
は
じ
め
に

時
の
流
れ
る
の
は
早
い
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
周
原
甲
骨
と
稱
ば
れ
る
殷
代
末
期

の
西
周
甲
骨
が
發
見
さ
れ
て
か
ら
三
〇
年
に
な
ん
な
ん
と
し
て
い
る
。
發
見
當
時

は
隨
分
大
騷
ぎ
も
し
、
ま
た
解
讀
の
試
み
も
多
數
な
さ
れ
た
も
の
の
、
謎
は
謎
の

ま
ま
、
完
全
に
暗
礁
に
乘
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
二
年
に
な
っ

て
曹
衙
編
著
『
周
原
甲
骨
文
』
が
刊
行
さ
れ
、
鮮
明
な
擴
大
カ
ラ
ー
寫
眞
と
い
う

ほ
ぼ
理
想
的
な
形
で
資
料
が
提
供
さ
れ
て
、
新
た
な
展
開
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
。

周
原
甲
骨
は
周
知
の
よ
う
に
肉
眼
で
は
見
え
な
い
ほ
ど
微
小
な
文
字
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
我
々
が
目
に
す
る
資
料
の
形
態
と
し
て
は
、
當
初
は
模
寫
、
や
や
後
に

な
っ
て
モ
ノ
ク
ロ
の
擴
大
寫
眞
の
形
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
も
ほ
ぼ
二
〇
年
前
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
資
料
と
し
て
の
周
原
甲
骨
は
謎
を
殘
し
た
ま
ま
次
第
に

忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
件
の
『
周
原
甲
骨
文
』

の
出
版
さ
れ
た
時
も
さ
ほ
ど
の
反
響
を
呼
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
よ

く
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
二
〇
〇
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
こ
れ
ま
で
周
原
と
稱
ば
れ
て
き

（
１
）

た
場
所
か
ら
さ
ら
に
西
北
方
面
へ
數
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
脚
を
伸
ば
し
た
鳳
凰
山
南
麓

の
周
公
廟
附
近
か
ら
、
王
ま
た
は
諸
侯
ク
ラ
ス
の
墓
と
目
さ
れ
る
大
墓
が
群
を
な

し
て
發
見
さ
れ
た
。
そ
の
後
大
墓
群
と
は
別
の
區
畫
に
中
小
墓
が
や
は
り
群
を
な

し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
、
今
後
は
長
期
計
畫
で
發
掘
が
進
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
全
貌
が
分
か
る
に
は
な
お
長
い
歳
月
が
か
か
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
の
上
そ
れ
と
は
別
に
も
う
一
つ
の
驚
き
が
あ
っ
た
。
こ
の
廣
大
な
周
公
廟

遺
址
の
ほ
ぼ
中
心
部
と
目
さ
れ
る
一
角
で
、
ま
た
新
た
な
西
周
甲
骨
が
發
見
さ
れ

た
。
後
で
改
め
て
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
度
の
西
周
甲
骨
は
、
從
來
の

周
原
甲
骨
の
よ
う
に
水
垢
が
厚
く
付
着
し
て
い
る
状
態
で
は
な
く
、
發
掘
後
直
ち

に
文
字
が
讀
め
る
状
態
で
發
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
發
掘
後
は
綴
合
も
進
め
ら
れ
、

二
〇
〇
五
年
春
節
前
に
は
、
七
六
〇
片
を
五
〇
〇
片
餘
り
に
ま
で
綴
合
し
た
と
い

う
情
報
が
流
さ
れ
た
。
有
字
甲
骨
九
九
片
。
識
別
さ
れ
た
文
字
は
四
九
五
字
に
達

し
、
文
字
數
の
最
も
多
い
卜
甲
に
は
三
六
字
刻
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
現
在
の
と

こ
ろ
資
料
の
概
略
が
示
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
從
來
の
周
原
甲
骨
と
も
か
な
り

共
通
點
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。〔
以
下
、
周
公
廟
甲
骨
と
假

稱
す
る
〕

（
２
）
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當
初
、
周
公
廟
甲
骨
の
内
容
も
盛
り
込
ん
で
論
じ
よ
う
と
し
た
が
、
現
時
點
で

は
な
お
一
部
分
の
語
彙
が
公
表
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
そ
れ
で
本
稿
は
、
も
っ
ぱ
ら

從
來
の
い
わ
ゆ
る
周
原
甲
骨
の
問
題
點
を
整
理
し
、
未
解
決
の
問
題
に
一
つ
の
解

決
案
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
問
題
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
要
點
を
略
述

