
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
㈲

梅
　
原

末
　
　
治

　
　
　
　
　
　
　
　
嗣

　
支
那
で
古
く
か
ら
奪
弊
な
る
隈
隈
を
以
て
呼
ば
れ
て
み
る
青
銅
の
容
器
類
は
、
同
國
の
上
代
に
於
け
る
最
も
特
色
あ
■

る
遺
物
の
｝
と
し
て
、
早
く
漢
代
か
ら
其
の
翠
霞
が
世
人
の
注
意
に
上
り
、
こ
れ
を
群
瑞
と
解
し
、
轄
じ
て
愛
玩
か
ら

研
究
へ
の
端
書
開
か
れ
た
・
と
で
セ
、
宋
代
に
至
っ
て
は
『
考
壷
『
至
聖
録
』
等
の
そ
れ
筆
書
し
た
浩
濫

な
上
鎌
が
刊
行
せ
ら
れ
て
、
其
の
前
者
の
記
述
の
う
ち
に
は
既
に
螢
見
地
並
に
伴
雪
男
等
を
も
記
し
て
、
考
古
學
上
か

ら
す
る
用
意
を
さ
へ
示
し
て
み
る
。
從
っ
て
こ
、
に
取
扱
ふ
と
こ
ろ
の
研
究
の
樹
象
た
る
や
、
由
來
に
於
い
て
頗
る
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
も
の
が
あ
る
課
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
其
の
以
後
支
那
で
の
古
銅
器
の
考
察
は
、
器
に
あ
る
里
謡
の
羅
讃
を
主
と
す

る
方
面
に
狡
浅
し
、
ま
た
是
等
が
禮
樂
の
器
で
あ
る
と
云
ふ
所
か
ら
．
．
諸
勢
経
に
見
え
る
記
事
と
甥
比
し
て
、
用
途
の

細
部
を
放
へ
る
こ
と
に
傾
き
、
古
銅
器
の
研
究
は
金
石
學
の
一
部
と
し
て
文
字
の
學
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
経
籍
の

一
部
門
と
し
て
の
登
達
の
道
程
を
辿
っ
て
、
器
自
騰
か
ら
上
代
の
文
化
を
推
す
と
こ
ろ
の
重
要
な
方
面
は
、
自
除
の
考

古
學
的
研
究
と
共
に
、
近
年
ま
で
殆
ん
ど
閑
却
せ
ら
れ
て
る
た
の
で
あ
っ
た
っ
庭
が
十
九
世
紀
に
於
い
て
非
常
な
登
展

　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
細
蟹
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
九
巻
第
三
號
　
五
一
九



　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
畔
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
三
號
　
　
五
二
〇

を
途
げ
た
鍬
洲
に
於
け
る
考
古
學
の
研
究
が
、
西
方
文
物
の
東
漸
に
つ
れ
て
、
輿
望
た
．
此
の
東
亜
の
総
代
遺
物
に
封
ず

る
海
外
入
士
の
注
意
を
促
し
、
二
十
除
町
來
支
那
以
外
の
人
々
に
依
っ
て
、
先
づ
其
の
美
術
工
逸
品
と
し
て
の
槻
察
が

行
は
れ
、
つ
い
で
そ
れ
か
ら
支
那
古
代
の
文
化
駿
態
を
放
へ
よ
う
と
す
る
新
し
い
試
み
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
此
の

考
察
に
三
っ
て
一
の
重
要
な
機
縁
を
な
し
た
も
の
は
河
南
省
彰
徳
府
の
悉
曇
嘘
に
於
け
る
遺
物
の
登
見
で
あ
る
が
、
更

に
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
博
士
（
い
9
≧
乙
禦
ω
。
。
○
ε
の
支
那
史
前
遺
跡
の
槍
出
に
負
ふ
て
、
一
旬
其
の
風
潮
を
盛
ん
に
し
た
こ

と
は
、
こ
、
に
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
著
名
な
事
實
で
あ
る
○

　
さ
て
支
那
で
は
種
々
の
事
情
か
ら
、
今
日
な
ほ
肖
由
に
遺
跡
の
學
衛
調
査
を
行
ふ
こ
と
が
許
さ
れ
て
み
な
い
。
從
っ

て
か
、
る
考
古
學
上
の
観
察
の
基
準
と
な
る
確
實
な
資
料
を
難
く
と
云
ふ
憾
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
王
記
河
南
省
の
股

富
め
出
土
品
に
は
、
明
に
金
属
器
で
刻
し
た
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
維
版
獣
骨
文
が
あ
る
と
共
に
、
他
方
に
は
石
斧
、

石
庖
丁
、
石
鎌
等
を
も
存
し
て
、
羅
振
鉾
氏
の
本
郵
に
齎
し
た
其
の
艶
物
が
先
づ
我
が
一
部
學
者
の
注
意
を
惹
き
、
若
、

し
思
者
が
同
一
の
暦
か
ら
出
た
も
の
と
す
れ
ば
、
般
代
を
以
て
考
右
記
上
の
所
謂
石
金
過
渡
期
に
比
定
す
る
こ
と
の
可

能
が
認
め
ら
れ
る
と
な
し
、
そ
れ
か
ら
上
記
の
特
色
あ
る
鋼
器
を
青
銅
器
時
代
の
文
化
を
表
徴
す
る
遺
物
と
す
る
考
を

も
導
き
、
更
に
こ
れ
に
文
業
に
見
え
る
秦
の
始
皇
が
黒
藻
鐘
鎌
金
人
十
二
を
鋳
る
と
あ
る
記
事
を
以
て
銅
器
時
代
の
終

