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孔
玉
、
石
斧
を
め
ぐ
っ
て
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夫

【
要
約
】
　
中
国
で
は
新
石
器
時
代
か
ら
板
状
の
斧
の
刃
に
円
い
孔
の
あ
る
類
が
あ
り
、
青
満
山
の
発
達
す
る
股
、
西
周
時
代
に
も
そ
の
伝
統
が
た
ど
ら
れ

る
。
孔
は
刃
が
柄
か
ら
抜
け
落
ち
る
の
を
防
ぐ
機
能
を
持
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
た
め
の
も
の
と
し
て
は
過
度
に
大
き
な
も
の
が
早
く
か
ら
あ
る
。

象
徴
的
な
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
孔
の
周
囲
や
孔
か
ら
上
方
三
方
向
に
線
を
引
い
も
の
が
古
く
よ
り
知
ら
れ
る
。
前
三
千
年
紀
の
遺
物
で
孔
の
下

に
当
時
の
神
の
顔
を
刻
し
た
遺
物
の
存
在
が
知
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
孔
は
こ
の
神
の
象
徴
す
る
臼
、
月
の
光
明
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

た
。
殿
、
西
周
階
代
に
も
青
銅
製
の
有
孔
斧
が
作
ら
れ
、
首
切
り
用
の
大
型
品
が
あ
る
。
孔
の
所
が
虎
の
口
や
鮫
の
口
に
作
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
虎
の

口
の
代
り
に
虎
や
ス
ッ
ポ
ン
の
全
身
像
が
象
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
夫
々
刑
殺
、
大
陰
の
星
座
の
神
で
あ
る
。
孔
の
あ
る
べ
き
所
が
「
明
」
を
意
味
す
る
図

柄
に
な
っ
た
例
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
明
畏
」
（
善
を
顕
わ
し
、
悪
を
威
す
）
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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は
　
じ
　
め
　
に

　
中
国
の
段
周
時
代
の
刃
が
板
状
の
眉
頭
で
、
円
い
孔
の
穿
た
れ
た
も
の
が
あ
り
、
揚
子
江
下
流
の
新
石
器
時
代
に
も
そ
の
類
が
顕
著
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

中
国
以
外
の
地
域
に
は
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
本
論
文
の
頁
を
操
っ
て
み
れ
ば
す
ぐ
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
用
的
な
も
の
と
し
て
始
ま
っ

た
に
し
て
も
、
過
度
に
大
き
な
孔
の
も
の
が
あ
る
。
孔
に
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る
所
か
ら
、
次
第
に
孔
ば
か
り
が
発
達
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ

な
い
。
中
に
は
斧
の
板
状
の
部
分
は
、
孔
を
囲
む
輪
廓
で
し
か
な
い
、
と
い
っ
た
も
の
も
出
て
く
る
（
図
2
8
）
。
一
体
こ
の
孔
は
何
を
意
味
し
た

も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
筆
者
の
長
年
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
最
近
そ
の
解
答
を
得
た
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
以
下
に
記
す
ご
と
く
で
あ
る
。
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①
　
佐
原
一
九
九
四
に
出
て
こ
な
い
。

嗣
　
段
西
周
時
代

Z　（，652）

　
股
時
代
の
有
孔
斧
の
青
銅
製
品
で
時
代
の
遡
る
の
は
図
1
で
あ
る
。
黄
阪
盤
龍
城
李
家
噛
二
号
墓
の
出
土
品
で
、
二
里
岡
期
の
大
型
墓
（
壌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

底
約
三
・
八
x
三
・
四
m
）
で
あ
る
。
こ
の
器
は
上
下
四
一
。
匝
、
刃
の
幅
二
六
㎝
の
大
型
品
で
、
同
墓
か
ら
は
こ
れ
の
三
分
ノ
ニ
ぽ
か
り
の
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

さ
の
素
紋
の
青
銅
有
孔
斧
も
出
て
い
る
。
持
主
は
二
里
岡
文
化
の
時
代
に
中
央
か
ら
任
命
さ
れ
、
今
の
武
漢
の
近
く
の
盤
龍
城
の
地
で
睨
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

利
か
せ
た
将
軍
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
斧
は
ま
つ
ろ
わ
ぬ
者
共
の
首
を
擾
ね
る
刑
罰
用
の
道
具
で
、
鉱
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
小
型

の
方
は
、
大
型
の
方
が
重
す
ぎ
る
か
ら
、
日
常
持
ち
歩
く
た
め
の
略
綬
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
1
で
孔
の
上
に
あ
る
紋
様
は
青
銅
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

器
に
も
使
わ
れ
る
も
の
で
、
甲
骨
文
「
良
」
字
に
象
ら
れ
る
類
で
あ
る
。
魍
魎
と
呼
ば
れ
た
鬼
神
で
あ
る
。
孔
の
両
側
に
あ
る
紋
様
は
他
に
例

が
な
い
。
こ
れ
ら
が
こ
こ
に
飾
ら
れ
て
い
る
意
味
は
今
の
所
具
体
的
に
説
明
し
難
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
銭
の
紋
様
の
主
役
が
大
き
な
円
孔
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
れ
で
は
円
い
孔
が
何
を
象
徴
し
た
か
。
首
斬
り
斧
の
紋
様
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
見
た
だ
け
で
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
、
「
殺
」
と
い
っ
た

内
容
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
図
2
は
益
都
（
今
の
青
州
市
）
蘇
埠
屯
の
股
後
期
墓
発
見
の
銭
で
、
上
下
三
二
・
七
㎝
、
刃
の
幅
三
四
・
五

㎝
あ
る
。
口
を
凹
字
形
に
曲
げ
、
歯
を
む
き
出
し
た
大
き
な
顔
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。
刑
を
司
る
神
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
口
で
ぱ

っ
く
り
咬
み
殺
す
そ
、
と
い
う
姿
で
あ
る
。

　
図
3
は
新
畑
大
洋
洲
一
括
出
土
品
中
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
青
銅
器
は
華
北
の
股
文
化
の
伝
統
を
伝
え
て
い
る
が
、
実
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
西
周
中
期
に
降
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
枚
出
土
し
た
同
趣
の
銭
の
一
枚
。
上
下
三
六
・
八
㎝
で
図
2
の
神
面
の
代
り
に
尖
っ
た
歯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
並
ん
だ
口
が
附
け
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
歯
の
並
ん
だ
口
は
同
じ
新
澄
出
土
の
青
銅
歯
の
提
梁
の
下
端
に
飾
ら
れ
た
犠
首
に
あ
り
、
股
後
期
の

匝
の
蓋
の
注
口
に
当
る
所
に
大
き
く
飾
ら
れ
た
襲
名
に
見
る
所
で
あ
る
。
図
4
、
5
は
後
者
で
あ
る
。
こ
の
類
の
襲
餐
の
尖
っ
た
鼻
先
は
、
以
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図6　ヨシキリザメの歯

図5　青銅匝蓋　股後期　藤田
　　　美術館
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図12青銅斧　西周前期　洛陽北堵寵

　　家溝278号墓

図11青銅斧　西周前期
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三
確
煙
、
二14玉神像　毅後期　安置三好墓
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⑧

前
に
記
し
た
よ
う
に
、
鼻
先
に
針
の
よ
う
な
形
の
刺
の
出
た
百
歩
蛇
と
い
う
猛
毒
の
蛇
の
鼻

先
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歯
は
こ
の
蛇
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
後
気
附
い

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
鮫
の
歯
を
象
っ
た
も
の
で
あ
る
。
鮫
は
淡
水
の
河
を
奥
地
ま
で
潮

上
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
鮫
の
三
角
形
の
歯
は
良
渚
文
化
で
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

く
、
そ
の
墓
地
か
ら
問
≧
出
土
す
る
。
恐
ら
く
歯
の
生
え
た
口
に
つ
い
て
の
知
識
は
普
及
し

て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
図
6
は
ヨ
シ
キ
リ
ザ
メ
（
℃
ミ
§
ミ
魁
§
も
ミ
）
の
上
下
顎
の
骨
で
あ
る
。
こ
れ
は
拳
ほ
ど
の

も
の
で
あ
る
が
十
分
迫
力
が
あ
る
。
猛
虎
な
ど
と
聞
い
て
も
日
本
に
は
生
息
し
な
い
た
め
、

た
だ
想
像
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
鮫
と
な
る
と
我
々
に
は
実
感
が
あ
る
。
海
中
で
こ
れ
が
出

て
く
れ
ば
先
ず
助
か
ら
な
い
。
手
で
も
足
で
も
】
咬
み
で
食
い
千
切
ら
れ
、
あ
と
は
鮫
の
飼

食
で
あ
る
。
鮫
の
威
力
を
示
す
た
め
に
は
図
3
の
よ
う
に
尖
っ
た
歯
の
並
ん
だ
口
だ
け
で
十

分
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ズ
と
い
う
鮫
の
映
画
の
広
告
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
図
1
の
円
い
孔
は
図

2
の
恐
し
い
刑
神
、
図
3
の
鮫
の
口
と
同
様
な
「
殺
」
の
威
力
を
象
微
し
た
こ
と
は
疑
い
な

い
。

　
股
周
時
代
の
有
孔
斧
の
孔
が
善
斬
り
用
の
大
型
の
斧
、
鋏
に
も
附
け
ら
れ
て
、
そ
の
威
力

を
象
徴
し
た
こ
と
を
知
れ
ば
、
図
7
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
器
は
一
九
六
四
年
城
固
五
郎
廟
の
出
土
で
、
少
々
泥
く
さ
い
作
で
あ
る
が
般
後
期
の
瓶
と

同
心
し
て
い
る
。
孔
の
中
に
動
物
が
入
っ
て
い
る
。
身
体
に
は
鱗
紋
が
附
け
ら
れ
る
が
、
尾

に
は
虎
の
縞
が
あ
る
。
大
き
な
犬
歯
の
あ
る
口
を
開
く
。
虎
の
口
に
は
図
9
の
剥
製
に
見
る

6　（656）
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よ
う
に
、
上
下
に
喰
い
違
っ
た
巨
大
な
犬
歯
ば
か
り
が
目
立
ち
、
他
の
歯
は
そ
れ
に
比
べ
て
異
常
に
小
さ
い
。
図
7
の
動
物
の
口
は
、
こ
の
虎

の
特
徴
を
表
現
し
て
い
る
。
目
の
上
か
ら
長
い
も
の
が
立
つ
の
は
、
馨
餐
な
ど
股
周
時
代
の
鬼
神
が
鼻
筋
に
附
け
る
箆
形
の
飾
り
と
思
わ
れ
る
。

神
化
さ
れ
た
虎
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
西
方
の
宿
で
最
も
目
立
つ
白
虎
の
星
座
を
表
わ
す
と
見
ら
れ
る
。

　
『
史
記
』
天
覚
書
に
「
オ
リ
オ
ン
座
の
参
が
白
虎
の
宿
で
あ
る
。
三
つ
の
星
（
δ
、
ε
、
ζ
）
が
真
直
に
並
ぶ
も
の
は
衡
量
（
は
か
り
）
で
あ
る
。

下
に
三
つ
の
星
（
儀
、
o
、
－
）
が
あ
る
の
は
免
で
罰
の
意
味
が
あ
り
、
斬
交
（
斬
り
殺
す
こ
と
）
を
と
り
行
う
。
そ
の
外
の
四
つ
の
星
は
虎
の
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

右
の
肩
と
大
腿
で
あ
る
。
小
さ
い
三
つ
の
星
（
ユ
、
　
－
、
　
2
2
ψ
ψ
）
が
そ
の
北
の
方
に
あ
る
の
は
精
鰭
（
と
い
う
星
座
）
で
、
虎
の
頭
で
あ
る
」
と
い
う
。

寒
さ
が
到
来
し
て
草
木
が
枯
れ
て
ゆ
く
秋
か
ら
冬
の
夜
空
に
君
臨
す
る
オ
リ
オ
ン
の
星
座
が
虎
に
見
た
て
ら
れ
、
そ
の
中
に
酒
客
の
こ
と
を
司

る
免
の
星
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
図
7
に
示
し
た
斧
は
、
円
い
孔
の
中
に
虎
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
先
に
引
い
た
が
、
こ
う
い
う
表
現
は
例
外
的
で
あ
る
。
普
通
に
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
図
8
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
股
後
期
の
も
の
で
、
上
下
一
七
c
繊
の
中
型
品
で
あ
る
。
斧
身
の
上
部
寄
り
に
大
き
く
開
い
た
虎
の
口

が
凹
字
を
逆
さ
に
し
た
よ
う
な
形
に
表
わ
さ
れ
、
中
に
巨
大
な
牙
が
ぶ
つ
違
い
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
図
7
の
虎
の
口
の
所
だ
け
を
拡
大
し
た

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
爾
側
に
転
学
形
の
顔
が
あ
り
、
口
の
上
辺
に
そ
の
下
顎
が
羽
根
を
使
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
図
3
ほ
ど
極
端
で

は
な
い
が
、
要
は
牙
の
附
い
た
口
が
主
な
テ
ー
マ
で
、
そ
れ
以
外
は
写
実
か
ら
は
遠
い
、
無
理
な
表
現
を
使
っ
た
附
け
足
し
で
あ
る
。

　
図
1
0
は
股
嘘
婦
好
心
の
出
土
で
、
上
下
三
九
・
五
。
田
の
鉱
で
あ
る
。
上
半
の
紋
様
帯
の
中
央
に
、
前
図
と
同
じ
方
式
の
口
が
表
現
さ
れ
る
が
、

こ
れ
に
附
属
す
る
顔
は
な
い
。
代
り
に
頭
で
っ
か
ち
の
虎
が
一
対
、
こ
れ
に
前
肢
を
か
け
て
立
ち
上
り
、
虎
の
口
の
間
に
坊
主
頭
の
人
頭
が
あ

る
。
人
間
乃
至
人
頭
と
虎
が
近
接
し
て
表
わ
さ
れ
る
図
像
は
股
か
ら
漢
ま
で
例
が
少
く
な
い
。
両
者
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

以
前
に
筆
者
が
と
り
上
げ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
は
操
返
さ
な
い
。
一
言
で
言
え
ば
、
人
間
形
の
神
は
こ
の
時
代
に
は
大
物
の

動
物
形
の
神
に
対
し
、
そ
の
役
割
を
補
助
す
る
任
を
持
っ
た
小
老
の
神
で
あ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
図
1
0
の
場
合
で
は
虎
の
口
が
中
心
に

な
り
、
そ
こ
に
弓
形
の
神
が
一
対
前
肢
を
か
け
、
間
に
仲
間
の
人
間
形
の
神
も
顔
を
見
せ
て
い
る
、
と
い
う
テ
ー
マ
．
で
あ
る
。
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図
1
1
は
出
土
地
不
明
の
遺
物
で
あ
る
が
、
西
周
前
期
で
中
期
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
刃
の
上
部
に
虎
が
頭
の
形
で
飾
ら
れ
、
下
に
円
孔

が
あ
る
。
刃
の
両
側
に
几
字
形
の
羽
冠
を
持
っ
た
龍
が
飾
ら
れ
る
。
刃
の
両
側
に
同
形
の
龍
を
飾
っ
た
斧
に
図
1
2
が
あ
る
。
虎
の
頭
が
な
く
、

そ
の
代
り
孔
だ
け
が
大
き
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
虎
は
消
え
て
も
、
孔
だ
け
で
も
よ
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
図
1
1
、
1
2
と
同
じ
よ
う
に
両
側
に
几
字
形
の
羽
冠
を
附
け
た
龍
を
飾
っ
た
斧
に
、
図
1
3
が
あ
る
。
宝
亀
竹
園
溝
一
三
号
墓
の
出
土
で
、
こ
の

墓
の
青
銅
郵
器
は
西
周
前
期
後
半
の
も
の
で
あ
る
。
刃
に
は
二
つ
の
大
き
な
目
、
百
歩
蛇
形
の
神
等
を
飾
る
が
、
柄
頭
に
は
別
鋳
の
人
頭
形
の

