
中
国
古
銅
器
に
お
け
る
伝
世
の
問
題

一
長
安
普
渡
村
第
二
号
墓
の
銅
器
に
つ
い
て
一

58　（5S）
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田
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郎

　
挾
西
省
長
安
県
軍
門
鎮
の
南
約
二
支
里
に
、
普
渡
村
と
よ
ぶ
村
が
あ
る
が
、

こ
x
は
周
の
鍋
京
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
豊
鍋
村
の
西
南
約
三
諦
里
の
地
点

に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
村
荘
の
東
門
外
に
は
無
量
廟
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は

土
地
改
革
に
よ
っ
て
農
民
李
復
興
と
楊
誠
意
の
住
居
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で
、

両
人
は
さ
っ
そ
く
一
九
五
一
年
の
夏
に
、
廟
の
東
側
の
庭
に
井
戸
を
掘
り
だ
し

た
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
か
ら
は
古
銅
器
が
八
件
も
出
て
き
た
の
で
、
驚
い
た
両
人

は
工
事
を
中
止
し
、
少
し
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
改
め
て
井
戸
を
掘
っ
た
と
云
う
。

　
こ
の
知
ら
せ
を
う
け
た
考
古
研
究
所
の
陳
西
調
査
発
掘
団
は
一
九
五
三
・
四

年
に
こ
の
遺
跡
を
し
ら
べ
古
墓
（
第
二
号
墓
）
の
構
造
を
明
か
に
す
る
と
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

残
鹸
の
遺
物
を
と
り
出
し
た
が
、
同
論
に
ま
た
そ
の
北
側
か
ら
、
も
う
一
つ
の

古
墓
（
第
一
号
墓
）
を
発
見
し
た
。
石
落
天
心
が
「
考
古
学
報
」
第
八
紐
に
発

掘
記
を
よ
せ
て
い
る
の
は
こ
れ
ら
の
古
墓
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
一
九

五
四
年
に
も
農
論
纂
忠
信
が
薯
審
を
つ
く
っ
た
時
に
一
鮮
の
古
銅
器
を
掘
り
出

し
て
い
る
。
そ
の
数
は
十
七
件
に
の
ぼ
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
一
段
と
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
規
模
の
古
義
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
概
況
が
「
交
物
参
考
資
料
」

に
略
報
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
く
わ
し
い
状
態
は
ま
だ
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
前
記
の
古
墓
の
性
質
を
考
え
る
上
に
も
重
要
な
意
昧
を
も
つ
て
い
る
の

で
、
必
要
な
限
り
で
こ
の
大
面
に
も
ふ
れ
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
x
に
は

正
式
に
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
第
二
号
墓
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
」
し
た
い
。

　
さ
て
中
国
古
銅
器
の
研
究
は
、
旧
来
か
ら
も
年
と
共
に
発
達
し
て
き
て
い
る

が
、
し
か
し
そ
の
資
料
が
す
で
に
遣
跡
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
い
、
共
存
関
係
な

ど
も
十
分
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
遺
物
で
あ
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
っ
た
点
に
Y

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
多
大
の
困
難
を
感
じ
て
き
た
。
勿
論
こ
れ
は
ひ
と
り
古

銅
器
の
場
合
に
限
る
こ
と
で
は
な
く
、
中
国
に
お
け
る
考
古
学
的
な
研
究
の
各

方
面
に
お
い
て
共
通
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
云
う
ま
で
も
な
く
中
国

で
学
術
的
な
発
掘
が
行
わ
れ
た
例
が
実
に
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
解
放
後
、
大
規
模
に
は
じ
め
ら
れ
た
墓
本
建
設
工
事
に
と
も
な
っ
て
、

地
下
か
ら
は
お
び
た
2
し
い
遺
物
が
取
り
胤
さ
れ
て
き
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
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こ
に
あ
げ
た
普
渡
村
の
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
て
、
従
来
な
ら
ば
闇
か
ら
闇
に
消

え
て
ゆ
・
く
貴
重
な
資
料
に
も
適
当
な
処
置
が
構
ぜ
ら
れ
、
公
に
記
録
も
と
f
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
エ
に
中
国
考
古
界
は
莫
大
な
基
礎
資
料
を
も
ち
、

空
前
の
盛
況
を
見
る
こ
と
x
な
っ
た
。

　
ま
た
そ
の
報
告
・
研
究
書
も
「
考
古
学
報
」
の
よ
う
に
相
当
し
つ
か
り
し
た

内
容
を
も
つ
も
の
が
定
期
的
に
発
刊
さ
れ
、
さ
ら
に
「
輝
県
発
掘
報
告
」
の
如

き
立
派
な
報
告
書
も
出
だ
し
た
こ
と
は
誠
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
。
そ
れ
ら
を
も
と

と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
も
今
後
意
気
を
新
た
に
し
て
研
究
を
お
し
進
め
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
勿
論
そ
こ
に
報
告
さ
れ
て
い
る
資
料
の
中
に
は
個
々
の
遺
物
と
し
て

は
、
す
で
に
あ
ま
り
目
新
ら
し
く
な
い
も
の
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
旧

来
の
も
の
と
は
ち
が
っ
て
、
云
わ
ば
身
許
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
点
で
、
資
料

的
価
値
が
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
中
国
考
古
界
の
盛
況
に

大
き
な
喜
び
と
期
待
と
を
よ
せ
る
理
由
の
一
つ
は
こ
N
に
あ
る
が
、
ま
た
注
目

す
べ
き
重
要
な
新
事
実
や
新
ら
し
い
遺
物
が
続
々
と
現
わ
れ
て
き
て
い
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
も
は
や
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
古
銅
器
に
つ
い
て
も
、
そ
の
報
丈
に
精
組
の
差
は
あ
る
が
、
す
で
に
い
く
つ

か
の
新
ら
し
い
事
実
が
報
告
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
何
れ
も
が
軍
要
な
資
料

で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
玉
に
は

新
資
料
考
察
の
第
一
歩
と
し
て
、
前
記
普
渡
村
の
第
二
号
墓
を
と
り
上
げ
る
こ

と
Σ
し
た
。
そ
れ
は
略
報
で
は
な
く
て
比
較
的
精
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
相
当
お
も
し
ろ
い
問
題
を
ふ
く
む
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
は
、
本
稿
は
何
ら
結
論
め
い
た
も
の
を