末
を
物
語
る
も
の
と
す
る
解
鐸
が
加
は
つ
て
、
支
那
の
青
銅
器
時
代
の
中
核
は
澗
代
に
あ
り
、
上
は
毅
代
に
遡
り
、
下

は
周
末
に
及
ぶ
も
の
と
し
て
、
其
の
全
貌
を
窺
は
う
と
す
る
見
解
が
表
は
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
而
し
て
ア
ン
ダ
ー
ソ

（　ICt，S，　．〉・



ン
博
士
の
手
で
史
前
の
滝
跡
が
槍
出
せ
ら
れ
た
結
果
、
新
た
に
そ
れ
と
石
器
時
代
と
の
連
系
に
も
推
測
が
及
ん
で
、
是

等
を
蓮
じ
て
古
代
の
文
化
の
動
き
な
り
、
或
は
そ
れ
み
＼
の
時
代
の
特
相
を
も
認
め
得
ら
れ
る
襟
な
外
槻
を
呈
し
て
來

②淀
。
尤
も
毅
擁
は
昭
和
三
年
以
降
数
年
に
亙
る
李
濟
博
士
等
の
癸
掘
調
査
の
成
績
を
見
る
と
、
種
々
の
興
味
あ
る
遺
品

が
登
見
せ
ら
れ
て
、
同
遺
跡
に
超
す
る
知
見
を
旗
め
、
學
界
の
關
心
を
高
め
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
主
要
地
帯
に
於
け

る
厚
さ
三
米
突
を
超
え
た
俵
物
包
含
履
は
、
殆
ん
ど
擾
観
し
去
ら
れ
て
な
ほ
劃
然
た
る
暦
序
を
示
す
も
の
が
な
く
、
田

土
遣
物
の
相
互
の
叢
論
、
引
い
て
其
の
年
代
の
先
後
等
を
確
定
す
る
確
か
な
標
準
を
得
難
い
現
駿
に
あ
る
。
こ
れ
は
遊
車

の
結
果
種
々
の
高
い
文
化
段
階
の
所
産
の
現
は
れ
た
こ
と
、
共
に
、
如
上
の
般
代
を
以
て
石
金
併
用
期
と
す
る
想
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

實
ら
し
さ
を
溺
め
る
襟
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
他
方
別
に
同
地
か
ら
寓
た
と
云
ふ
銅
利
器
の
二
三
が
遊
野
鶴
松

氏
の
手
で
分
析
せ
ら
れ
て
、
其
の
成
分
が
殆
ん
ど
純
銅
で
あ
る
と
云
ふ
事
が
分
明
し
た
結
果
、
石
器
か
ら
青
銅
器
へ
の

推
移
の
中
間
期
間
に
書
す
る
所
謂
純
銅
羅
時
代
（
9
毛
℃
母
9
α
q
。
）
を
如
實
に
示
現
す
る
も
の
と
す
る
氏
の
提
説
と
な
つ

④
て
、
般
嘘
の
示
す
文
化
を
以
て
石
金
併
用
期
と
す
る
可
能
性
が
別
個
の
見
地
か
ら
想
定
せ
ら
れ
た
槻
が
あ
り
、
右
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

那
の
青
銅
器
時
代
に
關
す
る
學
説
が
漸
次
確
か
さ
を
加
へ
つ
、
あ
る
様
に
も
見
え
る
。

　
私
は
前
年
の
童
舞
遊
華
中
自
ら
の
好
む
所
か
ら
、
石
器
時
代
よ
b
青
碧
器
使
用
の
時
代
を
経
て
鐵
器
時
代
の
初
期
に

至
る
近
東
並
に
欧
洲
の
史
前
考
古
學
に
特
別
の
興
味
を
持
つ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
其
の
絡
り
の
…
ヶ
年
の
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

機
會
に
悪
ま
れ
て
興
米
に
流
田
し
た
多
数
の
支
那
古
銅
器
類
を
槻
察
す
る
の
幸
を
得
て
、
自
ら
支
那
の
青
銅
器
時
代
の

　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
瞳
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
集
十
九
巻
　
策
三
號
　
　
五
二
一

（　109　）



　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
噂
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
嬉
三
號
　
　
五
ニ
ニ

問
題
に
も
翻
れ
る
様
に
な
っ
た
。
常
時
私
は
彼
地
の
整
然
た
る
考
課
學
上
の
調
査
の
齎
し
た
輝
か
し
い
研
究
の
成
果

を
、
支
那
に
於
け
る
資
料
の
性
質
に
較
べ
て
、
そ
れ
に
關
す
る
仁
術
的
考
察
の
前
途
の
な
ほ
遼
か
な
る
を
痛
切
に
戚
じ

た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
北
欧
、
近
総
轄
に
於
け
る
同
代
文
物
の
推
移
に
關
す
る
概
念
を
得
る
に
つ
れ
て
、
支
那

古
銅
器
函
膿
の
示
す
實
際
の
甚
だ
特
異
な
こ
と
が
意
識
せ
ら
れ
て
、
如
上
の
紅
織
づ
け
ら
れ
ん
と
し
て
み
る
青
無
器
時

代
の
性
質
親
に
催
し
、
新
た
に
別
な
考
へ
を
容
れ
る
の
除
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
を
私
か
に
疑
ふ
様
に
な
っ
た
。
此

の
疑
念
ぱ
皇
朝
後
引
融
き
考
古
學
上
か
ら
支
那
古
鋼
器
の
研
究
に
細
事
す
る
こ
と
に
な
り
、
参
物
の
調
査
と
其
の
考
察

