
書

�

鈴
木

舞

著

殷
代
靑
銅
器
の
生
產
體
制

︱
︱
靑
銅
器
と
銘
�
の
製
作
か
ら
み
る
工
�
分
業
︱
︱

丹

羽

崇

�

一

は

じ

め

に

本
書
は
︑﹁
殷
代
に
お
け
る
靑
銅
器
生
產
の
あ
り
方
の
復
元
﹂
(本
書
﹁
は
じ
め
に
﹂
)
を
目
�
と
し
て
︑
靑
銅
器
や
そ
の
銘
�
を
�
料
と
し
て

考
古
學
�
檢
討
を
お
こ
な
っ
た
內
容
と
な
っ
て
い
る
︒
本
書
は
︑
著
者
が
二
〇
一
五
年
三
�
に
東
京
大
學
大
學
院
人
�
社
會
系
硏
究
科
に
提
出

し
た
�
士
學
位
論
�
を
も
と
に
︑
加
筆
・
修
正
を
加
え
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
本
書
第
三
違
に
�
收
の
﹁
湖
北
盤
龍
城
�
蹟

に
お
け
る
靑
銅
禮
器
の
生
產

︱
︱
靑
銅
�
・
鼎
・
斝
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
中
國
考
古
學
﹄
第
十
三
號
)
で
第
四
囘
日
本
中
國
考
古
學
奬
勵
賞
を

�
賞
し
︑
當
該
分
野
に
お
い
て
は
怨
�
氣
銳
の
若
手
硏
究
者
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
ず
︑
本
書
の
�
體
�
な
�
成
を
示
し
た
の
ち
︑
各
違
の

內
容
を
整
理
し
て
槪
�
を
示
す
︒
そ
の
う
え
で
︑
本
書
の
�
義
に
つ
い
て
営
べ
︑
�
後
に
 
者
の
感
想
を
示
し
た
い
︒
な
お
︑
 
者
が
氣
づ
い
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た
問
題
點
に
つ
い
て
︑
各
違
の
個
別
の
點
に
關
し
て
は
﹁
二
．
本
書
の
�
成
・
內
容
﹂
で
営
べ
︑
�
體
に
か
か
わ
る
も
の
に
關
し
て
は
﹁
四

本
書
の
問
題
點
﹂
で
営
べ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

二

本
書
の
�
成
・
內
容

本
書
の
�
成
は
︑
"
の
#
り
で
あ
る
︒

は
じ
め
に

第
一
違

殷
代
靑
銅
器
生
產
硏
究
の
現
狀
と
課
題

第
二
違

�
州
商
城
に
お
け
る
靑
銅
�
の
製
作

第
三
違

盤
龍
城
�
蹟
に
お
け
る
靑
銅
容
器
の
製
作

第
四
違

殷
墟
靑
銅
器
銘
�
の
字
體
と
工
�

第
五
違

殷
代
靑
銅
武
器
銘
�
に
關
す
る
考
察

第
六
違

殷
代
に
お
け
る
靑
銅
器
生
產

あ
と
が
き

第
一
違
で
先
行
硏
究
と
問
題
の
�
在
︑
方
法
の
提
示
を
お
こ
な
い
︑
第
二
違
・
第
三
違
で
二
里
岡
%
に
お
け
る
�
州
商
城
と
盤
龍
城
�
蹟
の

靑
銅
器
生
產
︑
第
四
違
・
第
五
違
で
殷
墟
に
お
け
る
靑
銅
器
銘
�
の
製
作
を
そ
れ
ぞ
れ
檢
討
・
考
察
し
た
の
ち
︑
第
六
違
に
て
殷
代
�
體
の
靑

銅
器
生
產
の
變
�
に
つ
い
て
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
內
容
と
な
っ
て
い
る
︒

｢は
じ
め
に
﹂
に
お
い
て
︑
著
者
に
よ
る
各
違
の
槪
�
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
 
者
の
理
解
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
︑
以
下
︑
本
書
の
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內
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
︒

第
一
違
で
は
︑
先
行
硏
究
の
整
理
を
も
と
に
本
書
の
方
針
を
示
す
︒
ま
ず
︑
殷
墟
�
蹟
︑
�
州
商
城
︑
盤
龍
城
�
蹟
と
い
っ
た
本
書
で
檢
討

對
象
と
す
る
�
蹟
︑
な
ら
び
に
本
書
が
立
脚
す
る
'
年
に
つ
い
て
先
行
硏
究
の
成
果
を
紹
介
す
る

(第
一
(
・
第
二
(
)
︒
"
に
︑
①
二
里
岡
%

に
お
け
る
�
州
商
域
と
そ
れ
以
外
︑
特
に
盤
龍
城
�
蹟
に
お
け
る
靑
銅
器
生
產
の
あ
り
方
︑
②
殷
墟
�
蹟
の
�
)
と
靑
銅
器
生
產
︑
③
西
周

時
代
と
の
對
比
に
よ
る
殷
代
の
靑
銅
器
生
產
︑
④
殷
代
に
お
け
る
靑
銅
器
製
作
者
集
團
の
組
織
︑
と
い
っ
た
殷
代
の
靑
銅
器
生
產
に
關
す
る

先
行
硏
究
に
つ
い
て
整
理
を
試
み
る
︒
そ
の
う
え
で
二
里
頭
%
と
西
周
時
代
の
靑
銅
器
生
產
に
關
す
る
硏
究
に
つ
い
て
も
觸
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑

�
獻
�
料
︑
出
土
�
字
�
料
の
硏
究
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
き
た
製
作
者
集
團
の
�
)
に
つ
い
て
営
べ
︑
氏
族
制
の
も
と
で
氏
族
に
よ
る
器
種

や
工
+
ご
と
の
分
業
體
制
の
存
在
を
想
定
す
る
說
を
紹
介
す
る

(第
三
(
・
第
四
(
)
︒
 
者
は
︑
靑
銅
器
製
作
者
集
團
の
組
織
や
�
)
と
い
っ

た
考
古
學
と
�
獻
�
學
︑
出
土
�
字
�
料
硏
究
と
で
共
-
さ
れ
る
問
題
を
.
う
の
で
あ
れ
ば
︑
單
に
羅
列
す
る
の
で
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法

論
や
見
解
の
/
い
を
こ
の
場
で
整
理
を
す
る
必
�
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

"
(
で
は
問
題
の
�
在
を
整
理
す
る
︒
殷
代
に
お
い
て
﹁
體
系
立
て
ら
れ
た
﹁
生
產
體
制
﹂
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う

點
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
必
�
が
あ
る
﹂
(本
書
二
二
頁
)
と
し
︑
靑
銅
器
生
產
の
檢
討
へ
の
方
法
と
し
て
︑
(一
)
靑
銅
器
製
作

者
の
動
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
︑
(二
)
製
作
工
�
お
よ
び
製
作
地
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と
を
営
べ
る
︒
0
者
に
つ
い
て
は
︑﹁
本
書

で
は
殷
周
靑
銅
器
特
-
の
1
樣
以
外
の
屬
性
︑
つ
ま
り
器
種
・
器
形
や
銘
�
な
ど
に
關
す
る
檢
討
も
試
み
る
こ
と
で
︑
製
作
者
�
體
の
樣
相
の