す
る
よ
う
な
展
開
に
な
る
が
、
紙
幅
の
都
合
が
あ
る
の
で
ご
容
赦
願
い
た
い
。

第
一
節

周
原
甲
骨

そ
の
問
題
點

曹
衙
編
著
『
周
原
甲
骨
文
』
に
は
長
い
「
前
言
」
が
附
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ま

で
な
さ
れ
て
き
た
議
論
の
内
容
と
問
題
點
を
整
理
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
も
こ
れ

を
利
用
す
る
。
以
下
私
な
り
の
言
葉
で
問
題
點
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
ず
、
こ
れ
ま
で
議
論
に
上
っ
て
き
た
卜
辭
を
掲
げ
る
。
い
ず
れ
も
殷
末
先
周

期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

・
癸
子
（
巳
）
彝
文
武
帝
乙
宗
、
貞
、
王
其

祭
成
唐
□

啅
母
其
彝
血

三
豚
三
甶

H
11:

又
正
（

1

）

・
才
文
武
…
…
王
其
邵
帝
…
…
天
□
典
絡
周
方
白
□
□
甶
正
亡
ナ
…
…

［
王
］
受
又
麿

H
11:82

（

）

・
貞
王
其
誉
又
大
甲
絡
周
方
白
□
甶
正
不
ナ
于
受
又
麿

H
11:84

（

）

王
と
周
方
伯

文
意
が
い
ま
ひ
と
つ
通
ら
な
い
ま
ま
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
ど
か
し
さ

が
あ
る
が
、
先
ず
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
こ
れ
ら
の

文
章
に
出
て
く
る
「
王
」
が
殷
王
で
あ
る
の
か
、
周
王
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

（
３
）

が
問
題
に
な
っ
て
き
た
。「
周
方
伯
」
は
周
の
文
王
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の

で
、
こ
れ
を
周
の
文
王
と
す
る
と
、「
王
」
は
理
の
當
然
と
し
て
殷
王
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
こ
こ
で
異
論
も
出
て
く
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
が
殷
王
の
貞

卜
し
た
甲
骨
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
殷
墟
か
ら
で
な
く
周
原
か
ら
出
て
く
る
の
か
、

と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
殷
の
貞
卜
者
が
周

に
投
降
す
る
時
に
殷
墟
か
ら
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
解
釋
が
出
て
く

る
。
實
際
、
同
時
期
で
あ
る
殷
墟
第
五
期
甲
骨
の
文
字
も
か
な
り
微
小
な
文
字
に

な
っ
て
い
て
、
共
通
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釋
も
ま
だ
落
ち
着

き
が
惡
い
。
な
ぜ
な
ら
、
殷
墟
か
ら
出
土
す
る
甲
骨
と
は
鑽
鑿
の
形
な
ど
の
樣
式

面
で
根
本
的
に
違
っ
て
い
て
、
殷
墟
甲
骨
と
周
原
甲
骨
と
は
別
系
統
の
も
の
で
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
王
」
は
果
た
し
て
殷
王
を
指
す
の
で
あ
ろ
う

か
？
「
周
王
」
自
身
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
ま
で
湧
い
て
く
る
。

こ
こ
で
導
き
出
さ
れ
て
來
る
の
が
、「
王
」
と
「
周
方
伯
」
と
は
一
人
の
人
物
で
あ

る
と
い
う
解
釋
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
王
」
を
貞
人
が
用
い
る
稱
謂
と
し
、「
周

方
伯
」
は
「
殷
の
先
王
」
と
區
別
す
る
た
め
の
稱
謂
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
過
去
の
君
臣
關
係
で
も
っ
て
稱
ん
で
い
る
の
だ
、
と
い
う
解
釋
で
あ

る
。
從
來
の
説
か
ら
す
る
と
か
な
り
工
夫
さ
れ
た
跡
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
同
一

人
物
と
考
え
る
の
は
苦
し
い
解
釋
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

鍵
を
握
る
の
は
、
殷
王
が
「
周
方
伯
」
た
る
周
の
文
王
に
行
な
っ
た
儀
禮
關
係

の
甲
骨
が
、
な
ぜ
周
原
か
ら
出
て
く
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
重

要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
が
絡
と
い
う
語
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
後
に
改
め

周
原
出
土
甲
骨
の
歴
史
的
位
相
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て
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
そ
の
前
に
、
こ
の
問
題
と
も
關
わ
り
の
深
い
問
題
に
も

言
及
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
「
帝
乙
宗
」
の
場
所
の
問
題
で
あ
る
。

「
帝
乙
の
宗
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？

さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
「
癸
子
（
巳
）
彝
文
武
帝
乙
宗
」
の
「
文
武
帝
乙
」
と
は