と
を
重
ね
行
く
に
つ
れ
て
、
い
よ
く
其
の
戴
じ
を
深
く
し
て
、
今
や
前
者
と
は
上
々
蓮
つ
た
一
の
推
測
説
を
得
る
ま

で
に
立
至
っ
た
の
で
あ
る
Q
尤
も
上
に
述
べ
た
榛
に
支
那
考
古
學
の
現
状
か
ら
し
て
、
特
に
問
題
に
面
す
る
基
準
と
な

る
資
料
の
不
充
分
な
こ
と
は
、
新
た
に
到
濾
し
た
と
す
る
所
の
も
の
も
．
固
よ
り
現
在
に
於
け
る
一
の
假
説
の
域
を
幽

で
な
い
も
の
で
あ
り
、
從
來
の
所
説
と
の
間
の
是
非
に
就
い
て
、
な
ほ
唐
家
の
見
解
を
強
く
主
張
す
る
の
膚
信
を
持
た

な
い
の
で
は
あ
る
が
、
一
の
見
方
と
し
て
こ
、
に
概
要
を
筆
に
上
せ
て
諸
家
の
一
々
に
供
へ
る
こ
と
に
す
る
Q
其
の
詳

細
に
至
っ
て
は
先
學
の
叱
正
を
倹
っ
て
更
に
推
敲
を
重
ね
允
上
、
篠
る
所
の
資
料
と
共
に
、
他
寸
義
に
公
に
し
だ
く
思

　
　
　
　
⑥

ふ
の
で
あ
る
。

謡
①

以
上
の
圃
録
の
外
電
代
に
俵
な
は
多
数
の
闘
係
の
著
鎌
が
磯
て
る
ろ
。
三
等
に
就
い
て
ぱ
黒
焦
氏
の
「
朱
畿
吉
金
書
籍
蓮
評
し
ハ
『
察
元
培
光
盃
六
十
王

歳
慶
覗
論
丈
集
』
下
巷
析
揚
）
に
解
設
が
あ
弓
、
文
の
剥
に
に
朱
以
前
の
銅
器
に
謝
す
る
齪
方
を
も
記
し
て
あ
ろ
Q

（llO）



＠＠④＠＠
濱
田
敏
授
『
束
亜
丈
明
の
黎
明
』
ハ
昭
和
五
年
刊
、
東
京
）
ほ
其
の
紐
織
立
つ
糞
最
初
の
頓
作
で
あ
る
。

『
安
寄
獲
掘
報
告
』
（
蒸
立
中
央
研
究
院
議
変
語
需
研
究
所
專
刊
）
第
一
期
一
掃
四
期
滲
照
。
な
ほ
既
の
毅
櫨
の
薫
な
記
し
実
景
便
な
翻
蓮
に
1
1
．
頓

H》

ｺ
，
o
o
’
・
乙
k
o
声
質
8
一
嵩
睦
一
目
営
α
Q
－
嘱
ぎ
ご
覧
彰
湾
k
巳
μ
島
停
。
・
ご
プ
罵
｛
二
義
閃
ご
一
〔
デ
（
ピ
毎
，
昌
汐
3
・
’
〉
。
。
坤
〔
三
。
砿
。
。
凹
ε
・
営
門
ど
舅
…
鵠
）
が
あ
る
。

田
野
鶴
松
氏
「
古
代
支
那
に
於
け
る
純
銅
盤
噂
代
霧
在
に
就
い
て
の
確
認
」
倫
恐
恐
聖
遷
誌
』
第
四
＋
七
倫
第
六
擁
）
同
上
追
立
（
同
誌
第
四
＋
入
絵
第

二
號
）
等
Q

『
史
學
雑
誌
』
第
四
十
三
巻
第
八
號
黎
報
欄
所
載
、
原
田
淑
人
、
氏
「
漢
以
前
の
等
化
」
謬
照
。

本
論
丈
は
昨
年
五
月
考
古
当
為
の
纏
會
で
試
み
乳
筆
者
の
講
演
と
略
ぼ
内
無
謬
寺
し
く
ず
る
も
の
で
あ
ろ
。
『
考
古
學
雑
誌
』
第
二
十
三
谷
第
六
號
に

掲
げ
ら
れ
敦
右
の
講
演
の
概
要
の
不
備
か
併
ぜ
て
こ
れ
で
補
ふ
ご
乏
に
し
辛
い
。

　
　
　
　
　
二

　
こ
、
に
青
鋼
器
時
代
と
云
ふ
の
は
廣
く
西
歓
に
於
け
る
史
前
文
化
獲
達
の
段
階
の
一
爾
呼
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
る
る

甚
9
轟
①
夷
。
な
る
霞
葉
の
．
鐸
語
で
あ
っ
て
、
其
の
言
葉
の
持
つ
内
容
は
、
人
類
が
日
常
生
活
に
必
要
な
利
器
と
し
て
、

古
く
石
器
を
用
ひ
た
も
の
を
、
偶
然
の
磯
縁
で
純
銅
の
存
在
を
知
り
、
更
に
そ
れ
に
錫
を
加
へ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
青

　
　
　
ヘ
　
　
へ

銅
な
る
よ
り
堅
い
質
料
の
合
金
と
な
る
知
識
を
得
て
、
こ
れ
を
以
て
利
器
を
作
つ
だ
交
化
の
時
期
を
指
す
も
の
に
外
な

ら
ぬ
。
從
っ
て
其
の
意
味
で
の
一
つ
の
國
乃
至
地
方
の
青
銅
器
時
代
の
調
査
研
究
を
新
た
に
試
み
ん
と
す
る
際
に
は
、