復
元
を
試
み
る
﹂
(本
書
二
三
頁
)
と
し
︑
後
者
に
つ
い
て
は
﹁
一
�
蹟
內
に
お
け
る
複
數
の
製
作
工
�
︑
ま
た
複
數
の
�
蹟
に
立
地
し
た
製
作

工
�
か
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
︑
一
言
で
い
え
ば
分
業
の
あ
り
方
を
2
ら
か
に
す
る
こ
と
﹂
(
本
書
二
四
頁
)
と
し
て
︑
本
書
の
檢
討
の
方
向

性
を
営
べ
る
︒
そ
の
う
え
で
本
書
で
は
︑
一
定
數
の
靑
銅
器
と
鑄
)
關
係
�
物
・
�
�
が
出
土
し
て
い
る
�
州
商
城
・
盤
龍
城
�
蹟
・
殷
墟
�

蹟
の
出
土
品
を
中
心
に
檢
討
す
る
と
し
た
︒
著
者
は
靑
銅
器
生
產
を
﹁
い
く
つ
か
の
衣
な
る
レ
ベ
ル
に
お
け
る
分
業
の
積
み
重
ね
﹂
(本
書
二
四

頁
)
と
捉
え
︑
①
製
作
工
+
上
の
分
業
︑
②
用
3
・
器
種
別
分
業
︑
③
衣
な
る
�
蹟
に
立
地
す
る
工
�
閒
で
の
分
業
の
三
段
階
を
想
定
す
る
︒
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①
を
工
�
內
分
業
︑
②
③
を
工
�
閒
分
業
と
す
る
︒
①
に
つ
い
て
は
1
樣
・
銘
�
の
檢
討
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
し
︑
②
に
つ
い
て
は
�
蹟

內
の
鑄
型
の
分
布
狀
況
︑
③
に
つ
い
て
は
盤
龍
城
�
蹟
で
の
在
地
生
產
を
立
證
す
る
と
し
て
い
る
︒
な
お
︑
著
者
は
分
業
の
三
段
階
に
つ
い
て

右
の
よ
う
に
定
義
を
し
て
い
る
が
︑﹁
③
一
�
蹟
內
に
5
存
す
る
複
數
の
工
�
閒
で
の
分
業
﹂
(
本
書
二
四
頁
)
︑﹁
三
つ
目
に
擧
げ
た
︑
一
�
蹟

(群
)
內
に
お
け
る
複
數
の
製
作
工
�
閒
で
の
分
業
﹂
(本
書
二
五
頁
)
な
ど
と
も
営
べ
て
お
り
︑
③
の
定
義
が
一
致
し
な
い(1

)

(
第
五
(
)
︒

�
後
に
靑
銅
器
の
製
作
工
+
と
鑄
)
關
係
�
物
に
つ
い
て
営
べ
︑
靑
銅
器
の
製
作
據
點
を
考
え
る
う
え
で
﹁
鑄
型
は
靑
銅
器
製
作
以
外
で
の

6
用
法
が
考
え
ら
れ
な
い
﹂
(本
書
二
七
頁
)
こ
と
か
ら
鑄
型
を
靑
銅
器
製
作
の
お
こ
な
わ
れ
た
場
�
の
第
一
の
指
標
と
す
る
と
し
た
︒
�
後
に

本
書
で
用
い
る
﹁
生
產
﹂︑﹁
工
�
と
製
作
地
﹂︑﹁
製
作
者
﹂
と
い
っ
た
用
語
に
つ
い
て
著
者
の
定
義
を
営
べ
る(2

)

(第
六
(
・
第
七
(
)
︒

第
二
違
で
は
︑
東
京
大
學
�
學
部
列
品
室
�
藏
靑
銅
�

(以
下
︑
東
大
�
藏
�
と
す
る
)
二
點
を
手
掛
か
り
に
︑
二
里
岡
%
に
お
け
る
靑
銅
�

の
生
產
の
變
�
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
東
大
�
藏
�
の
特
7
を
紹
介
し
た
の
ち
︑
二
里
岡
%
靑
銅
�
の
'
年
を
檢
討
し
︑
東
大
�
藏
�
の
年
代

な
ら
び
に
製
作
技
法
上
の
位
置
づ
け
を
営
べ
る
︒
二
里
岡
%
靑
銅
�
は
器
形
・
1
樣
・
製
作
技
法
の
面
で
三
系
瓜
に
分
か
れ
︑
東
大
�
藏
�
の

う
ち
一
點
は
鑄
型
�
)
や
鋬
の
製
作
技
法
の
面
で
二
里
頭
%
と
二
里
岡
%
の
兩
方
の
�
素
が
見
ら
れ
る
も
の
︑
も
う
一
點
は
二
里
頭
%
の
技
法

で
製
作
さ
れ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
︒
二
里
岡
%
に
お
い
て
も
︑﹁
夏
﹂
の
製
作
者
が
靑
銅
器
生
產
に
從
事
し
て
い
た
と
推
測
す
る
︒
ま
た
︑

�
州
商
城
に
�
在
す
る
南
關
外
︑
柴
荊
山
北
の
工
�
�
蹟
に
お
け
る
鑄
型
の
分
布
狀
況
を
檢
討
し
た
結
果
︑
同
一
地
點
に
工
具
・
武
具
・
容
器

な
ど
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
工
�
と
い
う
一
單
位
內
に
お
い
て
は
︑
製
作
す
る
器
種
に
か
か
わ
ら
ず
︑
製
作
者
た
ち
は
か
な
り
自
由

な
行
き
來
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
﹂
(本
書
五
二
頁
)
と
推
測
す
る
︒
な
お
本
違
末
に
は
︑
二
里
頭
%
・
二
里
岡
%
の
靑
銅
�
一
覽
が
揭
載

さ
れ
て
い
る
が
︑
當
該
%
の
靑
銅
器
生
產
體
制
を
檢
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
�
州
商
城
や
第
三
違
で
檢
討
す
る
盤
龍
城
�
蹟
以
外
の
�
蹟
出
土

品
も
含
め
て
檢
討
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
感
じ
る
の
は
 
者
の
み
で
あ
ろ
う
か
︒

第
三
違
で
は
盤
龍
城
�
蹟
出
土
の
靑
銅
器
に
つ
い
て
檢
討
し
︑
盤
龍
城
�
蹟
に
お
け
る
靑
銅
器
生
產
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
�
謂

﹁
地
方
型
靑
銅
器
﹂
や
盤
龍
城
�
蹟
出
土
靑
銅
器
に
つ
い
て
の
先
行
硏
究
を
整
理
し
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
は
盤
龍
城
�
蹟
の
靑
銅
器
に
對
し
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て
﹁
�
州
か
ら
の
搬
入
品
あ
る
い
は
在
地
生
產
と
い
う
二
者
擇
一
の
囘
答
﹂
(本
書
六
二
頁
)
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
本
書
で
は
﹁
�
州
商
城
出
土