持
た
ず
、
む
し
ろ
問
題
を
掘
り
起
し
た
だ
け
に
終
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め

こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

一

　
ま
ず
順
序
と
し
て
、
こ
の
古
墓
の
概
況
を
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
銅

器
八
件
を
出
し
た
第
二
号
墓
は
長
さ
二
・
八
米
に
幅
一
・
〇
四
米
、
深
さ
一
・

六
五
米
を
は
か
る
と
い
う
か
ら
、
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
平
凡
な
小
さ
い

竪
穴
葬
墓
で
あ
る
。
方
位
は
南
北
方
向
で
あ
る
が
、
全
盤
の
南
端
に
は
例
の
中

止
し
た
井
戸
穴
が
大
き
く
掘
ら
れ
て
お
り
、
銅
器
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
出
土
し

た
。
ま
た
墓
顕
の
中
央
か
ら
北
寄
り
の
と
こ
ろ
に
は
第
二
の
井
戸
穴
が
掘
ら
れ

て
駆
る
の
で
、
墓
底
の
約
半
分
は
こ
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

銅
器
そ
の
他
の
撮
土
状
態
か
ら
見
て
、
お
そ
ら
く
墓
主
は
南
枕
に
葬
ら
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
胸
か
ら
腰
に
あ
た
る
部
分
の
墓
底
は
、
さ

ら
に
十
五
糎
ほ
ど
掘
り
く
ぼ
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
中
か
ら
は
犬
の
骨
。
か
一
匹

分
撫
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
構
造
を
、
中
国
で
は
「
導
坑
」
と
呼
ん
で

い
る
が
、
腰
坑
を
つ
く
っ
て
犬
を
殉
化
す
る
こ
と
は
、
常
代
の
墓
に
常
に
見
ら

れ
る
風
習
で
あ
る
。
こ
の
腰
坑
と
共
に
本
墓
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

白
色
の
灰
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
木
板
の
痕
跡
が
不
規
則
な
曲
線
を
な

，59 （59）
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し
な
が
ら
残
っ
て
い
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
木
棺
を
形
作
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
⑤

も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
＊

　
墓
鑛
の
説
明
は
簡
単
で
あ
る
が
こ
の
程
度
に
と
黛
め
て
、
次
に
聞
題
の
中
心

で
あ
る
銅
器
を
見
よ
う
。
八
個
の
組
合
せ
は
尊
一
、
豊
幡
　
（
以
上
酒
器
三
）
、

簸
一
（
以
上
盛
器
｝
）
、
鼎
一
、
帯
二
（
以
上
享
熟
器
三
）
　
か
ら
な
り
、
そ
れ

に
酒
器
の
尊
に
附
随
す
べ
き
銅
杓
一
個
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
図
は
石
塁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

邦
国
の
報
交
に
の
せ
ら
れ
た
実
測
図
を
も
と
漏
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

は
何
れ
も
比
較
的
小
振
り
の
、
云
わ
ば
平
凡
な
銅
器
で
あ
っ
て
、
決
し
て
目
を

み
は
る
よ
う
な
器
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
図
を
見
て
い
ち
ば
ん

驚
い
た
こ
と
は
、
そ
の
嬢
（
図
の
一
）
が
、
バ
ー
ゲ
ン
の
メ
ン
ト
ン
氏
所
蔵
の

纂
と
如
何
に
も
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
亥
那
古
銅
精
華
第
二
冊

一
〇
六
図
に
出
て
い
る
が
（
本
稿
第
二
図
の
9
）
、
　
石
興
邦
氏
の
報
文
に
の
せ

ら
れ
た
図
版
・
拓
影
お
よ
び
実
測
図
と
改
め
て
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
は
革

茸
か
ら
亭
々
に
至
る
ま
で
全
く
ひ
と
し
い
の
み
な
ら
ず
、
メ
ン
ト
y
氏
の
簸
は

高
さ
十
五
・
五
聖
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
普
渡
村
の
篁
は
十
五
・
聖
岳
と
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
大
き
さ
も
同
じ
で
あ
り
、
両
者
は
ま
す
ま
す
一
致
点
を
強
め
て

く
る
。
こ
れ
ほ
ど
似
た
二
つ
の
器
は
、
一
墓
か
ら
出
た
同
形
の
数
器
の
場
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ほ
か
殆
ん
ど
例
を
知
ら
な
い
。
こ
x
に
考
う
べ
き
第
一
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
述
べ
る
こ
と
x
し
て
、
さ
し
当
っ
て
は
こ
の
篁
が
作
ら

れ
た
時
期
の
問
題
を
形
式
学
的
に
考
え
て
見
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
は
こ
の
器
と
関
連
を
も
つ
諸
器
の
集
成
図
を
示
さ
ね
ば
十

分
で
な
い
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
第
二
図
に
は
時
代
考
定
の
、
云
わ
ば
キ
イ
．

ポ
イ
ン
ト
に
あ
た
る
上
知
だ
け
を
集
成
図
の
中
か
ら
選
ん
で
か
x
げ
た
。
そ
こ

で
ま
ず
普
渡
村
出
土
の
嬢
（
第
二
図
9
は
そ
れ
と
同
形
め
メ
ン
ト
ン
氏
蔵
の
盤
）

の
把
手
上
に
つ
け
ら
れ
た
犠
憲
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
く
写
実
的
な
兎
の
頭
部

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
犠
首
は
諸
図
録
に
求
め
て
も
比
較
的
珍
ら
し
い

も
の
で
あ
っ
て
、
今
の
と
こ
ろ
メ
ン
ト
ン
氏
以
外
の
も
の
と
し
て
は
第
二
図
の

10

ﾆ
1
1
と
に
示
し
た
二
例
よ
り
他
に
私
は
知
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
鱒
の
器

は
「
御
正
衛
盤
」
と
よ
ば
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は

　
　
五
月
初
吉
甲
申
愁
六
義
御
正
衛
馬
匹
自
王
用
作
父
戊
宝
一
興

　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
い
う
銘
文
が
あ
る
。
御
正
衛
に
賞
を
与
え
た
漁
父
は
、
別
の
器
の
銘
文
に
よ

