
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
中
）

第
二
十
巷
　
第
二
號
　
　
三
四
〇

支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
㈲

梅
　
原

末
　
　
治

四

　
現
存
支
那
の
銅
利
器
中
に
他
の
古
代
文
化
世
界
の
遺
晶
に
較
べ
て
特
色
の
癒
し
い
も
の
が
あ
る
と
見
る
如
上
の
推
論

が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
青
銅
器
時
代
の
考
究
上
、
次
に
是
等
の
行
は
れ
た
時
代
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
更
め
て
説

一
で
も
な
な
・
。
肇
既
に
要
し
藻
に
吾
あ
取
雲
養
料
の
殆
ん
ど
全
署
聖
の
地
攣
萌
瞭
働

で
な
い
考
古
學
上
か
ら
す
る
と
償
値
の
低
い
游
離
し
た
遺
品
で
あ
る
爲
に
、
其
の
考
定
が
現
在
に
於
い
て
極
め
て
困
難

な
朕
態
に
置
か
れ
て
み
る
◎
尤
も
現
存
の
支
那
馬
爪
創
の
う
ち
に
時
代
が
周
の
後
書
に
平
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
類
が
あ

り
、
周
末
馬
蝉
と
認
む
輝
き
若
干
の
銅
斧
も
存
し
、
ま
た
特
色
あ
る
銅
薫
の
う
ち
に
秦
域
外
の
紀
年
を
刻
し
た
遽
品
の
あ

る
こ
と
は
、
器
自
適
の
製
作
年
代
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
注
意
を
惹
く
が
、
其
の
後
者
は
中
で
最
も
確
實
な
朝
鮮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

樂
浪
郡
時
代
古
墳
地
帯
出
土
の
一
例
の
示
す
慮
、
業
の
形
態
と
し
て
登
農
の
頂
黙
に
達
し
た
も
の
で
、
「
内
」
端
に
も
双
・

を
附
し
て
あ
る
黙
か
ら
、
支
那
の
一
部
學
者
の
戟
と
す
る
式
に
當
り
、
銅
の
質
料
ま
た
利
器
と
し
て
必
要
な
強
靱
の
度

に
敏
く
る
と
こ
ろ
の
白
銅
か
ら
成
っ
て
み
る
。
さ
れ
ば
樂
浪
の
遺
跡
か
ら
他
に
銅
薫
の
出
土
例
が
な
く
、
利
器
は
同
じ



系
統
の
戟
を
始
め
、
す
べ
て
野
業
で
あ
る
黒
点
と
併
せ
見
て
、
如
上
の
犬
の
示
す
年
代
の
一
黙
は
、
銅
利
器
の
、
下
限
に

謝
る
も
の
と
解
す
可
く
．
そ
れ
の
み
で
は
固
よ
り
他
の
諸
形
態
の
行
は
れ
た
年
代
等
は
鋼
じ
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
、
で
蟹
股
擁
の
壁
土
品
の
う
ち
に
同
式
の
銅
利
器
の
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
、
其
の
或
物
の
分
析
せ
ら
れ
た
結
果
錫
を

含
ん
で
み
な
い
事
實
と
表
裏
し
て
、
右
の
初
期
の
年
代
槻
に
規
準
を
與
へ
る
と
す
る
一
部
芸
者
の
論
述
が
顧
み
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
河
南
省
彰
徳
府
附
近
の
傳
股
雛
か
ら
銅
利
器
の
幾
等
す
る
こ
と
は
、
李
濟
博
士
等
の
黒
鴨
調
査
の
結
果
明
に
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
そ
れ
に
製
す
る
氏
の
論
文
を
も
見
た
こ
と
で
あ
る
が
、
時
に
犬
に
あ
っ
て
は
古
式
の
類
が
撹
観
さ
れ
な
い
伸
展
葬
の

人
選
挙
し
て
興
味
を
高
め
た
⑬
併
し
博
ま
集
め
蓋
料
蓋
か
ら
す
ゑ
、
箋
に
あ
っ
て
は
密
用
の
利
鑑

た
る
に
ふ
さ
は
し
い
形
態
の
も
の
よ
り
も
、
「
内
」
に
饗
餐
交
を
鋳
出
し
た
装
飾
化
せ
る
逡
品
や
、
氏
の
銅
製
開
器
と
呼

ん
で
み
る
形
の
全
く
便
化
し
た
扁
李
な
雑
器
が
多
数
を
占
め
て
居
り
、
帽
章
の
利
器
例
へ
ば
矛
の
如
き
も
亦
同
じ
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
示
し
て
、
上
述
錫
分
を
敏
く
成
分
の
器
が
主
と
し
て
右
の
類
で
あ
る
と
云
ふ
事
實
は
、
別
に
そ
れ
に
多
量
の
鉛
を
加

へ
て
る
る
こ
と
、
相
待
っ
て
、
よ
し
遣
跡
を
以
て
般
代
の
後
穂
と
す
る
こ
と
が
認
容
せ
ら
れ
、
ま
た
問
題
の
遣
物
に
私
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

嘗
て
説
い
た
假
定
が
適
用
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
該
利
器
使
用
の
初
期
を
示
す
と
す
る
論
述
の
甚
だ
稔
か
な
ら

澱
こ
と
を
思
は
し
め
る
め
で
あ
る
。
一
部
論
者
は
傳
股
纏
に
於
い
て
多
数
の
明
器
的
な
古
式
丸
や
矛
の
類
を
見
る
が
｝

同
時
に
古
式
な
露
語
t
堪
へ
る
菜
（
昇
騰
）
も
あ
る
か
ら
、
聖
者
を
魎
別
す
る
標
準
の
な
い
現
在
で
は
、
こ
れ
等
を
一
括

　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
蒔
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
二
號
　
　
三
闘
∵



　
　
　
　
支
那
の
轡
銅
器
磁
位
に
就
い
て
（
申
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
髄
様
第
二
號
　
　
三
四
二

し
て
股
嘘
式
と
命
名
す
斎
く
、
以
て
當
代
一
般
に
同
種
の
利
器
が
行
は
れ
こ
と
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
と
云
ふ
。
併
し

理
論
上
か
ら
す
る
と
、
利
器
の
如
き
も
の
、
装
飾
化
乃
至
其
の
明
器
化
は
、
そ
れ
が
外
か
ら
齎
さ
れ
た
場
合
以
外
で
は

實
用
の
器
の
後
に
登
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
此
の
般
嘘
幽
土
の
古
式
黄
に
見
る
「
内
」
の
獣
形
装
飾
か
ら
全
く
便

化
し
去
っ
た
も
の
、
如
き
は
、
身
の
扁
斜
な
黙
と
共
に
、
無
用
の
翼
の
利
器
か
ら
、
こ
れ
に
至
る
ま
で
は
少
く
も
幾
つ

か
の
形
式
段
階
が
心
労
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
吾
々
の
現
在
知
っ
て
み
る
遺
品
の
形
式
の
上
に
も
既
掲
の
圖
の
示
し

た
機
に
、
そ
れ
に
相
當
す
る
形
態
の
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
さ
れ
ば
犬
を
以
て
支
那
に
於
け
る
特
色
あ
る
利
器
と
す
る

立
場
か
ら
す
る
と
、
般
擁
に
二
者
の
同
時
並
存
は
認
め
る
と
し
て
も
、
か
、
る
装
飾
化
乃
至
明
器
の
登
生
に
先
立
っ
て
、

實
用
の
羅
の
利
器
の
行
は
れ
蒔
祭
あ
っ
窄
Σ
想
定
は
歪
な
い
と
偲
ふ
。
　
　
　
　
醐

　
早
く
一
の
御
定
と
し
て
説
か
れ
た
河
南
省
般
嘘
の
示
す
文
化
段
階
を
以
て
石
金
過
渡
期
に
あ
り
と
す
る
見
解
は
、
今

以
て
一
部
人
士
の
間
に
解
せ
ら
れ
て
る
る
檬
に
見
え
る
が
、
黒
具
博
士
等
の
登
掘
に
依
っ
て
鐵
て
來
た
種
々
の
逡
物
か

ら
す
る
と
、
遙
か
に
進
ん
だ
交
化
段
階
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
が
多
い
Q
履
序
が
撹
餓
さ
れ
て
る
る
黙
か
ら
、
い
ま

