
中
国
駿
代
の
櫛
に
就
い
て

梅

原

末

ム
ロ

、
ン
5

～　

k
饗
旨
】
　
此
の
こ
久
は
近
年
世
に
出
た
河
南
省
翼
端
殿
墓
出
土
ど
認
め
ら
れ
る
若
干
の
玉
櫛
と
一
個
の
骨
脂
櫛
と
に
基
い
て
・
股
代
の
櫛
の
実
際
を
述
べ

…
た
も
の
で
あ
る
・
初
に
一
み
揚
を
調
べ
た
所
見
を
詳
し
く
記
・
て
上
・
そ
三
度
か
ら
；
の
型
の
あ
っ
て
・
こ
の
服
飾
品
の
走
も
耗
の
文
物

め

～
の
葵
進
ん
だ
も
の
の
あ
る
こ
と
が
推
考
せ
ら
れ
る
。
そ
長
・
終
り
に
当
代
の
一
般
の
服
飾
に
至
蔑
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
中
國
の
澱
の
時
代
に
装
身
具
と
し
て
、
既
に
髪
飾
晶
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
早
く
殿
塘
…
の
出
土
と
伝
え
る
骨
髄
の
黒
旗
笄
の
類
に
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
脊
す
る
の
で
、
い
ま
や
一
般
に
認
め
わ
れ
て
い

る
。
同
じ
髪
飾
の
一
つ
で
あ
る
櫛
に
あ
っ
て
も
、
殿
嘘
放
業
の
発
掘

が
す
す
む
に
つ
れ
て
、
そ
れ
の
行
わ
れ
た
事
を
推
測
さ
す
遺
品
が
知

ら
れ
落
し
て
来
た
。
　
『
河
黒
鉱
陽
強
物
の
研
究
』
に
載
せ
た
大
阪
江

口
治
郎
氏
の
蒐
集
に
係
る
高
嶺
贔
は
、
そ
の
一
例
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
然
る
に
此
の
種
の
櫛
に
就
い
て
、
過
般
の
欧
米
の
旅
で
、
新
た

　
　
　
　
中
園
一
股
代
の
櫛
…
に
就
い
て
（
梅
擦
）

に
著
し
い
語
例
に
援
し
た
の
ぞ
、
是
等
の
関
係
の
資
料
を
整
理
し
て
、

な
お
不
充
分
な
当
代
の
そ
れ
に
就
い
て
の
知
見
を
拡
充
す
る
た
め
に

此
の
小
文
を
書
く
こ
と
に
し
た
。

　
二
　
さ
て
私
の
薪
た
に
見
た
櫛
の
完
好
な
遺
晶
は
、
仏
蘭
西
の
カ

ー
ル
マ
ン
氏
（
蜜
…
o
剛
崔
2
ρ
豊
島
醤
ご
）
の
所
蔵
品
と
、
米
国
紐
育
の

エ
リ
ク
ソ
ン
氏
（
麟
琶
Φ
q
。
け
図
臥
。
器
。
ご
）
　
の
蒐
集
に
係
る
二
つ
で
あ

る
が
、
相
似
た
玉
櫛
の
一
例
は
既
に
黄
溶
氏
の
『
貧
乏
片
羽
』
初
集

に
も
載
っ
て
屠
抄
、
ま
た
現
在
は
企
く
違
っ
た
馬
形
の
部
分
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
」
、
七
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中
國
　
殿
代
の
櫛
に
麓
い
て
（
梅
皿
原
）

て
あ
る
が
、
そ
れ
と
認
め
ら
れ
た
も
の
、
が
Y
ミ
、
不
ア
ポ
リ
ス
の
ピ
ル

ス
ベ
リ
ー
蒐
集
口
煎
（
℃
鐸
冨
ぴ
β
門
団
O
O
｝
寄
O
紳
凶
◎
ご
”
ジ
盛
ヨ
ざ
P
℃
O
｝
営
目
濤
。
ね
－

甑
窪
8
◎
h
湯
跨
）
に
電
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
破
損
は
あ
る
が
、