　
⑦

る
と
、
も
と
の
股
の
常
備
軍
で
あ
っ
た
殿
の
八
師
を
ひ
き
い
て
王
命
に
よ
っ
て

康
夷
を
征
伐
し
、
そ
の
箪
蝶
理
眉
（
山
東
省
の
衷
北
岸
）
に
ま
で
達
し
た
と
い

う
よ
う
な
軍
将
で
あ
っ
て
、
彼
が
成
王
時
代
に
活
動
し
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
御
正
衛
篁
の
時
代
は
お
の
ず
か
ら
お
し
は
か
ら
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
普
渡
村
の
嬢
の
年
代
を
考
え
る
場
合
に
第
一
に
参
考
と
す
べ

き
有
力
な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

　
蟻
菖
に
つ
い
で
、
次
に
口
縁
部
の
下
に
巴
紋
と
醜
龍
紋
と
を
交
互
に
配
し
た

横
替
紋
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
多
数
の
器
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

62・　（　62　）・
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⑧

の
早
い
も
の
は
河
南
省
懇
親
西
北
の
騨
荘
か
ら
出
た
嬢
の
上
に
見
ら
れ
、
言
忌

か
ら
ず
っ
と
引
き
つ
f
い
て
行
わ
れ
た
紋
様
で
あ
る
が
、
コ
ル
プ
ス
を
作
っ
た

結
果
で
は
、
そ
の
下
限
は
成
・
康
王
時
代
に
と
黛
ま
り
、
し
か
も
こ
の
時
代
に

集
中
し
て
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
第
二
図
の
1
2
に
か
』
げ

た
も
の
は
、
こ
れ
も
一
九
五
四
年
に
江
蘇
省
丹
徒
県
か
ら
出
た
新
出
資
料
で
あ

る
が
、
　
「
宜
侯
矢
笹
」
と
よ
ば
れ
、
銘
交
に
よ
っ
て
成
王
時
代
に
属
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
や
は
り
明
か
な
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
普
渡
村
簸
の
脚
部
を
か
ざ
る
乙
字
形
を
し
た
蛇
紋
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

股
代
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
図
の
1
！
・
1
3
・
姓
・
1
5
・
1
6
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

器
に
は
す
べ
て
こ
れ
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
1
3
の
方
鼎
は
河
南
省
溶
質
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ら
禺
塗
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
主
紋
は
成
王
時
代
の
器
で
あ
る
「
壁
面
」
に

ほ
と
ん
ど
同
じ
く
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
時
代
が
推
知
さ
れ
る
が
、
1
5
の
「
臣
右

心
」
は
上
記
の
「
令
鼻
」
と
共
に
民
国
十
八
年
に
洛
陽
か
ら
訳
出
し
た
と
云
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
1
4
の
嬢
の
主
紋
は
、
こ
Σ
に
は
か
x
げ
得
な
か
っ
た
が
「
旅

⑫
鼎
」
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
く
、
し
か
も
こ
の
放
鼎
は
銘
文
か
ら
考
え
て
、
ほ
ゴ

成
王
頃
の
も
の
と
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
次
に
第
二
図
の
下
段
に
な
ら
べ
た
1
5
・
蛤
・
1
7
の
三
器
で
あ
る
が
、
こ
の
三

つ
の
由
の
共
逼
点
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
写
実
的
な
羊
の
頭
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
そ
の
犠
．
首
で
あ
る
。
1
5
の
臣
辰
面
に
つ
い
て
は
上
に
の
べ
た
が
、
こ
の
よ
う

な
犠
首
は
溶
県
か
ら
禺
落
し
た
「
檀
伯
達
」
の
作
に
か
N
る
一
具
中
の
面
に
も

　
　
⑭

見
ら
れ
、
そ
の
時
代
も
成
王
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
1
7
の
潟
則
の
主
絞
一
は
1
1
の
笹
と

同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
紋
様
の
む
す
び
つ
き
は
兎
頭
の
言
霊
に
帰
っ
て
ゆ

く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
多
頭
の
よ
う
に
、
ど
う
も
写
実
的
な
形
を
つ
く
る
こ

と
が
周
初
に
行
わ
れ
た
好
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
と
も
か
く
、
問
題
の
普
渡
村
の
篤
や
メ
ン
ト
ン
寄
蔵
の
籔
が
何
時
頃
の
も

の
で
あ
る
か
は
、
も
は
や
明
か
に
な
っ
た
こ
と
X
思
う
が
、
で
は
こ
の
器
に
も

と
づ
い
て
、
普
渡
村
の
第
二
号
墓
も
そ
の
時
代
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
か
。

　
こ
の
見
解
に
対
し
て
反
対
意
見
の
出
る
根
拠
と
な
る
も
の
は
本
方
か
ら
出
た

鼎
（
第
一
図
の
2
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
器
の
彩
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
主
紋
か

ら
し
て
も
、
そ
の
時
代
は
も
っ
と
ひ
き
下
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
第
三
図

の
一
は
こ
の
鼎
の
主
紋
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
も
の
は
見
当
ら
な
か
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
、
同
図
の
2
に
は
そ
れ
に
最
も
近
い
と
思
う
「
克
鼎
」
の
も
の
を
図
示
し
た
。

大
克
鼎
は
二
九
一
宇
の
長
文
の
銘
を
も
ち
、
小
半
蕪
も
七
二
字
の
銘
を
も
つ
て

い
る
が
、
と
も
に
属
王
時
代
の
器
で
あ
っ
て
、
両
者
は
文
様
も
等
し
い
。
し
か

も
2
の
よ
う
な
紋
様
は
共
王
者
か
ら
属
王
・
宣
王
頃
の
西
周
後
期
の
銅
器
に
し

ば
し
ば
見
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
紋
様
と
し
て
は
同
じ
系
統
に
属
す
る
ユ
も
、

や
は
り
こ
れ
に
近
い
時
代
の
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
一
つ
の
紋
様
だ
け
を
と
っ
て
こ
う
言
い
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
不
安
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第三図　三眠村出土の盃と犠首の変遷

が
あ
る
が
、
こ
れ
に
傍
証
を
与
え
る
も
の
は
、
同
じ
く
普
渡
村
で
楊
忠
信
が
掘

っ
た
薯
審
か
ら
出
土
し
た
十
七
の
銅
器
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
鼎
は
写
真
が
鮮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