直
ち
に
李
博
士
の
『
安
陽
楼
掘
報
告
』
第
四
期
に
説
い
た
是
等
の
性
質
観
を
其
の
儘
採
り
難
い
と
す
る
も
、
ま
た
到
底

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
、
る
原
始
的
な
世
態
に
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
梁
思
永
氏
の
新
た
に
小
弟
に
近
い
後
影
の
登
掘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
於
い
て
得
た
と
云
ふ
履
序
の
業
態
を
信
ず
馨
し
と
す
れ
ば
、
　
一
層
其
の
然
る
を
豊
ゆ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
實
物
に

就
い
て
見
る
も
、
早
く
羅
氏
の
蒐
集
し
愛
馬
牙
骨
器
、
青
石
を
嵌
入
し
た
上
総
文
の
あ
る
銅
片
の
如
き
．
ま
元
特
色
あ



る
臼
・
色
土
器
片
の
如
き
は
、
其
の
後
半
出
し
だ
同
じ
類
や
、
銅
器
片
上
の
示
す
手
法
と
共
に
、
其
の
上
に
竪
堀
と
同
暦

の
完
成
し
た
特
色
が
表
は
れ
て
居
り
、
而
も
牙
離
骨
片
の
如
き
は
文
宇
を
刻
し
た
竈
版
鰍
骨
盤
と
連
発
す
る
こ
と
が
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

分
考
へ
ら
れ
る
。
庭
が
上
述
の
黒
犬
の
類
は
上
述
の
銅
片
が
古
式
業
の
「
内
」
で
あ
る
こ
と
を
確
め
得
た
な
ど
と
併
せ

て
、
ま
た
同
じ
群
に
加
ふ
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
今
改
め
て
現
存
の
異
業
、
銅
戚
の
類
を
通
諾
す
る
に
、
中
に
利
器
と
し
て
實
用
に
適
し
た
も
の
が
固
よ
り
多
く
、
其

の
業
に
あ
っ
て
は
羅
・
職
な
ど
呼
ば
れ
て
み
る
古
式
の
黄
か
ら
黄
・
戟
に
至
る
利
器
と
し
て
の
連
饗
し
た
登
展
の
段
階
を

辿
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
他
面
に
於
い
て
、
一
部
に
装
飾
を
加
へ
た
も
の
や
、
そ
れ
が
著
し
く
な
っ
て
、
形
も
複
雑
化

し
専
用
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
鞍
懸
の
ま
た
少
く
な
い
こ
と
が
畢
げ
ら
れ
る
。
上
述
傳
般
嘘
異
土
の
明
器
に
見
る
全
く
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

化
し
た
類
の
外
に
、
銅
管
に
特
に
右
の
著
し
い
類
が
あ
っ
て
．
第
三
岡
に
例
示
し
た
遺
品
の
如
き
は
、
軌
れ
も
身
に
ま
　
ω

で
繁
褥
な
装
飾
が
施
さ
れ
、
外
形
は
利
慕
で
あ
り
乍
ら
、
器
上
騰
は
全
く
表
飾
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
み
る
。

尤
も
現
存
還
昂
に
此
の
種
の
業
・
戚
の
多
い
の
は
、
墨
壷
吾
々
の
糠
つ
た
資
料
が
美
術
骨
董
品
と
し
て
集
め
ら
れ
た
爲
、

で
み
る
こ
と
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
か
、
る
類
の
存
在
す
る
こ
と
は
、
も
と
日
常
生
活
に
必
要
鉄
く
べ

か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
利
器
が
、
時
代
の
進
む
と
共
に
一
種
の
「
シ
ン
ボ
ル
」
と
な
っ
て
、
其
の
民
衆
の
間
に
重
要
親

せ
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
盆
て
ま
だ
そ
れ
に
印
し
た
圖
文
の
性
質
か
ら
、
眞
の
考
古
學
的
，
資
料
の
乏
し

い
今
田
の
場
含
、
問
題
に
上
っ
て
み
る
器
の
年
代
考
定
の
上
に
一
の
擦
所
と
な
る
べ
き
を
思
ふ
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
支
那
の
膏
銅
器
確
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
二
號
　
　
三
四
三



　
　
　
　
　
支
那
の
帯
け
銅
器
蘇
M
代
に
就
い
て
（
助
・
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
徐
｝
　
第
こ
瀞
祠
　
　
三
夏
四
［

　
さ
て
此
の
種
の
利
器
の
上
に
鋳
出
さ
れ
た
装
飾
文
は
精
粗
種
々
な
類
を
存
し
て
固
よ
り
鵬
翼
で
は
な
い
が
、
そ
れ
等

は
軌
れ
も
所
謂
三
代
の
愈
弊
を
飾
る
圖
文
と
洞
じ
奇
怪
な
動
物
交
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
っ
て
、
既
に
指
摘
し
た
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ィ
ピ
カ
ル

に
、
其
の
最
も
複
雑
な
式
に
於
い
て
、
銅
器
に
表
は
れ
た
と
同
一
の
繁
褥
に
し
て
標
式
的
な
饗
盤
乃
至
趣
掌
文
を
見
繊

す
の
で
あ
り
、
ま
た
上
述
の
毅
嘘
出
土
の
雛
牙
骨
片
の
圖
文
と
も
合
致
す
る
。
な
ほ
器
に
時
に
見
受
け
る
銘
に
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
、
登
達
し
だ
業
等
に
於
け
る
刻
銘
を
除
く
と
、
装
飾
文
と
連
醐
し
て
「
内
」
に
存
す
る
麗
質
は
、
蓮
じ
て
古
銅
器
文
の

最
も
右
拙
と
言
は
れ
て
る
る
記
號
的
な
類
と
一
致
し
て
み
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
實
用
か
ら
蓮
ざ

か
っ
た
利
器
の
礁
現
が
、
か
、
る
羅
宇
な
り
、
金
蓮
器
と
並
行
し
て
み
た
と
解
す
磨
き
こ
と
に
な
る
◎
此
の
解
鐸
は
一

面
に
於
て
薗
ら
同
種
の
實
用
の
利
器
が
そ
れ
よ
動
も
先
立
つ
時
代
も
あ
っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
し
、
ま
た
他
面
で
並

存
し
た
尊
郵
の
年
代
が
確
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
引
い
て
利
器
の
年
代
を
も
推
し
得
べ
く
、
銅
容
器
と
利
器
と
が
結
び
つ

い
て
、
支
那
の
青
銅
器
時
代
の
性
質
が
通
じ
て
考
へ
ら
れ
且
つ
膿
系
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
、
で
奪
舞
の
性
質
特

に
年
代
観
が
新
に
問
題
に
上
っ
て
來
る
。

　
註
①
　
藤
田
・
梅
原
・
小
泉
『
爾
朝
鮮
に
於
け
ろ
漢
代
の
面
素
』
〔
朝
鮮
総
督
府
刊
、
大
正
十
四
得
点
、
關
野
博
士
『
樂
浪
郡
霊
代
の
遙
蹟
』
ハ
同
上
、
昭
和
二
年
）
等

　
　
　
山
亭
》
序
に
附
帯
す
る
が
東
京
中
村
不
折
氏
の
虚
数
す
る
温
血
葉
池
九
年
の
銘
あ
ろ
業
（
『
周
郷
里
實
』
所
載
）
ま
た
津
浪
嵩
土
品
と
周
じ
形
式
の
も

　
　
　
の
で
あ
ろ
。

　
②
　
李
濟
博
士
㌘
股
由
鰻
網
剛
…
礁
．
五
耗
穐
及
立
ハ
曲
淵
蘭
附
之
問
題
」
ハ
『
慶
…
就
下
鷺
兀
培
臨
光
生
志
ハ
十
五
欝
問
論
文
集
・
』
上
面
脚
所
熟
睡
）

　
③
罰
「
脩
臭
葬
し
（
『
安
陽
獲
掘
報
皆
』
第
三
期
）

　
④
　
馬
引
道
野
鶴
松
氏
の
論
丈
並
に
周
に
京
都
帝
姻
大
撃
理
學
部
の
小
松
・
肉
内
題
博
士
の
分
析
の
結
果
に
基
く
。
此
の
後
者
に
就
い
て
に
他
日
詳
し
い