靑
銅
器
と
の
相
/
點
を
指
摘
し
つ
つ
︑
盤
龍
城
�
蹟
出
土
靑
銅
器
群
の
な
か
に
�
州
に
由
來
す
る
靑
銅
器
と
在
地
生
產
さ
れ
た
靑
銅
器
が
5
存

す
る
こ
と
を
立
證
す
る
﹂
(本
書
六
二
頁
)
と
し
た
︒
ま
ず
1
樣
の
分
類
・
'
年
を
示
し
た
の
ち
︑
�
・
鼎
・
斝
の
:
�
三
器
種
の
形
態
を
も
と

に
四
%
に
'
年
す
る
︒
"
に
各
器
種
の
1
樣
︑
セ
ッ
ト
關
係
︑
製
作
技
法

(範
線
�
)
・
鑄
掛
な
ど
)
に
み
ら
れ
る
特
7
を
整
理
し
︑
盤
龍
城
�

蹟
出
土
靑
銅
器
に
は
︑
①
中
原
︑
特
に
�
州
商
城
か
ら
の
搬
入
品
︑
ま
た
は
�
州
商
城
の
技
;
者
あ
る
い
は
製
作
技
;
の
完
�
<
入
︑
②
�

州
商
城
の
ス
タ
イ
ル
の
再
現
を
目
指
し
な
が
ら
も
︑
一
部
に
獨
自
の
1
樣
や
技
;
が
<
入
さ
れ
た
も
の
︑
③
�
州
商
城
に
は
存
在
し
な
い
形

態
の
三
種
類
が
あ
る
と
し
︑
0
者
を
﹁
�
州
系
靑
銅
器
﹂︑
後
二
者
を
﹁
非
�
州
系
靑
銅
器
﹂
と
稱
す
る
︒
さ
ら
に
二
里
岡
%
に
お
い
て
は
︑

�
州
商
城
や
盤
龍
城
�
蹟
以
外
の
五
�
蹟
で
鑄
)
關
係
�
物
・
�
�
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
殷
0
%
に
お
け
る
靑
銅
容
器
の
生
產
狀

況
は
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
複
雜
な
か
た
ち
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
﹂
(
本
書
八
五
頁
)
と
指
摘
す
る
︒
�
後
に
︑
盤
龍
城
�
蹟
出

土
の
靑
銅
器
は
︑
セ
ッ
ト
關
係
︑
型
式
や
1
樣
が
�
州
商
城
と
類
似
す
る
點
が
多
く
︑
共
#
し
た
﹁
祭
祀
を
行
う
際
の
=
具
と
し
て
︑
盤
龍
城

の
人
々
は
自
ら
靑
銅
容
器
の
鑄
)
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂
(本
書
八
六
頁
)
と
し
た
︒
な
お
第
二
違
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
だ
が
︑

靑
銅
器
'
年
に
つ
い
て
は
︑
先
行
硏
究
と
の
/
い
を
對
照
表
な
ど
で
2
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
︒

第
四
違
で
は
︑
殷
後
%
の
靑
銅
器
銘
�
製
作
の
分
業
形
態
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
�
料
は
︑﹁
地
理
�
・
時
閒
�
に
同
一
の
>
境
下
で
製
作

さ
れ
た
可
能
性
の
高
い
器
物
群
を
檢
討
對
象
と
す
る
の
が
理
想
で
あ
る
﹂
(本
書
九
〇
頁
)
た
め
︑
?
好
墓
︑
花
園
莊
東
地
五
四
號
墓
︑
戚
家
莊

東
地
二
六
九
號
墓
︑
大
司
空
三
〇
三
號
墓
と
い
っ
た
同
一
墓
か
ら
出
土
し
た
同
銘
靑
銅
器
群
を
檢
討
對
象
と
す
る
︒
銘
�
製
作
技
法
に
關
す
る

先
行
硏
究
を
整
理
し
︑
施
銘
の
段
階

(原
型
・
鑄
型
)
︑
銘
�
の
種
類
︑
原
型
の
素
材
︑
內
容

(具
體
�
な
方
法
)
な
ど
の
項
目
別
に
表
に
ま
と

め
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
字
形
﹂︑﹁
字
體
﹂︑﹁
書
體
﹂
の
用
語
に
つ
い
て
は
大
西
克
也
氏
の
定
義(3

)
に
從
う
と
し
た
︒
以
下
︑
個
別
事
例
の
檢
討
を

�
め
る

(第
一
(
)
︒

ま
ず
︑
殷
墟
二
%
後
@
の
?
好
墓
靑
銅
器
群
に
つ
い
て
︑﹁
?
好
﹂
銘
の
字
體
に
基
づ
く
分
類
を
行
う
︒
"
に
︑
先
行
硏
究
で
セ
ッ
ト
關
係
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を
な
す
と
指
摘
さ
れ
た
靑
銅
器
の
器
種
・
形
式
ご
と
に
︑﹁
?
好
﹂
銘
の
字
形
・
字
體
の
對
應
關
係
に
基
づ
き
分
類
を
行
う
︒
そ
の
結
果
︑
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
施
さ
れ
る
﹁
?
好
﹂
銘
の
字
形
・
字
體
の
衣
同
の
組
み
合
わ
せ
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
器
物
そ
の
も

の
の
製
作
と
銘
�
の
製
作
と
が
聯
携
し
て
い
な
い
段
階
に
あ
る
と
営
べ
る

(第
二
(
)
︒

"
に
︑
殷
墟
二
%
末
の
花
園
莊
東
地
五
四
號
墓
靑
銅
器
群
で
は
﹁
亞
長
﹂
銘
︑
三
%
後
@
の
戚
家
莊
東
地
二
六
九
號
墓
靑
銅
器
群
で
は

﹁
爰
﹂
銘
︑
四
%
0
@
末
の
大
司
空
三
〇
三
號
墓
靑
銅
器
群
で
は
﹁
馬
危
﹂
銘
と
い
っ
た
�
も
多
く
み
ら
れ
る
字
銘
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
ら
の

字
體
・
字
形
を
も
と
に
分
類
し
︑
器
形
や
1
樣
と
の
對
應
關
係
に
つ
い
て
分
析
す
る
︒
二
%
末
以
影
︑
靑
銅
器
の
器
種
ご
と
に
銘
�
の
字
體
が

B
擇
さ
れ
る
現
象
が
見
ら
れ
︑
銘
�
製
作
が
組
織
C
し
た
と
す
る
︒
ま
た
︑
靑
銅
器
群
の
製
作
が

①
�
・
觚
︑
②
そ
れ
以
外
の
容
器
類
︑

③
武
器
類
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒
と
く
に
花
園
莊
東
地
五
四
號
墓
に
つ
い
て
︑
武
器
は
1
樣
の
-
無
と
銘
�
の
字

體
差
が
對
應
し
︑
武
器
本
體
・
1
樣
を
含
め
て
同
一
の
モ
デ
ル
に
從
っ
て
複
數
個
體
を
生
產
し
て
い
た
の
に
對
し
︑
容
器
類
で
は
そ
う
し
た
關

係
が
見
ら
れ
ず
︑
施
1
工
+
と
施
銘
工
+
が
獨
立
し
て
お
り
︑
容
器
類
と
武
器
類
と
で
分
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
営
べ
る
︒
こ
の
よ
う
な