明
で
な
い
た
め
に
細
部
は
わ
か
ら
な
い
が
、
茎
が
大
き
い
だ
け
に
大
型
で
あ
る

こ
と
を
除
け
ば
第
二
号
墓
の
鼎
と
ほ
と
ん
ど
同
形
式
で
あ
る
と
惑
わ
れ
る
。
こ

れ
も
一
つ
の
比
較
参
考
資
料
で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
の
鼎
な
ど
と
一
緒
に
謁
土

　
　
　
　
　
　
⑰

し
た
「
盃
」
に
は

　
　
佳
三
月
初
吉
丁
亥
、
穆
、
、
王
冠
下
減
圧
。
穆
、
．
王
饗
醗
、
即
身
伯
大
刷
射
。

　
　
穆
聖
王
蔑
長
由
呂
述
則
詩
伯
。
邪
伯
氏
強
不
順
。
長
由
蔑
暦
。

　
　
敢
対
揚
天
子
不
杯
休
、
用
肇
作
尊
郵
。
　
　
（
郭
沫
若
氏
釈
読
）

と
い
う
銘
文
が
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
穆
王
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
前
記
1
の
絃
様
を
お
び
る
普
渡
村
第
二
号
墓
の

鼎
も
、
だ
い
た
い
穆
王
の
頃
の
も
の
と
推
定
す
る
根
拠
が
し
っ
か
り
し
て
く
る

わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
＊

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
第
二
号
墓
に
は
颪
王
頃
の
銅
器
と
、
尊
王
頃
の

銅
器
と
が
共
存
し
て
一
具
を
な
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
に
見
て

誤
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
は
そ
の
盤
が
威
王
頃
に
属
す
る
器
と
関
連
性
を

強
く
も
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
が
、
そ
の
下
限
、
即
ち
時
代
の
下
る
方
向

へ
の
考
察
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
エ
に
は
紙
幅
の
都
合
上
コ
ル
プ
ス

の
要
点
を
簡
単
化
し
た
罵
表
を
第
三
図
の
下
段
に
か
玉
げ
た
が
、
こ
れ
に
よ
つ
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ゆ國警巡器における倣世の問題（岡m）

て
考
え
て
見
よ
う
。

　
そ
の
a
は
並
日
渡
村
第
二
号
墓
の
纂
や
第
二
図
1
1
な
ど
の
纂
の
口
縁
に
近
い
帯

紋
の
申
央
に
見
ら
れ
る
半
立
体
的
な
犠
首
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
兜
の
鍬
形
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
げ
て

よ
う
な
双
角
が
特
色
的
で
あ
る
。
b
は
そ
れ
が
立
体
化
し
て
函
の
提
梁
の
両
端

に
つ
け
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
が
、
c
は
や
は
り
周
初
の
器
に
さ
か
ん
に
使
わ
れ

る
犠
首
で
あ
る
。
こ
の
。
の
角
が
b
の
形
に
修
飾
さ
れ
る
と
d
と
な
り
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
そ
の
轟
端
が
象
の
鼻
の
よ
う
な
形
に
変
形
さ
れ
る
と
e
の
如
く
に
な
る
（
象

の
紋
様
が
周
初
に
好
ま
れ
た
…
列
を
わ
れ
わ
れ
は
第
二
図
説
の
臣
立
証
に
示
し

た
）
。
　
と
こ
ろ
が
こ
の
e
な
る
形
の
犠
着
は
、
前
記
薯
警
か
ら
診
た
三
王
時
代

の
盈
（
第
三
図
左
）
に
見
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
玉
に
a
か
ら
e
に
至
る
犠

首
の
あ
い
だ
の
関
連
を
通
じ
て
、
そ
の
間
の
紋
様
系
列
的
な
距
離
と
い
う
も
の

を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
恩
う
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
点
に
か
え
り
み
て
も
、
a

の
犠
菖
を
も
つ
第
二
号
墓
の
簸
を
e
の
犠
首
の
行
わ
れ
て
い
る
穆
王
の
時
代
に

ま
で
ひ
き
下
げ
る
こ
と
は
無
理
で
、
簸
と
鼎
と
の
間
に
は
距
離
を
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
両
春
が
時
代
を
こ
と
に
す
る
と
す
れ
ば
、
で
は
他
の
六
器
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
目
立
つ
の
は
蓉
（
第
一
図
3
）
で
あ
る
が
、
そ
の
肩
の

上
面
に
見
る
鷹
龍
紋
（
第
三
図
3
）
は
、
前
記
の
匝
辰
野
や
、
康
王
時
代
の
器

で
あ
る
周
公
盤
の
上
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
も
の
（
同
図
の
4
と
5
）
と
殆
ん
ど
同

じ
で
あ
る
。
ま
た
尊
の
器
形
そ
の
も
の
も
、
む
し
ろ
股
の
要
素
を
ま
だ
強
く
も

っ
て
い
て
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
時
代
を
考
え
さ
せ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
と
、
そ
れ
は
嬢
と
相
伴
つ
た
も
の
と
し
て
よ
い
。
ま
た
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た

銅
杓
も
古
い
形
式
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
問
題
が
な
い
と
思
う
。
次
に
作
り
の

全
く
同
じ
な
二
つ
の
爵
（
第
一
図
6
・
7
）
は
、
考
古
学
報
に
の
せ
ら
れ
た
実

測
図
も
写
真
も
ま
ず
く
て
、
考
漿
に
は
甚
だ
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
犠
首
な

ど
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
重
々
し
い
全
体
の
感
じ
ゃ
、
複
雑
な
梁

（
ヒ
レ
状
に
胴
都
か
ら
突
弔
し
て
い
る
飾
り
）
な
ど
は
西
周
初
期
の
も
の
に
見

る
遍
性
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
今
は
籔
と
同
じ
こ
ろ
の
も
の
と
私
は
考
え
た
い
。

そ
こ
で
残
る
の
は
二
つ
の
小
さ
い
爾
（
第
一
図
4
・
5
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

胴
の
下
薗
に
三
つ
の
足
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
形
で
線
が
走
り
、
大
き
な

三
角
形
を
か
こ
ん
で
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
色
か
ら
見
る
と
、
こ
の
二
器
は