先
づ
以
て
利
器
の
性
質
如
何
が
考
察
の
重
要
な
饗
象
の
一
と
な
る
可
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
究
め
ら
れ
る
こ
と
に
依
っ

て
、
南
庭
の
地
域
と
の
比
較
研
究
の
材
料
が
出
來
、
篤
い
見
地
か
ら
す
る
其
の
國
乃
至
地
方
の
誌
代
文
化
の
占
め
る
位

遣
が
推
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
慮
が
支
那
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
資
料
の
閣
係
か
ら
來
沈
こ
と
で
ば
あ
ら
う
が
、
ミ
ユ

　
　
　
　
　
麦
那
の
青
鋼
器
蒔
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魏
十
九
巷
　
第
三
號
　
　
五
二
三

（　111　）
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支
那
の
青
銅
器
暗
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
三
號
　
　
五
二
四

ソ
ス
タ
ー
ベ
〃
ヒ
の
著
書
以
下
そ
れ
と
は
全
く
別
な
銅
製
の
容
器
を
取
っ
て
、
薩
ち
に
青
銅
器
時
代
の
存
在
を
立
讃
せ

ん
と
す
る
傾
が
あ
る
。
な
る
程
古
銅
器
は
初
に
も
記
し
た
膿
に
、
支
那
上
代
の
遺
物
と
し
て
は
最
も
顯
著
な
も
の
で
あ

り
、
其
の
風
面
な
り
装
飾
の
圖
紋
の
上
に
著
し
い
特
色
を
示
し
、
ま
た
鋳
造
の
巧
緻
は
他
に
殆
ん
ど
類
例
を
見
な
い
程

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
以
て
古
代
支
那
の
特
殊
な
文
化
所
産
と
し
て
、
無
代
の
鋳
鋼
技
術
の
異
常
な
登
展
を
徴
讃
す
る

こ
と
に
は
固
よ
り
異
論
を
挿
む
べ
き
除
地
は
な
い
。
さ
り
乍
ら
是
等
の
銅
器
は
他
面
に
於
い
て
一
部
に
日
常
の
容
器
で

あ
る
土
器
等
と
の
連
系
を
辿
b
得
る
も
の
も
あ
る
が
、
概
言
す
る
と
寧
ろ
特
殊
な
形
態
を
し
た
非
實
際
的
な
無
形
が
多

く
て
、
既
に
常
用
の
器
た
る
の
域
を
脱
し
て
み
る
℃
從
っ
て
器
の
持
つ
考
古
言
上
の
性
質
を
究
め
ま
た
如
何
な
る
利
器

が
照
照
存
す
る
か
を
確
め
る
こ
と
が
な
く
て
は
、
そ
れ
を
一
般
に
用
ひ
て
み
る
文
化
段
階
と
し
て
の
青
銅
器
時
代
の
所
産

と
は
速
断
し
難
い
黙
が
あ
る
。

　
今
こ
れ
を
史
前
考
古
學
の
調
査
が
笹
鳴
い
て
、
右
代
番
化
推
移
の
略
ぼ
確
め
ら
れ
て
み
る
欧
湘
一
乃
至
近
底
心
に
於
け

る
遣
物
の
示
す
實
際
に
象
る
に
、
所
に
依
っ
て
實
年
代
並
に
縫
績
の
期
間
が
愈
々
で
あ
b
、
ま
た
遺
物
に
も
そ
れ
ぞ

れ
に
特
徴
の
あ
る
も
の
を
含
む
が
上
に
、
或
地
方
で
は
特
殊
な
登
三
重
灘
を
示
し
て
み
る
が
、
而
も
通
じ
て
其
の
青
銅

器
時
代
を
明
確
に
示
現
す
る
庭
の
銅
製
品
は
、
利
器
類
を
首
と
し
て
み
て
、
そ
れ
を
除
く
と
上
宇
で
は
装
飾
品
が
精
々

目
立
つ
位
の
も
の
で
あ
り
、
軌
れ
に
於
い
て
も
利
器
の
形
式
に
石
器
か
ら
の
系
統
を
引
い
て
狡
面
し
た
迩
が
明
に
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
其
の
こ
れ
な
き
も
の
は
、
他
か
ら
進
ん
だ
文
化
所
産
を
傳
へ
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
青
鋼
器

（l12）



時
代
の
盛
期
に
入
り
、
或
は
鐵
利
器
出
現
の
時
代
に
達
し
て
銅
が
利
器
以
外
の
種
々
な
器
物
の
質
料
と
し
て
用
ゐ
ら
れ

て
る
る
こ
と
は
著
し
い
事
實
と
す
る
。
彼
の
青
銅
器
時
代
の
永
く
績
い
た
北
歓
瑞
典
に
於
い
て
木
器
か
ら
系
統
を
．
引
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
重
工
の
容
器
が
其
の
第
三
期
か
ら
表
は
れ
始
め
た
こ
と
は
隅
欧
洲
中
部
の
史
前
の
時
代
で
銅
容
器
を
は
じ
め
と
し
て

鋼
製
品
の
最
も
多
い
躍
農
珍
ρ
雰
の
時
代
、
伊
太
利
に
於
け
る
図
叶
議
ω
o
鍵
の
平
物
、
前
旛
に
霧
接
な
皆
野
が
あ
る
と
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

せ
ら
れ
て
る
る
高
加
筆
の
囚
○
げ
磐
地
方
の
鐵
器
時
代
初
期
の
銅
製
品
、
更
に
鋳
銅
の
上
に
傑
繊
し
た
披
術
を
狡
挺
し
た