あ
り
方
は
︑
殷
墟
四
%
ま
で
繼
承
さ
れ
た
と
し
た

(第
三
・
四
・
五
(
)
︒

こ
う
し
た
分
析
を
踏
ま
え
︑
殷
墟
�
蹟
か
ら
こ
れ
ま
で
出
土
し
て
い
る
鑄
型
の
�
體
�
な
分
布
狀
況
を
時
%
別
に
檢
討
す
る
︒
殷
墟
後
@
%

の
工
�
・
工
�
區
の
い
く
つ
か
は
︑
器
種
に
よ
る
製
作
場
�
の
分
C
が
�
ん
で
お
り
︑
0
(
ま
で
の
靑
銅
器
の
檢
討
の
結
果
を
裏
附
け
て
い
る

と
し
た
︒
一
方
で
殷
墟
初
%
か
ら
續
く
工
�
は
︑
後
@
%
に
な
っ
て
も
特
定
の
器
種
に
D
ら
な
い
生
產
を
繼
續
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の

よ
う
に
殷
墟
�
蹟
の
靑
銅
器
生
產
は
地
點
に
よ
っ
て
︑
生
產
の
あ
り
方
が
衣
な
る
工
�
が
5
存
し
て
い
た
と
し
た

(第
六
(
)
︒

な
お
︑
本
違
の
中
で
も
﹁
?
好
﹂
墓
と
そ
れ
以
外
の
墓
出
土
の
靑
銅
器
群
と
で
分
類
對
象
や
分
析
手
法
が
瓜
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑

靑
銅
器
群
ご
と
の
#
時
�
な
對
照
比
�
が
で
き
て
い
る
と
は
 
者
に
は
思
え
な
い
︒
ま
た
︑
本
違
で
檢
討
し
た
﹁
?
好
﹂
墓
と
そ
れ
以
外
の
墓

は
︑
2
確
な
階
層
差
が
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
︒
著
者
が
指
摘
す
る
﹁
?
好
﹂
墓
と
そ
れ
以
影
の
靑
銅
器
群
と
生
產
の
あ
り
方
の
差
衣
は
︑

時
%
差
の
ほ
か
に
も
階
層
差
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
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第
五
違
で
は
︑
0
違
で
営
べ
た
︑
容
器
類
と
衣
な
る
生
產
の
あ
り
方
が
見
ら
れ
た
靑
銅
武
器
に
つ
い
て
︑
同
銘
靑
銅
武
器
群
の
集
成
に
も
と

づ
き
︑
銘
�
ど
う
し
の
對
比
を
中
心
に
檢
討
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
殷
後
%
の
靑
銅
武
器
は
︑
鏡
�
字
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
や
線
對
稱
が

�
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
原
型
へ
の
陰
刻
法
が
1
樣
製
作
と
共
#
し
て
い
る
點
な
ど
か
ら
︑
銘
�
製
作
と
1
樣
製
作
と
の
共
#
性
を
指
摘
し
︑

兩
者
が
同
一
の
製
作
者
で
あ
る
可
能
性
を
営
べ
る
︒
ま
た
︑
同
一
器
形
で
同
一
銘
の
武
器
は
字
體
レ
ベ
ル
で
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い

こ
と
を
指
摘
し
︑
花
園
莊
東
地
五
四
號
墓
靑
銅
器
群
で
見
ら
れ
た
現
象
は
殷
墟
後
@
%
を
#
じ
て
G
用
さ
れ
た
生
產
の
あ
り
方
と
し
た
︒
武
器

の
場
合
は
容
器
と
衣
な
り
︑
一
つ
の
モ
デ
ル
に
も
と
づ
い
て
製
作
さ
れ
︑
銘
�
に
對
す
る
�
識
が
武
器
と
容
器
と
で
は
衣
な
っ
て
い
た
と
す
る
︒

第
六
違
で
は
︑
0
違
ま
で
の
個
別
硏
究
の
成
果
を
も
と
に
︑
殷
代
靑
銅
器
生
產
に
お
け
る
分
業
の
あ
り
方
と
生
產
の
變
�
を
営
べ
る
︒
0
者

に
つ
い
て
︑
第
一
違
で
営
べ
た
︑
①
工
�
內
に
お
け
る
工
+
分
業
︑
②
用
3
・
器
種
に
よ
る
工
�
閒
あ
る
い
は
工
�
區
內
分
業
︑
③
�
蹟
閒

分
業
の
三
段
階
に
關
し
て
︑
①
は
殷
墟
靑
銅
器
の
う
ち
︑
容
器
は
施
1
・
施
銘
が
別
工
+
で
あ
る
の
に
對
し
︑
武
器
で
は
兩
者
が
同
一
で
あ
る

點

(第
四
違
・
第
五
違
)
︑
②
は
殷
墟
�
蹟
に
お
い
て
︑
靑
銅
器
群
の
製
作
が
︑
�
・
觚
と
そ
れ
以
外
の
容
器
類
︑
お
よ
び
武
器
類
の
三
つ
に
分

か
れ
て
い
た
點

(第
四
違
)
︑
③
は
�
州
商
城
︑
河
北
・
河
南
一
帶
︑
盤
龍
城
�
蹟
の
關
係
が
そ
れ
ぞ
れ
相
當
す
る
と
い
う(4

)

(第
二
違
・
第
三
違
)
︒

後
者
に
つ
い
て
は
︑
殷
0
%
に
お
い
て
H
や
か
に
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
靑
銅
器
生
產
が
︑
殷
後
%
に
は
殷
墟
�
蹟
に
ほ
ぼ
集
I
C
さ
れ

る
と
し
た
︒
た
だ
し
殷
墟
�
蹟
內
に
お
い
て
も
工
�
閒
で
の
分
業
の
樣
相
が
衣
な
り
︑
中
央
に
よ
る
一
括
管
理
と
い
う
よ
り
も
︑
や
や
H
や
か

な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
提
示
し
た
︒

三

本
書
の
�

義

本
書
で
は
一
貫
し
て
靑
銅
器
の
生
產
を
テ
ー
マ
に
各
論
を
展
開
す
る
︒
第
二
違
・
第
三
違
で
取
り
上
げ
た
殷
代
靑
銅
器
の
在
地
生
產
に
關
し

て
は
多
く
の
先
行
硏
究
が
あ
る
が
︑
著
者
は
範
線
�
)
や
鑄
掛
と
い
っ
た
製
作
痕
蹟
を
含
め
た
靑
銅
器
が
-
す
る
複
數
の
屬
性
の
分
析
︑
な
ら

び
に
冶
金
關
聯
�
物
の
集
成
に
基
づ
き
︑
こ
う
し
た
テ
ー
マ
に
挑
ん
で
い
る
︒
と
く
に
盤
龍
城
�
蹟
の
靑
銅
器
が
﹁
�
州
系
靑
銅
器
﹂
と
﹁
非
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�
州
系
靑
銅
器
﹂
に
分
か
れ
︑
在
地
生
產
品
と
そ
れ
以
外
の
も
の
が
共
存
し
た
樣
相
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
︑
學
�
上
に
お
い
て
も
重
�
で