嗣
様
な
骨
製
の
櫛
が
江
蔭
治
郎
氏
の
詐
に
叉
収
蔵
さ
れ
て
あ
る
の
で
、

引
い
て
是
等
か
ら
、
先
以
て
当
代
の
櫛
の
必
ず
し
も
稀
で
な
い
こ
と

が
推
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
三
　
是
等
の
櫛
の
う
ち
カ
…
ル
マ
ン
氏
の
所
蔵
晶
は
、
二
寸
五
分

許
り
の
縦
長
の
、
而
も
歯
の
短
い
電
の
で
、
黄
褐
が
が
っ
た
色
沢
の

不
透
明
な
玉
で
作
ら
れ
て
い
て
、
全
面
が
よ
く
磨
研
さ
れ
て
あ
る
。

そ
し
て
挿
図
第
一
の
一
に
示
す
よ
う
に
、
此
の
櫛
の
偏
平
な
体
の
頭

部
に
虎
と
も
晃
「
え
る
動
物
の
翌
翌
形
が
丸
彫
ぞ
表
わ
さ
れ
て
あ
る
ば

か
ひ
で
な
く
、
所
謂
浜
に
当
る
両
面
に
正
薗
向
の
日
面
が
薄
い
突
線

丈
で
鍵
盤
さ
れ
て
い
る
の
が
甚
だ
目
立
つ
の
で
あ
る
。
主
要
な
八
本

の
そ
の
短
い
歯
は
、
中
央
が
心
持
ち
長
い
よ
う
な
外
観
を
し
て
、
細

部
の
上
か
ら
、
全
形
が
作
ら
れ
て
後
に
鏡
利
な
利
器
で
切
り
込
ん
だ

も
の
た
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
頭
部
の
獣
形
の
下
に
は
丸
い
孔

が
開
い
て
い
て
、
い
ま
そ
の
縁
辺
に
可
な
り
の
手
な
れ
が
見
え
る
の

は
、
も
と
紐
な
ど
を
通
じ
て
用
い
た
名
残
と
解
す
可
き
で
あ
ろ
う
か
。

三
八

0
　
　
　
　
1

3

挿〔澱第一　王　描　二二　掴　形　歌

　
こ
の
櫛
を
特

色
づ
け
る
そ
の

丸
彫
の
獣
形
が
、

近
年
確
実
な
例

を
加
へ
た
殿
代

の
古
玉
に
見
る

そ
れ
と
一
致
す

る
も
の
で
あ
る

こ
と
な
り
、
正

面
向
の
獣
面
が

罰
じ
く
、
当
代

の
霧
銅
器
を
飾

る
所
謂
墨
筆
丈

申
の
一
つ
の
型

に
相
当
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と

は
、
頗
る
顕
著

で
あ
る
の
で
、

（　・｛60　）



引
い
て
こ
れ
は
現
在
で
は
全
く
游
離
し
た
臆
晶
で
は
あ
る
が
、
右
の

点
か
ら
同
じ
蒔
代
の
所
産
た
る
こ
と
を
推
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。

　
四
　
エ
リ
ク
ソ
ン
氏
収
蔵
の
他
の
玉
櫛
ま
た
ほ
ぼ
同
大
の
縦
長
の

形
で
あ
る
が
、
こ
の
方
は
頭
部
に
は
側
面
に
孔
を
穿
つ
た
小
突
起
が

あ
る
の
み
で
、
R
立
つ
た
飾
が
な
く
、
上
辺
ぞ
一
た
ん
括
れ
た
旙
平

な
体
の
外
側
が
段
々
と
開
い
て
、
下
端
で
幅
を
広
め
た
、
歯
の
長
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
　
一
層
櫛
と
し
て
の
整
う
た
形
を
示
す
。
　
（
挿