（l16）



＠＠＠＠＠
報
晋
書
た
公
刊
す
る
豫
定
で
あ
る
。

梅
原
『
股
櫨
白
色
土
器
の
研
究
』
冒
『
東
京
丈
化
學
院
京
都
研
究
所
研
究
報
皆
』
第
一
研
）
第
入
戸
誤
爆

既
の
黙
に
既
に
蟄
閃
博
士
も
全
章
炎
學
に
藏
す
る
騒
牙
骨
片
や
白
色
畳
語
奄
紹
介
ぜ
ら
れ
力
際
に
説
い
て
ゐ
ら
れ
る
。
雁
点
土
「
丈
那
古
鋼
器
研

究
の
新
資
料
」
ハ
『
囲
華
』
第
三
七
九
號
所
載
、
『
東
亜
考
古
學
研
究
』
牧
錐
）
参
照
。

梁
思
永
氏
「
後
絢
獲
掘
小
記
」
（
『
安
賜
獲
掘
報
皆
』
第
四
期
）

梅
原
「
傭
毅
櫨
幾
見
の
銅
製
品
に
就
い
て
」
ハ
『
吏
學
』
第
八
巻
第
四
號
）

更
に
詳
し
く
言
ふ
と
、
父
の
系
統
に
あ
っ
て
に
古
式
の
も
の
に
鋳
衷
記
號
的
な
歪
な
主
と
す
る
こ
と
戚
の
或
物
と
同
様
で
あ
る
が
、
琵
の
類
で
1
1
形

式
の
輩
下
に
並
行
し
て
、
荒
々
後
に
蓮
べ
ろ
艶
歌
の
銘
丈
の
墜
藩
に
癒
じ
た
銘
た
有
す
る
遺
晶
奄
見
受
け
、
以
て
上
記
の
黍
時
代
の
も
の
に
及
ん
で

み
ろ
の
で
あ
る
。

五

（IZ7）

　
所
謂
三
代
の
尊
命
は
漢
代
鋼
器
と
並
ん
で
支
那
古
代
銅
容
器
の
大
本
を
な
す
所
の
も
の
で
、
宋
代
輪
蔵
器
愛
玩
の
風

潮
に
つ
れ
て
、
早
く
一
部
學
者
の
注
意
に
上
b
、
清
朝
に
な
っ
て
は
考
霊
鳥
の
隆
盛
と
共
に
…
器
の
款
識
に
翼
す
る
研
究

が
大
い
に
興
っ
て
、
岩
塩
の
文
献
は
汗
牛
充
棟
と
言
ふ
て
も
よ
い
有
様
で
あ
る
。
併
し
從
來
の
漁
者
の
研
究
に
殆
ん
ど

銘
文
の
解
繹
に
限
ら
れ
．
ま
た
器
を
以
て
租
廟
の
寳
器
，
饗
燕
の
下
等
と
す
る
閣
係
か
ら
、
古
禮
経
の
記
述
と
封
比
し

て
名
立
用
途
等
を
孜
へ
る
所
謂
器
名
の
學
に
姫
始
し
、
其
の
結
果
と
し
て
嚴
密
な
意
味
の
上
で
は
、
大
系
づ
け
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ロ

年
代
観
や
も
よ
り
廣
い
見
地
か
ら
す
る
器
の
性
質
な
ど
が
如
き
は
盛
ん
ど
確
め
ら
れ
て
み
な
い
。

　
　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ニ
ナ
谷
　
第
二
號
　
　
三
四
五



　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
＋
巻
第
二
競
　
三
四
六
乱

　
｝
膿
此
の
種
の
銅
器
は
古
く
出
た
『
野
盗
圖
鎌
』
や
『
考
古
圖
』
等
が
既
に
明
示
し
て
み
る
如
く
、
其
の
器
形
は
土
器
等

に
見
る
よ
り
も
蓬
か
に
巌
粛
複
雑
な
も
の
が
多
く
、
又
こ
れ
を
飾
る
圖
文
は
鎖
壌
趣
龍
等
の
奇
怪
な
浄
面
的
文
を
全
面

に
現
は
し
て
み
て
、
全
膿
と
し
て
與
へ
る
印
象
が
如
何
に
も
雰
額
際
的
な
奇
異
に
し
て
繁
褥
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

支
那
の
學
者
は
其
の
用
途
に
就
い
て
、
古
典
に
散
見
す
る
所
に
基
き
、
寧
ろ
日
常
の
器
で
な
く
、
禮
樂
に
供
し
た
と
な

し
、
そ
れ
を

　
C
り
奪
に
て
総
括
せ
ら
れ
る
所
謂
盛
酒
の
器

　
②
得
な
る
総
名
を
持
つ
飲
酒
の
器

　
伺
烹
蝕
の
器
た
る
扇
・
鼎
の
類
と
、
黍
緩
を
盛
る
敦
・
弊
誌

並
に
樂
器
に
大
別
し
、
更
に
一
々
の
形
に
そ
れ
み
＼
の
名
欝
を
與
へ
て
る
る
。
い
ま
試
み
に
其
の
主
な
も
の
を
数
へ
る

と
第
｝
類
に
奪
・
壷
・
曇
・
甑
L
嵐
・
触
∵
盤
面
が
あ
り
、
第
二
の
飲
酒
の
器
で
ば
露
∵
郷
∴
騨
・
角
・
聾
を
簗
ぐ
由
仁
、
第
三
類

で
は
鼎
∴
嬉
・
甑
・
敦
・
弊
・
簾
・
篤
・
豆
等
が
其
の
主
な
る
も
の
、
ま
た
樂
器
に
は
鐘
・
鐸
・
鐸
が
あ
り
、
な
ほ
別
に
盤
・
匝
等

　
　
　
　
　
　
①

の
沃
盟
の
器
も
あ
る
Q

　
是
等
の
器
の
年
代
に
就
い
て
は
、
支
那
の
金
石
家
は
其
の
密
命
か
ら
し
て
商
（
般
）
器
と
周
器
と
を
比
較
的
容
易
に
彊

下
し
、
綱
器
な
る
も
の
に
歯
し
て
も
、
銘
文
の
内
容
か
ら
更
に
局
限
せ
ら
れ
た
時
代
考
定
の
可
能
を
信
じ
て
み
る
。
此

の
伊
豆
は
ご
は
銘
僻
の
膿
に
依
り
、
他
方
内
容
の
研
究
か
ら
來
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
う
ち
に
そ
れ
ぐ
傾
聴
す
べ
き

（118）



レ

成
果
を
含
ん
で
み
る
。
・
併
し
實
際
か
ら
す
る
と
、
所
謂
電
灘
に
は
後
の
漢
器
に
於
け
る
様
な
絶
・
封
不
動
の
實
年
代
を
示

す
も
の
が
な
く
、
ぎ
た
其
の
…
器
の
性
質
上
か
ら
銘
僻
が
或
る
類
に
限
ら
れ
て
居
っ
て
、
器
に
依
っ
て
同
式
の
銘
の
み
を

附
し
た
と
思
は
れ
る
も
の
等
も
あ
る
の
で
、
年
代
を
推
す
に
不
充
分
で
あ
り
、
人
に
依
っ
て
解
鐸
を
異
に
す
る
な
ど
し

て
、
未
だ
俄
か
に
そ
れ
の
み
に
詣
り
難
い
。
　
一
例
を
暴
げ
る
な
ら
ば
、
爵
の
如
き
は
支
那
上
代
を
蓮
じ
た
贋
く
行
ば
れ

た
こ
と
を
古
典
か
ら
推
し
得
る
が
、
右
の
銘
僻
の
解
繹
か
ら
す
る
と
古
拙
な
腱
が
多
く
て
、
殆
ん
ど
有
徳
に
限
ら
れ
た

ご
と
に
な
る
。
か
、
る
矛
盾
は
近
頃
で
は
支
那
の
金
石
學
者
す
ら
氣
附
き
出
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
遡
っ
て
考
を
廻
ら
す
に
、
晶
群
は
そ
れ
が
陽
鋳
で
あ
る
場
合
は
明
に
器
と
同
時
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
銅

器
に
常
に
見
る
六
師
ち
陰
文
の
銘
に
あ
っ
て
は
、
錆
銘
の
外
に
器
成
っ
て
後
随
時
刻
す
る
こ
と
が
幾
遍
る
か
ら
、
其
の