誰
で
、「
宗
」
の
場
所
は
ど
こ
か
？

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

先
ず
「
文
武
帝
乙
」
が
殷
代
最
後
の
王
で
あ
る
帝
辛
（
紂
）
の
父
・
帝
乙
を
指

す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殷
末
の
金
文

〈

其
卣
二
〉
に
も
「
応
文
武
帝
乙
宜
」
の
よ
う
に
「
文
武
帝
乙
」
の
語
が
見
え

る
。
何
れ
も
「
帝
乙
」
以
外
を
指
す
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
銘
文
に
つ
い

て
も
後
で
改
め
て
と
り
あ
げ
る
。

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
「
宗
」
の
場
所
が
周
原
な
の
か
、
あ
る
い
は

殷
地
の
ど
こ
か
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
殷
の

先
王
を
祭
る
こ
と
を
刻
し
た
甲
骨
が
な
ぜ
周
原
か
ら
出
て
く
る
の
か
、
と
い
う
疑

問
に
逢
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
疑
問
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
周
が
そ
の
敵

國
で
あ
る
殷
の
先
王
の
「
宗
」
を
周
原
に
造
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
前
提
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
前
提
を
自
明
で
あ
る
と
考
え
る
以
上
、「
宗
」
の
場
所
を
周
原
に
あ

る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
道
理
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、

「
宗
」
の
場
所
は
殷
地
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
甲
骨
は
、
殷
人
が
周
に
投
降
す
る
時
に
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
周
人
が
殷
を
滅
ぼ
し
た
後
、
戰
利
品
と
し
て

周
原
に
持
ち
歸
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
り
、
何
ら
か
の
理
由
で
殷
地
か
ら
持

っ
て
き
た
、
な
ど
と
樣
々
な
理
由
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

根
底
に
あ
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
周
が
そ
の
敵
國
の
殷
の
先
王
を
祭
る
は

ず
が
な
い
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
大
前
提
は
果
た
し
て
動
か
し
難
い

も
の
で
あ
ろ
う
か
？

當
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
點
に
疑
問
を
抱
い
た
先
學
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

殷
は
周
の
宗
主
國
で
あ
る
か
ら
、
附
屬
國
と
し
て
の
周
は
周
原
に
「
文
武
帝
乙

宗
」
を
建
て
殷
王
を
祭
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
考
え
の
裏
づ
け
と
し
て
、
漢

代
に
南
匈
奴
が
三
龍
寺
を
建
て
て
天
神
を
祭
り
、
漢
帝
を
も
一
緖
に
祭
っ
た
ケ
ー

ス
が
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
私
自
身
の
考
え
も
比
較

的
こ
の
考
え
方
に
近
い
の
で
あ
る
が
、
後
世
に
そ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
こ
と
を
示

し
、
可
能
性
を
述
べ
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
憾
み
が
あ
る
。
後
に
改
め
て
述
べ
る
が
、

殷
が
異
族
を
支
配
す
る
場
合
、
軍
事
力
な
ど
に
よ
る
政
治
的
な
支
配
形
態
を
と
る

の
で
は
な
く
、
殷
王
朝
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
宗
敎
的
に
支
配
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

支
配
形
態
は
、
次
の
西
周
王
朝
が
氏
族
た
ち
を
周
の
官
職
に
任
命
す
る
と
い
う
形

で
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
支
配
形
態
と
は
根
本
的
に
發
想

を
異
に
す
る
。
こ
の
點
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
な
殷

の
支
配
形
態
か
ら
す
れ
ば
、
か
り
に
周
が
殷
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
、
殷
の
祖
考
・
祖
神
を
祭
る
宗
廟
を
周
原
に
造
る
こ
と
は
何
ら
不
思
議
な
こ

と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
實
際
、
前
述
の
〈

其
卣
二
〉
と
い
う
殷
末
の
金
文
に

は
、「
応
文
武
帝
乙
宜
。
在
豚
大

、
遘
乙
翌
日
。」
の
よ
う
に
、
召
の
聖
所
で

「
帝
乙
」
を
祭
っ
た
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
召
は
殷
と
宗
敎
的
な
親
縁
關
係
に
あ

5637

っ
て
殷
墟
甲
骨
第
一
期
の
卜
辭
に
は
「
西
史
召
」（
合
集

他
）
と
も
稱
ば
れ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
殷
代
末
期
に
至
っ
て
も
な
お
そ
の
よ
う
な
關
係
に
あ
っ
た
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こ
と
が
、
こ
の
銘
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
今
し
方
述
べ
た
、
殷