像
を
嵌
め
て
い
る
。
刃
を
敵
に
向
け
る
と
、
こ
の
人
頭
が
敵
を
睨
む
こ
と
に
な
る
。
目
尻
が
釣
り
上
り
、
口
を
へ
字
形
に
曲
げ
た
怖
い
顔
で
あ

る
。
前
髪
は
お
か
っ
ぱ
に
切
り
揃
え
ら
れ
、
頭
の
後
に
は
編
ん
だ
髪
が
垂
れ
て
い
る
が
、
他
の
部
分
は
剃
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
⑮

　
和
林
格
革
新
店
子
発
見
の
後
漢
墓
壁
画
中
に
似
た
風
俗
の
民
族
が
画
か
れ
て
い
る
。
憶
測
友
は
ベ
ン
ガ
ラ
色
の
衣
服
を
着
け
、
頭
を
剃
っ
て

い
る
者
の
他
、
頭
上
に
小
さ
い
髭
を
残
す
者
、
長
い
辮
髪
を
垂
す
者
が
い
る
の
は
、
『
風
俗
通
』
に
鮮
卑
は
「
皆
思
差
（
囚
人
の
頭
髪
を
剃
る
こ

と
）
に
し
て
瀦
を
衣
る
」
と
い
う
の
に
当
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
風
俗
の
人
が
大
勢
、
両
側
を
中
国
人
が
固
め
る
間
を
、
門
か
ら
列
を
な
し

て
膝
行
し
て
入
っ
て
来
る
、
と
い
う
光
景
で
あ
る
。
図
1
3
の
異
様
な
風
俗
の
人
間
は
、
こ
の
後
漢
の
北
方
異
民
族
の
遠
い
祖
先
に
違
い
な
い
。

『
史
記
』
飼
奴
伝
に
は
彼
等
の
遠
い
祖
先
と
し
て
、
西
周
時
代
に
は
犬
戎
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
分
周
後
期
に
周
を
脅
か
し
、
終
に
は
こ
れ
を

東
方
に
追
い
や
っ
た
民
族
で
、
当
時
の
中
国
人
に
と
っ
て
仇
敵
だ
っ
た
連
中
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
と
こ
ろ
で
『
史
記
』
天
官
書
に
「
昴
は
髭
頭
で
胡
で
あ
る
。
白
い
衣
冠
の
人
の
会
合
す
る
朝
事
を
意
味
す
る
、
と
い
う
。
鷺
頭
は
す
ぐ
後
に

引
く
よ
う
に
秦
漢
野
馳
の
近
衛
騎
兵
の
兵
種
の
名
で
あ
る
が
、
「
髭
」
に
は
そ
れ
と
は
別
の
意
味
が
あ
る
。
以
前
に
筆
者
が
説
明
を
加
え
た
こ

　
　
　
　
⑰

と
が
あ
る
が
、
幼
児
の
頭
の
剃
り
方
で
、
一
部
の
髪
を
剃
り
残
す
風
俗
、
磐
が
あ
り
、
成
人
が
親
に
仕
え
る
時
、
そ
れ
を
象
っ
た
髪
の
束
を
頭

に
着
け
る
も
の
で
あ
る
。
後
漢
の
鄭
玄
の
頃
に
は
、
そ
の
形
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
耳
管
の
玉
人
の
頭
に
象
ら
れ
た
几
字
形
の
飾
り

を
資
料
に
、
筆
者
が
そ
う
い
う
形
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
。
図
1
3
の
頭
を
剃
り
、
一
部
を
剃
り
残
し
た
風
俗
は
、
昔
の
中
国
の

幼
児
の
、
髪
を
少
し
残
し
て
剃
る
轡
と
共
通
し
て
い
る
。
『
史
記
』
に
「
髭
頭
で
胡
だ
」
と
言
わ
れ
た
の
は
こ
の
風
俗
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
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れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
秦
漢
魏
々
の
近
衛
兵
の
扇
頭
の
由
来
に
つ
い
て
の
話
は
『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
の
注
に
「
秦
の
文
公
の
時
、
梓
樹
が
化
け
て
牛
と
な
っ
た
。

騎
を
も
っ
て
こ
れ
を
撃
っ
た
が
勝
た
ず
、
或
る
者
は
地
に
落
ち
た
。
髪
が
解
け
て
被
髪
と
な
っ
た
。
牛
は
恐
れ
て
水
に
入
っ
た
。
秦
は
こ
れ
に

因
り
、
施
頭
騎
を
置
き
、
先
導
さ
せ
た
」
と
い
う
。

　
髭
面
が
怪
物
の
牛
を
恐
れ
し
め
る
姿
で
あ
っ
た
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
中
国
人
の
結
っ
た
長
い
髪
が
解
け
た
ら
、
日
本
の
お
化
け
の
よ
う

に
気
持
悪
い
姿
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
竹
園
溝
の
図
2
0
の
人
頭
は
大
部
分
の
髪
が
剃
ら
れ
、
残
っ
た
髪
も
短
く
刈
り
込
ま
れ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

大
き
な
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
髪
も
中
国
人
は
披
髪
と
称
し
て
い
る
。
前
引
田
逸
友
の
論
文
に
『
南
島
書
』
魏
虜
伝
に
魏
の
真
率

鮮
卑
に
つ
い
て
披
髪
と
称
す
る
例
が
引
か
れ
て
い
る
。

　
秦
漢
魏
晋
の
近
衛
兵
の
髭
頭
は
、
そ
の
由
来
の
伝
説
か
ら
考
え
て
長
い
髪
を
ぼ
ら
け
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
伝
説
が
何
時
出

来
た
も
の
か
問
題
が
あ
ろ
う
。
幼
児
の
風
俗
と
結
び
つ
け
て
説
明
さ
れ
る
孝
子
の
髭
と
、
近
衛
兵
の
頭
の
髭
と
が
結
び
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
「
髪
頭
、
胡
な
り
」
の
毫
頭
を
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
図
1
3
の
よ
う
な
髪
形
と
解
す
れ
ば
両
者
が
無
理
な
く
結
び
つ
く
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
方
が
原
形
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
の
伝
説
は
、
鄭
玄
も
記
す
よ
う
に
、
毫
が
ど
の
よ
う
な
形
の
も
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

後
に
生
れ
た
と
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
更
に
想
像
す
れ
ば
、
幼
児
の
髪
の
一
部
を
残
し
て
あ
と
剃
っ
て
し
ま
う
風
習
は
、
泣
く
子
も

黙
る
恐
ろ
し
い
異
民
族
を
連
想
さ
せ
る
髪
形
を
作
り
、
疫
病
神
を
退
散
さ
せ
よ
う
、
と
い
う
よ
う
な
意
図
か
ら
生
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

　
図
1
3
の
武
器
の
柄
頭
に
附
け
ら
れ
た
羊
頭
の
戎
を
象
っ
た
像
は
、
勿
論
た
だ
の
野
蕃
人
の
姿
の
兵
士
の
像
な
ど
で
は
な
く
、
敵
を
あ
の
世
に

送
る
凶
事
の
神
の
昴
を
象
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
像
が
昴
の
神
の
像
と
す
る
と
、
婦
好
事
出
土
の
図
1
4
も
同
じ
神
と
見
ら
れ
よ

う
。
図
1
3
の
神
は
額
の
上
と
後
頭
部
以
外
は
髪
を
剃
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
図
1
4
は
毛
の
見
え
な
い
部
分
が
後
頭
部
と
耳
の
上
に
限
ら
れ
る
点

に
相
違
が
あ
る
が
、
短
い
髪
、
辮
髪
が
あ
る
点
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
婦
好
適
の
像
は
図
1
3
同
様
、
昴
の
神
に
違
い
な
い
。
図
1
4
の
身
体
に
は
9　（659）



腕
と
足
に
鼻
先
の
尖
っ
た
百
歩
蛇
が
表
現
さ
れ
、
身
体
の
前
面
に
犠
首
、
背
面
に
は
羽
紋
が
あ
る
も
の
の
、
衣
服
は
表
わ
さ
れ
て
い
ず
、
裸
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
。
裸
は
股
周
時
代
の
人
異
形
神
像
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
図
1
4
の
像
が
裸
で
、
従
っ
て
神
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
れ
ば
、
図
1
3
が
近

衛
兵
の
髪
頭
で
な
く
、
昴
の
毫
頭
で
あ
る
と
し
た
先
の
判
断
が
誤
り
で
な
か
っ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　
な
お
、
図
1
4
が
昴
の
神
、
殺
の
神
、
里
謡
を
も
た
ら
す
神
の
像
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
が
両
手
、
両
足
に
百
歩
蛇
の
像
を
刻
ん
で
い
る
理

由
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
こ
の
蛇
は
咬
ま
れ
た
ら
百
歩
歩
く
内
に
死
ぬ
と
い
う
恐
ろ
し
い
毒
蛇
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
蛇
は
図
1
3
の
斧
身
に
も

浮
彫
で
飾
ら
れ
る
。
他
に
昴
の
柄
頭
飾
は
な
い
が
図
1
3
と
同
方
式
で
同
じ
龍
を
両
側
に
飾
り
、
内
端
に
も
図
1
3
と
同
じ
紋
様
－
尖
っ
た
鼻
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
外
に
向
け
、
長
い
牙
を
む
き
出
し
た
百
歩
蛇
の
頭
1
を
つ
け
た
脊
銅
斧
が
あ
り
、
斧
山
に
同
様
百
歩
蛇
を
飾
る
例
も
知
ら
れ
る
。

　
さ
て
も
う
一
度
警
固
五
郎
廟
に
も
ど
る
と
、
図
1
5
は
図
7
と
同
じ
所
の
発
見
で
あ
る
が
、
一
九
七
五
年
の
出
土
で
あ
る
。
発
見
の
記
録
が
公

表
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
か
で
な
い
。
刃
に
大
き
な
円
孔
が
あ
り
、
頭
を
刃
の
方
に
向
け
て
ス
ヅ
ポ
ン
（
鑓
）
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
解
説

に
鷹
の
背
に
渦
紋
を
飾
る
と
記
さ
れ
る
。
よ
く
見
る
と
、
あ
る
の
は
囮
紋
で
あ
る
。
毅
後
期
の
青
銅
盤
の
三
男
に
、
背
中
に
同
じ
紋
様
を
附
け

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
騒
を
飾
る
例
は
多
い
。
背
中
に
圏
紋
を
附
け
た
賄
は
二
里
岡
文
化
か
ら
知
ら
れ
る
。
図
2
2
は
鄭
州
際
家
荘
一
言
写
墓
出
土
の
載
頭
尊
の
頸
に
飾

ら
れ
た
図
像
記
号
で
あ
る
。

　
背
中
に
圏
の
図
柄
の
附
け
ら
れ
た
驚
は
盤
の
内
底
の
中
央
に
飾
ら
れ
る
も
の
が
大
多
数
を
占
め
る
。
股
後
期
の
盤
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

使
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
推
測
を
加
え
る
べ
き
証
拠
は
今
の
所
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
西
周
時
代
に
は
銘
文
に
よ
り
、
盤
は
匝
乃
至
盃
と

セ
ッ
ト
で
使
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
水
と
か
酒
、
香
料
を
加
え
た
液
体
で
手
な
ど
を
清
め
る
た
め
に
使
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

股
時
代
に
は
臨
な
ど
、
注
ぎ
か
け
る
器
と
セ
ッ
ト
に
な
る
例
は
な
い
。
洗
面
器
の
よ
う
に
深
め
の
も
の
の
多
い
こ
と
も
併
せ
考
え
る
と
、
そ
こ

に
清
め
の
た
め
の
水
な
ど
が
汲
み
込
ま
れ
て
使
用
さ
れ
た
想
像
さ
れ
る
。

　
盤
の
底
に
鋳
込
ま
れ
た
竈
は
背
中
に
紋
様
を
附
け
る
所
か
ら
、
勿
論
自
然
界
に
生
息
す
る
生
物
で
は
な
く
、
そ
れ
を
原
形
と
し
た
水
神
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
。
背
中
に
固
（
鵬
）
を
象
る
記
号
を
附
け
た
騒
は
そ
れ
に
接
す
る
盤
中
の
水
を
明
（
潔
）
な
ら
し
め
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
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図25青銅斧　股後期

　
こ
の
滅
字
に
象
ら
れ
る
図
柄
は
龍
山
文
化
に

こ
れ
を
象
っ
た
形
の
玉
器
が
あ
る
な
ど
、
由
来

の
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
風
車
状
に
ま

と
め
ら
れ
た
単
純
な
形
の
風
切
羽
根
を
象
る
と

い
う
成
り
立
ち
が
知
れ
ら
る
以
外
、
具
体
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ど
う
い
う
内
容
を
象
徴
し
た
か
明
か
で
な
い
。

た
だ
中
央
が
円
い
孔
に
な
り
、
後
世
「
明
」
の

字
に
使
わ
れ
る
所
か
ら
、
以
前
日
、
月
、
星
な

ど
の
天
体
に
由
来
す
る
と
考
え
た
。
右
に
見
た

よ
う
に
こ
れ
が
水
器
の
内
底
の
踏
の
背
に
附
け

ら
れ
、
そ
れ
が
ま
た
青
銅
斧
の
円
孔
に
も
飾
ら

れ
る
と
な
る
と
、
図
7
の
虎
形
の
神
、
昴
と
同

列
の
神
、
後
世
の
陰
陽
の
分
類
で
言
え
ば
陰
に

分
類
さ
る
べ
き
も
の
、
月
と
か
昴
の
方
と
考
え

る
の
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
く

る
。　

陰
の
方
の
性
質
の
天
体
で
畿
と
聞
け
ば
、
確

か
に
そ
う
い
う
星
が
あ
る
。
『
回
書
』
天
文
志

に
「
踏
は
十
四
星
で
南
斗
の
南
に
あ
り
。
畿
は

13　（663）



水
生
動
物
で
、
太
陰
（
最
大
限
に
陰
の
性
質
の
も
の
）
に
分
類
せ
ら
れ
る
。
新
星
が
現
れ
て
こ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
時
は
、
白
い
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

冠
の
人
の
会
合
す
る
喪
事
が
あ
る
。
大
水
の
際
の
号
令
を
主
る
」
と
あ
る
。
図
1
6
で
長
め
の
楕
円
形
に
星
が
並
び
一
一
個
の
星
が
数
え
ら
れ
て

い
る
。
星
、
星
と
考
え
て
股
周
時
代
の
蟹
の
図
像
を
検
す
る
と
、
図
2
1
に
引
い
た
よ
う
に
、
複
数
の
小
さ
い
円
を
背
に
附
け
た
一
類
が
見
附
か

る
。
中
国
に
棲
息
す
る
ス
ヅ
ポ
ン
で
こ
の
小
さ
い
円
に
当
る
も
の
を
背
申
に
附
け
た
も
の
は
な
い
。
中
国
の
ス
ッ
ポ
ン
に
は
山
音
感
8
蕊
§
ミ

§
§
織
§
ミ
・
・
ミ
相
図
2
0
と
驚
8
切
§
ミ
N
恥
身
の
二
種
が
あ
り
、
前
者
は
頸
の
両
側
に
い
ぼ
状
の
も
の
が
固
ま
っ
て
あ
り
、
背
甲
の
前
縁
に
い
ぼ

状
の
粒
が
並
ぶ
が
後
者
に
は
こ
の
両
者
が
な
い
、
と
い
う
書
信
が
あ
る
。
後
歯
の
背
は
平
滑
、
或
い
は
小
さ
な
い
ぼ
状
の
瘤
起
が
列
を
な
し
て

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣

並
び
、
前
者
に
も
同
様
な
い
ぼ
状
魚
影
が
あ
る
。
体
長
は
こ
〇
～
四
〇
㎝
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
が
、
い
ぼ
状
の
も
の
は
図
2
0
に
見
る
よ
う
に
小

さ
な
も
の
で
、
甲
の
周
囲
に
寄
っ
た
部
分
に
あ
り
、
数
も
多
く
て
図
2
1
の
図
像
中
の
小
円
が
こ
れ
を
象
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
筆
者
は
図
1
7
、
1
8
の
よ
う
な
小
円
の
集
合
か
ら
成
る
紋
様
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
星
」
を
象
る
も
の
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
『
説
文
』
に