銘
を
以
て
証
本
來
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
此
の
黙
…
を
確
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
殊
に
支
那
の
如
き
交
字

を
奪
諭
す
る
國
に
於
い
て
、
銘
文
あ
る
器
の
愛
玩
珍
藏
せ
ら
れ
る
場
合
、
古
い
無
銘
の
器
に
後
に
そ
れ
を
附
加
す
る
こ

と
は
容
易
に
考
へ
ら
る
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
一
層
其
の
戚
が
多
い
。
こ
れ
を
實
際
に
徴
す
る
に
、
古
器
に
出
土
後
新
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

く
銘
を
追
刻
し
た
例
を
少
な
か
ら
ず
見
受
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
最
近
海
外
に
流
出
す
る
多
数
の
新
た
に
登
下
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
銅
器
に
あ
っ
て
は
．
無
銘
の
器
が
相
當
の
数
量
に
上
っ
て
、
確
實
な
鋳
銘
の
器
に
相
比
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
出
土

後
傳
古
し
た
從
來
の
器
の
殆
ん
ど
有
銘
で
あ
る
の
と
差
異
を
示
す
が
如
き
も
、
後
者
の
う
ち
に
後
の
追
刻
の
少
く
な
い

こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
よ
う
Q
然
る
に
從
來
の
銘
文
か
ら
す
る
研
究
に
當
っ
て
は
、
営
業
の
黙
に
關
す
る
周
到

　
　
　
　
支
那
の
青
鋼
器
時
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
十
巻
　
第
二
號
　
　
三
四
七

（119）



　
　
　
　
支
那
の
審
銅
器
暗
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
径
　
第
ご
號
　
　
三
鶏
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
注
意
を
敏
き
、
器
と
銘
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
、
現
存
の
銘
か
ら
直
ち
に
器
の
年
代
を
推
し
、
其
等
か
ら
銅
器
の

年
代
親
を
組
立
て
、
み
る
の
は
、
銘
に
年
代
を
明
示
す
る
も
の
が
多
い
場
合
で
も
危
瞼
を
伶
ふ
。
云
は
ん
や
三
代
の
奪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

舞
が
銘
文
唐
虞
に
か
、
る
明
確
な
る
も
の
を
敏
く
に
於
い
て
、
其
の
査
ち
に
擦
り
難
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
支
那
の

著
録
に
往
々
見
受
け
る
所
の
同
じ
面
形
乃
至
属
文
で
あ
り
乍
ら
、
一
を
商
器
と
な
し
、
他
を
周
器
と
す
る
矛
盾
し
た
年

代
観
は
、
軍
に
外
形
を
無
視
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
銘
文
自
膿
に
正
す
る
か
、
る
省
察
を
蒔
い
た
に
因
る
も
の
が
あ
ら

う
。
吾
々
は
近
時
西
隊
學
者
の
銅
器
の
観
察
が
美
術
史
的
見
地
か
ら
寧
ろ
右
の
銘
僻
を
離
れ
て
、
鷲
鼻
な
り
圖
文
の
み

に
重
黙
を
置
く
傾
向
に
雷
同
す
る
者
で
な
く
、
銘
文
の
有
す
る
償
値
を
信
ず
る
次
第
で
あ
る
が
、
形
な
り
圖
文
が
奪
郵

の
轟
く
可
か
ら
ざ
る
構
成
部
分
を
な
す
以
上
、
研
究
に
は
そ
れ
が
叉
重
要
親
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
考
古
學
上
の
根

本
資
料
の
極
め
て
乏
し
い
現
在
に
於
い
て
は
、
先
づ
確
言
な
る
器
の
撰
揮
を
第
一
條
件
と
し
一
こ
れ
を
條
件
と
せ
な

け
れ
ば
な
ら
澱
程
支
那
の
銅
器
に
は
模
古
の
遺
品
乃
至
贋
作
品
が
多
い
の
で
あ
る
1
銘
文
に
就
い
て
如
上
の
黙
を
確

め
、
然
る
後
に
器
形
、
舞
文
、
器
質
、
銘
文
等
器
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
議
し
て
考
察
を
行
ひ
、
，
其
等
の
集
積
の
上
に
新

し
く
古
銅
器
の
性
質
掘
乃
至
年
代
観
を
組
立
つ
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
私
か
に
信
ず
る
。
次
に
項
を
改
め
て
如
上
の
見
地

か
ら
す
る
過
去
数
年
間
の
調
査
の
成
績
に
基
く
所
謂
欝
郵
の
形
式
槻
を
翠
げ
る
で
あ
ら
う
。

註
①
是
等
か
簡
明
に
記
述
し
糞
も
の
に
容
庚
氏
の
「
般
周
禮
樂
器
考
案
」
（
『
燕
京
學
報
』
第
一
期
）
が
あ
ろ
。
ま
六
ジ
ソ
ン
博
士
の
『
支
郷
古
代
美
衛
吏
』
第
一

　
　
　
巻
（
○
。
・
〈
鑑
篇
ω
ま
ヨ
跨
霞
㎝
8
蔓
。
竹
野
昔
O
び
冨
。
・
①
≧
許
く
亀
●
H
曾
（
り
9
益
g
り
お
ω
o
）
）
等
に
も
概
要
存
載
ゼ
て
あ
る
。

（　12e　）



②③④⑤

今
＝
あ
例
為
接
げ
る
と
、
我
が
佐
友
男
淋
毒
、
根
津
嘉
…
郎
戎
、
来
國
華
府
フ
”
ア
美
衛
館
に
各
一
器
か
藏
す
る
同
形
の
有
蓋
愁
龍
黎
饗
文
軸

（
壷
）
の
う
ち
で
、
フ
呼
ア
美
衛
館
の
騰
馬
に
の
み
長
文
の
灘
銘
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
儒
刻
と
認
め
ら
れ
う
が
如
き
、
ま
糞
同
ヒ
米
國
紐
育
の
メ
塾
ロ

ポ
リ
タ
ン
搏
物
館
と
費
府
の
大
鋸
博
物
館
と
に
共
に
一
器
な
擁
す
る
同
形
の
犠
首
襲
饗
融
雷
文
購
に
於
い
て
、
前
者
に
後
刻
の
古
い
銘
の
あ
る
如
毫

な
著
し
い
も
の
と
す
る
Q
な
ほ
早
く
『
二
極
金
石
志
』
に
著
錐
ゼ
ら
れ
、
王
園
維
氏
が
「
白
毛
王
大
耳
鍛
殿
」
（
『
槻
堂
溺
集
』
）
な
書
か
れ
て
有
名
な
蠕
購

丈
銅
鑑
の
如
き
も
、
逸
物
の
示
す
所
で
に
器
が
古
く
な
い
上
に
、
銘
ば
更
に
後
に
刻
し
六
形
迩
の
明
な
も
の
で
あ
る
。

梅
原
『
支
那
古
銅
精
華
』
第
丁
第
二
爾
燈
滲
照
。
尤
も
此
の
無
銘
の
器
ば
一
方
墨
形
に
依
っ
て
多
い
の
と
少
い
類
と
が
あ
ろ
様
に
思
ば
れ
、
ま
糞
時

代
に
も
關
係
が
あ
る
様
な
黙
も
見
え
る
。
是
等
ば
或
器
に
或
種
の
銘
の
多
い
こ
と
な
ど
・
共
に
将
器
多
数
の
資
料
か
ら
明
に
ぜ
ら
る
べ
き
一
つ
の

顯
と
思
ふ
、
塾
考
の
爲
附
記
し
て
置
く
。

尤
も
軍
艦
の
金
石
學
者
も
偶
刻
の
銘
の
あ
ろ
こ
と
に
に
、
そ
れ
一
V
に
注
意
た
卸
へ
て
屠
る
Q
近
く
機
構
の
商
南
濃
氏
の
「
古
代
糠
銘
傭
字
研
究
し

（『

燉
ﾋ
學
報
』
第
三
巷
第
二
期
）
の
如
き
專
ら
こ
れ
を
取
扱
ふ
カ
も
の
も
あ
る
。
併
し
器
と
の
關
係
に
は
及
ん
で
居
ら
ぬ
。