王
朝
の
支
配
形
態
に
つ
い
て
は
、
白
川
靜
氏
が
初
期
の
論
文
集
『
甲
骨
金
文
學
論

叢
』
に
收
録
さ
れ
た
「
釋
史
」
や
「
作
册
考
」
で
す
で
に
綿
密
に
論
證
さ
れ
て
い

た
こ
と
だ
が
、
本
稿
も
こ
の
捉
え
方
を
繼
承
す
る
。

「
絡
」
概
念
に
つ
い
て

さ
て
、
さ
き
ほ
ど
殷
王
が
「
周
方
伯
」
た
る
周
の
文
王
に
行
な
っ
た
儀
禮
關
係

の
甲
骨
が
、
な
ぜ
周
原
か
ら
出
て
く
る
の
か
と
い
う
問
題
を
解
く
際
の
重
要
な
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し
て
絡
と
い
う
語
に
言
及
し
た
。
こ
の
語
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
多

く
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
議
論
が
盡
く
さ
れ
た
か
に
見
え
る
が
、
先
へ
進
む
ス
テ

ッ
プ
と
す
る
た
め
に
、
問
題
點
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

一
つ
は
絡
は
征
伐
・
册
伐
あ
る
い
は
征
伐
と
關
係
の
あ
る
軍
事
行
動
だ
と
い
う

解
釋
で
あ
る
。
こ
の
解
釋
に
よ
れ
ば
、「
絡
周
方
伯
」
と
は
、
周
方
伯
つ
ま
り
周
の

文
王
を
征
伐
す
る
の
意
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
の
意
見
は
、「
絡
周
方
伯
」
と
は
殷
王
が
周
の
文
王
を
西
伯
に
册
命

す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釋
は
、「
册
」
を
「
册
命
」
の

「
册
」
と
見
な
し
た
こ
と
が
基
に
な
っ
て
い
る
。「
册
」
そ
の
も
の
は
、
西
周
時
代

の
金
文
に
「
册
令
（
命
）」
と
い
う
形
で
頻
出
す
る
語
で
も
あ
る
か
ら
、
字
形
の
類

似
を
根
據
に
す
る
限
り
で
は
成
立
し
そ
う
な
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
殷
墟
甲
骨
に

見
ら
れ
る
絡
の
用
例
と
は
か
な
り
樣
相
を
異
に
し
て
い
る
た
め
、
論
證
の
材
料
に

は
な
り
に
く
い
。
そ
れ
に
「
册
命
」
と
い
う
考
え
方
自
體
、
殷
文
化
の
名
殘
を
色

濃
く
留
め
た
西
周
時
代
前
期
に
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
、
す
ぐ
れ
て
周
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
西
周
中
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
以
前

（
４
）

に
詳
し
く
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。

「
絡
」
の
意
味
は
、
周
的
な
文
化
が
始
ま
る
以
前
の
殷
文
化
時
代
の
言
語
表
現

の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
「
絡
」
概
念
に
つ
い
て
も
本
稿
は
基
本
的
に

は
白
川
説
を
踏
襲
す
る
が
、
後
ほ
ど
項
を
改
め
て
述
べ
る
。

周
原
甲
骨
の
族
屬

こ
こ
ま
で
周
原
甲
骨
が
周
人
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
殷
人
の
も
の
で

あ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
の

議
論
は
、
周
人
と
殷
人
と
が
截
然
と
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
な
さ
れ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
實
際
に
は
、
殷
末
に
多
數
の
殷
系
豪
族
が
周
王
朝
に
歸
屬
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
殷
人
が
周
人
に
轉
じ
て
い
っ
た
過
渡
期
で
も
あ

る
。
從
っ
て
、
殷
人
・
周
人
と
い
う
區
分
け
を
す
る
こ
と
自
體
が
矛
盾
を
孕
む
こ

と
に
な
る
。
殷
末
周
初
の
よ
う
な
宗
敎
と
政
治
と
の
激
變
期
に
お
い
て
は
、
殷
系

の
氏
族
・
周
系
の
氏
族
と
い
う
區
分
け
の
方
が
有
效
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
殷
墟
出
土
甲
骨
と
は
明
ら
か
な
違
い
の
あ
る
、
周
原
甲
骨
の
考
古

學
的
な
特
徴
を
整
理
し
て
お
く
。
周
原
甲
骨
に
は
地
方
色
と
で
も
言
う
べ
き
特
徴

が
あ
る
。
例
え
ば
龜
甲
上
に
竝
ぶ
鑽
鑿
の
形
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
周
原
甲
骨
の