星
字
は
三
個
の
日
か
ら
成
る
晶
に
「
生
」
の
声
楽
を
附
け
た
文
字
で
、
股
櫨
甲
骨
文
字
の
二
個
の
小
さ
な
四
角
形
乃
至
五
個
の
四
角
形
と
「
生
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し

と
か
ら
成
る
字
（
図
1
9
ω
、
②
）
は
『
説
文
』
の
星
と
同
字
と
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
小
さ
な
四
角
の
集
合
が
星
を
象
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
小
さ
な
星
の
集
合
し
た
星
と
い
え
ぼ
昴
（
す
ば
る
。
プ
レ
イ
ア
デ
ス
星
団
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
定
の
星
で
星
一
般
を
象
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
尚
書
』
尭
典
の
偽
評
伝
に
「
星
と
は
二
十
八
宿
を
蒼
龍
、
朱
雀
、
白
虎
、
玄
武
の
四
方
の
星
宿
に
分
け
た
時
、
各
々
に

属
す
る
七
つ
の
星
宿
の
内
の
中
央
の
一
つ
を
言
う
」
と
あ
る
。
昴
は
白
虎
の
宿
の
中
星
、
す
な
わ
ち
こ
の
意
味
の
「
星
」
で
あ
る
。
甲
骨
文
の

星
の
字
は
こ
の
意
味
の
白
虎
の
宿
の
中
星
、
す
な
わ
ち
「
星
」
で
あ
る
昴
を
表
わ
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
、
と
。

　
昴
の
星
団
は
す
ぐ
次
に
引
く
よ
う
に
七
つ
の
星
か
ら
成
る
と
言
わ
れ
る
。
星
の
並
び
方
は
図
2
4
に
引
く
よ
う
に
不
規
則
で
あ
る
が
、
図
1
7
、

18

ﾍ
七
星
を
図
式
的
に
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
は
股
後
期
、
安
陽
侯
家
荘
一
〇
〇
一
号
墓
出
土
の
青
銅
器
金
具
で
あ
る
。
同
じ
単
位

を
横
に
並
べ
て
図
1
8
の
よ
う
に
青
銅
斧
を
飾
る
も
の
も
あ
る
。
面
出
の
青
銅
器
は
股
後
期
の
後
期
の
も
の
で
あ
る
。

　
昴
と
い
う
星
に
つ
い
て
『
晋
書
』
天
文
志
、
上
に
「
昴
の
七
星
は
天
の
耳
目
、
す
な
わ
ち
情
報
蒐
集
の
係
り
で
、
西
方
を
主
り
、
裁
判
を
主

14　（664）
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⑭る
」
と
い
う
。
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
、
刑
罰
を
執
行
す
る
首
斬
り
斧
に
有
孔
斧
が
あ
る
。
有
孔
斧
の
一
種
で
あ
る
こ
の
器
に
飾
ら
れ
た
驚
が
、

背
に
昴
の
紋
様
を
持
つ
と
な
る
と
、
『
崩
書
』
に
残
る
忌
事
を
帰
る
と
い
う
所
伝
は
周
初
ま
で
遡
る
可
能
性
が
出
て
来
よ
う
。

　
図
2
1
の
驚
の
背
の
小
円
は
、
図
1
7
、
1
8
の
も
の
の
よ
う
に
規
則
で
は
な
い
が
、
小
さ
い
円
の
集
合
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
し
か
し
、

星
の
集
合
と
は
い
っ
て
も
、
簸
の
星
座
は
大
凡
ス
ッ
ポ
ン
の
円
い
甲
羅
を
連
想
さ
せ
る
形
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
図
2
1
で
象
ら
れ
て
い
る
の
は

不
規
則
な
円
の
集
合
で
、
臨
の
星
座
が
こ
の
よ
う
な
形
に
表
わ
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
小
円
の
集
合
は
次
に
記
す
よ
う
に
昴
で
あ
る

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
懸
人
が
昴
を
も
っ
て
「
星
」
の
字
を
表
わ
し
た
の
と
同
じ
伝
で
、
昴
の
形
を
臨
の
背
に
象
り
、
こ
れ
は
た
だ

の
簸
で
は
な
く
、
星
座
の
驚
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
、
と
考
え
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
は
別
に
、
後
に
図
2
3
に
引
く
よ
う

に
、
天
の
臨
の
星
座
を
背
中
に
象
ら
れ
た
図
像
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
。

　
す
ば
る
と
い
う
星
団
は
、
図
2
4
の
す
ぽ
る
の
写
真
で
わ
か
る
よ
う
に
、
星
の
配
列
は
不
規
則
で
、
大
小
も
色
々
で
あ
る
。
図
2
1
の
背
中
の
円

は
、
す
ぽ
る
の
写
生
で
は
勿
論
な
い
が
、
小
円
の
大
小
、
配
置
が
少
々
不
揃
い
な
の
は
、
天
の
す
ば
る
が
頭
に
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
解
さ
れ
る
。

　
昴
に
つ
い
て
は
『
説
文
』
に
「
昴
は
白
虎
の
宿
の
星
な
り
」
と
し
か
言
わ
な
い
が
、
善
玉
裁
は
注
に
、
『
詩
』
野
南
、
小
忌
の
伝
に
「
昴
は

留
で
あ
る
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
昴
は
古
語
、
漢
の
人
は
こ
れ
を
留
と
呼
ん
だ
、
と
い
う
。
そ
し
て
『
詩
』
小
濁
の
疏
に
引
く
『
春
秋
元
命

　
　
⑰

包
』
に
「
昴
は
六
星
、
昴
の
言
た
る
留
な
り
、
物
成
就
す
れ
ば
繋
留
す
る
を
言
う
」
、
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
だ
、
と
言
っ
て
い
る
。
六
つ
の

星
が
寄
っ
て
い
る
と
言
う
の
は
少
し
大
き
め
の
星
で
、
空
の
条
件
が
良
く
、
目
も
良
け
れ
ば
他
に
も
沢
山
の
星
が
固
ま
っ
て
い
る
の
が
見
え
る

は
ず
で
あ
る
。
図
2
1
の
背
中
の
紋
様
は
大
小
の
星
を
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
に
し
て
配
列
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
小
さ
い
円
で
表
わ
さ
れ
た
星
に
気
が
つ
い
て
、
段
周
時
代
の
圏
紋
を
附
し
た
簸
の
紋
様
を
改
め
て
見
な
お
し
て
み
る
と
、
囹
紋
が
小
円

を
周
囲
に
押
し
除
け
て
中
に
割
り
入
っ
た
型
式
の
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
附
く
。
図
2
3
の
ご
と
き
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
驚
の
背
の
小
さ
い
い

ぼ
い
ぼ
が
図
像
に
小
円
で
写
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
は
先
に
排
除
し
た
。
と
す
る
と
こ
れ
は
昴
の
星
団
の
中
に
圏
紋
が
加
わ
っ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
昴
は
図
1
7
、
1
8
の
よ
う
に
中
央
に
一
つ
円
を
加
え
た
形
に
、
図
式
的
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
図
1
9
ω
、
②15　（665）



の
甲
骨
文
星
字
の
よ
う
に
、
星
が
環
状
に
並
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
中
央
の
空
い
た
所
に
圏
形
の
図
柄
を
配
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
．

一
方
ま
た
、
閥
形
の
周
囲
に
並
ぶ
小
円
の
列
は
、
天
の
臨
の
星
座
の
星
を
象
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
円
の
数
は
ニ
一
個
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

『
晋
書
』
天
文
志
に
一
四
個
と
い
う
の
と
小
異
が
あ
る
が
、
一
三
個
と
す
る
記
録
も
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
驚
の
星
座
の
図
像
に
圏
紋
を
組
合
せ
た

も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
と
も
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
臨
の
背
中
で
小
さ
い
星
の
群
の
中
に
圏
の
図
柄
の
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

　
さ
て
、
こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
轡
形
で
あ
る
が
、
『
説
文
』
圏
部
に
「
圏
は
窃
隔
麗
屡
關
覇
な
る
な
り
。
象
形
。
…
…
読
む
こ
と
獲
の
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
じ

し
。
質
侍
中
の
説
に
読
む
こ
と
闘
と
同
じ
」
と
い
う
。
圏
は
象
形
字
で
、
索
子
窓
が
か
ら
っ
と
内
外
通
っ
て
い
る
こ
と
で
「
こ
う
」
と
読
む
。

質
侍
中
の
説
で
は
闘
と
同
じ
読
み
だ
、
と
い
う
。
こ
れ
が
里
子
窓
の
象
形
だ
と
い
う
の
は
調
閉
し
た
字
形
に
よ
っ
た
説
明
で
あ
る
が
、
次
に
引

く
例
で
円
い
孔
の
代
り
に
奇
形
の
図
案
に
な
っ
て
い
る
所
を
見
る
と
、
窓
の
ば
ら
っ
と
し
た
格
子
で
内
外
が
か
ら
っ
と
通
じ
て
い
る
と
い
う
訓

詰
は
、
圏
の
古
い
意
味
を
伝
え
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
有
孔
斧
で
あ
れ
ば
そ
こ
に
円
孔
の
あ
る
は
ず
の
位
置
に
、
ト
ル
コ
ワ
ー
ズ
象
嵌
で
闘
紋
を
表
わ
し
た
例
も
あ
る
（
図
2
5
）
。
出
土
記
録
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
器
の
型
式
か
ら
股
後
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
同
じ
系
統
の
紋
様
を
つ
け
た
類
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
図
2
6
で
、
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
の
蔵
品
。
表
面
は
白
っ
ぽ
く
風
化
し
、
割

れ
目
を
接
い
だ
あ
と
が
安
物
の
朱
肉
の
よ
う
な
色
の
顔
料
で
隠
し
て
あ
る
。
こ
の
遺
物
に
は
出
土
地
の
記
録
が
な
い
。
図
2
7
は
翌
翌
竹
園
溝
貝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

二
三
の
出
土
品
で
、
営
営
の
青
銅
器
は
西
廻
前
期
前
半
の
も
の
で
あ
る
。
両
側
の
鎧
牙
の
型
式
が
こ
れ
と
合
致
す
る
所
か
ら
み
て
、
図
2
6
も
こ

れ
と
大
体
同
時
代
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
図
2
6
の
器
は
始
め
に
壁
を
作
り
、
両
側
に
吉
野
を
刻
み
出
し
、
下
に
刃
を
つ
け
る
、
と
い
っ
た
工
程
で
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
時
分

の
大
き
な
孔
を
穿
け
た
斧
の
類
の
中
に
は
、
刃
と
反
対
側
が
直
線
を
な
し
、
斧
の
原
形
を
保
つ
も
の
も
あ
る
所
か
ら
考
え
、
こ
の
型
式
は
壁
の

型
式
を
採
っ
た
斧
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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有孔玉，石斧をめぐって（林）

1／／EIIiiiliiffiN一・／il’．iilillllill．，．lllllll．，，liiiii…

秘露

¢蝋

　灘

・ly　燭

x　獺

ご鮮．tt　Sc

図26鎌形玉斧　西周前期　京都大学文学部博物館

図27壁三瀬斧　西周前期　宝難竹園溝7号三図28有孔玉斧　西周中期　長安張家披273号墓

　
こ
の
よ
う
な
作
り
の
遺
物
は
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

27

ﾌ
他
に
も
遺
物
の
例
が
あ
る
が
、

こ
の
器
が
珍
し
い
の
は
、
彩
色
の

跡
が
淡
褐
色
に
残
る
こ
と
で
あ
る
。

所
々
に
水
銀
朱
の
色
の
残
る
所
が

あ
る
か
ら
、
朱
彩
で
あ
っ
た
と
思

　
　
⑭

わ
れ
る
。
紋
様
の
残
り
は
よ
く
な

い
が
、
よ
い
方
の
面
に
つ
い
て
み

る
と
、
背
と
刃
の
外
周
沿
い
に
二

～
三
㎜
の
幅
の
線
が
引
か
れ
、
そ

の
内
側
一
㎝
強
の
間
隔
で
同
心
円

が
描
か
れ
る
。
鉦
牙
の
部
分
も
彩

色
さ
れ
る
。
背
と
刃
の
部
分
は
問

隔
を
置
い
て
内
外
円
の
間
を
つ
な

ぐ
放
射
状
の
線
が
加
え
ら
れ
る
。

内
圏
と
孔
の
間
に
は
図
2
6
の
測
図

に
見
る
よ
う
に
鉤
形
の
線
が
残
り
、

浜
田
氏
は
間
紋
と
判
断
し
て
想
像

を
混
え
た
復
原
図
を
示
し
て
い
る

17　（667）



拓

が
・
か
な
り
怪
し
魎
馨
測
図
屯
左
下
の
彩
色
は
鉤
形

を
成
さ
ず
、
円
の
ご
と
く
で
あ
る
。
十
分
確
信
を
持
つ
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
仮
に
羅
紋
を
附
け
た
類
と
し
て
こ
こ
に
引

い
て
お
く
。

　
次
に
図
2
6
の
放
射
線
。
図
2
9
は
股
後
期
の
青
銅
製
の
所
謂

弓
形
飾
の
中
央
の
ボ
タ
ン
状
の
突
出
部
と
、
そ
の
両
側
の
馨

甕
・
人
面
を
持
っ
た
一
対
の
鬼
神
の
一
つ
の
拓
本
で
あ
る
。

ボ
タ
ン
状
の
部
分
に
円
形
の
凹
み
が
あ
っ
て
、
放
射
状
の
線

；8　（668）

が
出
て
い
る
点
、
図
2
6
と
共
通
の
デ
ザ
イ
ン
と
見
ら
れ
よ
う
。
放
射
す
る
線
に
疏
密
の
差
が
あ
る
が
。

　
右
に
記
し
た
類
と
は
異
な
り
、
刃
に
大
き
な
円
孔
を
持
っ
た
玉
器
の
中
に
は
、
図
2
8
の
よ
う
に
刃
と
反
対
側
が
直
線
的
に
な
っ
た
も
の
が
あ

る
。
長
安
張
家
坂
一
八
三
号
墓
の
出
土
品
に
相
近
い
器
が
あ
り
、
同
定
出
土
の
青
銅
葬
器
は
地
幅
中
期
前
半
頃
の
型
式
を
も
つ
。

　
以
上
、
孔
は
障
碍
が
な
く
、
光
が
通
り
、
明
る
い
だ
け
で
な
く
、
股
周
時
代
に
は
潔
の
意
味
の
明
、
神
明
の
明
等
の
意
味
を
持
っ
た
こ
と
が
、

有
孔
斧
の
孔
の
代
り
に
配
さ
れ
る
図
柄
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
。
『
尚
書
』
皐
陶
護
に
「
天
の
明
畏
」
の
語
が
あ
る
。
「
畏
」
は
馬
指
、
鄭
重
の
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

キ
ス
ト
に
は
「
威
」
に
作
る
と
い
う
。
「
明
」
は
善
を
顕
わ
し
、
「
畏
」
は
悪
を
威
す
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
明
は
暗
に
対
す
る
明
で
あ
り
、
明

で
あ
る
こ
と
は
暗
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
積
極
的
に
明
を
導
入
す
る
こ
と
は
明
な
ら
ざ
る
も
の
に
打
ち
勝
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
円
い
孔

「
明
」
に
刑
殺
の
季
節
、
秋
の
白
虎
（
の
星
座
）
、
そ
の
星
座
群
の
中
墨
の
昴
、
太
陰
に
帰
せ
ら
れ
る
星
座
の
昴
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、

明
な
ら
ざ
る
も
の
に
積
極
的
に
打
ち
勝
つ
、
と
い
う
方
面
を
強
調
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
る
。
筆
者
は
『
尚
書
』
に
近
づ
き
が
少
い
が
、
有
孔
石

斧
の
孔
は
、
こ
の
天
の
「
明
威
」
の
概
念
を
客
観
化
し
た
も
の
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
に
図
3
0
を
見
て
み
よ
う
。
出
土
地
不
明
の
品
で
、
「
内
」
に
附
け
ら
れ
た
線
彫
り
の
讐
餐
は
上
下
に
ひ
し
ゃ
げ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
西
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図31駐留首　股後期