図
第
一
の
2
）
従
っ
て
こ
の
形
か
ら
す
る
と
、
既
に
紹
介
し
た
大
阪

江
口
氏
の
櫛
に
似
通
っ
て
い
る
。
処
で
こ
の
器
ま
た
所
謂
浜
に
当
る

両
面
に
同
じ
く
正
面
向
の
獣
面
が
突
線
文
で
飾
ら
れ
て
あ
っ
て
、
そ

れ
の
表
禺
が
若
干
の
肉
を
持
ち
且
つ
一
種
の
角
を
も
鼠
燃
え
た
整
っ
た

形
で
あ
る
こ
と
は
、
前
例
の
そ
れ
に
勝
る
も
の
が
あ
り
、
股
代
の
性

格
を
具
象
す
る
こ
と
が
注
碧
さ
恥
る
の
で
あ
る
。
な
お
櫛
の
歯
は
＋

五
本
で
あ
っ
て
、
い
つ
れ
も
先
端
が
尖
っ
て
、
実
胴
飼
た
る
に
ふ
さ

わ
し
い
形
を
し
て
屠
り
、
同
部
の
加
工
の
鏡
利
な
点
が
、
上
記
の
装

飾
文
表
出
の
巧
緻
と
相
倹
っ
て
、
当
代
の
攻
合
の
造
詣
を
推
さ
し
め

る
の
で
あ
る
。
現
在
こ
の
歯
の
六
本
と
九
本
と
の
間
に
や
や
広
い
聖

隙
が
あ
っ
て
、
　
一
寸
見
る
と
一
本
欠
け
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
物
を

　
　
　
　
申
属
殿
代
の
櫛
に
就
い
て
（
梅
原
）

よ
く
見
る
と
、
嗣
部
の
上
辺
に
特
に
切
り
込
み
が
設
け
ら
れ
な
ど
し

て
、
も
と
か
ら
こ
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
分
る
。
た
だ
し
そ
の

何
の
故
で
あ
る
か
は
萌
で
な
い
。

　
こ
の
櫛
の
玉
無
は
い
ま
全
く
風
化
し
て
い
て
、
　
一
面
は
砂
色
で
あ

り
、
他
の
面
は
淡
褐
色
を
呈
し
て
、
そ
れ
に
高
い
滑
沢
が
見
ら
れ
る
。

な
お
全
面
鮮
か
な
水
銀
朱
に
染
ん
で
、
そ
れ
等
の
調
子
が
如
何
に
も

股
蔓
物
に
通
じ
て
見
る
と
こ
ろ
に
一
致
し
て
居
り
、
而
も
い
さ
さ
か

も
出
土
後
手
を
加
え
た
形
述
な
ど
な
く
、
掘
り
風
さ
れ
た
ま
ま
の
す

っ
き
り
と
し
た
土
中
古
の
趣
を
具
え
て
い
る
の
は
、
遺
物
の
真
実
性

を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
注
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
形
の
上
か
ら
齎
の
櫛
と
似
た
遣
晶
が
既
に
一
つ
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
黄
。
働
蟻
の
『
郷
中
片
羽
』
初
集
下
弓
の
第
二
一
一
放
の
裏

に
褒
裏
の
写
真
を
載
せ
た
屯
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
私
は
ま
だ
実
物
を

見
て
い
な
い
の
で
、
確
か
な
こ
と
は
申
せ
な
い
が
、
写
真
か
ら
す
る

と
、
大
体
よ
く
似
た
形
で
、
や
は
り
上
半
に
正
面
向
の
広
聴
が
刻
出

さ
れ
て
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
惚
面
の
下
半
が
や
や
關
の
び
が
し
て
異

様
に
見
え
る
し
、
絡
子
目
の
刻
丈
あ
る
帯
か
ら
下
の
十
二
本
の
歯
の

そ
れ
ぞ
れ
の
閥
が
恰
も
み
つ
か
き
の
様
に
つ
ら
な
っ
て
、
僅
か
に
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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申
・
国
殿
代
の
撚
卿
に
就
い
て
（
梅
…
原
）

端
の
み
游
離
す
る
と
言
う
変
っ
た
も
の
、
引
い
て
、
そ
の
点
で
は
な
お

実
物
に
就
い
て
詳
し
い
調
べ
を
加
え
る
要
が
認
め
ら
れ
る
の
ぞ
あ
る
。

　
挿
図
第
ニ
　
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
館
蔵
利
器
形
写
輿

醗　
五
　
以
上
櫛
た
る
こ
と
の
自
明
な
例
の
外
に
、
初
に
挙
げ
た
器
の

一
部
が
も
と
同
じ
櫛
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術

館
の
遺
品
は
、
挿
図
第
二
に
写
真
を
載
せ
た
よ
う
な
、
現
在
で
は
全

く
違
っ
た
形
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
形
は
嵌
石
装
飾
丈
の
銅
の
茨
わ