古
典
希
臓
の
彫
像
其
他
各
種
の
銅
製
工
藝
品
等
と
共
に
こ
れ
を
五
七
に
示
す
も
の
に
外
な
ら
澱
。
支
那
の
傭
．
舞
踊
ち
銅

容
器
は
如
上
の
銅
製
品
に
較
べ
る
と
瑞
典
の
例
よ
り
は
寧
ろ
後
の
部
類
に
加
ふ
黒
き
所
産
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
、
且

つ
器
に
印
し
た
款
識
其
他
か
ら
推
す
と
嗣
・
露
国
養
”
9
9
器
例
あ
の
鐵
器
時
代
初
期
の
銅
容
器
馨
よ
り
も
、
更
に
進
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

内
容
を
持
っ
て
居
り
、
支
那
人
が
以
て
禮
樂
の
器
と
解
し
て
み
る
所
に
、
文
化
史
上
の
よ
b
高
い
段
階
の
所
産
で
あ
る

こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
が
あ
る
。
慮
が
寓
巴
導
ρ
算
以
下
が
史
前
の
文
化
段
階
と
し
て
鐵
器
時
代
に
薦
す
る
こ
と
は
何
等

疑
を
挿
む
可
き
銀
地
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
支
那
の
場
含
、
瑞
典
に
於
け
る
搬
な
詳
細
な
研
究
が
試
み
ら
れ

て
み
な
い
今
日
其
等
の
黙
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
．
軍
に
・
青
銅
製
で
あ
る
と
云
ふ
の
み
で
、
そ
れ
を
取
っ
て
蕊
ち
に
同

じ
意
昧
で
の
人
類
文
化
の
登
展
の
よ
り
古
い
段
階
た
る
青
銅
器
時
代
を
特
徴
づ
け
る
遺
物
と
す
る
に
は
、
欝
ら
疑
念
を

生
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
私
の
支
那
滋
藤
器
時
代
に
就
い
て
の
考
察
は
實
に
此
の
疑
問
か
ら
出
虚
し
て
、
出
兵

得
べ
く
ば
新
た
に
其
の
大
系
を
組
立
て
ん
こ
と
に
希
望
を
懸
け
た
。
而
し
て
そ
れ
が
手
段
と
し
て
先
づ
從
來
閑
却
，
せ
ら

　
　
　
　
支
那
の
管
銅
器
時
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
九
巻
　
第
三
籏
　
　
黒
二
五

（1ユ3）



　
　
　
　
志
久
那
の
争
闘
踊
器
蛭
町
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
強
一
　
第
三
號
　
　
　
五
二
論
ハ

れ
た
青
銅
利
器
の
槍
出
に
意
を
用
ひ
て
、
其
の
特
質
如
何
を
確
め
る
と
共
に
、
他
方
ま
た
考
古
學
上
の
見
地
か
ら
古
銅

容
器
の
考
査
を
新
に
し
て
、
其
の
古
代
文
化
曇
達
上
に
占
め
て
み
る
位
畳
を
推
す
こ
と
に
重
字
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
多
数
の
奪
灘
の
外
、
近
時
や
う
や
く
釧
利
器
に
甥
す
る
…
都
識
者
の
注
意
の
加
は
る
に
つ
れ
て
、
現
は
れ
始
め

た
其
の
警
語
に
渇
す
る
槻
察
か
ら
、
現
在
有
す
る
所
の
費
料
の
な
ほ
頗
る
不
充
分
で
あ
る
に
も
か
、
は
ら
す
、
種
々
の

方
面
か
ら
興
味
あ
る
示
唆
を
得
て
、
今
や
右
の
槻
黙
に
立
っ
て
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
鋼
し
一
の
学
説
を
描
く
ま
で
に

な
っ
た
。
以
下
項
を
改
め
て
先
づ
利
器
か
ら
之
を
説
く
こ
と
に
し
よ
う
。

謡
①
　
9
Ω
昌
昌
。
募
魯
霧
…
㏄
’
く
巳
芭
H
k
ピ
豪
華
三
。
。
・
（
ω
吟
O
O
犀
7
〔
乙
＝
ポ
　
囲
O
ゆ
O
）
及
同
博
士
著
濱
田
博
士
課
、
考
古
學
研
究
法
』
（
昭
和
七
年
刊
、
賞
美
）
謬
照
。

　
②
　
ハ
〃
ス
タ
ソ
｝
、
エ
ト
ル
ス
キ
等
の
感
量
に
就
い
て
に
傾
く
世
．
』
知
ら
れ
て
こ
・
に
一
々
其
の
採
る
所
た
黎
げ
ろ
ま
で
も
な
い
。
旗
国
索
の
澱
物
に

　
　
　
団
陰
O
じ
翁
回
鷲
①
W
切
o
o
び
0
8
｝
μ
霧
》
無
ゴ
さ
℃
o
δ
α
q
5
ρ
o
。
。
q
p
諺
δ
ρ
葺
Ω
ま
。
（
ト
、
霞
冨
薄
目
増
9
ゲ
H
G
O
o
D
鰍
i
Q
o
司
）
等
た
見
よ
。

（　11－1　）

三

　
さ
て
支
那
に
於
け
る
古
代
の
銅
利
器
の
類
は
、
現
在
で
は
愈
々
に
較
べ
て
製
品
が
な
ほ
乏
し
い
○
こ
れ
は
其
國
に
於

け
る
文
字
の
愛
重
か
ら
、
宋
代
以
降
蓮
物
の
蒐
集
が
主
と
し
て
銘
僻
の
あ
る
も
の
に
限
る
と
云
ふ
風
潮
に
災
さ
れ
て
、