あ
る
︒

ま
た
︑
第
四
違
・
第
五
違
の
銘
�
を
﹁
考
古
�
料
﹂
と
し
て
活
用
し
︑
靑
銅
器
生
產
の
實
宴
に
J
っ
た
內
容
も
︑
方
法
論
も
含
め
︑
殷
周
靑

銅
器
硏
究
に
お
い
て
�
義
を
-
す
る
も
の
と
考
え
る
︒
と
く
に
武
器
銘
で
同
一
字
形
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
現
象
を
手
掛
か
り
に
︑
武
器
類
と

容
器
類
の
生
產
の
差
衣
を
K
求
し
た
點
は
︑
怨
た
な
硏
究
視
角
を
含
め
た
內
容
で
あ
り
︑
大
變
興
味
深
い
︒

な
お
︑
著
者
が
取
り
上
げ
た
工
+
別
分
業
や
用
3
・
器
種
別
分
業
に
關
し
て
は
︑
M
年
︑
常
懷
穎
氏
に
よ
る
生
產
�
蹟
の
檢
出
�
�
・
�
物

の
分
布
論
�
檢
討(5

)
︑
ま
た
︑
石
谷
愼
氏
︑
著
者
︑
廣
川
守
氏
に
よ
る
靑
銅
'
鐘
の
銘
�
・
1
樣
な
ど
の
屬
性
の
規
格
性
の
檢
討(6

)
に
よ
っ
て
も
議

論
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
の
靑
銅
器
生
產
に
關
す
る
硏
究
は
︑
こ
う
し
た
�
M
の
硏
究
動
向
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
�
義
を
-
す
る
本
書
で
あ
る
が
︑
 
者
は
內
容
に
關
し
て
い
く
つ
か
の
問
題
點
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
︑
"
(
に
て
そ
の
點
に

關
し
て
整
理
す
る
︒

四

本
書
の
問
題
點

(一
)
本
書
�
體
の
�
成
に
つ
い
て

本
書
で
は
︑
第
二
違
・
第
三
違
で
は
殷
0
%
︑
第
四
違
・
第
五
違
で
は
殷
後
%
を
.
い
︑
#
時
�
な
靑
銅
器
生
產
を
.
う
著
者
の
�
圖
が
窺

え
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
第
二
違
で
は
�
︑
第
三
違
で
は
�
・
鼎
・
斝
と
い
っ
た
容
器
類
︑
第
四
違
︑
第
五
違
で
は
銘
�
を
:
な
檢
討
對
象
と

し
て
い
る
ほ
か
︑
目
�
も
ま
っ
た
く
衣
な
っ
て
い
る
︒
第
四
違
の
な
か
で
も
﹁
?
好
﹂
墓
と
そ
れ
以
外
の
墓
出
土
の
靑
銅
器
群
と
で
分
類
對
象

や
分
析
手
法
が
瓜
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
殷
代
に
お
け
る
靑
銅
器
生
產
體
制
の
#
時
�
な
變
�
を
目
�
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
共
#

し
た
方
法
論
・
�
料
を
用
い
た
比
�
檢
討
の
う
え
で
體
系
C
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
︑
殘
念
な
が
ら
本
書
で
は
そ
れ
は
N
成
で
き
て
い
な
い
︒
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本
書
は
い
わ
ば
﹁
論
�
集
﹂
と
し
て
の
�
味
合
い
が
强
い
︒

な
お
著
者
は
內
田

(
難
波
)
純
子
氏
の
一
聯
の
殷
代
靑
銅
器
硏
究(7

)
に
對
し
︑﹁
1
樣
硏
究
だ
け
で
は
殷
周
靑
銅
器
の
製
作
者
た
ち
の
す
べ
て

を
描
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
﹂
(本
書
二
三
頁
)
と
し
︑﹁
本
書
で
は
殷
周
靑
銅
器
特
-
の
1
樣
以
外
の
屬
性
︑
つ
ま
り
器
種
・
器
形
や
銘
�
な

ど
に
關
す
る
檢
討
も
試
み
る
こ
と
で
︑
製
作
者
�
體
の
樣
相
の
復
元
を
試
み
る
﹂
(本
書
二
三
頁
)
と
し
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
方
法
を
實
踐
し

て
き
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
︑
內
田
純
子
氏
で
あ
る
と
 
者
は
考
え
る
︒
內
田
氏
の
硏
究
は
︑
著
者
の
営
べ
る
よ
う
な
1
樣
に
D
重
し
た
も
の
で

は
決
し
て
な
く
︑
1
樣
と
と
も
に
各
器
種
の
形
態
︑
さ
ら
に
鑄
型
�
)
や
銘
�
な
ど
の
�
素
も
踏
ま
え
て
'
年
を
�
築
し
︑
製
作
者
集
團
︑
す

な
わ
ち
﹁
液
Q
﹂
の
抽
出
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
︒
殷
0
%
と
後
%
と
で
檢
討
對
象
・
方
法
・
目
�
が
共
#
し
な
い
本
書
と
は
衣

な
り
︑
殷
代
を
#
じ
て
共
#
し
た
分
析
手
法
で
靑
銅
器
生
產
を
檢
討
し
た
の
が
內
田
氏
の
硏
究
で
あ
る
︒
本
書
の
﹁
ま
と
め
﹂
で
あ
る
第
五
違

で
も
︑
內
田
氏
を
は
じ
め
と
し
た
硏
究
者
の
提
示
し
た
モ
デ
ル
と
の
對
比
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
ら
ず
︑
先
行
硏
究
と
の
/
い
も
あ
き
ら
か
に
で

き
て
い
な
い
︒
著
者
が
殷
代
に
お
け
る
靑
銅
器
生
產
體
制
の
復
元
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
︑
い
ま
一
度
內
田
氏
を
は
じ
め
と
し
た
先
行
硏
究
で

積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
成
果
に
つ
い
て
︑
方
法
論
を
含
め
︑
再
檢
討
す
る
こ
と
が
必
�
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

(二
)﹁
生
產
﹂
と
﹁
分
業
﹂
に
つ
い
て

本
書
で
は
題
目
に
揭
げ
ら
れ
た
﹁
生
產
﹂
と
﹁
分
業
﹂
が
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
肝
心
な
用
語
の
整
理
が
不
十

分
で
あ
る
と
考
え
る
︒

そ
も
そ
も
本
書
の
題
目
と
な
っ
て
い
る
﹁
生
產
體
制
﹂
と
い
う
用
語
は
︑﹁
は
じ
め
に
﹂︑
本
書
二
頁
の
﹁
殷
と
そ
の
�
蹟
﹂︑
お
よ
び
本
書

二
一
～
二
二
頁
の
﹁
問
題
の
�
在
﹂
の
部
分
で
散
見
す
る
の
み
で
あ
る
︒
そ
の
ほ
か
で
は
︑
本
書
の
結
論
と
な
る
第
六
違
を
含
め
︑﹁
生
產
の

あ
り
方
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
な
ぜ
本
書
題
目
に
﹁
生
產
體
制
﹂
が
あ
る
の
か
︑
 