ば
柄
の
一
部
を
中
に
し
て
、
一
方
に
玉
の
「
内
」
を
、
ま
た
他
方
に

同
じ
く
玉
の
戚
を
、
そ
れ
に
嵌
め
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
い
ま
や
実
例
を

加
え
た
三
代
に
於
け
る
儀
器
的
な
利
器
（
○
Φ
民
④
5
P
O
昌
囲
鉾
一
　
貯
O
O
一
q
噂
）
の

一
つ
と
見
ら
れ
る
形
を
し
て
い
て
、
而
も
部
分
的
に
は
か
な
り
違
っ

た
趣
を
具
え
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
欄
々
の
部
分
は
ど
れ
も
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

代
の
器
と
す
る
と
ふ
さ
わ
し
い
も
の
ぞ
あ
る
の
ぞ
、
一
般
に
は
現
形

を
以
て
同
時
代
の
そ
う
言
う
器
の
一
例
と
す
る
見
方
が
行
わ
れ
て
い

る
次
第
で
あ
る
。

　
併
し
仔
細
に
実
物
に
就
い
て
観
察
し
て
行
く
と
、
上
下
に
作
ら
れ

た
凹
み
に
嵌
め
込
ん
だ
二
つ
の
玉
と
、
そ
の
銅
の
部
分
と
の
関
係
が

何
と
な
く
し
っ
く
り
と
し
て
お
ら
ず
、
同
部
に
見
受
け
る
錺
は
後
の

作
為
と
思
わ
れ
る
点
ぞ
、
こ
れ
を
本
来
の
ま
ま
の
形
で
あ
る
と
す
る

に
疑
が
挿
ま
れ
る
の
ぞ
あ
り
、
更
に
多
く
の
確
実
な
此
の
類
の
「
内
」

が
す
べ
て
銅
で
玉
援
を
嵌
め
込
ん
だ
部
分
と
一
つ
に
作
ら
れ
て
い
る

に
対
し
、
形
か
ら
当
然
秘
（
柄
）
が
着
け
ら
れ
る
筈
の
部
分
に
、
「
内
」

か
ら
つ
ず
い
た
扇
面
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
あ
る
と
云
う
奇
態
な
事
実

　
　
第
三
図
　
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
館
蔵
利
器
形
の
一
部
形
状
図

扇圃／

黛｛o〕鳥

◎尉　
　
　
　
0

（462）



を
以
て
す
る
と
、
此
の
現
形
が
中
国
で
の
古
美
術
品
化
し
た
遺
物
に

－
多
い
後
の
作
為
と
す
る
推
定
を
強
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場

合
、
そ
の
「
内
」
に
当
る
部
分
が
挿
図
第
三
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の

小
丈
の
最
初
に
書
い
た
カ
ー
ル
マ
ン
氏
の
櫛
の
歯
を
除
い
た
部
分
に

近
似
す
る
所
か
ら
、
禺
土
」
の
際
そ
れ
の
欠
け
た
も
の
を
ば
利
用
し
た

と
す
る
推
測
を
描
か
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
右
の
玉
質
の
色
．

沢
の
相
似
て
い
る
こ
と
が
ま
た
思
い
併
さ
れ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、

こ
こ
に
も
一
つ
の
玉
櫛
の
遺
存
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
ぞ
あ
る
。

　
六
　
玉
で
作
ら
れ
た
以
上
の
櫛
の
諸
例
に
対
し
て
、
私
の
知
っ
て

い
る
三
三
の
遺
品
は
、
現
在
な
お
上
に
書
い
た
江
口
氏
の
一
例
に
限

　
　
挿
図
第
四
　
骨
　
櫛
　
写
　
回

．
冨

7
匠

中
國
股
代
の
描
K
就
い
て
（
梅
原
）

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
遺
品
は
三
代
の
各
種
の
彫
骨
器
と
共
通
し
た
外