容
庚
氏
『
賓
藻
縷
華
器
圃
録
』
等
滲
昭
…

（王21）

歯ノ、

　
先
づ
奪
灘
の
形
態
に
就
い
て
見
る
に
、
上
に
畢
げ
た
多
数
の
器
に
は
可
な
り
憂
つ
た
形
を
し
た
も
の
を
含
ん
で
み
る

が
、
碧
落
の
器
た
る
爾
に
あ
っ
て
は
、
同
じ
特
色
の
あ
る
形
を
支
那
史
前
の
土
器
に
見
出
し
て
、
思
者
の
連
系
が
考
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
か
ら
鼎
・
甑
へ
の
形
の
登
展
が
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
容
器
と
し
て
普
遍
的
な
壼
を
基

準
形
と
し
た
器
が
可
な
b
多
く
、
他
方
未
開
人
の
土
俗
に
見
る
竹
器
・
角
器
等
か
ら
推
し
て
、
基
く
と
こ
ろ
の
か
、
る
類

で
あ
る
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
も
の
も
存
し
、
其
の
黙
で
器
の
名
欝
が
奪
弊
で
総
括
さ
れ
乍
ら
、
小
傷
名
が
あ
り
、
更

　
　
　
　
　
支
那
の
畜
銅
器
暗
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
谷
　
第
二
號
　
　
三
四
九
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に
翻
る
所
を
推
し
得
る
專
名
を
持
っ
て
る
る
こ
と
と
併
せ
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
併
し
現
存
の
多
数
の
銅
器
は
、
其
の

急
難
的
な
奇
怪
な
獣
文
を
暫
く
除
外
す
る
と
し
て
も
、
現
在
他
の
質
料
で
作
ら
れ
た
雅
と
直
接
な
連
系
を
認
め
得
る
の

は
宙
幽
・
豆
…
等
二
三
に
限
ら
れ
て
み
て
、
虻
ハ
の
多
く
の
形
は
特
殊
的
な
も
の
で
あ
り
、
壷
の
如
き
も
支
那
入
の
園
足
と
呼
ん

で
み
る
器
壷
が
附
加
せ
ら
れ
て
。
土
器
に
普
賢
見
る
形
態
と
の
問
に
差
異
が
あ
る
。
い
ま
試
み
に
此
の
壷
を
中
核
と
し

て
器
形
相
互
の
關
係
を
考
へ
る
と
す
る
と
、
大
膿
第
四
圖
に
暴
げ
た
襟
な
連
な
り
が
見
出
さ
れ
、
壼
自
膿
の
間
に
あ
っ

て
も
若
干
の
違
っ
た
墓
礎
形
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
威
が
か
、
る
形
態
の
連
系
圖
を
作
製
し
て
見
て
、

注
意
に
上
る
一
つ
の
黙
は
、
同
じ
壼
の
形
で
は
あ
る
が
、
銅
器
に
あ
っ
て
は
個
々
の
形
の
固
定
化
が
著
し
く
、
、
上
記
の

基
礎
形
相
互
の
問
を
は
じ
め
自
然
的
な
推
移
を
示
す
も
の
に
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
存
の
資
料
に
与
す
る
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

り
、
是
等
の
器
が
銅
に
移
さ
れ
る
以
前
に
よ
り
通
有
な
壼
か
ら
分
れ
て
、
用
途
に
癒
じ
て
そ
れ
み
＼
に
右
の
形
態
を
生

じ
て
み
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
よ
う
Q
同
じ
事
は
角
の
類
か
ら
導
か
れ
た
と
す
る
緊
緊
、
例
へ
ば
飯
野
・
角
・
欝

等
に
於
い
て
も
言
ひ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
相
互
に
親
し
い
脈
絡
な
ぐ
、
輩
・
に
胱
か
ら
匝
な
る
器
へ
の
形
の
推
移
が
考
へ

ら
れ
る
外
角
・
欝
共
に
角
器
と
は
可
な
b
違
っ
た
形
態
を
し
て
、
其
の
形
が
全
く
固
定
し
て
み
る
。
從
っ
て
銅
器
で
は
他

の
質
料
で
作
ら
れ
た
魚
形
と
の
關
係
や
、
ま
た
器
相
互
の
具
な
b
等
か
ら
形
態
槻
を
立
て
る
に
は
相
盗
の
困
難
を
件
ふ
○

　
か
く
尊
墨
の
個
々
の
器
に
は
、
そ
れ
自
膿
の
形
に
固
定
化
の
傾
向
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
他
面
で
は
一
つ
の
專
名

の
器
中
に
種
々
形
の
差
異
あ
る
類
が
存
し
て
、
銅
器
の
形
と
し
て
成
立
し
て
か
ら
後
の
墾
遷
を
辿
り
得
る
可
能
性
を
示

　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
豊
代
に
就
い
て
（
申
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
第
二
號
　
　
三
五
一

（　12・　3　．）
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’

す
も
の
も
少
く
な
い
。
此
の
類
と
し
て
先
づ
畢
ぐ
導
き
は
爾
か
ら
系
統
を
承
け
π
と
せ
ら
れ
る
鼎
で
あ
り
、
更
に
奪
・
尚

に
於
い
て
著
し
く
、
所
謂
敦
、
盃
、
兇
慰
撫
に
あ
っ
て
も
同
様
な
黙
が
認
め
ら
れ
る
。
尤
も
是
等
の
業
際
は
多
数
の
確

　
　
　
　
　
コ
ル
プ
ス

實
な
遣
物
の
聚
成
圖
を
作
っ
て
後
に
は
じ
め
て
正
し
く
指
示
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
は
な
ほ
其
の
時
期
に
達
し

て
み
な
い
。
併
し
例
へ
ば
鼎
に
あ
っ
て
は
大
髄
第
五
圃
の
様
な
類
の
存
在
が
注
意
せ
ら
れ
、
奪
に
は
第
六
圃
に
示
す
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
諸
形
態
が
あ
り
、
薗
ま
た
故
ト
リ
ュ
ブ
ナ
ー
氏
（
冒
薦
目
盛
藪
9
・
）
の
類
聚
し
た
標
な
種
々
の
遣
直
を
存
し
て
み
る
。
而

し
て
尊
と
膚
と
は
俘
田
す
る
場
合
が
少
く
な
い
の
で
、
是
等
か
ら
個
々
の
形
態
の
推
移
の
外
に
、
慌
者
を
通
じ
て
の
序

列
を
考
察
す
る
の
見
込
が
あ
る
。
此
の
黙
か
ら
す
る
と
盃
ま
た
下
孚
部
の
形
に
於
い
て
、
爾
か
ら
鼎
へ
の
形
態
推
移
に

相
近
い
墾
遷
を
示
し
て
併
せ
写
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
今
如
上
の
類
に
就
い
て
形
式
今
上
か
ら
先
後
の
瞬
刻
を
し
て
見

る
と
、
大
立
に
於
い
て
軌
れ
も
嚴
粛
に
し
て
複
雑
な
新
形
か
ら
、
そ
れ
が
段
々
と
實
際
化
し
て
整
美
な
も
の
に
至
る
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

階
に
麗
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
後
の
形
態
に
於
て
所
謂
秦
銅
器
一
以
下
戦
圃
秦
榛
式
と
呼
ぶ
一
1
へ
の
連
な
り

が
認
め
ら
れ
る
。

印
支
那
古
銅
器
の
形
態
は
早
く
宋
代
人
が
指
摘
し
た
様
に
、
聴
器
に
な
る
と
著
し
く
形
を
改
め
て
、
所
謂
奪
郵
の
類
は
、

概
ね
遊
を
絶
っ
て
る
る
の
で
あ
る
が
、
中
で
鼎
の
如
き
時
に
獲
存
す
る
器
形
に
あ
っ
て
は
、
載
馳
走
式
の
後
を
承
け
て
、

所
謂
三
代
の
鼎
か
ら
の
一
つ
の
永
い
形
態
列
の
明
な
下
限
を
示
す
も
の
が
あ
b
、
　
「
部
入
士
の
漢
由
と
す
る
男
盛
の
あ

る
壷
形
の
漢
器
ま
た
、
中
間
に
戦
國
秦
式
に
あ
る
同
形
の
器
を
置
く
時
は
、
面
の
長
大
な
整
美
な
類
と
の
蓮
系
が
同
じ