者
に
は
理
解
が
で
き
な
か
っ
た
︒
な
お
本
書
で
も
參
考
�
獻

と
し
て
引
用
し
て
い
る
︑
彌
生
時
代
北
部
九
州
の
靑
銅
器
生
產
體
制
を
檢
討
し
た
田
尻
義
了
氏
の
著
書
﹃
彌
生
時
代
の
靑
銅
器
生
產
體
制
﹄
で
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は
︑﹁
生
產
體
制
﹂
を
﹁
具
體
�
な
生
產
組
織
の
管
理
形
態
﹂
と
定
義
し
︑﹁
生
產
組
織
は
①
技
;
を
保
持
す
る
製
作
者
と
②
生
產
用
具

(
=

具
)
と
③
原
材
料
と
④
製
作
場
の
-
機
�
な
結
合
で
�
成
さ
れ
︑
そ
れ
ら
の
諸
�
素
の
管
理
形
態
が
規
定
さ
れ
た
實
態
と
し
て
﹁
生
產
體

制
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
る
﹂
と
し
て
︑
①
～
④
を
考
古
�
料
か
ら
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
を
整
理
す
る(8

)
︒
本
書
で
.
う
殷
代
の
靑

銅
器
も
︑
田
尻
氏
の
著
書
を
は
じ
め
と
し
た
關
聯
す
る
先
行
硏
究
の
定
義
を
參
考
に
し
て
︑
生
產
體
制
論
を
展
開
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
分
業
﹂
に
關
し
て
も
︑
先
に
指
摘
し
た
#
り
定
義
に
混
亂
が
あ
る
の
み
で
な
く
︑
生
產
體
制
を
�
成

す
る
樣
々
な
�
素
の
う
ち
︑
な
ぜ
﹁
分
業
﹂
を
取
り
上
げ
た
か
の
說
2
も
乏
し
い
︒﹁
分
業
﹂
に
關
し
て
は
︑
:
に
國
家
形
成
論
の
な
か
で
︑

�
獻
�
學
・
考
古
學
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
先
行
硏
究
で
議
論
が
な
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
︒
特
に
分
業
形
態
の
分
類
を
考
え
る
う
え
で
嚆
矢

と
な
る
の
は
︑
日
本
�
學
に
お
け
る
石
母
田
正
氏
の
硏
究
で
あ
ろ
う
︒
石
母
田
氏
は
︑
マ
ル
ク
ス
の
﹃
�
本
論
﹄
等
の
�
獻
に
基
づ
き
︑
分
業

の
形
態
を
①
一
般
�
分
業

(﹁
農
業
・
手
工
業
・
商
業
な
ど
の
よ
う
な
大
き
な
屬
へ
の
社
會
�
生
產
の
分
割
﹂
)
︑
②
特
殊
�
分
業

(﹁
た
と
え
ば
手
工
業

部
門
が
さ
ら
に
細
か
く
種
お
よ
び
亞
種
に
︑
た
と
え
ば
鍛
冶
・
木
工
・
陶
工
等
等
に
區
分
さ
れ
る
形
態
﹂
)
︑
③
個
別
�
分
業

(﹁
一
作
業
場
內
部
の
分
業
﹂
)

に
分
類
し
︑
①
②
を
﹁
社
會
內
分
業
﹂︑
①
②
③
�
體
を
﹁
社
會
�
分
業
﹂
と
し
た
︒
さ
ら
に
③
に
つ
い
て
は
官
營
作
業
場
を
具
體
例
と
し
て
︑

﹁
一
箇
の
製
作
物
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
︑
種
類
を
衣
に
し
た
多
く
の
工
匠
ま
た
は
勞
働
者
が
︑
同
一
ま
た
は
聯
絡
あ
る
作
業
場
に
集
っ
て
︑

勞
働
す
る
形
態
﹂
と
﹁
同
種
類
の
多
數
の
勞
働
者
が
︑
た
と
え
ば
織
部
司
に
上
番
し
た
織
手
た
ち
や
︑
)
兵
司
で
矢
を
製
作
す
る
工
匠
の
場
合

の
よ
う
に

(﹃
T
喜
式
﹄
)
︑
同
一
の
作
業
場
で
勞
働
す
る
さ
い
に
み
ら
れ
る
形
式
﹂
に
分
類
す
る(9

)
︒
考
古
學
の
立
場
か
ら
生
產
體
制
に
お
け
る
分

業
の
�
展
を
考
え
る
う
え
で
も
︑
石
母
田
氏
を
は
じ
め
と
し
た
先
行
硏
究
に
お
け
る
分
業
論
の
整
理
︑
な
ら
び
に
考
古
學
�
な
現
象
と
對
比
す

る
う
え
で
の
方
法
論
�
な
整
理
が
必
�
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

な
お
石
母
田
氏
は
︑﹁
官
營
作
業
場
に
お
け
る
0
%
の
畫
工
や
畫
師
に
み
ら
れ
る
勞
働
U
+
の
分
割=

分
業
は
︑
緊
V
か
つ
大
量
の
生
產
物

を
必
�
と
し
た
特
殊
な
條
件
か
ら
生
ま
れ
た
形
式
で
あ
る
﹂
と
し
︑﹁
工
+
別
分
業
﹂
の
な
か
に
は
一
時
�
に
生
じ
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
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を
指
摘
す
る
︒
本
書
第
四
違
で
想
定
し
た
施
1
工
+
や
施
銘
工
+
の
獨
立
と
い
っ
た
﹁
工
+
別
分
業
﹂
が
恆
常
�
な
も
の
か
︑
あ
る
い
は
一
時

�
な
も
の
か
に
よ
っ
て
︑
殷
代
に
お
け
る
靑
銅
器
生
產
の
 
價
が
衣
な
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒

(三
)
靑
銅
器
生
產
體
制
復
元
の
た
め
の
方
法
論
に
つ
い
て

本
書
で
は
殷
代
を
#
じ
て
靑
銅
器
の
生
產
を
テ
ー
マ
に
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
︑
 
者
に
は
︑
著
者
が
第
三
違
で
お
こ
な
っ
た
靑
銅
器

の
複
數
器
種
の
形
態
・
1
樣
・
製
作
技
;
と
い
っ
た
屬
性
の
比
�
檢
討
を
︑
殷
代
�
體
で
展
開
す
る
こ
と
が
重
�
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
こ

う
し
た
基
礎
�
な
作
業
の
蓄
積
に
も
と
づ
く
生
產
體
制
論
は
︑
靑
銅
器
に
限
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
考
古
�
料
の
硏
究
で
知
ら
れ
て
い
る(10

)
︒
特
に
靑

銅
器
が
-
す
る
屬
性
の
う
ち
︑
著
者
が
取
り
上
げ
た
範
線
�
)
の
ほ
か
︑
加
强
筋

(
筋
狀
痕
蹟
)
の
形
態
︑
ス
ペ
ー
サ
ー
の
6
用
方
法
︑
湯
口

の
位
置
な
ど
の
�
素
は
製
作
者
集
團
の
特
7
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
地
域
性
が
抽
出
で
き
れ
ば
在
地
生
產
の
解
2
に
つ