観
を
呈
す
る
が
、
質
料
の
関
係
か
ら
ぞ
も
あ
る
ぞ
あ
ろ
う
、
破
損
し

て
そ
れ
が
可
な
り
目
立
っ
て
い
る
こ
と
挿
図
第
四
の
写
真
の
如
く
で

あ
る
。
併
し
現
存
の
長
さ
三
寸
五
分
五
厘
の
休
の
下
半
に
長
い
歯
が

残
っ
て
居
る
の
ぞ
、
そ
の
櫛
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
の
余
地
が
な
く
、

更
に
上
半
に
刻
さ
れ
た
二
面
が
、
殿
代
の
尊
郵
丈
の
そ
れ
を
髪
髭
せ

し
め
る
特
色
を
具
え
て
い
る
点
ぞ
、
骨
の
工
合
と
併
せ
て
、
よ
く
殿

代
の
器
た
る
こ
と
を
察
せ
し
め
る
の
ぞ
あ
る
。
私
は
昭
和
二
十
六
年

の
夏
、
紐
育
大
学
の
サ
ル
モ
ニ
i
教
授
と
共
に
江
口
氏
の
蒐
集
品
見

学
の
際
、
機
会
を
得
て
破
損
し
た
右
の
櫛
の
復
原
を
試
み
て
、
そ
の

結
果
か
ら
こ
の
遺
品
へ
の
興
味
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
第
五
図
は
そ
の
復
原
形
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
依
る
と
櫛
そ
の
も
の

の
形
が
玉
の
そ
れ
等
と
同
様
で
あ
る
ば
か
り
ぞ
な
く
、
十
ご
本
を
数

え
る
長
い
歯
の
工
合
な
り
、
所
謂
浜
の
部
分
を
飾
っ
た
獣
面
が
、
骨

に
刻
さ
れ
た
関
係
上
、
玉
の
場
合
よ
り
も
蓬
か
に
鋭
く
口
出
さ
れ
た

整
っ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
上
辺
の
半
ば
失
わ
れ
た
立
体
飾
り
が
、

側
面
の
禽
形
ぞ
あ
っ
て
、
示
す
形
が
骨
笄
の
頭
飾
り
に
よ
く
見
ら
れ

る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
三
部
に
や
は
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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伽
Z

巾
国
澱
代
の
灘
に
就
い
て
（
梅
僚
）

3
・
。

‘f5｝3‘
al歪‘「量

鱗
，
1
μ
h

1

書置置鐸18

総
げ
　
　
　
一
　
　
1
4

耀
i
、
1
　
　
1

2

…
l
F

μ
e

細
孔
を
穿
た
れ
て
あ
る
。
か
く
て
そ
の
復
原
形
の
、
後
に
知
っ
た
カ

ー
ル
マ
ン
氏
の
玉
櫛
と
異
臨
同
巧
で
あ
る
こ
と
が
、
自
か
ら
時
代
相

を
示
し
た
も
の
た
る
こ
と
に
謡
い
及
ぶ
の
で
あ
る
。

　
七
　
現
在
知
見
に
上
っ
た
殿
代
の
・
も
の
と
認
め
ら
れ
る
櫛
の
実
例

は
、
以
上
に
限
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
骨
笄
に
較
べ
る
と
な
お
極
め

て
少
数
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
鑑
、
か
ら
直
ち
に
當
代
の
櫛
の
全
般
を

論
ず
る
こ
と
な
ど
は
出
来
難
い
わ
け
で
あ
る
。
併
し
現
在
で
竜
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
植
物
質
ぞ
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
櫛
の

1團第五　膏製糖復原形状図

似
た
形
を
し
て
い
る
ば
か
P
で
な
く
、

飾
を
施
し
た
点
ぞ
同
じ
趣
を
呈
し
て
い
る
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、

こ
に
自
か
ら
当
代
行
わ
れ
た
櫛
の
形
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
得
る

