【
文
的
補
充
」
『
岩
石
碩
物

　
学
雑
誌
』
九
・
二
、
一
九
九
〇
、
一
三
六
頁

聞
広
、
荊
志
淳
「
灘
西
西
周
玉
器
地
質
考
古
学
研
究
」
『
考
古
学
報
』
一
九
九
三
、
二
、

　
二
五
一
～
二
七
九
頁

『
中
国
文
物
精
華
』
一
九
九
三
、
北
京

北
京
鋼
鉄
学
院
冶
金
史
籍
一
九
八
一
「
中
墨
早
期
銅
器
的
初
歩
研
究
」
『
考
古
学
報
』

　
一
九
八
一
、
三
、
二
八
七
～
三
〇
一
頁

牟
永
抗
、
呉
汝
酢
一
九
九
三
「
水
稲
・
蚕
締
和
玉
器
i
中
華
文
明
起
源
的
若
干
問
題
」

　
『
考
古
』
一
九
九
三
、
六
、
五
四
三
～
五
五
三
頁

牟
永
抗
一
九
八
九
「
良
渚
玉
章
二
題
」
『
文
物
』
一
九
八
九
、
五
、
六
四
～
六
八
七

　
四
頁

牟
永
抗
、
雲
希
正
一
九
九
二
『
中
圏
玉
器
全
集
賑
1
、
石
家
荘

楊
美
莉
一
九
九
五
『
故
宮
環
形
玉
器
特
電
図
録
』
台
北

寓
窪
m
8
a
㌧
Q
Q
℃
鵠
9
毒
註
　
一
Φ
8
嚇
G
ミ
§
鴇
腎
§
　
○
ミ
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緊
　
い
。
＆
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