鼎
之
時
期
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

算

　
以
上
の
如
く
普
渡
村
第
二
号
墓
か
ら
出
た
器
群
は
製
作
時
を
こ
と
に
す
る
器

が
よ
せ
集
め
ら
れ
て
出
来
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
Σ
に
ま
た
第
二
の
問
題
が
あ

る
と
思
う
が
、
ま
ず
こ
の
点
か
ら
少
し
考
え
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
す
で
に
前
に
の
べ
た
よ
う
に
、
古
銅
器
の
研
究
に
お
い
て
は
、
資
料
と
な
る

銅
器
が
ほ
と
ん
ど
遺
跡
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
点
で
考
古
学
的

な
研
究
に
臨
難
が
あ
っ
た
が
、
　
一
九
二
三
年
に
出
土
し
た
山
霊
省
李
硲
村
の
一
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群
の
銅
器
を
ば
じ
め
、
そ
の
後
い
．
く
つ
か
の
器
群
が
出
土
し
て
き
た
こ
と
は
、

嵐
土
状
態
や
古
墓
の
構
造
な
ど
の
具
体
的
な
様
子
は
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
、

と
も
か
く
も
伴
出
関
係
が
知
ら
れ
る
一
括
遺
物
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
研
究
に

｝
渉
を
進
め
る
機
縁
を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
玉
に
こ
う

し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
心
事
村
の
実
例
は
、
た
と
い
同
一
古
墓
か
ら
出
土

し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
直
ち
に
そ
れ
を
同
一
時
代
の
も
の
と
考
え
て
は
な
ら

ぬ
蘂
を
黙
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
む
し
ろ
常
識
的
な
こ
と
で
、
今
さ
ら
と
り
た
て
x
言
う
の

は
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
主
観
的
に
と
か
く

陥
り
や
す
い
濁
点
で
あ
っ
て
、
出
土
に
関
す
る
些
細
な
点
の
わ
か
ら
な
い
「
括

遺
物
の
場
合
は
も
と
よ
り
、
同
一
古
塁
か
ら
出
た
器
群
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
個

々
に
つ
い
て
十
分
比
較
考
察
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
は
、
研
究
上
や

は
り
大
切
な
嘉
柄
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
問
題
は
こ
れ
で
終
る
わ
け
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
普
渡
村
出
土
の
盤
「
を
伝
賢
し
た
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
古
葉
か
ら
出
る
古
銅
器
群
の
成
り
立
ち
、
ひ
い
て
そ
れ
ら
が
持
つ
意
義
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
考
え
な
お
す
べ
き
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
う
な

が
す
か
ら
で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
知
．
ら
れ
て
い
る
資
料
で
は
中
国
の
古
銅
器

は
古
鐘
か
ら
出
土
す
る
が
、
そ
の
玉
体
に
は
銘
文
を
鋳
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が

縮
、
当
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
或
る
点
ま
で
は
古
銅
器
が
如

何
な
る
意
陳
で
齎
墓
に
凝
れ
ら
れ
た
か
を
推
察
で
き
る
よ
5
に
考
え
て
き
た
。

今
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
「
男
爵
」
と
よ
ば
れ
る
器
に
は

　
穣
明
保
股
成
周
年
。
公
魚
作
騰
翻
魑
貝
。
齪
揚
公
休
用
作
父
乙
宝
尊
舞
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
記
号
的
文
宇
四
）

　
　
　
⑳

と
あ
っ
て
、
「
細
」
と
い
う
人
物
が
功
に
よ
っ
て
「
明
保
」
す
な
わ
ち
「
至
公
」

か
ら
虚
貝
を
た
ま
わ
っ
た
が
、
こ
の
休
（
た
ま
も
の
）
に
よ
っ
て
「
紅
雲
」
の

た
め
、
こ
の
器
を
つ
く
っ
た
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
功
に
よ
っ
て
王

侯
か
ら
恩
賞
を
う
け
、
そ
れ
を
記
念
し
て
父
祖
の
た
め
の
祭
器
を
つ
く
っ
た
と

云
う
の
が
、
作
器
の
由
来
と
し
て
最
も
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
こ
の
器
が
作
ら
れ
た
「
時
鳳
は
ど
う
い
う
纂
に
な
る
か
を
考
え
て
み

る
と
、
そ
れ
は
作
富
者
が
賞
賜
を
う
け
た
時
に
つ
f
く
が
、
そ
の
人
の
た
め
に

器
が
さ
玉
げ
ら
れ
て
い
る
父
祖
の
な
く
な
っ
た
時
と
は
一
致
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
こ
で
こ
の
器
が
、
当
の
父
祖
玉
壷
か
ら
出
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

に
・
な
る
か
ら
、
そ
れ
は
葬
墓
と
は
別
な
祖
繭
に
な
ら
ぶ
祭
器
の
列
に
加
え
ら
れ

た
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
古
銅
器
は
今
の
と
こ
ろ

葬
墓
か
ら
出
土
し
て
く
る
が
、
元
来
の
そ
の
〃
生
れ
〃
は
葬
墓
の
た
め
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
は
、
銅
器
の
性
格
を
考
え
る
上
に
｝
つ
の
軍
営
な

点
で
あ
る
と
思
う
。

　
し
か
し
そ
れ
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
古
銅
器
を
患

す
葬
墓
の
主
は
誰
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
器
の
さ
N
げ
ら
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れ
た
父
祖
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
次
に
は
作
言
者
自
身
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
る
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
そ
の
銘
文
の
内
容
に
は
作
庵
者
の
功

業
を
誇
ら
か
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
彼
の
墓
壌
に
お
さ
め
る

こ
と
は
た
と
え
ば
後
の
時
代
に
よ
く
行
わ
れ
た
墓
誌
銘
な
ど
の
場
合
も
思
い
あ

わ
さ
れ
て
、
ご
く
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
祖
廟
の
祭
器

は
そ
の
一
部
を
失
う
こ
ど
に
な
る
か
ら
、
新
た
に
補
充
せ
ら
れ
た
で
も
あ
ろ
う

が
、
勿
論
こ
の
際
に
、
　
「
失
う
扁
と
い
う
表
現
は
嶺
を
得
て
い
な
い
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

祖
廟
か
ら
墓
内
の
祭
壇
に
う
つ
し
陳
べ
ら
れ
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
決
し
て
失
わ

れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
x
に
考
え
ら
れ
る
廟
所
と
葬
墓
の
関
係
こ
そ
が

重
要
な
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
墓
主
を

作
器
者
自
身
と
考
え
る
こ
と
は
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
解
釈
に
対
し
て
第
一
に
問
題
に
な
る
の
は
、
銘
文
の
末
尾
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
「
子
々
孫
々
平
芝
」
と
い
う
句
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
、
は
た
と
行

き
づ
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
句
を
、
器
を
ほ
め
た
ふ
え
る
た
め
の

吉
祥
句
で
は
な
か
ろ
う
か
と
云
う
よ
う
な
苦
し
い
解
釈
も
考
え
て
み
た
が
、
こ

れ
も
主
観
的
な
、
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
と
て
も
主
張
す
る
だ
け
の
勇

気
は
な
い
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
作
器
者
自
身
の
墓
と
い
う
解
釈
に
は
矛
厨
す

る
一
つ
の
例
が
轟
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
祖
丁
」
の
た
め
に
作
ら
れ

た
「
作
冊
大
鼎
」
と
、
　
「
父
丁
」
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
「
令
葬
」
「
令
蘇
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
が
民
国
十
八
年
に
洛
陽
か
ら
同
出
し
た
と
い
う
窮
実
で
あ
る
。
こ
の
三
器
は

銘
文
の
末
尾
に
部
族
の
マ
ー
ク
か
と
考
え
ら
れ
る
「
鳥
・
器
・
冊
…
」
と
い
う
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動

象
文
字
を
い
ず
れ
も
持
っ
て
い
る
か
啄
、
　
「
令
」
は
「
作
冊
大
」
に
と
っ
て
は

父
の
列
に
あ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
。
こ
の
よ
う
に
作
勝
者
の
ち
が
う
銅

器
が
問
直
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
論
議
は
い
っ
た
い
誰
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
前
に
の
べ
た
よ
う
な
私
の
解
釈
は
く
ず
れ
て
し
ま
い
、
令
葬
・

令
尊
は
少
く
と
も
作
話
大
の
時
代
ま
で
う
け
つ
ぎ
保
た
れ
て
そ
の
墓
撰
に
お
さ

ま
り
、
　
「
令
」
自
身
の
墓
に
は
入
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て

く
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
「
作
器
者
自
身
の
墓
」
説
が
く
つ
れ
て
し
ま
う
と

す
れ
ば
、
祖
廟
の
祭
器
の
う
ち
か
ら
、
ど
ん
な
器
が
、
ど
ん
な
機
縁
に
よ
っ
て
、

選
ば
れ
て
誰
の
墓
に
入
る
か
の
問
題
は
・
盆
く
陶
然
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

が
、
こ
x
に
問
題
と
な
る
の
は
「
令
葬
」
な
ど
が
同
韻
し
た
と
い
う
「
巴
猿
」

の
意
昧
で
あ
る
。
郭
鼎
堂
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば
三
十
余
器
が
同
等
し
た
と
も
書

　
　
　
　
　
⑭

か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
同
一
墓
か
ら
出
た
の
か
否
か
讐
、
ど
う
も
は
っ
き
り

し
な
い
。
こ
の
点
が
明
確
で
な
い
と
す
る
と
、
　
「
作
器
港
肖
身
の
墓
」
説
に
は

矛
盾
す
る
例
が
あ
る
と
あ
ま
り
強
く
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
く
る

が
、
こ
う
し
た
私
の
疑
問
か
ら
す
る
と
、
新
謁
普
渡
村
の
銅
器
群
が
も
つ
意
義

は
大
き
い
。
そ
こ
で
は
銅
器
の
伝
枇
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
、
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
の

題
の
箆
は
作
者
自
身
の
墓
か
ら
は
出
て
い
な
い
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
ず
、
　
「
子
々
　
ω

孫
々
永
宝
」
の
句
も
重
ん
じ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
　
6
7



　
そ
こ
で
こ
x
ま
で
考
え
て
く
る
と
同
時
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
先
に

普
渡
村
の
篠
に
つ
い
て
の
べ
た
第
一
の
点
、
即
ち
そ
れ
が
メ
ン
ト
ン
・
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
笹
と
、
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
二
器
は
表
飾
の
細
部
に
つ
い
て
見
て
も
甚
だ
よ
く
一
致
す
る
よ
う
な
の
で
、

あ
る
い
は
同
簿
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
さ
え
持
た
さ
れ
る
。

も
と
よ
り
実
物
を
見
ず
に
、
た
f
写
真
だ
け
で
そ
の
よ
う
な
事
を
い
う
の
は
危

険
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ほ
ど
よ
く
似
た
器
は
（
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合

は
と
も
か
く
）
そ
ん
な
に
あ
り
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
た
と
え
同
箔
で
は

な
く
と
も
、
少
く
と
も
嗣
時
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
、
古
銅
器

を
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
常
識
か
ら
讐
口
づ
て
も
殆
ん
ど
許
さ
れ
て
よ
い
と
考
え

る
。
も
し
そ
5
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
古
銅
器
の
「
仕
入
れ
物
㎏
的
な
存
在
を

考
え
な
い
限
り
、
こ
の
二
つ
の
篠
は
も
と
は
一
つ
の
祭
祀
の
た
め
に
共
に
作
ら

銑
霧
盗

　．．》　．　’「ρン

褐’噺：rkfa

磯

第四閣監の銘文

れ
た
が
、
そ
れ
が
　
つ
は
秘
露
村
の
古
塞
か
ら
鐵
、
他
は
そ
の
ほ
か
の
或
る
古

墓
か
ら
斑
て
メ
ン
ト
ン
氏
の
手
に
隔
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
れ
ば
こ
の
双
器
は
、
撮
世
の
ま
に
ま
に
分
れ
分
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
と
で
も
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
は
仮
定
の
上
に
た
っ
た
議
論
で
、
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
資

料
が
得
ら
れ
る
ま
で
は
、
あ
ま
り
つ
き
す
＆
ん
だ
空
論
は
さ
し
ひ
か
え
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
上
の
仮
説
が
も
つ
大
き
な
弱
み
は
、
普
行
春
の
篠
が
図
象
的
文
字

か
ら
な
る
銘
（
第
照
図
）
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
メ
ソ
ト
ン
氏
の
簸
に
は
銘
が