場
合
に
は
緊
密
に
方
鑿
が
竝
ん
で
い
る
が
、
殷
墟
の
龜
甲
の
場
合
は
圓
鑿
に
な
っ

て
い
て
見
た
目
に
も
直
ぐ
に
分
か
る
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
。
ま
た
肩
胛
骨
の
場
合

に
も
明
ら
か
な
工
作
の
違
い
が
あ
っ
て
、
周
原
甲
骨
の
肩
胛
骨
が
平
底
の
圓
鑿
に

な
っ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
殷
墟
甲
骨
の
場
合
に
は
弧
形
底
の
圓
鑿
に
な
っ
て
い

て
、
こ
れ
ま
た
一
目
で
違
い
が
分
か
る
ほ
ど
で
あ
る
。
な
お
殷
墟
甲
骨
と
は
別
に
、

地
方
色
の
比
較
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
四
川
省
成
都
で
出
土
し
た
甲
骨
の
場
合

（
５
）

周
原
出
土
甲
骨
の
歴
史
的
位
相
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に
は
さ
ら
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
て
、
正
方
形
に
近
い
方
鑿
で
は
な
く
、
長
方
形

の
方
鑿
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
甲
骨
に
は
殷

末
周
初
と
い
う
一
時
期
に
絞
っ
て
比
較
し
た
だ
け
で
も
明
ら
か
な
地
方
色
が
あ
る

の
で
あ
る
。
周
原
甲
骨
は
殷
墟
甲
骨
と
も
成
都
甲
骨
と
も
系
統
の
違
う
西
周
王
朝

獨
自
の
も
の
と
考
え
る
方
が
自
然
だ
と
考
え
る
。
以
上
紙
幅
の
都
合
上
簡
略
な
説

明
に
留
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
前
頁
の
圖
を
參
考
に
し
て
頂
き
た
い
。

以
上
、
曹
衙
氏
の
整
理
を
お
借
り
し
な
が
ら
、
本
稿
の
基
本
的
な
姿
勢
も
同
時

に
述
べ
る
展
開
に
な
っ
た
。
曹
衙
氏
自
身
は
、
問
題
點
の
整
理
を
し
た
後
で
、
考

古
學
者
の
立
場
か
ら
宮
廟
の
斷
代
を
一
層
嚴
密
に
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
提

案
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
周
原
甲
骨
の
出
土
し
た
灰
坑
か
ら
出
土
し
た
大
量

の
玉
石
雕
飾
・
角
質
器
・
蚌
殼
・
陶
片
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ま
で
周
原
か
ら
出
土
し

た
大
量
の
靑
銅
器
を
も
っ
と
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
具
體
的
な
研
究
が
周
原
甲
骨
の
斷
代
に
ど
れ
ほ
ど
有
效
に
働
く
の
か
今

の
と
こ
ろ
よ
く
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
本
稿
で
は
發
掘
當
時
發
表
さ
れ
た
情
報
に

基
づ
き
、
周
原
甲
骨
に
は
殷
末
先
周
期
に
ま
で
遡
る
も
の
を
含
む
と
い
う
前
提
で

進
め
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
殷
末
先
周
期
の
も
の
と
い
う
認
識
は
、
甲
骨
が
出
土

し
た
岐
山
縣
鳳
雛
村
甲
組
宮
廟
遺
址
の
年
代
を
木
柱
炭
屑
の
カ
ー
ボ
ン
一
四
放
射

測
定
に
よ
り
紀
元
前
一
〇
九
五∓

九
〇
年
と
鑑
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
が
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
殷
墟
甲
骨
第
五
期
の
修
辭
と
對
照
さ
せ
て
同
時

代
の
も
の
と
判
斷
で
き
る
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

（
６
）

（
７
）

第
二
節

殷
王
朝
の
支
配
形
態
に
つ
い
て
「

王
事
」
と
「
絡
」

「

王
事
」

周
原
甲
骨
を
解
釋
す
る
際
に
最
も
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
る
の
が
、「
絡
」

と
い
う
概
念
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
問
題
に
一
度
で
も
取
り
組
ん
だ
こ
と
の
あ
る

者
な
ら
誰
し
も
氣
付
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
の
所
在
が
分
か
ら
な
い
た
め

に
暗
礁
に
乘
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
絡
」
は
殷
王

朝
の
支
配
形
態
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
語
な
の
で
、
少
し
先
走
る
形
に
な
る
が
述

べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

殷
王
朝
の
支
配
形
態
に
關
す
る
考
え
方
は
白
川
靜
氏
が
『
甲
骨
金
文
學
論
叢
』

の
「
釋
史
」
と
「
作
册
考
」
で
詳
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
氏
の
文
字
學
の
根
底