　
　
　
　
支
那
の
膏
銅
器
賄
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
二
醗
・
　
三
五
三

（　IL75　）



　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
縛
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
二
十
巻
　
第
二
號
　
　
三
五
四

く
考
へ
ら
れ
る
◎
郎
ち
如
上
の
奪
郵
の
或
類
は
、
形
の
相
封
的
年
代
に
於
い
て
、
複
雑
に
し
て
奇
怪
な
る
も
の
が
古

く
、
形
の
實
用
的
な
整
っ
た
類
が
後
に
※
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
尤
も
所
謂
三
代
の
銅
器
の
う
ち
に
は
甑
や
書
論
の
如
く
、
現
存
常
器
か
ら
す
る
と
比
較
的
實
用
に
適
し
た
形
の
み
の

も
の
や
、
叉
た
初
に
記
し
た
爵
・
角
・
聾
・
解
の
襟
に
嚴
粛
に
し
て
特
色
あ
る
形
の
み
の
墾
化
に
乏
し
い
類
が
あ
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

卓
筆
全
膿
の
形
式
親
を
考
へ
る
時
に
、
是
等
の
も
の
と
上
述
の
類
と
の
關
係
が
一
の
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
欝

角
・
聾
等
は
戦
國
秦
式
に
於
い
て
全
く
泌
を
絶
ち
、
飲
酒
の
器
と
し
て
全
く
別
な
形
の
杯
ー
ー
糖
等
が
行
は
れ
出
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

漢
忙
至
っ
て
盛
行
し
て
み
る
所
を
見
る
と
、
奇
愚
な
形
態
の
角
・
欝
な
ど
は
上
記
系
列
の
初
の
段
階
と
並
行
し
た
も
の
と

す
べ
く
、
ま
た
翫
や
簸
は
戦
國
秦
式
に
相
似
た
形
を
存
す
る
こ
と
か
ら
後
田
の
器
と
解
せ
ら
れ
る
。
然
ら
ば
同
じ
專
名

の
難
中
に
於
け
る
違
っ
た
形
の
多
い
是
等
の
諸
等
に
於
け
る
形
態
の
推
移
は
注
意
す
べ
き
事
象
と
し
て
、
　
一
面
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

画
定
化
の
傾
向
あ
る
銅
器
に
於
け
る
現
は
れ
で
あ
る
所
か
ら
、
其
の
肥
豆
に
相
當
永
い
髄
鞘
的
な
経
過
の
あ
っ
・
た
こ
と

が
慮
ら
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
場
合
近
時
新
資
料
の
績
毘
に
依
っ
て
、
漸
次
其
の
行
は
れ
た
年
代
の
明
確
に
な

　
⑥つ

て
來
た
戦
國
秦
機
式
一
所
謂
秦
銅
器
一
か
ら
漢
器
へ
の
推
移
に
三
四
百
年
の
年
時
を
要
し
だ
と
云
ふ
こ
と
が
思

ひ
併
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

－
次
に
曾
舞
を
飾
る
所
の
文
様
を
取
り
上
げ
て
蘇
る
。
そ
れ
は
饗
饗
・
早
馬
・
嚢
鳳
・
墾
瀧
等
と
云
ふ
奇
怪
な
動
物
文
と

雷
紋
と
に
依
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
殊
に
饗
難
文
が
目
立
っ
て
る
て
、
恰
も
装
飾
の
申
核
を
な
し
、
之
に
從

（　126　）

説



還
し
て
他
の
徴
標
が
適
用
せ
ら
れ
π
槻
が
あ
る
。
此
の
饗
養
文
の
蓮
源
に
就
い
て
は
種
々
の
見
解
が
並
び
行
は
れ
て
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
な
ほ
定
説
が
な
く
、
そ
れ
が
絵
り
に
特
色
の
著
し
い
所
か

碕　　罐
^
i
継
匙

⑳

解職法患表文饗≧豊　圖七三

ら
、
地
文
た
る
雷
文
と
共
に
考
察
上
の
難
問
題
と
し
て
の
こ

さ
れ
て
み
る
。
併
し
銅
器
に
於
け
る
此
の
捻
文
の
適
用
か
ら

す
る
と
、
其
の
交
機
は
恰
も
動
物
の
頭
部
を
中
心
に
し
て
左

右
に
展
開
し
た
如
き
形
を
取
り
、
ま
た
当
為
か
ら
見
る
器
の

装
飾
た
る
關
係
か
ら
で
も
あ
ら
う
が
、
右
の
訳
文
の
左
右
が

同
時
に
別
々
に
一
の
軍
一
二
形
を
な
し
て
み
る
1
私
は
假

り
に
こ
れ
を
正
側
面
の
同
時
表
出
法
と
呼
ぼ
う
と
思
ふ
1

虚
に
一
の
特
徴
が
あ
り
、
其
の
黙
で
大
洋
洲
北
、
ア
凶
ヲ
ヵ

等
の
未
開
人
の
間
に
見
る
動
物
文
南
端
の
ス
キ
タ
イ
の
そ
れ

と
は
違
っ
て
み
る
。
（
第
七
圏
）

　
さ
て
此
の
駿
氏
文
は
各
種
の
四
葬
を
通
じ
て
割
含
に
墾
化

に
乏
し
く
、
器
形
の
固
定
化
と
共
通
し
た
傾
向
を
示
す
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
其
の
問
に
於
け
る
差
異
が
ま
た
認
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
二
號
　
　
三
五
五

（127）

併
し
あ
ら
ゆ
る
器
の
装
飾
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
る
る
だ
け
に
資
料
も
多
く
て
、

　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
中
）

馬



　
　
　
　
　
冊
X
粥
｝
の
由
官
鋼
藩
眸
コ
代
に
．
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
工
1
ぬ
壱
　
第
二
號
　
　
　
一
一
ご
難
山
ハ

る
。
邸
ち
加
熱
的
で
上
述
の
形
態
を
よ
く
示
し
た
奇
怪
な
も
の
が
多
い
他
面
に
、
各
部
の
表
現
の
線
的
と
な
っ
て
雅
致

を
加
へ
た
も
の
や
、
四
肢
が
便
軸
装
は
焼
失
し
て
顔
面
の
み
が
著
し
く
な
っ
た
類
か
ら
、
更
に
其
の
吾
北
の
み
が
象
徴

化
せ
ら
れ
て
、
他
が
国
交
化
し
た
も
の
等
が
あ
り
、
是
等
の
問
か
ら
文
襟
の
推
移
を
考
へ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

形
式
上
部
分
の
省
略
せ
ら
れ
、
或
は
一
部
の
象
徴
化
し
た
も
の
が
全
燈
的
な
形
の
後
に
來
る
こ
と
は
明
で
あ
る
し
、
、
他

方
戦
國
秦
式
銅
器
の
毒
物
に
見
る
獣
面
や
、
所
謂
蠕
蟷
交
の
或
類
は
右
の
顔
面
の
み
の
駿
饗
文
と
の
連
系
が
考
へ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
詳
し
い
墾
遷
は
將
來
に
待
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
形
式
の
順
列
は
属
島
な
正
側
面
の
同
時
表

　
　
　
⑧

掲
の
も
の
か
ら
、
次
第
に
四
肢
が
便
化
溝
失
し
て
地
文
化
し
て
行
く
も
の
と
、
顔
面
だ
け
が
の
こ
り
、
そ
れ
が
逡
に
純

粋
の
欝
に
移
行
し
た
二
つ
の
甕
覧
ら
れ
・
の
で
嚢
叢
り
捧
彫
的
で
而
も
盲
あ
・
種
姦
が
磐
古
鯛

匿
い
こ
と
に
な
る
O
（
第
八
圃
）

　
饗
三
文
ど
共
に
多
い
趣
毒
言
に
あ
っ
て
は
、
所
謂
Z
単
管
を
し
た
双
頭
文
を
は
じ
め
と
し
て
割
合
に
違
っ
た
類
が
各

種
の
器
に
用
ゐ
ら
れ
て
あ
っ
て
、
こ
れ
は
前
者
よ
り
も
明
確
に
序
文
の
墾
り
方
が
分
る
し
、
な
ほ
次
の
戦
國
秦
式
銅
器