　　益都蘇埠屯

’欝薗慰癒

図32饗甕紋　股後期　風

蘭34玉蟹　般後期
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図30青銅斧　西周前期

図33神面　良渚文化

　　山1号墓
玉腕輪余三二



図35青銅曳　股後期　安陽武官村大総

総36青銅文　西周前期　宝難茄家荘7号墓

　　　　　　3郷雛灘織一：鍵厨、、

図37青銅刀文　西周前期　岐山王家嘱
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周
前
期
の
幸
い
時
期
と
見
ら
れ
よ
う
。
柄
頭
の
人
頭
は
恐
ら
く
図
1
3
と
同
様
、
髪
頭
1
一
昴
と
思
わ
れ
る
が
、
少
々
緊
り
が
な
い
。
ソ
ケ
ッ
ト
で

柄
に
と
り
附
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
刃
に
は
円
孔
が
あ
り
、
有
孔
斧
で
あ
れ
ぼ
そ
こ
に
孔
の
あ
る
べ
き
位
置
に
当
る
。
然
し
そ
こ
は
飾

ら
れ
た
躾
餐
の
眉
間
で
あ
る
。
お
決
り
の
位
置
と
は
言
っ
て
も
、
一
寸
ひ
ど
い
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
眉
間
に
孔
の
あ
る
躾
甕
は

斧
で
は
珍
ら
し
い
が
、
こ
の
や
り
方
は
玉
器
に
よ
く
あ
る
。
図
3
1
は
益
獣
蘇
算
師
の
股
後
期
墓
出
土
の
例
で
あ
る
。
図
3
0
と
同
じ
位
置
に
円
い

孔
が
穿
け
ら
れ
て
い
る
。
釘
で
も
打
っ
て
、
何
か
に
取
り
附
け
る
た
め
の
も
の
、
と
も
一
応
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
は
孔
が
大
き
過
ぎ

る
し
、
位
置
も
目
ざ
わ
り
で
あ
る
。
他
の
種
類
の
玉
器
に
こ
う
い
う
方
式
の
取
り
附
け
用
の
孔
は
知
ら
れ
な
い
。
他
に
も
同
じ
位
置
に
孔
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
玉
器
の
蓉
餐
は
少
く
な
い
所
か
ら
考
え
、
こ
れ
は
馨
盤
面
の
構
成
要
素
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
股
周
青
銅
器
の
馨
餐
、
犠
首
で
、
こ
の
孔
の

あ
る
位
置
に
極
く
普
通
に
あ
る
の
は
菱
形
で
あ
る
。
と
す
る
と
こ
の
円
い
孔
は
菱
形
に
代
っ
て
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
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⑲

じ
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
襲
餐
、
犠
首
の
眉
間
の
菱
形
は
、
以
前
本
誌
に
記
し
た
通
り
、
股
櫨
甲
骨
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う

金
文
の
十
字
形
の
文
字
、
「
甲
」
字
に
簡
略
化
さ
れ
、
こ
の
甲
は
嘩
（
光
り
輝
く
様
、
盛
ん
な
様
）
と
読
み
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
馨
餐
、
犠
首

の
眉
間
の
円
孔
は
、
菱
形
と
同
様
、
光
り
輝
く
と
い
う
意
味
で
設
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
れ
よ
り
一
〇
〇
〇
年
ほ
ど
年
代
の
遡
る
良
渚
文
化
の
腕
輪
に
刻
ま
れ
た
神
の
頭
で
あ
る
が
、
図
3
3
の
よ
う
に
、
眉
間
の
菱
形
の
中
に
円
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

入
る
例
が
あ
る
　
　
通
常
は
菱
形
だ
け
で
あ
る
が
一
－
。
古
く
か
ら
神
像
の
顔
に
附
け
ら
れ
る
菱
形
と
円
形
の
図
柄
の
性
質
の
親
近
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
図
3
4
は
図
1
5
の
斧
の
孔
に
象
ら
れ
る
の
と
似
た
形
の
籠
で
玉
製
品
で
あ
る
。
出
土
地
は
不
明
で
あ
る
が
、
彫
り
か
ら
み
て
股
後
期
の
作
で
あ

る
。
背
中
の
真
中
に
孔
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
も
饗
餐
、
犠
首
の
眉
間
の
孔
と
同
様
、
象
徴
的
な
し
る
し
、
と
見
ら
れ
る
。
図
1
5
の
膏
血
の
代
り

で
あ
る
。
図
2
5
の
斧
に
円
孔
に
代
っ
て
圏
紋
が
附
け
ら
れ
た
例
を
引
い
た
が
、
図
3
4
も
同
じ
互
換
の
例
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
菱
形
と
の
対
比
か
ら
、
円
孔
が
嘩
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
持
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
日
、
月
、
星
と
い
っ
た
光
り
輝
く
天
体
に
関
聯

す
る
点
、
そ
れ
は
矛
盾
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
代
に
ど
の
程
度
内
量
的
に
近
似
す
る
か
、
形
の
相
違
に
応
じ
て
ど
う
い
う
相
違
が
あ
っ
た

の
か
等
、
立
ち
入
っ
た
所
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

　
以
上
、
股
周
時
代
の
有
孔
斧
の
孔
が
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
た
一
種
の
記
号
の
よ
う
な
意
味
で
附
け
ら
れ
た
こ
と
を
知
れ
ば
、
図
3
5
～
3
7
の

よ
う
な
曳
や
刀
曳
の
類
の
援
に
穿
け
ら
れ
た
孔
の
意
味
も
類
推
に
よ
っ
て
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
斧
と
違
っ
て
、
文
の
類
は
柄
に
結
び

つ
け
る
の
に
孔
を
使
う
よ
う
な
伝
統
は
な
く
、
そ
の
方
面
か
ら
す
る
解
釈
の
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

＠＠＠＠＠
湖
北
省
博
物
館
、
北
京
大
学
考
吉
専
業
一
九
七
六
、

湖
北
省
博
物
館
一
九
七
六
、
図
九
。

林
一
九
七
二
、
…
三
一
～
一
三
二
頁
。

林
一
九
八
六
、
一
六
九
～
一
七
二
頁
。

林
｝
九
九
四
、
三
～
二
八
頁
。

図
一
〇
。

＠＠＠＠＠
江
西
省
文
物
考
古
研
究
所
等
一
九
九
一
、
一
一
頁
。

虐
一
九
九
三
、
図
二
四
。

林
一
九
八
六
、
九
七
頁
。

張
一
九
九
二
、
一
一
四
～
＝
五
頁
。

北
海
道
大
学
水
産
学
部
助
教
授
仲
谷
一
宏
氏
よ
り
贈
ら
れ
た
。
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⑪
参
為
白
虎
、
三
星
直
者
、
是
為
衡
石
、
下
形
三
星
、
尭
、
日
罰
、
為
斬
支
事
、

・
日
紫
鯖
、
為
虎
首
。
清
水
一
九
四
四
、
…
四
九
頁
を
参
照
す
。

⑫
相
似
た
表
現
は
藁
域
台
西
村
に
（
河
北
省
博
物
館
、
文
物
管
理
処
一
九
入
○
、

　
図
版
五
一
）
。

⑬
林
一
九
入
六
a
。

⑭
内
蒙
古
自
治
区
博
物
館
｝
九
七
八
、
八
七
～
八
九
、
寧
域
図
。

⑮
李
一
九
八
○
、
一
〇
九
頁
。

⑯
　
「
昴
、
髪
頭
、
胡
也
、
為
白
衣
会
」
。
「
白
衣
会
」
は
天
文
志
の
少
し
先
に
「
木

　
星
、
与
司
会
…
…
為
白
衣
会
、
若
水
」
と
出
て
く
る
。
木
星
が
金
星
と
出
会
う
と

　
白
衣
会
で
あ
り
、
大
水
が
出
る
、
と
い
う
。
こ
の
白
衣
会
に
つ
い
て
『
史
記
玉
門

　
考
証
』
に
喪
を
言
う
、
と
解
し
て
い
る
。
白
衣
冠
と
い
う
と
喪
服
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
白
衣
会
」
は
白
衣
冠
の
人
が
会
合
す
る
こ
と
に
な
る
、
の
意
と
な
ろ
う
。

⑰
林
一
九
七
二
a
、
二
二
～
二
三
頁
。

⑱
汐
入
年
「
賜
東
海
王
張
虎
賞
施
頭
…
…
」
の
注
に
『
論
文
帝
慰
留
伝
』
が
引
か

　
れ
、

　
秦
文
公
時
果
樹
化
為
牛
、
以
実
需
之
、
騎
不
勝
、
或
堕
地
、
髪
解
被
髪
、
牛
畏
之

　
入
水
、
故
秦
因
是
、
山
盛
頭
型
、
使
先
駈

　
と
。
く
わ
し
い
物
語
は
『
史
記
』
文
理
二
十
七
年
「
伐
南
山
大
梓
、
棚
雲
特
」
の

　
条
に
記
さ
れ
る
。

⑲
李
一
九
八
○
、
＝
○
頁
。
『
南
斉
書
』
魏
虜
伝
「
魏
虜
耳
翼
種
也
…
…
亦
謂

　
鮮
卑
、
披
髪
不
妊
、
故
為
索
頭
」
。
金
頭
は
辮
髪
で
和
林
格
爾
壁
画
に
も
見
る
所

　
だ
と
注
意
さ
れ
て
い
る
。

⑳
林
一
九
六
〇
、
一
〇
八
～
二
〇
頁
。
又
林
一
九
八
九
参
照
。

＠＠＠＠
出
光
美
術
館
一
九
八
九
、
図
版
八
八
。

林
一
九
八
六
、
図
版
一
〇
一
…
○
二
～
一
〇
八
。

林
一
九
八
四
、
盤
1
1
2
2
。

林
一
九
八
六
、
一
八
六
～
一
八
七
頁
。

⑳
　
索
無
礼
』
大
司
竃
「
奉
其
明
水
火
」
疏
。

⑳
林
．
一
九
八
六
、
　
八
七
頁
。

⑳
　
簸
十
四
星
、
越
南
斗
南
、
蜷
為
水
愚
、
帰
太
陰
、
有
星
守
之
、
白
衣
会
、
主
有

　
水
令
、
と
。
こ
れ
は
『
大
唐
開
元
占
経
』
（
『
欽
定
四
庫
全
番
』
巻
六
八
、
七
）
に

　
引
か
れ
る
『
石
氏
星
経
』
に
「
石
氏
日
、
雌
十
四
星
、
在
南
斗
…
…
石
氏
日
、
驚

　
一
星
去
（
消
え
去
る
）
、
有
白
衣
之
会
…
…
石
上
讃
日
、
雌
星
為
水
管
、
太
陰
也
」

　
と
あ
る
の
に
大
体
拠
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
『
石
氏
星
経
臨
は
戦
圏
の
書
と
い
わ

　
れ
る
（
上
田
一
九
三
〇
、
序
）
。

⑳
　
如
。
℃
。
一
器
窃
も
■
q
㊤
四
川
省
生
物
研
究
所
、
両
棲
爬
行
動
物
研
究
室
一
九
七
七
、

　
一
七
頁
。

⑳
　
℃
o
b
①
お
ω
9
℃
・
①
O
『
中
国
大
百
科
全
書
』
生
物
学
、
八
○
頁
。

⑳
　
℃
o
℃
Φ
お
。
。
9
題
腎
傘

⑳
林
】
九
八
六
、
一
八
九
～
一
九
〇
頁
。

⑳
　
　
『
尚
省
』
薫
製
「
麻
象
日
月
星
辰
」
の
偽
孔
伝
に
「
星
、
四
方
中
星
」
と
。

㊥
　
安
陽
市
文
物
工
作
隊
一
九
九
一
、
図
版
一
〇
～
一
四
。
図
1
8
の
文
様
単
・
位
の
一

　
個
と
中
葉
形
の
一
つ
を
と
り
出
し
た
形
の
紋
様
を
も
つ
脊
銅
斧
が
あ
る
（
中
国
社

　
会
科
学
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
隊
一
九
九
二
、
諾
諾
、
下
）
。
中
央
の
円
は
孔

　
で
あ
る
点
図
2
6
と
共
思
す
る
が
、
周
囲
に
使
わ
れ
る
円
が
小
粒
で
あ
る
。
ま
た
柄

　
を
ソ
ケ
ッ
ト
で
装
着
す
る
方
式
か
ら
み
て
、
北
方
彊
域
外
の
民
族
の
方
式
を
と
り

　
入
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

⑭
『
晋
省
』
天
文
志
、
上
「
昴
七
星
、
天
之
耳
目
也
、
憲
西
方
、
主
難
事
…
…
」

⑱
　
≧
冨
口
は
（
≧
冨
口
搭
①
お
℃
」
O
刈
）
こ
の
よ
う
な
脆
の
図
像
の
背
に
あ
る
円

　
の
意
味
は
知
ら
れ
て
い
な
い
、
と
言
い
、
漢
代
画
像
石
の
星
の
蓑
現
か
ら
の
類
推

　
で
星
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
先
は
考
え
て
い
な
い
。

⑭
　
昴
、
白
虎
宿
星
也
。

⑰
　
昴
六
星
、
昴
之
為
言
留
、
雷
物
成
就
繋
留
。

⑱
　
同
じ
方
式
の
図
柄
の
も
う
｝
例
も
縁
に
並
ぶ
円
の
数
は
コ
ニ
個
で
あ
る
（
林
｛
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九
八
⊥
ハ
、
図
一
〇
1
一
〇
｛
ハ
）
。

⑲
　
『
太
平
御
覧
』
巻
九
三
二
所
引
『
耳
芝
』
。

⑳
囲
、
繋
駕
麗
腰
蝶
理
也
、
象
形
。
…
…
読
若
獄
。
質
侍
中
説
、
読
与
中
里
。

⑪
　
ほ
ぼ
同
大
で
同
じ
紋
様
と
銘
を
附
け
た
器
が
王
立
オ
ン
タ
リ
オ
博
物
館
に
あ
ろ

　
（
ぐ
く
『
一
画
O
　
H
り
窃
⑦
触
℃
い
b
o
N
＞
℃
切
）
。

⑫
こ
の
玉
器
は
貞
、
尊
、
騨
な
ど
を
載
せ
た
二
層
台
上
の
漆
盤
上
か
ら
発
見
さ
れ

　
て
い
る
（
慮
等
一
九
八
八
、
上
、
図
七
三
。
藩
中
の
2
1
）
。
こ
の
墓
地
で
は
他
に

　
一
三
号
墓
で
二
層
台
上
の
青
銅
酒
器
を
載
せ
た
漆
盤
上
に
薫
製
の
柄
形
器
が
発
見

　
さ
れ
た
例
が
あ
る
（
同
右
、
図
3
4
、
図
中
の
1
1
）
。
こ
れ
ら
の
玉
器
が
酒
を
使
う

　
儀
礼
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
例
で
あ
る
。

禽
浜
田
一
九
三
〇
、
一
九
～
二
四
頁
。
他
に
河
南
省
博
物
館
一
九
七
七
、
図
一
〇
、

　
西
周
前
期
ω
p
巨
。
ξ
お
給
”
勺
　
嵐
㌧
H
西
門
前
期
、
映
西
周
忌
考
古
隊
一
九

　
七
九
、
図
二
四
、
西
周
中
期
等
。

⑭
　
玉
器
に
塗
ら
れ
た
朱
彩
の
跡
が
淡
褐
色
に
変
色
し
て
い
る
例
は
、
東
京
芸
術
大

　
学
蔵
の
三
含
雛
に
画
か
れ
た
春
秋
時
代
の
龍
紋
に
見
ら
れ
る
（
大
阪
府
立
弥
生
文

　
化
博
物
館
一
九
九
三
、
図
四
二
に
カ
ラ
ー
写
真
。

⑮
　
こ
の
玉
器
に
塗
ら
れ
た
朱
彩
は
、
中
央
の
孔
の
周
囲
に
鉤
形
の
線
を
並
べ
て
圏

　
紋
を
形
成
し
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
治
者
附
図
の
右
上
に
あ
る
二
つ
の
鉤
形
は

　
そ
の
残
存
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
浜
念
望
が
復
原
図
に
朱
で
塗
り
つ
ぶ