に
あ
る
「
横
」
を
祝
告
器
と
規
定
さ
れ
た
畫
期
的
な
論
考
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の

と
お
り
だ
が
、
論
文
が
難
解
で
あ
る
こ
と
と
、
祝
告
器
が
祝
詞
と
規
定
さ
れ
た
こ

と
と
に
よ
っ
て
、
分
か
り
に
く
さ
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
來
た
。
こ
れ
は
ノ
リ
ト

概
念
に
對
す
る
一
般
の
理
解
が
十
分
で
な
い
こ
と
に
も
起
因
す
る
と
愚
考
す
る
が
、

し
か
し
こ
こ
で
ノ
リ
ト
論
を
展
開
す
る
に
は
長
大
な
論
文
を
必
要
と
す
る
た
め
、

別
の
機
會
に
讓
り
、
今
は
白
川
氏
の
展
開
さ
れ
た
殷
王
朝
の
支
配
形
態
に
つ
い
て

の
考
え
を
、
私
見
を
交
え
る
形
で
簡
單
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

殷
墟
甲
骨
第
一
期
の
卜
辭
に
「

王
事
」
な
る
表
現
が
か
な
り
の
度
合
い
で
頻

出
す
る
。
こ
こ
で
「
事
」
と
し
た
文
字

は
用
例
に
よ
っ
て
は
「
史
」
と
も
「
使
」

と
も
釋
さ
れ
る
文
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
王
の
ノ
リ
ト
を
容
れ
た
器
を
捧
持
し
て

い
る
字
形
だ
と
す
る
の
が
白
川
説
で
あ
る
。
こ
の
器
は
祝
告
器
あ
る
い
は
載
書
と

も
稱
ば
れ
る
。
こ
の
載
書
を
捧
持
し
て
遠
方
の
國
に
向
か
う
時
に
は
、
載
書
の
上

周
原
出
土
甲
骨
の
歴
史
的
位
相
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部
に
吹
き
流
し
が
付
く
字
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
付
か
な
い
字
形
と
で

は
用
法
を
若
干
異
に
す
る
。
こ
の
吹
き
流
し
を
付
け
た
方
を
遠
方
へ
の
「
使
」
と

見
な
せ
ば
「

王
使
」
と
釋
す
る
の
が
適
切
に
見
え
も
す
る
が
、「
事
」
字
は
ま
た

祭
祀
の
意
味
も
含
ん
で
い
て
、
單
な
る
使
者
の
意
味
で
は
な
い
の
で
、
敢
え
て

「
王
事
」
と
釋
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
王
事
」
と
は
王
室
の
祭
祀

の
こ
と
で
あ
る
。「

」
は
「
載
」
と
釋
さ
れ
「
行
な
う
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
從
っ
て
「

王
事
」
と
は
、「
王
室
の
祭
祀
を
行
な
う
」
の
意
味
で
あ
る
。

卜
辭
で
あ
る
か
ら
、「
王
室
の
祭
祀
を
こ
れ
か
ら
出
向
く
相
手
國
が
行
な
う
か
ど

う
か
」
を
神
に
問
う
卜
辭
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
殷
王
朝
は
直
接
從
屬
し
て
い

な
い
國
々
に
向
け
て
、
こ
の
よ
う
な
文
書
を
か
な
り
の
度
合
い
で
頻
繁
に
發
し
て

い
た
。
相
手
國
が
受
け
入
れ
れ
ば
、
殷
の
祭
祀
を
そ
の
國
で
も
行
な
う
わ
け
で
、

殷
王
朝
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
殷
王
朝
に
宗
敎
的
に
從
屬
す
る

と
い
う
形
に
な
る
。「

王
事
」
關
係
の
卜
辭
に
は
、
時
に
は
相
手
國
が
受
け
入

れ
な
い
場
合
を
想
定
し
た
「
貞
、
畢
弗
其

王
事
〔
貞
ふ
、
畢
は
そ
れ
王
事
を
行

5480

な
は
ざ
ら
ん
か
〕」（
合
集

）
の
よ
う
な
卜
辭
も
多
數
見
え
る
。
殷
の
支
配
形

態
と
は
こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
に
直
接
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、
王
朝
祭
祀
を
受

け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
敎
的
に
支
配
す
る
形
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
ノ
リ
ト
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
お
く
な
ら
ば
、「
ノ
リ
ト
」
と
は

宗
敎
的
な
意
味
を
も
っ
た
王
命
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
宗
敎
的
な
支
配
形
態
は
、
古
代
の
王
朝
が
政
治
的
な
支
配
に
進
む