な
げ
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う(11

)
︒
こ
う
し
た
特
7
は
實
�
料
を
觀
察
す
る
こ
と
で
あ
き
ら
か
に
な
る
も
の
が
多
い
が
︑
M
年
は
中
國
に
お
い
て

も
實
�
料
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
以
0
よ
り
も
容
易
と
な
り
︑
現
在
の
中
國
考
古
學
硏
究
は
︑
よ
り
�
料
の
實
態
に
も
と
づ
い
た
W
査
・
硏
究
の

段
階
に
移
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
︒
實
際
に
本
書
第
三
違
で
盤
龍
城
�
蹟
出
土
靑
銅
器
の
實
見
で
得
た
成
果
を
檢
討
に
生
か
し
た
よ
う
に
︑
よ

り
多
く
の
靑
銅
器
の
實
見
デ
ー
タ
の
蓄
積
が
當
該
%
の
靑
銅
器
生
產
體
制
の
解
2
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
︒

な
お
本
書
が
提
示
し
た
方
法
論
の
問
題
點
も
指
摘
し
た
い
︒
著
者
は
工
�
閒
分
業
の
檢
討
方
法
を
說
2
す
る
な
か
で
︑﹁
器
種
・
用
3
に
よ

る
分
業
が
X
め
ら
れ
ず
︑
�
蹟
內
の
複
數
の
工
�
か
ら
出
土
す
る
鑄
型
を
み
て
も
す
べ
て
對
等
で
あ
り
︑
製
作
器
種
に
よ
る
分
業
は
存
在
し
な

か
っ
た
と
い
う
可
能
性
﹂
(本
書
二
五
頁
)
を
営
べ
る
︒
こ
の
場
合
︑
一
つ
の
製
作
場
で
6
用
さ
れ
た
す
べ
て
の
鑄
型
が
そ
の
場
で
廢
棄
さ
れ
︑

考
古
�
物
と
し
て
出
土
す
る
こ
と
が
0
提
と
な
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
極
め
て
低
い
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
靑
銅
器
の
製
作
據
點
を
考
え
る
う
え
で
﹁
鑄
型
は
靑
銅
器
製
作
以
外
で
の
6
用
法
が
考
え
ら
れ
な
い
﹂
(本
書
二
七
頁
)
こ
と
か
ら
鑄

型
を
靑
銅
器
製
作
の
お
こ
な
わ
れ
た
場
�
の
第
一
の
指
標
と
し
︑
鑄
型
な
ど
鑄
)
關
係
�
物
と
鑄
)
關
係
�
�
が
と
も
に
檢
出
さ
れ
た
も
の
を
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﹁
工
�
﹂
と
す
る
︒
た
だ
し
︑
先
に
引
用
し
た
田
尻
氏
の
﹃
彌
生
時
代
の
靑
銅
器
生
產
體
制
﹄
で
は
︑
先
行
硏
究
に
お
け
る
﹁
鑄
型
の
出
土=

靑
銅
器
の
生
產
﹂
と
い
う
考
古
學
�
類
推
の
危
險
性
を
指
摘
し
︑
靑
銅
器
鑄
)
地
の
X
定
條
件
と
し
て

a
．
鑄
型
が
一
個
體
だ
け
で
な
く
複
數
個
體
出
土
し
て
い
る
こ
と
︒

b
．
鑄
型
だ
け
で
な
く
鑄
)
に
關
聯
す
る
�
物
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
︒

c
．
鑄
)
に
關
聯
す
る
�
�
が
確
X
さ
れ
る
こ
と
︒

の
三
點
を
想
定
し
︑
彌
生
時
代
北
部
九
州
の
各
地
域
の
靑
銅
器
生
產
の
-
無
に
つ
い
て
詳
細
な
檢
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る(12

)
︒
ま
た
︑
靑
銅
器

生
產
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
の
な
か
で
も
︑
出
土
鑄
型
量
の
少
な
い
�
�
や
短
%
に
操
業
を
中
止
し
た
場
�
が
含
ま
れ
る
可
能
性
を
加
味
し
︑

﹁
工
�
﹂
で
は
な
く
﹁
靑
銅
器
製
作
場
﹂︑﹁
製
作
場
﹂
と
い
う
用
語
を
6
用
す
る(13

)
︒
こ
う
し
た
田
尻
氏
の
議
論
と
比
�
す
る
と
︑
本
書
で
提
示

し
た
鑄
)
場
�
の
X
定
基
準
や
用
語
に
つ
い
て
は
︑
今
一
度
再
檢
討
の
必
�
が
あ
る
と
考
え
る
︒

(四
)
靑
銅
器
生
產
の
歷
�
�
な
位
置
づ
け

�
後
に
 
者
が
�
も
疑
問
に
感
じ
た
の
が
︑
著
者
が
何
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
靑
銅
器
の
生
產
や
そ
の
分
業
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い

る
の
が
不
2
な
點
で
あ
る
︒
靑
銅
器
生
產
の
あ
り
方
は
︑
當
該
%
の
社
會
︑
あ
る
い
は
國
家
形
成
や
社
會
�
C
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
で

あ
る
︒
例
え
ば
︑
岡
村
秀
典
氏
は
︑
商
周
社
會
の
特
質
を
﹁
祭
儀
國
家
﹂
と
位
置
づ
け
︑
靑
銅
器
生
產
活
動
も
含
め
社
會
や
經
濟
が
祭
儀
シ
ス

テ
ム
に
埋
め
Z
ま
れ
た
あ
り
方
を
提
示
し
て
い
る(14

)
︒
松
丸
=
雄
氏
も
︑
西
周
靑
銅
器
銘
�
の
製
作
が
王
[
と
諸
侯
と
の
君
臣
關
係
を
具
象
C
し

た
紐
帶
�
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る(15

)
︒

こ
の
よ
う
な
先
行
硏
究
が
提
示
し
た
社
會
宴
と
靑
銅
器
生
產
に
關
す
る
本
書
の
成
果
と
を
突
き
合
わ
せ
︑
歷
�
�
な
位
置
づ
け
を
あ
き
ら
か

に
す
る
こ
と
が
必
�
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
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五

お

わ

り

に

以
上
︑
本
書
の
槪
�
と
�
義
︑
お
よ
び
い
く
つ
か
の
 
者
の
�
見
を
開
陳
し
た
︒
僭
越
な
が
ら
問
題
點
も
営
べ
た
が
︑
考
古
學
�
手
法
で
靑

銅
器
生
產
の
檢
討
を
試
み
た
著
者
の
硏
究
は
︑
靑
銅
器
硏
究
の
學
�
上
に
お
い
て
も
�
義
を
-
す
る
も
の
で
あ
る
︒
著
者
が
提
示
し
た
見
解
を

再
檢
討
す
る
こ
と
は
︑
 
者
を
含
む
靑
銅
器
硏
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
︒

本
書
刊
行
後
︑
著
者
は
第
四
違
・
第
五
違
で
.
わ
れ
た
銘
�
の
製
作
技
;
に
つ
い
て
︑
レ
プ
リ
カ
法
や
鑄
型
製
作
・
鑄
)
實
驗
な
ど
の
手
法