　
し
た
葉
状
の
単
位
を
連
ね
て
い
る
の
は
解
せ
な
い
。
浜
田
氏
の
図
を
原
寸
に
拡
大

　
コ
ピ
ー
し
、
筆
者
の
実
側
図
と
重
ね
て
み
て
も
ず
れ
が
甚
大
で
あ
る
。

⑯
　
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
濃
西
発
掘
隊
一
九
八
九
、
図
六
、
4
、
図
版
四
。

⑰
　
池
円
二
九
七
六
、
九
九
百
ハ
。

⑱
　
例
え
ば
発
掘
品
で
は
陳
等
一
九
九
三
、
三
九
、
安
陽
小
屯
…
一
号
房
子
出
土
、

　
股
後
期
。
戴
一
九
九
二
、
図
一
八
、
浬
陽
高
家
塗
四
暑
墓
出
土
、
西
周
前
期
。

⑲
　
林
一
九
九
三
、
一
一
二
～
一
一
五
頁
。

⑭
漸
江
省
文
物
管
理
委
員
会
等
一
九
八
九
、
一
二
七
～
二
一
八
。

二
　
良
　
渚
　
文
　
化

有孔玉，石斧をめぐって（林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
の
論
文
で
扱
っ
て
い
る
よ
う
な
、
板
状
の
刃
の
上
寄
り
に
円
い
孔
の
あ
る
石
斧
は
、
前
四
千
年
紀
か
ら
三
千
年
紀
、
揚
子
江
下
流
の
樫
沢

文
化
、
良
渚
文
化
、
測
器
三
、
四
期
文
化
、
薩
会
見
中
、
晩
期
文
化
、
同
時
代
の
出
東
の
大
波
口
文
化
等
に
顕
著
な
遺
物
の
あ
る
こ
と
は
、
よ

く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
類
は
翼
長
文
化
に
顕
著
で
、
副
葬
品
の
豊
か
な
墓
か
ら
出
土
し
、
美
し
い
石
や
軟
玉
を
使
っ
て
作
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
所
か
ら
、
軍
事
、
政
治
的
首
領
の
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
解
釈
が
出
さ
れ
て
い
る
。
楊
美
莉
疵
は
有
孔
斧
の
資
料
を
遺
物
出
土
図
と
共
に
富
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
④

い
て
説
得
力
に
富
む
。
筆
老
も
大
筋
に
お
い
て
、
こ
う
い
つ
た
研
究
に
賛
同
す
る
し
、
書
い
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
よ
う
と
い
う
の
は
、

そ
れ
の
社
会
乃
至
歴
史
の
中
で
演
じ
た
役
割
で
は
な
く
、
そ
れ
の
象
徴
物
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。

　
出
土
遺
物
を
見
て
み
よ
う
。
図
3
8
ω
は
上
海
市
無
謬
県
福
泉
山
六
号
墓
の
遺
物
出
土
図
で
あ
る
。
南
側
が
頭
で
、
漢
墓
に
よ
っ
て
つ
ぶ
さ
れ
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（2）

　　　　　　　　1．2．3．6．8．　11．

　　　　　　　　12．18、19．石斧

　　　　　　　　4■6，τ・28．ヨ藍鐸蓋

　　　　　　　　9．10．17．37．玉壁

　　　　　　　　13魎14、21鴨23讐26，

　　　　　　　　玉稼
　　　　　　　　15．30．漏斗形玉管

　　　　　　　　16．25．玉斧

　　　　　　　　20．玉総

　　　　　　　　22．24、34．玉石珠

　　　　　　2＋27・33・玉eq

　　　　　　　　29．玉鷺協

　　　　　　　　31．陶器蓋

　　　　　　　　32．陶益

　　　　　　　　35．石埜

wueA＊　36・象牙褥
　　　（1）

　（4｝　（3）図38上海青浦福泉山6号墓遺物出土図，出土玉，石斧
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有孔玉，石斧をめぐって（林）

（這輻：

墜／、

　　　’
図39　：有孔斧陶製模型 海安青敏
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脇図42有孔石斧
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京都大学文学部博物館

図41　良渚文化有孔石斧

　　　　　　　　　　　　　．

　　　　図40良渚文化有孔斧復原図
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25　（675）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
い
る
が
、
胸
か
ら
下
は
よ
く
残
っ
て
い
る
。
壁
、
珠
等
と
並
ん
で
玉
斧
が
二
、
石
斧
が
九
個
出
て
い
る
。
出
土
玉
・
石
斧
の
う
ち
実
物
を
見

た
も
の
を
紹
介
し
よ
う
。
図
3
8
②
は
同
視
ω
中
の
1
1
。
ス
レ
ー
ト
の
よ
う
な
均
一
な
質
の
石
で
、
テ
カ
テ
カ
に
磨
か
れ
、
出
来
た
て
の
よ
う
で

あ
る
。
刃
と
反
対
側
は
柄
の
木
に
嵌
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
見
え
、
粗
い
磨
り
痕
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
図
3
8
③
は
同
難
中
の
1
8
、
カ
フ
ェ
オ
レ
色
と
灰
色
の
む
ら
む
ら
の
あ
る
石
で
、
全
体
平
滑
に
磨
き
上
げ
ら
れ
、
孔
か
ら
刃
と
反
対
側
の
縁
ま

で
の
間
も
同
様
に
磨
か
れ
て
い
る
。
こ
の
器
は
②
と
は
異
な
り
、
柄
に
嵌
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
刃
は
片
側
の

傾
斜
が
僅
か
に
平
ら
気
味
で
、
刃
物
の
面
影
を
辛
う
じ
て
留
め
る
。
刃
先
は
刃
が
落
さ
れ
、
背
の
側
の
小
口
は
仕
上
げ
て
は
あ
る
が
光
沢
が
出

さ
れ
て
い
な
い
。
両
側
か
ら
穿
け
ら
れ
た
孔
の
出
合
っ
た
稜
角
に
石
の
欠
け
た
痕
は
残
る
が
、
円
味
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
石
斧
の
中
に
も
こ

の
よ
う
な
柄
を
す
げ
な
い
象
徴
品
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
⑦

　
良
渚
文
化
の
石
斧
、
玉
斧
の
中
に
は
こ
の
よ
う
に
、
．
馬
鹿
に
大
き
な
孔
の
も
の
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
一
段
階
前
の
樫
沢
や
北
陰
陽
営
か
ら

顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
斧
は
ま
る
で
大
き
な
孔
の
附
属
贔
と
で
も
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

　
図
3
8
ω
は
同
職
ω
中
の
2
5
で
、
胸
の
辺
か
ら
出
て
い
る
。
石
斧
の
多
い
中
、
こ
れ
と
も
う
一
つ
だ
け
軟
玉
製
で
あ
る
。
こ
れ
は
草
色
半
透
明

で
、
褐
色
の
部
分
が
あ
る
。
勧
、
③
と
比
べ
て
、
孔
が
程
よ
い
大
き
さ
の
品
で
あ
る
。
柄
に
嵌
め
込
ま
る
べ
き
部
分
は
、
両
端
に
一
㎝
ば
か
り

の
本
来
の
小
口
が
残
る
が
、
そ
の
中
間
は
割
れ
口
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
割
れ
口
も
含
め
、
器
全
体
が
手
ず
れ
し
、
柄
に
嵌
め
な

い
ま
ま
長
い
間
愛
玩
さ
れ
た
こ
と
を
想
像
せ
し
め
る
点
、
貴
重
で
あ
る
。
大
事
に
さ
れ
て
い
た
玉
器
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
死
者
の
胸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
上
に
載
せ
て
副
葬
さ
れ
て
い
た
。

　
右
に
引
い
た
よ
う
な
、
象
微
品
と
し
て
の
色
合
い
の
濃
い
も
の
は
別
に
し
て
、
良
渚
文
化
の
有
孔
玉
・
石
斧
は
、
海
群
青
轍
の
中
文
化
層
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
出
土
し
た
前
四
千
年
紀
前
半
頃
の
陶
製
模
型
（
図
3
9
）
に
よ
っ
て
柄
へ
の
装
着
法
が
わ
か
っ
て
い
る
。
石
斧
の
刃
と
反
対
側
を
木
回
に
作
っ
た

溝
に
嵌
め
込
み
、
柄
に
設
け
た
孔
か
ら
石
斧
の
孔
に
紐
を
通
し
て
く
く
り
附
け
る
の
で
あ
る
。
良
渚
文
化
の
墓
か
ら
有
孔
斧
が
、
そ
の
柄
の
上

下
の
端
に
附
け
た
玉
製
の
飾
り
と
共
に
ほ
ぼ
原
位
置
の
ま
ま
発
見
さ
れ
る
例
が
あ
り
、
張
明
華
は
そ
の
復
原
図
を
作
っ
て
い
る
。
図
4
0
は
そ
の
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有孔玉，石斧をめぐって（林）

一
つ
で
、
長
さ
七
〇
㎝
ば
か
り
で
あ
る
。
寸
法
を
比
べ
る
と
図
3
9
は
実
大
の
四
分
ノ
一
ば
か
り
の
も
の
と
知
ら
れ
る
。

　
こ
う
い
う
社
会
的
地
位
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
有
孔
斧
が
、
日
常
使
用
す
る
道
具
を
原
形
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
い
。
図
4
1
は
呉
江
甲
南
の
第
二
期
文
化
の
住
居
地
か
ら
の
出
土
品
で
、
良
渚
文
化
早
期
に
当
る
と
さ
れ
る
。
使
っ
て
い
る
内
に
刃
を
大
き
く

欠
い
て
し
ま
っ
た
の
で
捨
て
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
村
人
の
実
用
品
に
違
い
な
い
。
図
4
2
は
図
4
1
と
同
じ
よ
う
な
形
の
石
斧
で
あ
る
が
、

京
大
文
学
部
博
物
館
の
蔵
品
で
出
土
地
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
も
刃
先
に
長
期
間
の
使
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
磨
滅
の
跡
が
甚
だ
し
い
。
孔
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

側
に
は
柄
と
結
び
合
せ
た
紐
の
磨
擦
に
よ
る
溝
が
生
じ
て
い
る
。
図
4
0
の
よ
う
に
き
ち
っ
と
三
方
向
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
発
掘
品
の
石
斧
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

多
数
観
察
す
る
機
会
は
未
だ
得
な
い
が
、
玉
斧
は
少
な
か
ら
ず
見
て
い
る
。
玉
斧
で
は
孔
の
上
側
が
紐
と
の
磨
擦
で
円
味
を
帯
び
て
い
る
例
は

珍
し
く
な
い
。
玉
は
硬
い
か
ら
図
4
2
の
よ
う
な
顕
著
な
溝
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
紐
で
こ
す
れ
て
磨
滅
す
る
と
い
う
の
は
、

柄
に
嵌
め
た
石
や
玉
の
刃
が
、
多
少
と
も
が
た
ぴ
し
し
始
め
て
後
も
、
長
い
間
使
い
つ
づ
け
た
結
果
で
あ
る
。
斧
の
柄
に
紐
で
く
く
っ
て
あ
る

の
は
、
ゆ
る
ん
だ
巻
頭
を
次
の
一
撃
ま
で
柄
に
つ
な
ぎ
留
め
て
お
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
紐
を
三
方
向
に
ま
わ
す
方
法
は
出
来
の
よ
い
や
り

方
と
は
思
わ
れ
な
い
。
図
4
0
の
よ
う
に
三
方
向
に
向
っ
て
緊
め
た
と
こ
ろ
で
、
左
右
の
も
の
は
殆
ん
ど
利
か
ず
、
真
中
の
一
本
だ
け
と
大
差
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
筆
者
の
長
い
間
の
疑
問
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
図
4
3
は
筆
者
の
作
っ
た
図
3
9
の
陶
製
模
型
の
復
原
品
で
、
柄
の
長
さ
六
十
数
㎝
で
あ
る
。
刃
は
根
府
川
石
（
輝
石
安
山
岩
）
、
柄
は
シ
ラ
カ
シ
。

斧
頭
の
ぴ
っ
た
り
嵌
る
柄
穴
を
作
る
に
は
、
勿
論
鋼
鉄
の
刃
物
を
使
っ
て
、
ほ
ぼ
半
口
を
費
し
た
。
こ
の
石
斧
で
直
径
一
〇
c
m
ば
か
り
の
エ
ノ

キ
の
立
木
を
切
り
倒
し
た
が
、
そ
れ
位
で
は
柄
穴
も
ビ
ク
と
も
し
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
後
光
っ
て
い
な
い
の
で
、
ど
れ
程
使
う
と
ガ
タ
が

来
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
斧
の
刃
を
柄
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
図
3
9
の
よ
う
な
遺
物
の
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
斧
の
孔

か
ら
背
の
方
に
向
っ
て
左
右
の
二
方
、
或
い
は
左
右
と
中
央
の
三
本
の
線
の
引
か
れ
た
遺
物
も
少
く
な
い
。
図
4
4
は
膝
県
寺
村
の
仰
紹
、
龍
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

混
合
遺
蹟
の
出
土
品
で
、
孔
か
ら
三
本
の
線
が
あ
り
、
斧
と
柄
を
連
結
す
る
紐
の
痕
と
解
さ
れ
、
両
面
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
図
は
拓
本
で
あ
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有孔玉，石斧をめぐって（林）

る
か
ら
、
線
は
凹
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
図
4
5
は
潜
血
蘇
家
業
第
三
期
文
化
の
出
土
品
で
あ
る
。
赤
で
花
果
図
案
が
画
か
れ
る
、
と
記
さ

　
⑬

れ
る
。
下
の
孔
か
ら
左
右
上
方
に
白
抜
き
の
線
が
あ
る
。
前
四
千
年
紀
の
も
の
で
あ
る
。
図
4
6
は
安
郷
落
城
醐
中
一
期
の
遺
物
。
大
詰
文
化
中

　
　
　
　
　
　
⑭

期
に
当
る
と
い
う
。
孔
か
ら
左
右
上
方
に
線
が
引
か
れ
、
内
向
の
渦
紋
が
加
わ
る
。
前
四
千
年
紀
前
半
位
の
も
の
で
あ
る
。
図
4
7
は
嘉
興
、
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

杭
の
発
見
例
で
、
柄
に
縛
り
つ
け
た
痕
が
残
る
、
と
報
告
さ
れ
、
下
図
の
よ
う
な
復
原
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。
痕
が
ど
の
よ
う
に
残
っ
て
い
た

か
は
記
さ
れ
な
い
。
図
4
8
は
橿
師
二
里
頭
三
区
二
号
溶
出
土
の
玉
斧
。
上
側
の
孔
か
ら
上
方
に
朱
で
三
本
の
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
玉
斧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
そ
の
型
式
や
二
つ
の
孔
の
問
の
雷
管
等
か
ら
、
龍
山
晩
期
の
も
の
と
知
ら
れ
る
。
図
4
9
は
余
杭
反
山
の
識
量
文
化
墓
地
の
出
土
品
。
上
図
に

は
孔
の
周
囲
お
よ
び
輻
射
状
の
線
が
、
朱
で
描
か
れ
、
下
図
に
も
輻
射
状
の
線
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
有
孔
斧
の
孔
か
ら
上
方
斜
め
に
引
か
れ
た
線
は
余
杭
守
山
＝
一
号
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
巨
大
な
鐡
に
も
あ
る
。
実
物
を
見
た
所
を
記
す
と
、

図
5
0
ω
の
見
取
図
で
わ
か
る
よ
う
に
、
刃
か
ら
少
し
入
っ
た
所
、
一
側
寄
り
に
神
面
、
そ
の
反
対
側
に
一
種
の
鳥
形
が
浮
彫
り
さ
れ
、
周
囲
の

地
よ
り
三
㎜
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
神
面
は
磁
器
出
土
の
三
王
（
珠
の
王
様
）
の
四
隅
の
突
出
部
に
挾
ま
れ
た
氷
面
と
同
じ
型
式
の
も
の

で
あ
る
。
こ
の
浮
彫
の
図
像
の
周
囲
の
地
は
ぴ
か
ぴ
か
に
磨
き
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
玉
斧
に
は
有
孔
玉
斧
に
レ
て
は
小
ぶ
り
の
孔
が
あ