、
あ
る
か
否
か
恩
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
同
じ
銘
が
あ
る
な
ら
ば
弱
点

が
逆
に
志
士
と
な
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
は
将
来
の
機
会
を
ま
つ
よ
り
仕
方
が
な

い
。
し
か
し
こ
エ
で
気
に
な
る
こ
と
は
、
普
渡
村
の
簸
の
銘
が
あ
ま
り
に
も
古

い
形
式
の
絵
文
字
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
笹
は
私
が
考
え

た
よ
り
も
時
代
の
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
疑
い
が
持
た

れ
ぬ
で
も
な
い
。
そ
こ
で
騰
り
に
こ
れ
を
股
末
の
こ
ろ
の
も
の
と
す
れ
ば
、
戦

争
な
ど
の
際
の
劫
掠
に
よ
っ
て
、
も
と
の
藤
織
が
別
々
の
葬
墓
に
お
さ
ま
る
機

縁
が
う
ま
れ
、
或
い
は
銘
文
に
も
ま
し
て
戦
勝
の
功
業
を
あ
り
あ
り
と
も
の
語

る
異
質
の
銅
器
が
一
連
の
祖
廟
祭
器
に
加
わ
る
、
そ
の
よ
う
な
場
合
も
考
え
の

う
ち
に
入
れ
て
お
．
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
以
上
、
私
は
あ
ま
り
に
も
想
像
説
を
た
て
な
ら
べ
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

事
実
上
、
古
銅
器
の
問
題
は
ま
だ
ま
だ
五
里
霧
中
で
あ
る
。
た
黛
私
は
有
り
う
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べ
き
可
能
性
の
い
く
つ
か
を
述
べ
て
、
将
来
に
そ
な
え
た
い
と
愚
う
も
の
で
あ

る
が
、
新
晶
質
渡
村
の
例
を
得
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
考
察
を
行
う
さ
い
に
必

ず
顧
み
る
べ
き
重
要
な
条
件
「
伝
世
」
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
く
れ

た
点
で
甚
だ
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
蕊
に
述
べ
た
い
と
考
み
ん
た
次

第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
＊

　
な
お
私
は
、
以
上
に
も
そ
の
一
部
を
需
用
し
た
よ
う
に
古
銅
器
の
形
態
的
研

究
を
試
み
集
成
図
を
つ
く
っ
て
い
る
が
、
そ
の
必
要
上
か
ら
吉
前
掛
土
の
銅
器

が
ど
ん
な
セ
ッ
ト
を
構
成
し
て
い
る
か
を
注
意
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
き

わ
め
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
ど
う
も
そ
の
聞
に
一
定
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
を
つ

か
み
に
く
い
よ
う
に
思
う
。
古
銅
器
の
生
れ
ば
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
粗
廟

の
祭
器
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
九
五
四
年
に
楊
忠
信
が
薯

害
を
つ
く
る
時
に
掘
り
だ
し
た
十
七
器
の
う
ち
の
銅
鼎
は
、
内
に
洗
骨
が
盛
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
機
中
に
お
さ
め
る
器
は
供
物
と
し
て
澗
肉
を
さ
鼠
げ

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
器
楽
自
墓
説
は
く
ず
れ

た
か
ら
、
如
何
な
る
器
が
如
何
な
る
理
由
で
選
ば
れ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

と
に
か
く
祖
廟
の
祭
器
群
の
う
ち
か
ら
、
こ
の
西
浜
の
属
的
を
果
す
に
足
る
だ

け
の
…
数
器
が
選
ば
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
に
セ
ッ
ト
と
し
て
の
考
え
が
ど
の

程
度
厳
密
な
意
昧
で
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
問
題
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
た
だ
こ
の
場
合
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
瞥
渡
村
第
二
号
墓
か
ら
は
八

個
の
銅
器
の
ほ
か
に
二
個
の
陶
製
の
孟
（
台
付
き
の
潔
鉢
）
が
出
て
い
る
こ
と

　
　
⑳

で
あ
る
。
こ
う
し
た
土
器
は
、
こ
れ
ま
で
見
落
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
が
、
セ
ッ
ト
を
考
え
る
際
に
は
楚
非
こ
れ
か
ら
も
顧
み
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
＊

　
な
お
最
後
に
あ
げ
た
い
の
は
本
稿
の
初
め
に
の
べ
た
腰
坑
の
こ
と
で
あ
る
が
、

虚
器
に
盛
に
行
な
わ
れ
た
こ
の
風
習
が
、
穆
王
の
頃
と
遣
わ
れ
る
本
墓
で
も
な

お
保
た
れ
て
い
る
こ
と
は
注
尊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
関
連
し
て
思

い
あ
わ
さ
れ
る
の
は
調
剤
鼎
・
小
孟
鼎
の
銘
交
が
そ
の
文
末
に
王
の
即
位
年
数

を
記
す
る
と
い
う
殿
代
の
記
述
形
式
を
併
用
し
、
ま
た
そ
の
内
容
に
は
股
の
百

宮
諸
侯
が
飢
酒
に
ふ
け
っ
て
官
紀
を
み
だ
し
、
股
王
朝
が
天
命
を
失
う
も
と
Σ

な
っ
た
と
云
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
康
王
の
時
代
に
は
こ
の
よ
う

に
殿
代
に
対
す
る
追
憶
が
ま
だ
よ
く
生
き
て
い
た
こ
と
が
こ
の
二
つ
の
銘
文
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
墓
制
な
ど
で
は
、
そ
の
伝
統
が
勢
望
の
時
代
に
ま
で

も
続
い
て
い
た
こ
と
を
本
墓
は
物
し
て
い
る
点
で
、
甚
だ
興
昧
深
い
ど
思
う
。

　
①
石
墨
邦
氏
は
銅
器
を
繊
し
た
重
壁
を
第
二
夢
墓
、
新
ら
し
く
発
見
し
た

　
　
電
の
を
第
一
号
墓
と
し
て
い
る
。
後
者
か
ら
は
土
器
一
八
個
が
禺
た
が
、

　
　
銅
器
は
轡
な
か
っ
た
。

　
②
　
文
物
参
考
資
料
一
九
五
五
年
第
二
期
に
何
回
南
氏
が
略
報
を
よ
せ
て
い

　
　
る
。
こ
の
古
墓
の
大
き
さ
は
長
さ
欝
。
二
米
、
無
二
。
一
五
米
で
あ
る
。

　
　
ま
た
考
吉
通
迅
一
九
五
五
年
置
三
期
に
竜
ご
く
淳
風
な
詑
躯
が
あ
る
が
、
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こ
の
墓
か
ら
繊
た
禾
凪
と
断
鱗
の
写
隅
隅
を
の
せ
て
い
る
。