從
來
其
の
類
が
顧
み
ら
れ
な
か
つ
だ
爲
で
あ
り
、
ま
た
近
年
海
・
外
に
於
い
て
支
那
古
美
術
の
蒐
集
の
行
は
れ
る
様
に
な

っ
て
か
ら
も
、
そ
れ
が
も
と
一
異
事
の
文
物
に
鋼
す
る
好
奇
心
か
ら
熱
し
た
結
果
と
し
て
、
形
の
珍
ら
し
い
も
の
や
、

騒
紋
の
骸
異
な
類
が
喜
ば
れ
て
、
銅
製
品
に
あ
っ
て
は
や
は
り
心
像
が
重
せ
ら
れ
、
利
器
の
如
き
は
形
の
特
殊
な
も
の



乃
至
繁
縛
な
岡
紋
の
あ
る
遽
品
の
み
に
限
ら
れ
た
に
も
因
る
の
で
あ
る
。
鞭
っ
て
鍬
の
考
古
學
の
狡
達
せ
な
い
今
日
で

は
、
其
の
性
質
を
論
謹
す
る
に
糠
所
と
な
る
襟
な
資
料
は
太
だ
得
難
い
。
さ
り
乍
ら
私
の
数
年
間
に
亙
っ
て
特
に
意
を

用
ひ
て
各
地
か
ら
集
め
得
た
庭
の
漢
以
前
と
認
む
べ
き
逡
品
－
此
の
年
代
の
想
定
は
朝
鮮
・
南
満
洲
等
に
於
け
る
確

實
な
漢
代
の
遺
品
と
の
比
較
か
ら
遭
い
淀
も
の
一
を
蓮
擬
す
る
と
、
中
に
鐡
、
斧
斤
、
矛
、
創
、
犬
等
を
存
し
て
、

其
の
種
類
が
多
頭
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
ま
た
著
し
い
特
性
を
示
す
形
式
を
も
含
ん
で
み
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
頼
る

　
　
　
①

の
で
あ
る
。

　
是
等
の
う
ち
、
多
く
の
國
の
場
合
に
銅
利
器
の
中
核
を
な
し
て
み
る
逼
有
の
鋼
斧
の
類
は
、
支
那
に
於
け
る
現
在
の

資
料
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
袋
の
あ
る
類
に
限
ら
れ
て
み
て
、
其
の
或
物
は
時
代
が
漢
に
近
く
、
鐵
斧
と
の
並
行
を
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

定
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
此
の
形
式
に
劉
達
す
る
よ
り
古
式
な
遺
品
は
な
ほ
殆
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
他
方
銅

製
の
鎌
の
豊
富
な
存
在
は
、
古
代
世
界
を
通
じ
て
稀
に
槻
る
所
で
あ
っ
て
、
現
在
の
多
く
の
遣
緑
は
同
じ
く
漢
代
に
属

し
、
明
に
宝
器
時
代
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
、
同
時
に
傳
股
嘘
串
土
例
の
如
く
、
骨
鎌
、
磨
石
鎌
等
と
の
連
系

の
考
へ
ら
れ
る
遺
品
を
も
含
ん
で
居
り
，
ま
た
矛
に
於
い
て
、
鋒
の
幅
が
導
く
、
其
の
袋
穗
の
端
に
近
く
、
環
を
飾
っ

た
襲
達
し
た
類
を
存
し
て
、
英
勲
等
に
於
け
る
最
も
登
翻
し
た
露
悪
と
同
似
を
示
す
と
共
に
支
那
的
な
特
徴
の
認
め
ら

れ
る
こ
と
な
ど
、
研
究
上
の
注
意
と
興
味
と
を
惹
く
も
の
が
あ
る
。
さ
り
乍
ら
支
那
の
銅
利
雅
中
是
等
に
較
べ
て
一
々

特
色
の
著
し
い
類
を
な
す
も
の
鳳
、
蓋
し
斧
の
一
形
式
た
る
戚
と
所
謂
犬
と
の
二
者
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
暗
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
三
號
　
　
五
二
七

（　11　r，　）



　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
晒
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
丸
巻
第
一
∴
豊
　
　
五
一
…
八

　
既
の
黄
は
戟
と
共
に
先
秦
の
兵
器
と
し
て
書
く
か
ら
文
職
に
現
は
れ
ま
た
劇
物
も
遺
存
し
て
み
て
、
そ
れ
が
宋
代
の

　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

黄
伯
思
の
研
究
に
端
を
撫
し
、
溝
朝
の
程
酒
田
の
精
密
な
考
謹
に
檬
っ
て
、
　
一
種
の
勾
兵
の
器
で
あ
る
こ
と
が
明
に
せ

　
　
　
　
お

ら
れ
た
。
顔
ち
其
の
特
色
あ
る
形
に
於
い
て
，
「
援
㌢
身
｝
の
一
方
が
長
く
横
に
延
び
て
「
胡
」
を
な
し
．
柄
は
此
の
胡
に
浩

、
湖
て
「
内
」
を
遁
じ
控
援
し
と
直
角
に
着
装
し
た
黙
に
二
言
た
る
ご
己
斐
三
の
う
ち
で
最
も
狡
達
し
た
形
式
を
示
し
、
其
の
複

雑
な
な
も
の
は
「
内
」
端
に
も
及
を
附
し
て
居
り
、
此
の
如
き
は
池
に
全
く
類
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
Q
虚
が
右
の
通