る
が
、
孔
か
ら
柄
の
附
く
側
の
両
角
に
向
っ
て
、
三
㎜
ば
か
り
の
聞
隔
で
細
い
平
行
線
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
注
意
し
な
い
と
見
落
す
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
細
い
線
で
、
『
文
物
』
に
発
表
さ
れ
た
図
に
は
落
ち
て
い
る
。
柄
の
附
く
側
の
端
の
近
く
は
、
写
真
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
原
石
の
ざ
ら
ざ

ら
の
面
が
残
る
が
、
そ
れ
か
ら
内
は
磨
き
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
先
の
細
い
平
行
線
ま
で
の
間
は
、
研
磨
材
の
斜
め
の
磨
り
跡
が
少
し

残
り
、
平
行
線
か
ら
刃
ま
で
の
間
と
比
べ
、
最
終
的
な
仕
上
げ
の
手
間
が
省
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
部
分
に
は
何
か
の
腐
っ
た
あ
と
の
よ

う
な
、
茶
色
の
し
み
が
残
っ
て
い
る
。
筆
者
の
見
学
に
つ
き
合
っ
て
く
れ
た
王
明
達
疵
は
、
こ
の
器
の
平
行
線
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
こ
こ
に
か

け
ら
れ
た
紐
が
滑
る
の
を
防
ぐ
も
の
だ
、
と
い
う
牟
永
抗
氏
の
意
見
の
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
朱
の
線
と
違
っ
て
ひ

ど
く
目
に
つ
き
に
く
い
も
の
で
あ
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

　
図
4
9
以
後
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
無
明
華
氏
の
論
文
か
ら
図
5
1
に
引
い
て
お
こ
う
。
図
5
2
は
図
5
1
左
上
の
器
の
図
で
筆
者
が
上
海
博
物
館
で
29　（679）
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有孔玉，石斧をめぐって（林）

描
い
た
も
の
。
写
真
は
図
3
8
㈲
に
掲
げ
て
あ
る
。
筆
者
の
見
た
所
で
は
一
方
の
面
の
首
線
は
孔
の
近
く
か
ら
孔
の
縁
に
間
隔
を
置
い
て
孔
を
半

廻
り
し
、
反
対
側
の
隠
線
に
も
同
様
な
線
の
一
部
が
残
っ
て
い
る
。
上
海
博
物
館
で
見
せ
て
も
ら
っ
た
福
泉
山
の
石
斧
で
は
、
図
5
3
の
よ
う
に

朱
で
線
の
引
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。
写
真
は
白
黒
な
の
で
わ
か
り
難
い
が
、
同
図
②
の
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
孔
の
下
側
三
分
ノ
ニ
強
は
孔
の

壁
に
も
朱
が
附
い
て
い
た
。
前
引
図
4
9
上
が
こ
れ
と
同
方
式
で
あ
る
。

　
さ
て
、
図
3
9
の
海
東
の
陶
製
模
型
、
図
4
3
の
実
大
復
原
品
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
四
身
の
嵌
め
込
ま
れ
る
木
の
柄
に
は
当
然
か
な
り
の
厚
さ

が
あ
り
、
孔
と
柄
を
結
ぶ
紐
は
、
孔
を
く
ぐ
っ
て
後
、
直
ち
に
定
心
か
ら
離
れ
て
柄
に
向
う
こ
と
に
な
る
。
智
力
用
の
鋭
く
ち
ゃ
ち
な
柄
が
附

け
ら
れ
た
と
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
図
5
0
に
引
か
れ
た
よ
う
な
細
い
全
線
は
実
用
的
機
能
を
持
た
な
い
装
飾
だ
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
描
か
れ
た
朱
の
線
も
勿
論
そ
う
で
あ
る
。
海
安
の
例
を
み
る
と
柄
の
紐
を
通
す
孔
は
三
個
あ
る
。
斧
身
の
孔
か
ら
紐
が
三

方
に
出
た
に
違
い
な
い
。
三
本
の
線
の
引
か
れ
た
例
は
図
4
8
、
4
9
等
々
に
も
例
が
あ
る
。
一
方
、
中
央
の
線
が
欠
け
、
左
右
二
本
だ
け
が
描
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

、
ω

　　　　　　　　　　（2）

図53石斧　良渚文化　上海青浦福泉山144号墓

れ
る
例
も
少
く
な
い
　
図
4
5
～
4
7
、
5
1
等
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
図
5
0
の
玉
斧
も
そ
の
類
で
あ
る
が
、
先
に
左

右
の
細
い
線
に
挾
ま
れ
た
孔
の
上
方
の
部
分
の
磨
き
が
不
十
分

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
。
そ
の
辺
に
は
木
の
柄
が
突
出
し
て
、

斧
身
を
深
く
挾
み
込
む
よ
う
な
作
り
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
附
着
し
た
染
み
が
そ
の
こ
と
を
想
像
せ
し

め
る
。
斧
身
の
孔
の
上
方
に
は
中
央
の
線
を
か
き
込
む
余
地
が

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
図
5
3
な
ど
朱
彩
の
例
で
は
、
朱
は
左

右
の
線
に
合
わ
せ
て
、
中
央
の
紐
の
上
に
直
接
塗
ら
れ
た
に
相

違
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
図
5
0
、
5
2
な
ど
の
刻
ま
れ
た
平
行31 （681）



線
の
揚
合
も
、
そ
れ
だ
け
で
装
飾
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
朱
で
も
塗
る
時
の
輿
印
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
細
い
刻
線
は
朱
を
入
れ
る
時
の
目
印
と
し
て
わ
か
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
で
は
刻
線
や
導
線
は
斧
身
を
柄
に
縛
る
紐
を
装
飾
化
し
た
も
の
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
図
4
9
上
お
よ
び
図
5
2
で
紹
介
が
孔
の
周
囲
を
、
孔
の
口
か
ら
少
し
間
隔
を
と
っ
て
め
ぐ
り
、
図
5
3
で
は
孔
の
内
壁
を

三
分
ノ
ニ
ほ
ど
周
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
解
釈
で
き
な
い
。
細
身
の
孔
の
刃
寄
り
の
側
は
、
柄
に
縛
る
紐
と
関
係
が
な
い
部

分
だ
か
ら
で
あ
る
。
今
問
題
の
装
飾
が
柄
に
と
り
つ
け
る
装
置
か
ら
生
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
、
そ
も
そ
も
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
然
り
で
あ
る
。
有
孔
斧
の
中
に
は
、
前
身
園
3
8
②
、
㈲
の
よ
う
に
、
紐
を
通
し
て
柄
に
縛
る
と
い
う
目
的
か
ら
生
れ
た
に
し
て
は
、
ば
か
に

大
き
な
も
の
が
あ
っ
て
、
象
徴
的
な
意
味
を
荷
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
せ
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
何
を
象
徴
し
た
か
を
示
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

く
れ
る
遺
物
が
あ
る
。
学
術
発
掘
の
品
で
は
な
い
が
、
図
5
4
～
5
6
の
有
孔
石
斧
で
あ
る
。
台
北
の
林
耀
振
氏
の
蒐
集
品
で
あ
る
。
図
5
4
、
5
5
で

は
良
渚
文
化
の
珠
等
に
多
い
最
の
あ
る
目
を
持
っ
た
神
算
が
浅
い
浮
彫
り
で
、
図
5
6
で
は
白
目
の
あ
る
目
を
持
っ
た
神
面
の
目
だ
け
が
刻
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
今
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
が
、
前
二
者
の
微
妙
に
歪
ん
だ
良
渚
文
化
の
卵
形
の
摺
は
、
偽
物
作
り
に
は
彫
れ
な
い

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
で
探
題
の
額
の
所
に
あ
る
円
い
孔
は
、
良
渚
文
化
の
逆
梯
形
器
、
例
え
ば
図
5
7
の
神
面
の
額
に
あ
る
横
長
の
孔
隙
に
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
横
長
の
孔
が
良
渚
文
化
の
遣
物
の
上
で
円
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
河
撫
渡
文
化
の
骨
製
の
匙
に
彫
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
、
双
鳥
に
負
わ
れ
る
日
、
月
の
円
盤
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
筆
者
の
記
し
た
所
で
あ
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
記
す
だ
け
で

か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
と
る
の
で
、
こ
こ
で
は
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
こ
れ
ら
の
石
斧
の
彫
刻
に
よ
り
、
有
孔
石
斧
の
孔
が
日
、
月
の
神
の
光
明
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
証
さ
れ
る
。
そ
の
孔
に
光
線
を
表
わ
す

放
射
状
の
線
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
な
、
有
孔
斧
の
孔
の
周
囲
が
朱
で
な
ぞ
ら
れ
、

三
本
の
朱
線
が
こ
こ
か
ら
放
射
状
に
出
る
、
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
は
、
こ
の
目
、
月
神
の
象
徴
を
こ
こ
に
実
現
す
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
円
と
そ
の
上
に
放
射
状
に
出
る
三
本
の
朱
線
を
見
て
直
ち
に
思
い
浮
ぶ
の
は
「
皇
」
字
の
金
文
で
あ
る
。
図
1
9
③
と
書
か
れ
る
。
図
1
9
㈲
は
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日
月
の
日
で
あ
る
。
日
の
上
に
三
本
の

線
が
出
て
い
て
、
今
の
玉
斧
の
孔
と
三

本
の
線
に
対
応
し
て
い
る
。
類
字
に
つ

い
て
潮
沫
若
は
師
旗
笙
（
乙
）
の
銘
文
中

の
、
王
か
ら
の
賜
り
物
「
盾
生
臨
画
内
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
句
に
関
聯
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
周
回
』
春
官
、
楽
師
に
皇
統
が
あ
り
、

郷
司
農
は
「
皇
舞
楽
は
羽
を
も
っ
て
頭

上
に
冒
覆
す
」
と
い
う
。
古
人
は
羽
根

を
頭
に
飾
る
の
を
皇
と
言
っ
た
に
違
い

な
い
。
後
に
実
物
の
羽
根
が
画
紋
に
変

り
、
こ
れ
も
皇
と
言
っ
た
。
そ
し
て
引

伸
し
て
難
民
・
装
美
・
崇
高
等
の
意
味

に
な
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
こ
と
で
良
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

文
字
の
成
り
立
ち
と
し
て
、
何
故
日
か

ら
光
輝
が
上
方
に
の
み
出
、
下
に
「
王
」

が
附
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は

「
皇
」
の
意
味
と
は
別
に
説
明
さ
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
か
ら
上
方
に
光
輝
が
出
て

い
る
図
像
は
、
今
の
良
渚
文
化
の
孔
と
、
そ
れ
か

ら
朱
線
が
放
射
状
に
出
る
形
と
合
致
し
て
い
る
。

・
た
だ
し
何
故
四
方
に
光
線
が
出
ず
、
上
方
だ
け
に

そ
れ
が
あ
る
か
は
、
差
当
り
説
明
が
難
か
し
い
が
。

　
な
お
、
漢
代
の
学
者
の
解
釈
で
は
、
皇
舞
の
編

者
は
頭
に
羽
根
を
か
ぶ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

前
簾
の
玉
斧
の
孔
か
ら
出
る
線
は
直
線
で
あ
る
。

こ
れ
は
羽
根
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
羽
根

で
あ
れ
ば
挽
う
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
良

渚
文
化
の
支
配
玉
の
人
が
頭
に
着
け
た
、
羽
根
を
象
る
錐
形
器
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
錐
形
器
に
つ
い
て
は
本
誌
に
記
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
に
は
く
り
返
さ
な
い
。

　
そ
れ
で
は
「
皇
」
字
は
何
故
「
王
」
に
従
っ
て
い
る
の
か
。
「
皇
」
字
は
西
里
よ
り
古
い
資
料
が
な
く
、
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
資
料
は
良
渚

文
化
の
も
の
で
、
そ
の
間
千
五
百
年
以
上
の
資
料
の
空
白
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
論
文
で
問
題
に
し
て
い
る
有
孔
石
斧
一
つ
を
と
っ
て
も
、
良

渚
文
化
か
ら
股
ま
で
存
続
し
、
そ
れ
に
附
随
し
た
観
念
の
存
続
も
想
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
西
境
の
文
字
の
成
り
立
ち
の
説
明
に
良
禽
文
化
の

遺
物
を
参
考
に
す
る
こ
と
も
、
不
当
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
⑳

　
林
淫
は
言
う
。
甲
骨
文
の
「
王
」
字
を
図
1
9
㈲
～
⑦
等
の
形
に
作
る
。
図
1
9
⑤
形
は
図
1
9
⑧
字
の
上
半
分
を
差
向
に
し
た
も
の
で
、
柄
を
つ

け
な
い
斧
身
を
象
っ
た
も
の
だ
。
図
1
9
⑥
と
上
に
墨
画
の
一
本
加
わ
る
の
は
図
1
9
⑧
を
⑨
と
書
く
の
と
同
例
で
あ
り
、
図
1
9
⑤
形
の
横
線
は
閾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
象
る
と
見
た
。
そ
し
て
王
の
音
は
『
詩
』
大
雅
、
公
事
の
毛
嚢
に
「
揚
は
鉱
な
り
」
と
い
う
揚
が
ら
転
じ
た
も
の
だ
、
と
。

34　（684）



宿孔玉，石斧をめぐって（林）

　
思
う
に
、
股
嘘
甲
骨
文
「
王
」
字
を
柄
を
つ
け
な
い
青
銅
年
頭
と
見
た
の
は
正
し
い
が
、
上
の
一
な
い
し
二
本
の
横
画
を
關
、
す
な
わ
ち
斧

．
の
内
と
刃
の
問
に
あ
っ
て
刃
よ
り
横
に
突
出
し
た
部
分
と
見
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
活
画
が
一
本
の
場
合
は
そ
れ
で
も
通
ず
る
が
、
二
本

に
な
る
と
無
理
で
あ
る
。
硬
磁
の
図
像
記
号
に
図
1
9
0
0
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
図
5
8
の
管
状
の
墨
を
持
つ
型
式
の
青
銅
斧
を
象
る
と

見
る
得
な
い
。
図
1
9
⑥
、
⑦
の
体
は
こ
の
よ
う
な
型
式
の
斧
の
象
形
が
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
と
見
れ
ば
説
明
が
し
易
い
。
図
5
8
の
よ
う
な
型
式

の
も
の
が
遣
物
と
し
て
稀
で
あ
る
の
は
何
故
で
あ
る
の
か
、
現
在
の
所
説
明
が
難
か
し
い
が
。

　
字
形
と
遺
物
の
対
応
に
つ
い
て
多
少
の
聞
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
林
淫
氏
の
「
王
」
字
が
柄
を
附
け
な
い
斧
身
を
象
る
と
見
た
点
は
間
違
い

な
い
と
考
え
る
。

　
良
渚
文
化
の
玉
・
石
斧
に
残
る
「
皇
」
字
の
上
半
は
、
本
来
玉
・
石
斧
の
上
部
に
飾
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
斧
の
象
形
字
の
中
に
こ
れ
を
書

き
込
む
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
皇
」
の
上
半
の
象
形
の
下
に
斧
を
象
る
「
王
」
を
書
き
加
え
た
、
と
い
う
の
が
皇
字
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
以
上
の
解
釈
に
誤
り
な
い
と
す
る
と
、
玉
・
石
斧
に
設
け
ら
れ
た
孔
か
ら
、
一
本
の
紐
で
な
く
三
本
の
紐
が
柄
に
向
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
理

由
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
、
な
い
し
月
を
象
る
孔
と
共
に
三
本
の
紐
で
も
っ
て
「
皇
」
字
の
上
半
の
図
形
を
構
成
し
た
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

①
孔
が
あ
っ
て
も
上
端
近
く
に
小
さ
く
穿
け
ら
れ
、
刃
の
方
に
向
っ
て
幅
の
大
き

　
く
拡
が
る
類
は
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。
例
え
ば
仰
紹
文
化
に
あ
る
よ
う
な
類
（
中

　
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
｝
九
八
三
、
図
駁
七
一
、
5
、
8
）
。