文
を
特
色
づ
け
て
る
る
幡
心
学
の
系
統
を
引
く
黙
で
興
味
が
多
い
。
私
の
企
窮
し
て
み
る
三
代
古
銅
器
丈
の
調
査
考
察

は
、
確
實
な
論
調
に
就
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
交
標
を
摘
出
し
、
そ
の
同
じ
類
を
集
め
て
先
づ
形
式
の
前
後
を
推
定
し
、
然

る
後
に
文
様
相
互
の
醐
係
を
辿
ら
ん
と
す
る
に
あ
る
が
、
以
上
の
著
し
い
二
例
其
他
既
に
若
干
の
瀟
々
纒
つ
た
資
料
を
、
　
w

得
た
も
の
に
於
け
る
所
見
は
害
心
に
於
い
て
同
一
の
推
移
を
示
し
て
み
る
の
で
あ
る
◎



第
八
圖
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饗
文
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第
九
圖
　
画
形
式
憂
遷
例

鑑

細
螺
i

．
．
」
薯
灘
璽
騰
．
演
㍉
、
．
．

右
上
（
2
）
根
津
嘉
一
郎
氏
藏
　
　
右
中
（
4
）
ナ
ペ
ン
ハ
イ
ム
氏
藏
　
　
右
下
（
5
）
山
中
商
會
保
管
品

左
上
（
1
）
ブ
リ
ア
美
術
館
藏
　
　
左
中
（
3
）
ボ
ス
ト
ン
某
氏
藏
　
　
左
下
（
4
）
住
友
男
爵
家
藏



第

‘一

圓

兜
胱
形
式
攣
遷
例

：左上（1）　マイヤー夫人藏

：左中（2）住友男爵家藏

左下（‘s）　川合定治郎氏藏

右上（3）ホーム夫入藏

右中（5）山中商・會藏

右下（匝）　rkeストン某氏藏

嚇垂
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第

…

一

圖

款
識
憂
遷
例

（1）尚器銘　　（2）鼎　銘　　（3）曾　銘　　（4）欠療銘　　（5）敦　銘

（r））ex銘　　（7）盤　銘　　（8）盤　銘　　（9）錺刻銘

　1－4古期　　5－7　中期　　S，9戦國秦式



争
、

　
こ
～
で
別
々
に
其
の
形
式
を
考
査
し
た
形
態
と
文
標
と
の
示
す
と
こ
ろ
を
併
せ
て
見
る
と
、
形
の
巌
粛
に
し
て
罪
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

際
的
な
も
の
に
浮
彫
的
に
し
て
繁
褥
な
墨
書
が
多
く
、
よ
り
輕
快
な
形
に
雅
致
の
趣
を
加
へ
た
圖
文
が
附
さ
れ
て
居
る

と
云
ふ
並
行
歌
態
が
認
め
ら
れ
る
。
而
し
て
後
者
に
あ
っ
て
は
文
様
が
輩
に
器
の
装
飾
と
し
て
…
部
に
施
さ
れ
た
に
過

ぎ
な
い
場
合
の
少
く
な
い
の
に
甥
し
て
、
前
者
の
器
で
は
圖
文
が
概
ね
器
の
発
面
を
覆
ふ
て
、
兇
胱
乃
至
敦
の
野
物
で

は
、
そ
れ
が
歪
形
の
部
分
を
す
ら
構
成
す
る
と
云
ふ
有
機
で
、
爾
者
が
殆
ん
ど
不
可
分
の
關
係
に
立
っ
て
、
特
色
あ
る

前
壁
を
な
し
て
み
る
の
を
見
受
け
る
。
す
る
と
現
在
の
所
謂
三
代
の
銅
器
で
は
最
も
暴
落
な
形
に
繁
愚
な
装
飾
を
以
て

し
な
も
の
、
換
言
す
る
と
鯨
郵
と
し
て
標
式
的
な
も
の
が
形
式
の
上
か
ら
は
最
初
に
來
、
そ
れ
か
ら
漸
次
形
態
圏
交
共

に
輕
快
實
際
化
す
る
傾
向
を
取
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
戦
國
秦
式
銅
器
や
漢
器
は
此
の
系
統
を
承
け
た

も
の
と
し
て
、
よ
し
や
漢
学
に
は
器
形
圖
丈
に
全
然
新
し
い
分
子
が
多
く
加
は
つ
て
み
る
に
せ
よ
、
從
來
添
方
的
に
扱

は
れ
た
所
謂
三
代
の
器
と
漢
器
と
の
形
式
上
の
連
鑛
が
充
分
に
理
由
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
慮
る
。
い
ま
如
上
の

鮮
結
を
膚
と
感
興
と
の
二
器
に
例
を
取
っ
て
圖
示
し
た
も
の
が
第
九
・
第
十
の
爾
圖
で
あ
る
。
圖
中
歯
に
あ
っ
て
は
フ

ソ
ア
美
備
館
藏
す
る
逡
贔
、
胱
で
は
華
府
マ
イ
ヤ
ー
夫
人
の
藏
器
の
如
き
が
、
形
式
駆
上
古
い
段
階
に
属
し
、
由
中
商
會

所
藏
の
面
や
．
有
憂
胱
の
如
き
が
新
し
い
形
式
と
し
て
、
其
の
問
に
中
間
的
な
形
式
が
漏
る
の
で
あ
る
。
　
　
・

註
④
澱
購
樽
士
「
鼎
と
衛
に
就
い
て
」
（
狩
野
教
授
黒
藻
記
念
『
支
那
學
論
叢
』
及
『
東
亜
考
古
學
研
究
』
所
牧
）

②
蟹
三
碧
菩
g
ニ
タ
＝
告
鳥
潟
奉
薦
（
富
君
臥
㈹
．
H
9
お
∀

　
　
　
支
那
の
管
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻

第
二
號
　
　
三
五
七

（ユ29）



③＠＠⑥⑦③

　
　
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
ご
盤
　
　
三
五
入

梅
原
「
所
謂
秦
鋼
盤
に
就
い
て
し
（
『
読
癖
』
第
十
管
第
三
號
）
峯
照
。
髭
種
檬
式
の
銅
器
に
就
い
て
に
シ
ソ
ン
博
士
は
楚
秦
式
と
呼
び
、
ま
穴
瑞
典
で
に

潅
河
式
（
口
帥
戸
瓢
ω
毫
①
）
な
ろ
名
爾
が
興
へ
ら
れ
て
る
る
が
、
其
の
後
資
料
の
績
撮
に
依
っ
て
、
行
に
れ
表
年
代
並
に
二
曹
が
籐
程
に
つ
き
り
し
て

來
糞
か
ら
、
薪
六
に
戦
國
秦
様
式
と
命
名
す
る
こ
と
に
し
索
。
詳
細
は
近
刊
の
來
方
丈
化
學
院
京
都
硯
究
駈
の
研
究
〆
高
に
証
す
で
あ
ら
う
α

濱
溺
樽
士
「
欝
と
杯
」
（
市
村
博
士
宙
稀
就
賀
『
東
洋
史
論
叢
』
所
載
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銑

此
の
器
形
の
礎
盤
な
り
、
薪
形
態
の
繊
現
に
就
い
て
更
に
考
察
秘
警
め
う
に
に
、
雷
蒔
銅
器
と
並
存
し
て
馬
よ
り
一
般
に
行
に
れ
て
る
六
土
器
か
ら

の
影
響
葎
顧
み
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
言
存
須
ひ
な
い
。
雌
の
黙
に
催
し
て
に
既
に
早
く
滅
田
搏
士
が
「
支
那
古
銅
器
と
土
器
と
の
關
係
に
就
い
て
し

（『

圏
m
學
報
』
第
七
谷
第
二
號
）
な
ろ
示
唆
の
多
い
論
丈
に
於
い
て
相
互
の
踊
係
た
観
か
れ
て
る
る
Q

叡
慮
皇
民
『
慈
恵
編
鐘
血
腫
』
、
〆
＜
艶
貯
彗
O
・
ノ
く
鑓
8
罰
門
9
ご
び
m
鼠
○
置
b
？
濾
同
嶺
（
ω
ぎ
薦
用
ゑ
お
零
）
郭
転
瞬
氏
『
古
代
銘
刻
藁
孜
』
、
同
綾
編