有
の
犬
に
罰
し
て
近
時
綾
毘
す
る
銅
利
器
中
に
は
、
同
じ
勾
兵
で
あ
っ
て
而
も
形
式
學
上
右
の
類
の
先
行
と
認
む
善
き

右
式
の
遺
品
が
ま
た
少
く
な
く
、
時
に
は
爾
者
の
中
問
形
式
を
も
存
し
、
な
ほ
薫
が
戦
國
末
ま
で
利
器
と
し
て
行
は
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
形
迩
の
あ
る
の
に
較
べ
て
、
駐
機
嘘
．
の
幽
土
品
等
の
羽
黒
か
ら
其
の
類
が
年
代
に
於
い
て
古
く
遡
る
榛
に
思
は
れ
る

勲
は
、
懲
ら
業
な
る
利
器
の
支
那
に
於
け
る
な
が
い
狡
展
を
認
め
る
考
案
を
導
く
こ
と
に
な
っ
て
判
る
。
尤
も
吾
々
の

有
す
る
資
料
は
殆
ん
ど
全
部
が
游
離
し
た
遣
物
で
あ
る
爲
に
、
右
の
癸
達
の
系
統
観
を
、
湛
跡
乃
至
他
の
遺
物
と
の
相
關

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

瀾
係
よ
り
す
る
、
よ
り
確
實
に
基
礎
附
け
る
こ
と
は
之
を
悪
趣
に
期
す
る
外
な
い
の
で
あ
る
が
、
形
の
上
か
ら
で
は
其

の
推
移
の
順
序
と
し
て
大
砲
第
一
圏
に
示
す
楼
な
も
の
が
得
ら
れ
て
、
其
の
閥
に
大
な
る
「
ギ
ャ
ッ
プ
」
が
な
～
＼
な
ほ
此

の
霊
な
系
統
か
ら
離
れ
て
、
比
較
的
古
い
形
式
か
ら
、
其
の
「
愛
し
の
著
し
く
装
飾
化
せ
ら
れ
て
、
實
用
の
利
器
よ
り
遠

ざ
か
り
、
更
に
便
化
し
て
途
に
一
種
の
假
器
と
な
っ
た
一
説
の
形
式
の
存
在
が
ま
た
注
意
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
所
謂
般
嘘
串
土
野
に
、
古
式
の
等
量
島
と
共
に
、
此
の
後
者
の
類
の
少
く
な
い
こ
と
が
．
曇
達
し
た
薫
の
後
ま
で
行

（l16）
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支
那
の
青
鋼
器
噂
代
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
幸
九
巻
　
策
三
號
　
　
五
三
〇

は
れ
た
事
實
と
共
に
、
若
し
是
等
を
以
て
王
代
の
全
品
に
比
定
し
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
當
然
研
究
者
の
關
心
を
高

め
る
事
象
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
濾
Q

　
次
に
戚
も
亦
た
一
種
の
「
内
」
を
有
し
て
、
其
の
双
に
直
角
に
柄
を
着
装
す
る
黙
に
於
い
て
犬
と
共
通
の
特
徴
を
持
つ

利
器
で
あ
る
が
、
其
の
圭
要
部
の
外
形
は
明
に
斧
頭
の
系
統
に
製
し
、
騰
の
扁
李
に
し
て
、
中
央
に
圓
孔
を
開
い
た
も

の
、
多
い
黙
に
別
個
な
趣
を
呈
す
る
も
の
が
あ
る
。
現
存
遺
品
中
に
は
此
の
形
式
の
古
筆
な
類
で
、
鶴
舞
の
利
器
に
ふ

さ
は
し
い
も
の
も
固
よ
り
存
し
て
は
み
る
が
、
蒐
集
家
の
間
に
舞
に
喜
ば
れ
て
現
在
實
例
の
多
い
の
は
、
其
の
上
に
複

雑
な
る
装
飾
絞
を
加
へ
π
一
種
の
威
儀
の
器
乃
至
「
内
」
の
一
部
に
古
拙
な
銘
僻
の
存
す
る
遺
品
で
あ
っ
て
、
是
等
を
併

せ
観
る
と
、
こ
註
ま
た
装
飾
紋
の
有
無
に
依
り
、
曾
て
其
の
圖
紋
の
繁
簡
の
度
か
ら
し
た
一
の
形
式
順
刻
が
組
立
て
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
第
二
圃
謬
照
）
。
而
し
て
此
の
場
合
其
の
最
も
複
雑
な
装
飾
紋
に
於
い
て
、
三
代
古
銅
器
紋
を
表
製
す
る

饗
饗
乃
至
趣
龍
紋
の
好
例
を
見
出
す
黙
は
、
近
時
其
の
類
が
所
謂
般
嘘
の
出
土
と
し
て
將
廻
せ
ら
れ
る
こ
と
、
共
に
注

意
を
惹
く
の
で
あ
る
Q

　
今
右
の
二
類
の
示
す
と
こ
ろ
を
以
て
廣
く
古
代
世
界
の
銅
利
器
に
比
較
し
て
見
る
と
、
前
者
の
系
統
た
る
冨
8
2
鳥

は
、
短
創
と
共
に
所
謂
石
槍
か
ら
導
か
れ
た
一
の
形
式
と
因
て
、
愛
蘭
の
青
銅
器
時
代
の
初
期
に
稽
々
顯
著
な
逡
品
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

存
す
る
の
を
は
じ
め
、
西
班
牙
、
北
欧
の
一
部
、
多
島
海
の
青
銅
器
時
代
等
に
實
例
を
見
出
し
得
る
が
、
湿
れ
の
地
方