②
　
佐
川
一
九
九
二
、
五
一
七
～
五
二
三
頁
。
岡
村
一
九
九
三
、
一
二
五
二
～
＝
一

　
五
四
頁
。
張
｛
九
八
九
、
六
三
二
～
六
三
四
頁
。

③
　
楊
一
九
九
五
、
二
二
六
～
二
四
〇
頁
、

④
　
林
一
九
九
五
、
一
一
三
～
一
一
四
頁
。

⑤
　
上
海
市
文
物
保
管
委
員
会
【
九
八
四
、
一
頁
。

⑥
上
海
市
文
物
保
管
委
員
会
一
九
八
七
、
聖
旨
一
、
2
。

⑦
　
南
京
博
物
院
一
九
九
三
、
図
版
六
、
七
。

⑧
こ
の
墓
か
ら
は
図
3
8
ω
中
の
3
6
に
象
牙
器
が
出
土
し
て
い
る
。
玉
珠
等
に
あ
ろ

　
よ
う
な
神
門
が
刻
さ
れ
て
い
る
（
張
一
九
八
九
、
図
工
）
。
張
明
華
は
こ
の
象
．
牙

　
製
品
を
図
3
8
叫
の
玉
斧
頭
の
柄
と
考
え
、
想
像
復
原
図
を
作
っ
て
い
る
（
張
一
九

　
八
九
、
図
一
一
、
4
）
。
出
土
状
態
を
見
る
と
図
3
8
ω
の
3
6
が
象
牙
製
品
、
2
5
が

　
玉
斧
で
少
々
離
れ
す
ぎ
て
い
る
上
、
両
者
の
方
向
も
ち
ぐ
は
ぐ
で
あ
る
。
良
四
文

　
化
の
墓
で
擾
乱
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
柄
頭
、
柄
下
端
の
飾
り
が
略
≧
原
位
置
か
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ら
発
見
さ
れ
る
例
が
幾
つ
か
あ
る
こ
と
は
張
氏
も
引
く
通
り
で
（
張
一
九
八
九
、

　
六
三
一
～
六
ゴ
…
二
頁
）
、
こ
れ
は
通
例
に
外
れ
て
い
る
。

⑨
　
南
京
博
物
院
一
九
八
三
、
一
五
四
頁
。

⑩
　
蘇
州
博
物
館
等
一
九
九
〇
、
二
六
頁
。

⑪
カ
シ
材
は
筆
者
の
住
む
藤
沢
の
材
木
屋
で
現
在
売
っ
て
い
な
い
の
で
、
庭
の
立

　
枯
れ
の
木
を
利
用
し
た
。
使
え
る
部
分
の
寸
法
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
柄
が
少
し

　
短
い
。

⑫
山
東
火
学
隙
県
考
古
調
査
小
組
一
九
五
八
、
五
一
頁
。

⑬
　
安
徽
省
文
物
工
作
隊
　
九
八
二
、
三
〇
八
頁
。

⑭
湖
南
省
博
物
館
一
九
八
三
、
四
六
五
頁
。

⑯
牟
｝
九
八
四
、
九
頁
。

＠　OL　＠＠＠＠＠＠＠＠
林
一
九
九
六
。

図
5
0
②
の
も
と
の
図
。
こ
の
図
に
は
筆
者
が
か
き
込
ん
だ
。

嘉
興
附
近
で
の
出
土
品
と
き
く
。

林
一
九
九
一
、
図
四
一
三
九
。

同
右
、
二
九
八
頁
。

股
櫨
甲
骨
文
に
は
な
い
。

幽
郭
臨
休
若
一
九
六
五
、
五
百
ハ
。
．

林
一
九
九
三
、
九
五
～
九
七
頁
。

林
湧
一
九
六
五
。

「
弓
矢
斯
張
、
干
父
戚
揚
」
毛
伝
「
揚
、
銭
也
」
。
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三
．
結

び

　
道
具
と
い
う
も
の
は
良
質
の
材
料
を
選
び
、
作
り
も
良
い
こ
と
、
そ
れ
を
使
う
人
間
の
腕
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
使
用
の
結
果
が
命
や
名
誉
に
か
か
わ
る
場
合
と
も
な
れ
ば
、
や
は
り
神
仏
の
加
護
が
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
『
平
家
物
語
』
で
扇
の

的
が
船
上
で
ゆ
れ
、
狙
い
が
定
め
難
い
時
、
那
須
与
一
は
「
南
無
八
幡
大
菩
薩
…
…
」
と
複
数
の
神
仏
に
呼
び
か
け
て
祈
っ
た
。
日
常
使
用
す

る
斧
で
も
、
い
ざ
と
い
う
時
武
器
に
使
う
類
に
は
、
天
の
日
月
の
神
を
象
徴
す
る
マ
ー
ク
を
附
け
て
お
い
た
、
と
い
う
の
が
有
孔
斧
の
起
り
で

あ
る
。
孔
の
下
に
そ
れ
の
象
徴
す
る
神
の
像
を
彫
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
日
常
使
用
す
る
斧
で
は
す
ぐ
傷
ん
で
し
ま
う
か
ら
、
そ
れ
は
略
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
図
5
7
に
引
い
た
よ
う
な
逆
梯
形
器
で
、
画
面
の
彫
っ
て
な
い
も
の
が
沢
山
あ
る
が
、
そ
う
い
う
も
の
の
中
に
は
顔
料

を
使
っ
て
顔
が
描
か
れ
て
い
た
の
が
剥
落
し
た
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
宿
孔
斧
で
も
同
様
剥
落
し
た
も
の
の
存
在
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
顔
の
有
無
は
し
か
し
ど
う
で
も
よ
い
。
円
孔
だ
け
で
そ
こ
に
神
の
存
在
は
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
良
器
文
化
は
前
三
千
年
紀
の
晩
い
時
期
に
滅
亡
し
、
そ
の
玉
器
文
化
も
消
滅
す
る
。
そ
こ
で
多
数
作
ら
れ
た
盤
、
珠
も
、
似
た
型
式
の
器
が
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華
北
の
龍
山
文
化
で
作
ら
れ
、
股
文
化
に
も
及
ぶ
と
は
い
え
、
伝
搬
し
た
系
統
が
た
ど
ら
れ
る
と
い
う
に
は
程
遠
い
。
有
孔
玉
・
石
斧
は
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

汝
口
文
化
は
じ
め
華
北
に
も
少
な
か
ら
ず
遺
物
が
知
ら
れ
る
と
は
い
え
、
各
文
化
の
も
の
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
は
壁
、
踪
と
事
情
は
変
り
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
。
し
か
し
良
渚
文
化
の
東
面
と
購
書
の
饗
餐
面
と
は
、
両
者
に
継
承
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
適
切
な
証
拠
と
言
え
よ
う
。
股
周
の
饗
餐

が
額
の
菱
形
の
代
り
に
、
有
孔
斧
と
同
じ
円
孔
を
額
に
持
つ
例
の
あ
る
こ
と
は
、
本
論
文
で
新
た
に
指
摘
し
た
所
で
あ
る
。
良
渚
文
化
の
神
面

が
有
孔
斧
に
飾
ら
れ
、
額
に
円
孔
を
持
つ
形
を
と
る
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
図
5
4
～
5
6
に
引
い
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
中
間
の

年
代
に
属
す
る
遺
物
が
現
在
知
ら
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
緑
肥
文
化
の
伝
統
が
股
周
文
化
の
躾
餐
に
8
1
き
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
の
傍
証
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
良
筆
文
化
の
神
面
は
日
と
月
の
神
で
あ
り
、
股
代
の
馨
塗
は
「
帝
」
で
、
同
時
代
の
最
高
神
で
あ
っ
て
、
夫
≧
の
時
代

に
お
け
る
神
と
し
て
の
格
に
お
い
て
匹
敵
し
て
い
る
。

　
一
方
、
股
周
時
代
の
有
孔
斧
、
そ
れ
を
も
含
め
た
鉱
の
類
を
検
討
し
て
み
て
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
遣
物
の
中
に
、
従
来
知
ら
れ
て
は

い
て
も
そ
の
性
格
の
は
っ
き
り
と
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
神
や
記
号
が
顔
を
出
す
こ
と
で
あ
る
。
図
7
、
8
、
1
0
等
股
周
の
斧
の
孔
に
飾
ら

れ
、
ま
た
刑
罰
用
の
鋏
に
附
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
西
方
、
秋
の
星
座
群
の
虎
、
オ
リ
オ
ン
座
の
白
虎
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

類
が
そ
れ
で
あ
る
。
殿
周
青
銅
器
に
出
て
く
る
他
の
虎
も
、
た
だ
の
虎
で
な
く
星
座
の
虎
で
、
刑
殺
を
司
る
神
の
虎
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
。　

図
7
と
同
じ
よ
う
に
青
鋼
斧
の
孔
の
中
に
飾
ら
れ
る
図
1
5
の
ス
ヅ
ポ
ン
も
、
同
様
に
し
て
た
だ
の
ス
ッ
ポ
ン
で
は
な
く
太
陰
に
帰
せ
ら
れ
る

星
座
の
篭
の
図
像
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
小
さ
い
円
の
集
合
し
た
図
形
が
「
星
」
の
図
で
あ
る
こ
と
は
以
前
に
推
測
し
た
所
で
あ
る
が
、

有
孔
斧
の
柄
頭
に
飾
ら
れ
て
い
る
戎
の
像
も
た
だ
の
人
像
で
は
な
く
、
西
方
を
蹴
り
、
裁
判
を
止
る
昴
の
星
の
像
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

も
そ
れ
で
あ
る
。
有
孔
斧
に
、
こ
の
よ
う
に
石
槍
時
代
に
な
っ
て
裁
判
、
刑
殺
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
図
像
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、

世
の
中
が
多
様
化
し
、
そ
の
方
面
を
司
る
神
も
分
化
し
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
有
孔
玉
・
石
斧
で
孔
の
あ
っ
た
個
所
が
更
に
虎
の
牙
、
鮫
の
歯
の
む
き
出
し
に
な
っ
た
口
に
な
り
、
象
徴
は
更
に
露
骨
に
な
る
。
昴
も
小
さ
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い
星
が
固
ま
っ
た
だ
け
の
図
像
で
は
物
足
り
な
く
な
っ
て
か
、
恐
ろ
し
い
形
相
の
野
蕃
人
の
頭
で
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
大
型
の

青
銅
鋏
が
生
れ
、
足
切
り
や
首
斬
り
が
ど
し
ど
し
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
た
だ
の
門
い
孔
ぐ
ら
い
で
は
人
が
怖
い
と
思
わ
な
く
な
っ
た
せ
い

で
で
も
あ
ろ
う
か
。

　
有
孔
斧
の
円
孔
は
象
徴
的
図
像
と
は
別
に
次
第
に
大
き
く
な
り
、
図
2
8
の
西
周
中
期
前
半
頃
の
玉
斧
の
孔
の
径
は
図
師
の
横
幅
の
七
割
に
も

達
し
て
い
る
。
し
か
し
バ
ブ
ル
で
は
な
い
が
、
こ
こ
が
有
孔
斧
の
最
後
で
あ
る
。
青
銅
器
上
の
伝
統
的
な
図
像
類
も
、
こ
の
時
代
以
後
急
速
に

消
滅
し
て
新
し
い
も
の
に
変
る
。

　
①
　
楊
一
九
九
五
、
総
図
版
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
林
一
九
九
三
、
七
入
～
一
一
一
頁
。

　
②
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
林
一
九
八
六
、
四
三
～
六
五
頁
。

図
出
所
目
録

図図図図図図図図図図図図図図
14　13　12　ll　10　987654321

李
一
九
八
五
、
二
二
。

山
東
省
博
物
館
一
九
九
一
、
三
九
。

《
中
国
文
物
精
華
》
編
輯
委
員
会
一
九
九
〇
、
三
九
。

樋
口
隆
康
氏
写
真
。

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
。

筆
者
写
真
。

映
西
省
博
物
館
等
一
九
七
九
、
一
〇
六
。

（
河
南
出
土
商
周
青
銅
器
》
編
輯
組
一
九
八
一
、
三
四
六
。

筆
者
写
真
。

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
一
九
八
○
、
図
六
六
。

U
3
a
理
お
9
、
這
．

出
土
文
物
展
工
作
組
一
九
七
二
、
八
八
頁
。

慮
等
一
九
八
八
、
上
、
図
六
〇
、
下
、
図
版
二
六
、
2
～
4
。

中
圏
社
会
科
学
院
】
九
八
○
、
図
八
○
。

図
1
5
　
李
一
九
九
四
、
二
四
三
。

図
1
6
　
上
田
一
九
三
〇
、
附
図
よ
り
。

㎜
凶
π
　
　
梁
、
音
同
一
九
｛
ハ
ニ
、
下
、
図
版
…
二
五
二
、
　
－
。

図
1
8
　
安
陽
市
文
物
工
作
隊
　
九
九
一
、
図
版
一
五
、
5
。

図
1
9
　
ω
　
乙
六
六
四
　
②
　
前
七
、
一
一
六
、
三
　
㈹
　
大
系
図
六
三
　
ω
　
金
文

　
　
編
四
五
五
頁
　
㈲
、
㈲
　
甲
骨
文
編
一
、
八
　
ω
　
甲
三
九
四
〇
㈲
、
㈲

　
　
金
文
編
一
〇
一
四
頁
⑯
　
金
文
集
成
四
、
二
三
一
九
。

図
2
0
　
四
川
省
生
物
研
究
所
、
両
棲
平
行
動
物
研
究
室
一
九
七
七
、
図
一
七
。

図
2
1
　
林
一
九
八
六
、
図
一
〇
1
九
八
。

図
2
2
　
林
一
九
八
六
、
図
一
四
一
二
。

図
2
3
　
林
一
九
八
六
、
図
一
〇
一
一
〇
三
。

図
2
4
　
平
凡
社
『
国
民
百
科
事
典
』
四
、
三
八
○
頁
。

図
2
5
　
穴
四
二
〇
q
「
①
二
≦
旨
σ
q
ぎ
一
り
①
O
㌧
℃
r
鴇
．

図
2
6
右
筆
者
写
真
。
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図
2
6
左
　
筆
者
図
。

図
2
7
　
虚
等
一
九
八
八
、
下
、
図
版
六
〇
、
4
。

図
2
8
、
陳
等
一
九
九
三
、
二
一
七
。

図
2
9
　
上
海
博
物
館
膏
銅
器
研
究
組
一
九
八
四
、
図
九
八
六
。

図
3
0
　
梅
原
一
九
三
三
、
七
、
九
七
。

図
3
1
　
山
東
省
博
物
館
一
九
九
一
、
＝
八
。

図
3
2
　
林
一
九
八
六
、
図
二
一
四
九
三
。

図
3
3
　
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
等
一
九
八
九
、
一
〇
三
。