で
あ
ら
う
。
尤
も
此
の
場
合
細
部
の
点
ぞ
は
歯
に
長
短
が
あ
っ
た
り
、

ま
た
上
辺
の
飾
り
で
は
単
な
る
小
突
起
の
も
の
と
、
禽
獣
の
側
面
形
、

を
表
わ
し
た
竜
の
翼
二
者
の
並
び
存
す
る
こ
と
な
ど
の
差
異
は
あ
る

が
、
而
も
後
者
の
い
ず
れ
に
も
、
そ
の
部
分
に
紐
で
も
通
し
た
と
恩

、
わ
れ
る
小
孔
を
伴
う
た
点
で
一
致
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
等
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
闘
二

場
合
に
於
い
て
、
将
来
と
て
も
多
く
の
実
例
の

懸
紐
見
を
期
待
す
る
こ
と
が
困
難
の
よ
う
ぞ
あ
る

し
、
現
在
知
ら
れ
た
最
も
古
い
戦
国
か
ら
漢
に

還
る
実
例
に
就
い
て
見
る
際
、
朝
鮮
の
楽
浪
郡

の
場
合
ぞ
は
、
稀
に
見
る
玉
櫛
が
多
く
の
木
櫛

と
同
様
な
形
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
古

く
遡
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
玉
や
骨

の
若
干
例
か
ら
、
そ
の
子
代
の
櫛
の
性
質
を
推

測
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
可
き
ぞ
あ
ろ
う
。

い
ま
是
等
の
遺
例
の
示
す
こ
こ
ろ
が
す
べ
て
相

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
所
謂
浜
に
一
様
に
獣
薗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
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に
一
つ
の
型
の
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
処
で
櫛
と
し
て
の
そ
こ

に
見
ら
れ
る
形
た
る
や
、
繁
褥
で
特
殊
な
気
丈
を
施
し
た
こ
と
を
し

ば
ら
く
除
外
す
る
と
、
既
に
発
達
し
た
も
の
な
る
こ
と
は
多
言
を
要

し
な
い
と
思
う
。
然
ら
ば
此
の
面
ぞ
も
殿
後
半
の
物
質
丈
物
の
発
達

の
著
し
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
こ
こ
で
本
来
植
物
質
で
作
ら
れ
る
を
常
と
す
る
櫛
に
於
い
て
、

上
に
挙
げ
た
よ
う
な
立
派
な
玉
の
櫛
の
存
在
は
、
当
代
の
三
軸
の
鼓

術
の
造
詣
を
示
唆
す
る
も
の
た
る
と
共
に
、
こ
う
云
う
豪
奢
な
も
の

一
そ
れ
は
勿
論
限
ら
れ
た
階
級
の
人
逮
で
あ
ろ
う
が
；
を
使
用

し
た
祉
会
の
存
在
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
記
す
べ
き

ぞ
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
点
は
暫
ら
く
お
く
と
し
て
竜
、
此
の
櫛
は
既
に
知
ら

れ
た
骨
笄
の
類
と
併
せ
観
て
、
殿
代
人
の
服
飾
の
一
叢
を
推
す
上
に

端
的
な
資
料
と
な
る
わ
け
で
あ
る
の
で
、
5
1
い
て
そ
れ
に
聯
関
し
た

服
飾
そ
の
も
の
の
如
何
が
叉
現
実
の
問
題
と
な
っ
て
来
る
。
こ
れ
に

就
い
て
は
新
出
の
三
代
の
彫
像
が
直
接
の
資
料
と
し
て
当
然
考
慮
に

上
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
処
で
は
そ
れ
等
の
彫
像
に
は
一
つ
の
型

が
あ
っ
て
、
な
ほ
右
の
よ
う
な
問
題
に
役
立
つ
面
に
乏
し
い
憾
を
の

　
　
　
　
　
中
国
二
代
の
糠
に
就
い
て
（
梅
原
）

こ
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の
聞
に
あ
っ
て
、
現
在
フ
ォ
ッ
グ
美
術
館
に

蔵
す
る
ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ
蒐
集
晶
つ
く
営
紳
囲
昌
○
℃
O
O
｝
一
〇
〇
江
9
μ
”
摩
、
O
σ
q
σ
q