を
驅
6
し
︑
さ
ら
な
る
硏
究
を
�
め
て
い
る(16

)
︒

著
者
の
硏
究
の
]
な
る
�
展
を
%
待
す
る
と
と
も
に
︑
小
稿
に
お
け
る
 
者
の
淺
學
菲
才
に
よ
る
^
解
を
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
︒

�(1
)

そ
も
そ
も
盤
龍
城
�
跡
�
蹟
に
お
け
る
獨
自
の
靑
銅
器
生
產
を
︑

�
州
商
城
と
の
�
跡
閒
分
業
に
よ
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
に
 
者
は

大
い
に
疑
問
を
覺
え
ざ
る
を
得
な
い
︒

(2
)

 
者
は
︑
著
者
の
用
語
の
定
義
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
と
考
え

る
が
︑
�
體
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑﹁
四
．
本
書
の
問
題

點
﹂
で
後
営
す
る
︒

(3
)

大
西
克
也
・
宮
本
園
'

二
〇
〇
九

『ア
ジ
ア
と
漢
字
�
C
﹄

放
a
大
學
敎
育
振
興
會
︒

(4
)

=
(1
)
で
営
べ
た
#
り
︑
 
者
は
③
�
跡
閒
分
業
に
つ
い
て
は
︑

そ
も
そ
も
﹁
分
業
﹂
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
疑
わ
し
い
と
考
え
る
︒

(5
)

常
懷
穎

二
〇
一
三

｢�
州
商
城
鑄
銅
�
址
硏
究
三
題
﹂﹃
三
代

考
古
﹄
第
五
號
︒
常
懷
穎

二
〇
一
三

｢
侯
馬
鑄
銅
�
址
硏
究
三

題
﹂﹃
古
代
�
2
﹄
第
九
卷
︒

(6
)

石
谷
愼
・
鈴
木
舞
・
廣
川
守

二
〇
一
五

｢
1
樣
と
銘
�
の
規

格
か
ら
見
た
虎
氏
'
鐘
の
製
作
體
制
﹂﹃
F
U
S
U
S
﹄
第
七
號
︒

(7
)

難
波
純
子

一
九
八
九

｢
初
現
%
の
靑
銅
彜
器
﹂
﹃
�
林
﹄
第
七

二
卷
二
號
︒
難
波
純
子
一
九
九
〇
﹁
殷
墟
0
@
%
の
靑
銅
彜
器
群
の

'
年
と
液
Q
の
X
識
﹂﹃
�
林
﹄
第
七
三
卷
六
號
︒
難
波
純
子
一
九

九
一
﹁
?
好
墓
の
靑
銅
器
群
と
液
Q
﹂
﹃
泉
屋
�
古
館
紀
�
﹄
第
八

卷
︒
難
波
純
子
一
九
九
五
﹁
殷
墟
後
@
%
の
靑
銅
彜
器

(
上
)﹂﹃
泉

屋
�
古
館
紀
�
﹄
第
一
一
卷
︒
難
波
純
子
一
九
九
六
﹁
殷
墟
後
@
%

の
靑
銅
彜
器

(下
)
﹂
﹃
泉
屋
�
古
館
紀
�
﹄
第
一
二
卷
︒
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(8
)

田
尻
義
了

二
〇
一
二

『彌
生
時
代
の
靑
銅
器
生
產
體
制
﹄
九

州
大
學
出
版
會

二
〇
頁
︒

(9
)

石
母
田
正

一
九
六
三

｢日
本
古
代
に
お
け
る
分
業
の
問
題

︱
︱
一
つ
の
豫
備
�
考
察
︱
︱
﹂﹃
古
代
�
g
座
﹄
第
九

學
生
社
︒

な
お
石
母
田
氏
の
分
類
に
對
し
て
は
︑
原
秀
三
郞
氏
に
よ
る
批
i

も
あ
る
︒
原
秀
三
郞

一
九
八
〇

｢日
本
古
代
國
家
�
硏
究
の
理

論
�
0
提
﹂﹃
日
本
古
代
國
家
�
硏
究

︱
︱
大
C
改
怨
論
批
i

︱
︱
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︒

(10
)

拙
稿
で
も
こ
う
し
た
方
法
論
に
つ
い
て
若
干
の
整
理
を
試
み
た
こ

と
が
あ
る
︒
丹
羽
崇
�

二
〇
〇
六

｢春
秋
戰
國
時
代
華
中
地
域

に
お
け
る
靑
銅
器
生
產
體
制
復
元
の
た
め
の
基
礎
�
檢
討

︱
︱
靑

銅
鼎
の
製
作
技
;
の
分
析
か
ら
︱
︱
﹂﹃
中
國
考
古
學
﹄
第
六
號
︒

丹
羽
崇
�

二
〇
〇
八

｢製
作
技
;
か
ら
み
た
戰
國
時
代
江
漢
地

域
出
土
靑
銅
鼎

︱
︱
j
山
二
號
墓
・
天
星
觀
二
號
墓
・
k
山
一
︑

二
號
墓
出
土
靑
銅
鼎
の
檢
討
︱
︱
﹂﹃
九
州
と
東
ア
ジ
ア
の
考
古
學

︱
︱
九
州
大
學
考
古
學
硏
究
室
五
〇
周
年
記
念
論
�
集

︱
︱
﹄︒

(11
)

丹
羽
崇
�

二
〇
一
五

｢
X
線
C
T
と
中
國
靑
銅
器
製
作
技
;

硏
究
﹂
泉
屋
�
古
館
・
九
州
國
立
�
物
館
'
﹃
三
"
元
デ
ジ
タ
ル
計

測
技
;
を
活
用
し
た
中
國
古
代
靑
銅
器
の
製
作
技
法
の
硏
究
﹄︒

(12
)

田
尻
義
了

二
〇
一
二

『彌
生
時
代
の
靑
銅
器
生
產
體
制
﹄
(
0

出
)
七
三
頁
︒

(13
)

田
尻
義
了

二
〇
一
二

﹃
彌
生
時
代
の
靑
銅
器
生
產
體
制
﹄

(
0
出
)
二
二
・
二
三
頁
︒

(14
)

岡
村
秀
典

二
〇
〇
五

『
中
國
古
代
王
權
と
祭
祀
﹄
學
生
社
︒

(15
)

松
丸
=
雄

一
九
八
〇

｢西
周
靑
銅
器
製
作
の
背
景

︱
︱
周

金
�
硏
究
・
序
違

︱
︱
﹂
松
丸
=
雄
'
﹃
西
周
靑
銅
器
と
そ
の
國

家
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︒

(16
)

鈴
木
舞
・
三
l
溫
尙

二
〇
一
七

｢殷
周
靑
銅
器
銘
�
の
製
作

法

︱
︱
銘
�
レ
プ
リ
カ
の
顯
o
鏡
觀
察
と
製
作
實
驗
に
よ
る
檢
證

︱
︱
﹂
﹃
ア
ジ
ア
鑄
)
技
;
�
學
會

硏
究
發
表
槪
�
集
﹄
一
一
號
︒

二
〇
一
七
年
五
�

東
京

六
一
書
�

二
七
糎

一
一+

二
〇
九

九
︑
〇
〇
〇
圓+

稅
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