⑤
　
遣
物
と
し
て
は
銅
器
八
件
、
土
器
二
件
の
ほ
か
に
長
さ
八
・
五
糎
の
蕉

　
業
、
鳳
紋
を
両
颪
に
線
刻
し
た
蛾
形
の
玉
綿
晶
、
二
形
王
、
方
形
の
蜂
飾
叩
、

　
竃
角
形
の
小
さ
い
石
飾
品
、
蛤
酬
川
と
貝
（
子
安
貝
）
若
干
筆
を
出
」
し
て
い

　
る
。

④
　
考
古
巌
Ψ
報
甲
の
図
版
は
ス
ケ
ー
ル
が
ま
ち
ま
ち
な
の
で
こ
こ
に
整
理
し
て

　
製
織
し
た
。
な
る
べ
く
も
と
の
ま
窪
と
恩
つ
た
が
、
尊
の
破
壊
し
て
失
わ

　
れ
た
口
縁
部
は
意
を
以
て
補
っ
た
。

⑤
　
た
と
え
ば
考
古
轡
雫
報
『
第
「
十
島
陳
夢
家
書
「
西
周
銅
器
断
雲
」
の
図
版
十

　
四
。
十
五
に
の
せ
る
令
塞
二
器
を
見
ら
れ
た
い
。
な
お
石
興
氏
図
1
の
鍵

　
は
そ
の
犠
首
な
ど
が
正
確
に
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
考
古
単
報
第
八
冊

　
雲
版
第
十
、
及
び
同
十
六
の
2
の
拓
本
と
崔
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥
　
武
英
殿
舞
器
騒
録
第
五
七
鋤
参
照
。

⑦
小
臣
謎
讐
の
銘
（
諸
賢
灘
器
贈
品
第
七
〇
）

③
　
河
南
吉
金
麟
誌
燧
稿
第
一
〇
図
参
照
。

⑨
　
考
右
学
報
第
九
冊
。
陳
御
家
「
西
周
銅
器
断
代
」
図
版
七
参
照
。

⑩
　
第
二
図
の
1
1
樵
日
．
ぎ
蜜
蕊
。
口
導
濡
物
段
類
毬
窪
『
⇔
〉
同
げ
臨
ρ
鼠
菖
窃
も
嗜
8
巳
？

　
プ
。
図
崇
”
切
口
自
画
ぎ
劉
ρ
P
や
磨
．
×
H
■
　
1
3
は
醐
曝
露
二
三
図
。
鑑
は
岡
二
〇
四

　
糊
凶
。
　
踏
は
側
詣
ハ
五
五
購
凶
。
　
弼
は
周
山
ハ
ニ
ー
瓢
図
参
照
。

⑪
　
支
那
雷
銅
精
華
第
一
巻
十
｝
函
参
照
。

⑫
考
古
学
報
第
九
冊
、
陳
夢
家
領
論
丈
國
版
十
。

⑲
　
π
の
器
は
襲
剣
謬
古
器
物
図
録
上
二
八
参
照
。

⑭
　
尊
古
斎
所
見
吉
金
図
心
二
巻
第
十
閥
賦
参
照
。

⑤
商
周
蕪
器
遍
考
下
巻
第
六
六
図
嚢
．
照
。

⑩
丈
物
参
考
資
料
」
九
五
五
年
第
二
期
二
二
〇
頁
。

⑰
同
点
。
三
聖
は
周
書
｝
二
八
頁
。
ま
た
考
古
通
貫
一
九
五
五
年
第
三
幾

　
に
竜
、
よ
り
鮮
明
な
図
版
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑲
第
三
畷
下
段
b
は
聲
お
徴
蕊
①
餌
影
a
同
9
『
図
暮
⑳
門
渇
蜜
昔
簿
冨
深
8
げ
、

　
M
5
ご
さ
切
巳
ざ
臨
昌
翼
ρ
り
》
憶
い
●
×
く
コ
」
℃

　
c
は
容
庚
。
静
間
田
凹
幽
弊
灘
僻
通
考
下
巻
第
山
ハ
五
八
麟
。
　
d
は
益
瞬
斎
鵡
弊
無
僻
図
川
鎌
一

　
二
二
庸
凶
。
　
e
は
断
面
周
郵
鎧
通
考
悩
乱
一
　
一
陣
凶
“
ビ
参
野
州
。

⑲
考
古
学
報
第
八
冊
。
贋
興
邦
氏
論
文
挿
図
第
＋
一
（
二
頁
）
参
照
。

⑳
善
斎
灘
器
麟
熟
客
＝
八
荒
参
照
。

⑳
　
容
庚
氏
は
商
周
糞
熟
通
考
で
作
冊
大
方
鼎
鴛
颪
僻
に
関
し
て
こ
の
こ
と
を

　
述
べ
て
い
る
（
同
書
上
巻
三
〇
八
頁
参
照
）

＠＠＠＠＠
書
道
全
集
　
巻
（
平
凡
社
版
）
3
5
・
3
6
・
貯
図
参
照
。

郭
鼎
堂
臣
辰
盤
銘
考
釈
（
燕
京
農
高
第
九
冊
）

丈
物
参
考
資
料
一
九
五
五
年
第
二
期
一
二
九
頁
。

考
古
学
報
第
八
減
石
興
邦
氏
論
文
図
版
五
の
2
・
3
。

貝
二
二
戊
樹
判
読
豊
山
自
㎜
代
史
滋
牢
の
発
展
一
五
一
頁
一
五
四
頁
参
γ
照
。

　
な
お
雷
銅
器
作
成
の
意
味
に
関
し
て
は
、
東
周
時
代
は
ま
た
珊
個
に
考
う

べ
く
、
こ
こ
に
は
西
周
時
代
の
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

附
記
し
て
お
く
。
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