前
段
階
で
普
遍
的
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
身
近
な
例
で
言
え
ば
、
我
が
國
の
古

代
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
邪
馬
臺
國
の
卑
彌
呼
の
時
代
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
支
配
形
態
を
和
辻
哲
郞
は
か
つ
て
「
宗
敎
的
な
封
建
制
」
と

稱
ん
だ
が
、
政
治
的
な
支
配
形
態
の
前
段
階
と
し
て
の
宗
敎
的
な
支
配
形
態
を
明

確
に
認
識
し
た
巧
み
な
表
現
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
殷
の
支
配
形
態

の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
「

王
事
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
は
、
第
二
期
以

降
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
で
は
そ
の
よ
う
な
支
配
形
態
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ

た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
殷
の
滅
亡
に
至
る
ま
で
こ
の
支

配
形
態
は
繼
續
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、「


王
事
」
と
相
似
た
意
味
内
容
を
も
つ
「
絡
」
關
連
の
卜
辭
で
あ
る
。「

王
事
」
と

は
共
存
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
、
別
系
統
の
卜
辭
と
思
わ
れ
る
。

絡
「
絡
」
は
多
義
的
な
語
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
原
義
を
押
さ
え
た
上
で
、
派
生

義
へ
と
進
む
こ
と
に
し
た
い
。

「
絡
」
は
犧
牲
を
用
い
る
祭
儀
の畔
・
姨
・
膨
・
卯
・
伐
・
彬
な
ど
と
あ
わ
せ

て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
絡
」
に
用
い
ら
れ
る
牲
獸
の
數

が
他
の
祭
儀
よ
り
も
遙
か
に
多
い
と
い
う
現
象
に
着
目
し
て
、「
絡
」
は
牲
獸
を

補
充
し
、
他
日
の
牲
殺
に
備
え
る
た
め
の
特
殊
な
儀
禮
で
は
な
い
か
、
と
白
川
氏

は
推
定
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
推
定
は
、
そ
の
字
形
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
册
」

字
形
の
圖
象
文
字
の
中
に
鳥
が
附
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
と
、
後
世
の
文
獻
資

料
も
參
照
し
て
、「
養
獸
之
官
」
の
存
在
が
想
定
で
き
る
こ
と
と
を
そ
の
裏
づ
け

と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
册
の
字
形
は
牲
獸
を
收
容
す
る
檻
の
形
で
あ
り
、「
絡
」
は

そ
の
犧
牲
補
充
の
こ
と
を
神
に
奏
上
す
る
儀
禮
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
が

「
絡
」
の
原
義
で
あ
る
。
白
川
氏
の
語
彙
で
は
こ
れ
を
神
へ
の
「
祝
告
」
と
表
現

さ
れ
る
。「
册
」
の
下
部
に
「
横
」
が
附
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
當
然
の
歸

（
８
）
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結
で
あ
る
。

「
絡
」
は
こ
の
よ
う
に
犧
牲
の
こ
と
を
神
に
奏
上
す
る
儀
禮
を
示
す
動
詞
的
な

文
字
で
あ
る
が
、
奏
上
の
内
容
を
記
し
た
言
葉
を
容
れ
る
器
を
「
横
」
で
も
っ
て

表
わ
し
た
。
こ
の
よ
う
な
字
形
の
構
造
か
ら
、「
册
」
字
形
そ
の
も
の
が
「
横
」
の

中
に
入
れ
る
簿
書
（
文
書
）
の
意
味
に
轉
化
し
て
い
く
の
は
極
め
て
自
然
な
成
り

行
き
で
あ
る
。
實
際
、「
册
」
が
後
に
「
册
書
（
策
書
）」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
西
周
時
代
の
「
册
命
形
式
金
文
」
や
更
に
後
の
「
春
秋
左
氏

傳
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
以
上
に
紹
介
し
た
白
川
氏
の
分
析
は
、

「
册
」
字
形
と
「
横
」
字
形
の
起
源
と
を
二
つ
な
が
ら
解
き
明
か
す
重
要
な
分
析

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
周
原
甲
骨
に
も
出
て
く
る

「
絡
」
の
派
生
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
白
川
氏
に
よ
れ
ば
「
戰
爭
に
際
し
て
、
敵
方