図
3
4
　
ω
寅
三
9
α
d
巳
く
興
ω
搾
望
ン
貞
房
窪
ヨ
一
㊤
α
。
。
悔
ω
ρ

図
3
5
　
郭
一
九
五
一
、
図
版
二
四
、
1
。

図
3
6
　
厳
等
一
九
八
八
、
下
、
図
版
五
〇
、
2
。

図
3
7
　
映
西
雀
博
物
館
等
一
九
六
〇
、
図
二
五
。

図
3
8
　
上
海
市
文
物
保
管
委
員
会
一
九
八
四
、
図
二
。
『
上
海
博
物
館
展
』
3
2
、

　
　
牟
等
一
九
九
二
、
一
三
三
。

図
3
9
　
南
京
博
物
院
一
九
八
三
、
図
一
〇
。

図
4
0
　
張
一
九
八
九
、
図
一
一
、
3
。

図
4
1
　
蘇
州
博
物
館
等
一
九
九
〇
、
図
四
四
、
5
。

3
3
、

　
引
用
文
献
目
録

安
徽
省
文
物
工
作
隊
　
九
八
二
「
立
山
酵
家
崩
新
石
器
時
代
遺
祉
」
『
考
古
学
報
』
一

　
　
九
八
二
、
三
、
二
八
三
～
三
二
四
頁
。

安
陽
市
文
物
工
作
隊
一
九
九
一
「
股
鑑
母
家
荘
東
二
六
九
号
墓
」
『
考
古
学
報
』
一
九

　
　
九
…
、
三
、
三
二
五
～
三
五
二
頁
。

池
田
末
利
一
九
七
六
『
尚
書
』
（
『
全
釈
漢
文
大
系
』
1
1
）
東
京
。

出
光
美
術
館
一
九
八
九
『
出
光
美
術
館
蔵
品
図
録
、
中
国
の
工
芸
』
束
京
。

上
田
穰
一
九
三
〇
『
石
氏
星
経
の
研
究
』
（
『
東
洋
文
庫
論
叢
』
一
二
）
東
京
。

梅
原
末
治
一
九
三
三
『
欧
米
斑
濃
支
那
古
銅
精
華
』
京
都
。
　
　
　
　
　
　
一
～

図図図図図図図図図図図図図図図図図58　57　56　55　54　53　52　51　50　49　48　47　46　45　44　43　42

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
。

筆
者
写
真
。

山
東
大
学
膿
県
考
古
調
査
小
組
一
九
五
八
、
図
工
、
1
。

安
徽
省
文
物
工
作
隊
一
九
八
二
、
図
二
四
、
4
。

湖
南
省
博
物
館
一
九
八
三
、
図
二
一
、
4
。

牟
一
九
八
四
、
図
四
。

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
二
里
頭
隊
｝
九
八
三
、
図
一
〇
、
7
。

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
反
山
考
古
隊
一
九
八
八
、
図
一
〇
、
5
、
6
。

同
右
、
彩
色
挿
一
頁
一
、
　
2
、
図
二
六
。

張
一
九
八
九
、
図
一
、
2
～
5
。

筆
者
図
。

楊
一
九
九
五
、
彩
色
図
版
七
七
、
筆
者
図
。

筆
者
図
。

同
右
。

同
右
。

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
等
一
九
八
九
、
一
一
五
。

一
6
①
耳
目
雷
◎
コ
陰
S

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
一
九
九
三
『
平
成
五
年
秋
黍
特
別
展
－
弥
生
人
の
見

　
　
た
楽
浪
文
化
』
和
泉
。

岡
村
秀
典
一
九
九
三
「
中
国
新
石
器
時
代
の
戦
争
」
『
古
文
化
談
叢
』
三
〇
、
下
、

　
　
一
二
四
五
～
一
二
五
九
頁
。

《
河
南
幽
土
商
周
青
銅
器
》
編
輯
組
一
九
八
一
『
河
南
出
土
商
翠
玉
鋼
器
』
北
京
。

河
南
省
博
物
館
一
九
七
七
「
河
南
省
嚢
県
西
周
繁
発
掘
簡
報
」
『
文
物
』
　
九
七
七
、

　
　
八
、
　
一
三
～
一
六
貰
。

河
北
省
博
物
館
、
文
物
管
理
単
一
九
八
○
『
河
北
省
出
来
文
物
選
集
』
北
京
。
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郭
宝
鈎
一
九
五
一
二
九
五
〇
年
春
股
櫨
発
掘
報
告
」
『
中
国
考
古
学
報
』
五
、
一
～

　
　
六
】
頁
。

郭
沫
若
一
九
六
五
「
長
安
張
単
磁
銅
器
群
銘
文
溝
釈
」
『
長
安
張
家
披
西
周
銅
器
群
』

　
　
一
～
八
頁
。

湖
南
省
博
物
館
一
九
八
三
「
安
郷
出
城
崩
新
石
器
時
代
遺
祉
」
『
考
古
学
報
』
一
九
八

　
　
三
、
四
、
四
二
七
～
四
七
〇
頁
。

湖
北
省
博
物
館
一
九
七
六
「
盤
龍
城
商
代
二
里
岡
期
的
青
銅
器
」
『
文
物
』
｝
九
七

　
　
六
、
　
二
、
　
～
＝
ハ
～
四
㎜
百
ハ
。

淵
甲
北
省
博
物
館
卵
、
北
山
尽
大
学
考
古
督
学
朱
一
九
七
六
「
盤
龍
城
コ
九
七
一
四
年
度
田
野
考

　
　
古
紀
要
」
『
文
物
』
一
九
七
六
、
一
…
、
五
～
一
五
頁
。

江
西
省
文
物
考
古
研
究
所
、
江
西
省
新
州
県
博
物
館
｝
九
九
一
「
江
西
新
干
大
洋
洲

　
　
商
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
物
』
一
九
九
一
、
一
〇
、
一
～
二
三
頁
。

佐
川
正
敏
一
九
九
二
「
中
国
新
石
器
時
代
武
器
田
干
－
黄
河
・
長
江
下
流
域
を
中

　
　
心
に
一
」
『
加
藤
稔
先
生
還
暦
記
念
、
東
北
文
化
論
の
た
め
の
先
史
学
歴
史

　
　
学
論
集
』
五
一
五
～
五
三
〇
頁
。

佐
原
真
一
九
九
四
『
斧
の
文
化
史
』
（
『
考
古
学
選
書
』
㈲
）
爽
京
。

山
東
省
博
物
館
一
九
九
一
『
山
策
省
博
物
館
蔵
品
選
』

中
国
文
物
精
華
編
輯
委
員
会
一
九
九
〇
『
中
国
文
物
精
華
』
一
九
九
〇
、
北
京
。

山
東
大
学
縢
県
考
古
調
査
小
組
一
九
五
八
「
縢
県
新
石
器
時
代
遺
祉
調
査
」
『
文
物

　
　
参
考
資
料
』
一
九
五
八
、
一
、
五
〇
～
五
二
頁
。

四
川
省
生
物
研
究
所
、
両
棲
蟹
行
動
物
研
究
室
一
九
七
七
『
中
国
爬
行
動
物
系
統
検

　
　
索
』
北
京
。

上
海
市
文
物
保
管
委
員
会
一
九
八
四
「
上
海
福
泉
山
良
渚
文
化
改
葬
」
『
文
物
』
一
九

　
　
入
四
、
二
、
一
～
五
頁
。

上
海
市
文
物
保
管
委
員
会
一
九
八
七
『
絵
沢
－
新
石
器
時
代
遺
肚
発
掘
報
告
』
北

　
　
京
。

上
海
博
物
館
青
銅
器
研
究
組
一
九
八
四
『
商
周
青
銅
羅
紋
飾
』
北
京
。

『
上
海
博
物
館
展
』
（
需
品
寛
ム
瓜
カ
タ
ロ
グ
）
　
一
九
九
三
、
一
果
論
尽
。

出
土
文
物
展
工
作
組
一
九
七
二
『
文
化
大
革
命
期
間
出
土
文
物
』
第
一
輯
、
北
京
。

翫
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
』
北
京
、
香
港
。

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
反
山
考
古
隊
一
九
八
八
、
「
断
江
余
杭
難
山
良
渚
墓
地
発

　
　
掘
簡
報
」
『
文
物
』
一
九
八
八
、
　
一
、
　
「
～
三
一
百
日
。

陳
西
省
考
古
研
究
所
、
映
西
省
文
物
管
理
委
員
会
、
阪
西
省
博
物
館
一
九
七
九
『
映

　
　
西
出
土
商
周
青
銅
器
』
0
、
北
京
。

陳
西
周
囲
考
古
隊
一
九
七
九
「
陳
西
扶
風
斉
家
一
九
号
西
周
墓
」
『
文
物
』
｝
九
七

　
　
九
、
一
一
、
一
～
一
一
頁
。

阪
西
省
博
物
館
、
江
山
省
文
物
管
理
委
員
会
一
九
六
〇
『
映
西
省
博
物
館
、
映
西
省

　
　
文
物
管
理
委
員
会
蔵
青
銅
器
図
釈
』
北
京
。

繧
開
遜
「
九
九
三
「
新
詮
大
墓
出
土
的
青
銅
礼
器
」
『
故
宮
文
物
月
刊
』
一
二
〇
、
六

　
　
六
～
八
九
頁
。

蘇
州
博
物
館
、
呉
江
県
文
物
管
理
委
員
会
一
九
九
〇
、
「
江
蘇
呉
江
龍
南
新
石
器
時

　
　
代
村
落
遺
玩
第
一
、
二
次
発
掘
聖
書
」
『
文
物
』
一
九
九
〇
、
七
、
一
～
二
七

　
　
頁
。

戴
応
新
一
九
九
二
「
浬
陽
高
家
墾
理
念
墓
群
発
露
盤
、
続
三
」
　
『
故
宮
文
物
月
刊
』

　
　
一
ニ
ハ
、
三
四
～
四
四
頁
。

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
｝
九
八
○
『
股
櫨
婦
好
墓
』
北
京
。

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
　
九
八
三
『
宝
難
北
首
嶺
』
北
京
。

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
隊
一
九
九
二
「
一
九
八
○
年
河
南
安
陽
大

　
　
司
空
村
M
五
三
九
発
掘
傭
報
」
『
考
古
』
一
九
九
二
、
六
、
五
〇
九
～
五
一
七

　
　
頁
。

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
二
里
頭
隊
㎝
九
八
三
、
「
一
九
八
○
年
秋
河
南
偲
師

　
　
二
黒
頭
遺
境
発
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
八
三
、
三
、
一
九
九
～
二
〇
五
、
二

　
　
一
九
頁
。
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中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
澄
西
発
掘
隊
一
九
八
九
「
長
安
三
家
披
M
一
八
三
西

　
　
周
洞
室
墓
発
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
八
九
、
六
、
五
二
四
～
五
九
二
頁
。

張
明
華
一
九
八
九
「
良
器
玉
戚
研
究
」
『
考
古
』
一
九
八
九
、
七
、
六
二
四
～
六
三

　
　
五
頁
。

三
明
華
一
九
九
二
「
艮
渚
古
玉
綜
論
」
『
東
南
文
化
』
一
九
九
二
、
二
、
　
＝
二
～

　
　
一
一
九
頁
。

陳
志
達
、
方
國
錦
｝
九
九
三
『
中
国
玉
器
全
集
』
一
一
、
北
京
。

内
蒙
古
自
治
区
博
物
館
一
九
七
八
『
和
製
格
爾
今
墓
壁
画
』
北
京
。

南
京
博
物
院
一
九
入
三
「
江
蘇
笹
蟹
青
敬
遺
坂
」
『
考
古
学
報
』
一
九
八
三
、
二
、

　
　
一
四
七
～
一
八
七
頁
。

南
京
博
物
院
一
九
九
三
『
北
陰
陽
営
－
新
石
器
時
代
及
商
周
画
期
遺
境
発
掘
報
告
』

　
　
北
京
。

浜
田
耕
作
一
九
三
〇
「
戚
壁
考
－
附
藩
磯
i
」
『
東
洋
美
術
史
研
究
』
一
九
四

　
　
三
、
東
京
、
一
七
～
三
八
所
収
。

林
巳
奈
夫
一
九
穴
○
「
股
周
時
代
の
遺
物
に
表
わ
さ
れ
た
鬼
神
」
『
考
古
学
雑
誌
』
四

　
　
六
、
　
二
、
　
一
〇
五
～
一
三
二
百
ハ
。

林
巳
奈
夫
一
九
七
二
『
中
国
股
周
時
代
の
武
器
』
京
都
。

林
巳
奈
夫
一
九
七
二
a
「
西
同
時
代
玉
人
像
の
衣
服
と
頭
飾
」
『
史
林
』
五
五
、
二
、

　
　
一
～
三
八
頁
。

林
巳
奈
一
九
八
六
『
股
周
時
代
青
銅
器
紋
様
の
研
究
一
篇
周
青
銅
器
綜
覧
二
i
』

　
　
東
京
。

林
巳
奈
夫
一
九
八
六
a
「
神
な
る
虎
豹
と
人
間
形
鬼
神
」
『
泉
屋
博
古
館
紀
要
』
三
、

　
　
三
～
三
二
頁
。

林
巳
奈
夫
一
九
八
九
『
股
周
の
「
天
」
神
』
『
古
史
春
秋
』
六
、
二
～
二
五
頁
。

林
巳
奈
夫
一
九
九
一
『
中
国
古
玉
の
研
究
』
東
京
。

林
巳
奈
夫
一
九
九
三
「
饗
袈
皇
帝
移
葬
」
『
史
林
』
七
六
、
五
、
七
八
～
一
一
八
頁
。

林
巳
奈
夫
一
九
九
四
「
華
中
青
銅
器
若
干
種
と
羽
渦
紋
の
伝
統
」
『
泉
屋
博
古
館
紀

　
　
要
』
　
一
〇
、
　
一
二
～
山
ハ
八
頁
。

林
巳
奈
夫
一
九
九
五
『
中
国
文
明
の
誕
生
』
東
京
。

林
巳
奈
夫
一
九
九
六
「
関
寺
催
師
二
里
頭
遺
戸
発
現
的
玉
器
」
『
国
立
台
湾
火
学
歴

　
　
術
史
研
究
集
刊
』
三
、
　
一
～
四
〇
頁
。

牟
永
抗
一
九
八
四
「
漸
江
新
石
器
聴
代
文
化
的
初
歩
認
識
」
『
中
国
考
古
学
会
第
三

　
　
次
年
会
論
文
集
』
一
～
一
四
頁
。

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

楊
美
潤
…
九
九
五
『
中
華
五
千
年
文
物
集
刊
、
玉
器
篇
、
三
』
台
北
。

李
逸
友
…
九
八
○
「
略
論
和
林
格
爾
束
漢
墓
壁
画
中
的
烏
丸
和
鮮
卑
」

　
　
物
』
　
…
九
八
○
、
二
、
　
一
〇
九
～
一
一
二
頁
。

李
学
勤
一
九
八
五
『
中
国
美
術
全
集
』
青
銅
器
（
上
）
北
京
。

李
西
興
一
九
九
四
『
映
西
青
銅
器
』
西
安
。

製
革
永
、
高
去
尋
一
九
六
二
『
侯
家
荘
、
～
○
〇
一
号
大
隅
臨
台
北
。

林
渓
一
九
六
五
「
説
〃
玉
”
」
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考
士
H
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六
五
、
　
六
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一
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Concerning　the　Symbolic　Meaning　of　Stone　and

　　　　Jade　Axes　Kniith　Hole　in　Anciep，t　China

’by

HAyAsHi　Minao

　　The　tradition　of　constructing　stone　and　j］de　axes　with　hole　originatecl

in　the　neolithic　age　and　continued　through　the　bronze　age　culture　of　the

Shang－Zhou　eras．　These　axes　are　pierced　by　a　large　hole　which　was

too　large　to　have　been　used　for　utilitarian　purposes，　such　as　a’ttaching

a　handle．　lnstead，　this　hole　is　infused　with　symbolic　meaning．　By

comparing　a　neolithic　axe　with　rays　extending，　frGm　the　hole　in　three

directions　and　another　axe，　dating　from　3000　BC，　which　represents　a

divine　visage，　one　can　ascertain　that　the　hole　represents　the　light　of

the　sun　and　moon，　which　is　symbolic　of　the　deity．　Some　executioners’

axes，　of　a　sjmlar　pattern　and　dating　from　the　Shang－Zhou　eras，　have　a

hole　decorated　with　either　a　shark’s　or　tiger’s　mouth．　At　times，　a　small

tiger　or　turtle　signifying　a　zodiacal　deity　which　symbolize　execution　and

big　Yin（陰）respectively，　ornament　the　insid¢　of　the　hole．　Furthermore，

on　some　axes，　the　hole　has　been　replaced　by　the　character　for　brightness

（明），a狙otif　Which　irnplies　that　the　axes　symbolized　the‘promotion　of

good　and　chastisement　of　evi1’（明畏）．

The　Nature　of　the　Kinai（畿内）Region　and“its．Role　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ancierit　Japan

by

Yosmi〈AwA　Satoshi

　　The　1〈inai　region　of　central　Japan，　near　the　capital，　varied　signifi－

cantly　from　other　adminlstrative　areas．　Only　the　1〈inai　was　solely　taxed

with　a　corvee（z6y6雑俗），　thereby　providing　labor　which　directly　sus－

tained　the　polity．　As　this　corvee　became　increasingly　burdensome，
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