で
も
、
そ
れ
等
は
後
に
専
ら
刺
猛
た
る
短
創
と
な
っ
て
、
勾
兵
と
し
て
上
記
の
機
な
特
色
あ
る
登
達
を
な
し
て
は
み
な



第
二
圓
　
　
支
那
嚢
見
銀
戚
形
式
圖

＼

一v“

ミ（婁＼孟

○

／
／
－
i
＼

i1Sbe－i1iE！pman［　iggpm｝

～
－
〆　

ノ
．

［」＝ヨO

　L”一x
一一qt＞．一・・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

　
　
「
援

　
　
父
　
　
！

　
　
．
〆

ノ　りのヘへ

支
那
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膏
銅
器
時
代
に
就
い
て

第
十
九
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第
三
號
　
五
三
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支
那
の
青
銅
器
三
代
に
戴
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魏
十
九
巻
　
第
三
號
　
　
五
三
適

い
。
こ
れ
に
較
べ
る
と
戚
は
其
の
形
か
ら
し
て
西
人
の
所
謂
茎
言
鐸
乙
戴
象
。
の
中
に
入
る
響
き
も
の
で
、
古
式
の
同
形

で
同
じ
着
装
の
遺
品
は
、
古
代
埃
及
に
其
の
最
も
顯
著
な
實
例
が
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
す
、
外
形
の
上
に
蓮
ひ
は
あ

る
が
、
及
と
薩
角
に
柄
を
袋
に
挿
入
す
る
相
似
た
着
装
の
飼
斧
類
は
、
所
謂
覧
島
羨
○
に
系
統
を
引
い
て
、
近
東
の
各

地
に
特
に
濃
厚
な
分
布
を
示
し
、
北
欧
に
あ
っ
て
も
亦
同
系
統
の
逡
品
を
見
受
け
る
。
か
の
ミ
ノ
ァ
ン
文
明
を
特
色
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

け
る
鳥
2
三
①
黙
。
の
如
き
、
其
の
う
ち
に
加
ふ
べ
き
も
の
と
す
る
。
併
し
支
那
の
戚
の
一
群
は
、
其
等
の
中
に
あ
っ

て
、
柄
の
着
装
に
隔
り
所
謂
器
（
袋
）
の
外
に
、
斧
に
所
謂
「
内
」
の
加
は
つ
た
も
の
を
存
し
て
，
其
の
上
に
一
の
異
色

を
示
し
、
更
に
身
の
中
央
に
圓
孔
を
開
く
鮎
に
於
い
て
、
他
に
全
く
類
例
が
な
い
。
こ
、
で
中
央
に
圓
孔
の
あ
る
支
那

吏
前
の
石
器
中
で
特
色
あ
る
形
と
認
め
ら
れ
る
有
孔
石
斧
が
、
考
慮
に
上
っ
て
來
て
、
銅
製
戚
の
舐
型
が
、
既
に
先
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
指
摘
し
た
玉
器
の
斧
と
共
に
、
此
の
有
孔
石
斧
に
あ
b
と
す
る
考
案
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
現

在
支
那
の
銅
利
器
に
著
し
い
二
類
は
共
に
鷲
鼻
の
場
合
と
同
じ
く
、
古
代
の
青
銅
器
の
中
で
特
徴
を
持
っ
て
る
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
蔑
①
　
此
の
丈
那
の
古
代
の
銅
利
器
に
閥
し
て
に
、
盛
年
「
支
那
古
代
の
鋼
利
器
に
就
い
て
」
な
ろ
穂
々
詳
し
い
認
逃
た
『
束
方
學
報
』
京
都
第
二
滑
に
粥
げ
☆

　
　
　
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
・
ζ
で
は
務
め
て
簡
略
に
し
糞
。
此
の
丈
中
前
説
と
異
な
る
班
巨
、
其
の
後
得
力
資
料
で
前
設
為
補
足
し
六
も
の
で
あ
る
。

　
②
　
繭
頁
伯
思
『
山
果
彌
弾
隙
払
澗
』
申
の
「
銅
父
魏
」
由
参
照
Q

　
③
程
瑞
田
『
通
藝
鋒
』
所
載
「
冶
氏
爲
業
戦
考
」
塾
照
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
に
セ

　
④
朝
鮮
の
大
同
廿
里
に
あ
る
古
の
樂
浪
郡
の
宵
墳
分
布
地
帯
か
ら
綴
苧
環
始
皇
二
十
六
年
の
銘
あ
る
遺
品
の
如
き
江
莫
の
好
例
た
な
す
も
の
肇
、
あ
ろ
。

（　IL）O　）



＠＠＠＠

こ
れ
ば
銅
父
と
し
て
最
も
獲
達
し
乗
形
式
な
示
し
、
「
内
」
端
に
も
匁
為
塩
け
て
一
部
支
那
學
者
の
晶
爵
ふ
戟
に
相
営
っ
て
み
る
。
但
し
漢
代
に
入
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銅
父
の
慶
れ
穴
こ
と
ば
・
圃
じ
古
墳
地
帯
か
ら
此
の
一
例
以
外
遺
品
な
見
な
い
黙
か
ら
ま
穴
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
。
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林
泰
輔
博
士
「
支
那
上
代
の
石
器
玉
器
よ
り
見
六
漢
民
族
」
（
『
師
範
維
誌
』
第
三
十
篇
第
七
・
第
八
雨
空
）
、
濱
則
博
士
「
支
那
露
玉
概
説
し
（
『
有
竹
齋
宵

薫
譜
』
祈
牧
）
同
「
戚
壁
考
附
溝
磯
」
（
小
川
搏
士
還
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『
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所
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等
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