冒
蕊
。
賞
諺
O
h
》
梶
r
＝
舞
く
錠
α
ご
重
く
①
屋
阿
曙
）
中
の
玉
の
小
さ
な
立

像
一
そ
の
写
真
は
既
に
拙
著
『
河
南
安
臥
遺
物
の
研
究
』
に
載
せ

品岬

}
第
q
山
ハ
　
陥
旗
墓
　
二
十
一
　
玉
　
人
形
状
　
晒

湾

乙
＼
、
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三
園
殿
代
の
櫛
に
就
い
て
（
梅
療
）

た
一
は
珍
ら
し
く
、
そ
れ
の
認
め
ら
れ
る
竜
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ

に
紹
介
し
た
櫛
と
結
び
つ
く
頭
髪
に
つ
い
て
屯
、
か
ぶ
っ
た
冠
幡
の

下
に
、
そ
れ
が
前
で
左
右
に
わ
け
て
、
然
る
後
巻
い
た
と
恩
わ
れ
る

結
髪
だ
つ
た
ろ
う
こ
と
を
推
さ
し
め
る
も
の
が
あ
る
の
は
注
目
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
既
ち
同
像
の
形
歌
図
を
載
せ
て
、
今
後
に
於
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
晶

相
似
た
遺
例
の
篤
し
い
出
現
に
期
待
を
か
け
た
い
。
終
り
に
是
等
の

遺
晶
の
調
査
に
あ
ら
ゆ
る
便
宜
を
与
え
ら
れ
た
収
蔵
者
の
方
々
に
謝

意
を
塾
す
る
と
共
に
、
挿
図
の
写
真
も
そ
の
寄
与
に
係
る
こ
と
を
明

記
し
て
煙
く
。
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　　　The　so－called　“Stamp　Act　Riots”’

r一一一一chiefly　from　the　viewpoint　of　considering　the

American　Dxevolutlon　as　a　soCial　movement

　　　　By

A．　lmazu

　　The　proposition　that　tlx　Americap　Revolution　ineans　the　duEi　t　reslstance

against　Great　Britain　and　sv　ithin　the　colonies　still　remnins　to　be　inves－

tigt｝ted　especially　iR　a　way　of　lobking　r｝t．　the　complexity　of　social　styug－

gle　withiis　the　colonies．　The　reason　why　the　Stamp　Act　Riots　ten　｝rears

before　the　Declaration　ef　lndependence　mal〈es　an　epoch　in　the　1｝istory

of　the　Revolution　can　be　explained　ndt　only　by　the　fact　that　a　united

fr・nt・・vering　the　wh◎le　c・1・pie・w・as；f・r皿ed　by　the　upPer　dass蹴d

afid　lower　clLftsses，　but　by　the　fact　that　as　ehe　front　wtis　gradually　iniddle

bi．sected　in　the　course　of　the　riots，　these　two　classes　came　eo　conflict

each　other　under　the　name　of　“Liberty　”．　As　this　appearance　seems　to

show　the　prototype　of　the　revolution，　we　ivlll　see　the　social　character　of

the　American　revolutionary　inovement　through　the　formation　and　bisect－

ihg　tendency　of　radical　society，　“　Soiis　of　Libert｝r　”，　c　laiming　eaeh　other

to　be　“trrie　Sons　of　Liberty　”．

A　Study　on　the　Combs　duri　g　the　Yin　Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．　Umehara

Th：’s　article　is　an　attempt　to　describe　soine　charact｛ristics　of　the　combs

fr・・n　the　Yin－site，　H・一nan－sh｛ng（河南省），　Chi難・．エhave　Plcked．　up

some　of　the　combs　of　jade　and　a　comb　of　bone．　IKaving　explained

the．chE　i’t・tcteristics　of　them，　1　ttttempCed　to　find　a　typical　feature　coininon

to　all　the　fipds．　This，　1　inlght　say，　Svill　illtistrate　a　developed　phase

・f・ivill・ati・n　under　tlie　Yin　d卿sty　and｛tS　e圧ec亡up…the｝…des・£

costuine　of　the　age．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t．（5ユ0）