唐
薦
氏
「
轟
縣
所
毘
銅
器
孜
略
し
〔
『
國
學
挙
刊
』
第
翻
岱
第
一
號
）
、
癩
病
氏
『
楚
器
圓
糧
』
等
塗
照
）

濱
田
博
士
「
支
那
宵
銅
器
研
究
の
新
資
料
」
（
髄
幽
）
、
詞
「
支
那
古
銅
器
概
観
」
（
『
鰯
訂
泉
麗
清
賞
』
）
、
無
碍
幹
之
助
氏
「
襲
鍵
紋
の
原
義
に
就
て
」
輪
考

古
學
雑
誌
』
第
十
八
谷
第
四
號
）
等
峯
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

既
の
黙
か
ら
す
る
と
正
側
露
の
同
時
五
型
法
に
古
式
な
腰
丈
に
於
け
る
特
徴
と
も
見
ら
れ
る
。
一
嵩
饗
鍵
丈
の
み
で
な
く
、
銅
器
の
繁
褥
奇
古
な
圏

文
に
あ
っ
て
に
、
軍
位
鶴
形
存
二
つ
相
観
に
し
め
て
本
圃
酌
な
一
つ
の
認
識
為
な
し
敦
黙
で
島
の
種
の
範
購
に
入
る
べ
毫
も
の
が
少
な
か
ら
ず
霧
し

て
み
る
。
倫
敦
ユ
ー
モ
ル
フ
オ
ポ
・
ス
氏
所
藏
の
象
丈
周
公
攣
（
『
古
鋼
精
華
』
第
二
燈
§
顧
）
、
捷
禁
申
の
犠
千
三
鳳
文
真
同
上
第
暦
三
圏
）
の
器
腹

丈
等
の
如
壷
に
其
妊
例
で
あ
る
。

（　130　）

七

銅
器
を
構
成
す
る
形
態
と
逆
捻
と
に
就
い
て
の
右
の
形
式
學
上
の
考
察
に
較
べ
る
と
、
款
識
は
軌
れ
の
器
に
も
あ
る



も
の
で
は
な
い
が
、
支
那
の
金
石
學
者
が
其
の
主
な
研
究
の
重
富
と
し
て
、
嘘
っ
て
以
て
器
の
年
代
を
推
し
て
み
る
こ

と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
Q
併
し
そ
れ
も
既
に
指
摘
し
把
様
な
閾
隔
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
更
に
本
に
遡
っ
て
新
し

く
考
察
を
試
む
美
き
で
あ
る
。
い
ま
吾
々
の
見
得
る
確
實
な
器
に
於
け
る
墓
銘
類
を
主
な
資
料
と
し
、
こ
れ
に
信
ず
可
き

若
干
の
刻
銘
を
加
へ
て
、
同
じ
く
考
古
學
上
の
立
場
か
ら
槻
察
し
て
見
る
と
、
注
意
に
上
る
｝
つ
の
重
要
な
黙
は
、
銘

文
の
書
膿
の
一
機
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
其
の
違
っ
た
書
膿
を
取
っ
て
試
み
に
形
式
の
先
後
を
辿
っ
て
見
る
と
、
大
膿

第
十
一
圖
の
様
な
順
序
と
な
っ
て
、
　
一
部
支
那
聖
者
の
般
文
宇
と
呼
ん
で
み
る
軍
な
る
記
號
的
な
象
形
の
文
字
か
ら

或
る
内
容
を
持
つ
た
長
文
の
も
の
に
見
受
け
る
若
干
の
段
階
に
つ
“
き
、
最
後
に
戦
國
秦
式
の
刻
銘
が
來
る
。
慮
が
右

の
謹
の
秀
を
要
望
し
て
見
・
と
、
或
・
謹
の
銘
が
毒
の
器
妄
い
場
合
の
あ
・
ミ
例
へ
ば
記
甑

的
な
軍
文
の
欝
に
於
け
る
が
如
き
も
の
も
あ
る
が
、
大
聖
に
於
い
て
記
號
的
で
あ
る
象
形
文
は
嚴
粛
に
し
て
繁
褥
な
圖

文
の
器
に
多
く
、
ま
た
長
い
銘
文
で
も
騰
の
奇
古
な
も
の
は
、
例
へ
ば
象
文
学
、
所
謂
央
弊
の
如
く
同
檬
な
器
に
存
し

て
、
以
下
書
風
の
遜
遷
と
上
述
器
形
圏
交
の
推
移
と
の
並
行
が
認
め
ら
れ
る
楼
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
れ
は
郭
沫
若
氏
が

奮
説
未
だ
儘
く
信
ず
可
か
ら
す
と
し
て
、
な
ほ
現
在
吾
々
の
調
査
の
及
ば
な
い
銘
文
の
内
容
か
ら
其
の
墾
遷
を
論
乃
で

み
る
所
・
説
に
も
略
ぼ
合
致
す
る
も
の
が
あ
っ
て
興
昧
を
饗
す
る
の
で
あ
る
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
郭
氏
の
説
は
「
周
代
郵
銘
進
化
親
」
と
題
し
て
．
古
代
電
郵
の
銘
文
に
四
個
の
段
階
の
あ
る
こ
と
を
説
き
、
其
の
第

一
は
銘
文
の
生
じ
た
際
の
も
の
で

　
　
　
　
支
那
の
膏
銅
器
疇
代
に
就
い
て
（
嘩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
二
盤
　
　
三
五
九



　
　
　
　
支
那
の
青
蝿
…
器
噂
代
に
就
い
て
、
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
躍
二
十
巻
　
　
第
ご
饗
　
　
　
三
点
ハ
○

　
　
僅
在
宮
名
宙
勒
其
私
人
之
名
或
圖
記
以
示
其
所
有

の
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
化
の
逓
進
に
依
っ
て
次
の

　
　
此
階
段
之
郵
器
輿
竹
慈
同
直
古
人
之
書
史
夷

な
る
程
度
に
達
し
た
こ
と
を
条
例
を
畢
げ
て
論
じ
、
西
周
の
遣
器
を
以
て
其
の
最
も
著
し
い
も
の
と
し
て
み
る
。
慮
が

春
秋
中
葉
以
降
攣
じ
て

　
　
東
周
面
後
書
史
性
質
墾
嚇
爲
文
飾

な
る
第
三
段
及
び
第
四
段
た
る

　
　
復
返
於
粗
略
之
自
名
或
委
之
於
工
匠
之
手
函
薬
物
織
工
名

と
な
っ
て
途
に
壌
滅
し
淀
と
す
る
の
で
あ
る
。
右
の
見
解
は
氏
が
『
爾
爾
金
文
僻
大
系
』
を
編
述
し
た
雑
考
へ
及
ん
だ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
る
と
云
ふ
。
同
書
所
要
の
器
銘
の
年
代
に
既
に
異
論
が
あ
り
、
ま
た
吾
々
か
ら
す
る
と
、
資
料
の
撰
揮
に
全
く
議

す
べ
喜
黙
が
な
い
こ
と
も
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
實
年
代
と
結
び
つ
け
る
所
に
は
即
ち
に
糠
り
難
い
が
、
而
も
大
子
の
饗

遷
観
に
至
っ
て
は
固
よ
り
傾
聴
す
べ
き
も
の
と
し
よ
う
。
し
て
見
れ
ば
銘
文
で
は
書
膿
内
容
を
通
じ
て
器
の
場
合
と
は

違
ひ
、
機
生
の
初
期
か
ら
の
襲
農
推
移
の
全
懸
想
が
表
は
れ
て
る
る
事
に
な
る
。
（
来
完
）
　
　
　
　
　
　
・

　
註
①
　
幾
の
論
文
に
郭
氏
の
『
宵
代
銘
刻
彙
孜
』
の
巻
末
に
収
録
さ
れ
て
あ
ろ
。

　
②
　
　
呉
猛
停
学
…
箕
「
金
甲
又
臓
…
帯
説
繍
誼
縞
蝋
繍
佃
し
謙
り
「
金
文
い
瀧
年
表
し
、
（
『
北
冥
翻
闘
書
鶴
甲
刊
』
脇
弟
山
ハ
巻
第
五
號
i
第
七
巻
第
五
號
）
等
塗
昭
…
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