に
對
す
る
何
ら
か
の
呪
術
的
儀
禮
を
行
な
う
」
も
の
で
、
そ
の
こ
と
に
從
っ
た
も

の
は
概
ね
沚
同
と
い
う
部
族
で
あ
っ
た
。
沚
同
は
「
爯
册
」
と
い
う
行
爲
を
通
じ

て
そ
の
こ
と
を
行
な
っ
た
の
だ
が
、「
爯
册
」
と
は
册
を
擧
揚
す
る
意
味
で
あ
る
。

以
上
は
白
川
氏
の
説
明
を
略
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、

絡
に
は
ノ
リ
ト
が
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
擧
揚
す
る
と
い
う
行
爲
は
、「

王
事
」

に
相
似
た
行
爲
で
あ
る
。
白
川
氏
は
そ
の
こ
と
に
は
言
及
さ
れ
な
い
が
、
論
理
的

に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
。
相
違
點
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
敵
方
に
對
し
て

「
伐
」
を
加
え
る
と
い
う
表
現
が
伴
う
場
合
が
多
い
と
い
う
點
で
あ
る
。
し
か
し

「

王
事
」
の
場
合
に
も
、
殷
王
朝
の
祭
祀
を
相
手
國
が
受
諾
す
る
か
い
な
か
が

大
き
な
問
題
で
あ
っ
て
、
受
諾
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
相
手
國
に
對
し
て
何
の

壓
力
も
か
け
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
別
系
統
の
卜
辭
で
あ
る

こ
と
も
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
微
妙
な
表
現
の
差
異
は
あ
り
う
る
こ
と
だ
と
考
え

る
。「

王
事
」
の
方
が
そ
う
し
た
含
み
を
表
さ
な
か
っ
た
の
に
對
し
て
、
絡
の

方
は
そ
れ
を
明
示
し
た
も
の
だ
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
「

王
事
」
概
念
と
「
絡
」
概
念
と
の
相
似
性
を
踏
ま
え
た
上

で
、
殷
代
最
末
期
の
甲
骨
で
あ
る
殷
墟
甲
骨
第
五
期
の
「
絡
」
の
對
象
を
見
る
と
、

36498
35623,36512

「
夷
方
」（
合
集

）
と
「
盂
方
」（
合
集

）
と
に
限
ら
れ
て

い
る
。、
西
周
時
代
の
金
文
に
も
出
て
く
る
盂
は
か
つ
て
殷
の
傘
下
に
入
っ
て
い

た
豪
族
で
あ
る
が
、
殷
代
最
末
期
に
い
た
っ
て
、
殷
王
朝
か
ら
離
反
し
、
西
周
王

朝
に
接
近
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

殷
末
先
周
期
の
殷
周
文
化

一
殷
末
の
周
原
遺
址

周
原
甲
組
宮
廟

周
原
の
岐
山
縣
鳳
雛
村
出
土
の
い
わ
ゆ
る
甲
組
宮
廟
遺
址
か
ら
出
土
し
た
木
柱

炭
屑
の
カ
ー
ボ
ン
一
四
放
射
鑑
定
で
は
紀
元
前
一
〇
九
五∓

九
〇
年
と
い
う
數
字

が
出
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
數
字
が
克
殷
以
前
を
示
す
も
の
と
考
え
て
議
論
を

進
め
る
。
克
殷
の
年
代
を
割
り
出
す
場
合
、
西
周
時
代
の
暦
譜
の
問
題
と
も
深
く

關
連
し
て
く
る
た
め
、
常
に
假
設
的
な
域
を
出
な
い
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
が
、
近
年

の
學
者
の
説
の
大
部
分
が
こ
の
紀
元
前
一
〇
九
五
年
以
降
に
算
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
考
え
て
も
、
克
殷
以
前
の
建
築
と
考
え
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
宮
廟

か
ら
出
土
し
た
甲
骨
の
時
期
も
同
時
期
の
も
の
と
考
え
て
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

殷
墟
出
土
の
甲
骨
と
關
連
づ
け
る
な
ら
、
殷
墟
甲
骨
第
五
期
と
重
な
る
。
修
辭
の

（
９
）

周
原
出
土
甲
骨
の
歴
史
的
位
相
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上
で
も
後
ほ
ど
述
べ
る
よ
う
に
殷
墟
第
五
期
と
共
通
點
が
多
い
。

扶
風
縣
召
陳
村
の
宮
廟
群
と
「
貞
宮
」
甲
骨

扶
風
縣
召
陳
村
か
ら
は
宮
廟
群
が
出
土
し
た
。
い
ず
れ
も
西
周
時
代
の
も
の
だ

が
、
下
層
の
建
築
群
は
周
初
の
も
の
、
上
層
の
建
築
群
は
西
周
中
期
の
も
の
と
報

告
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
事
柄
は
西
周
中
期
と
見
な
さ
れ
た
建
築
群

の
う
ち
Ｆ
８
と
名
づ
け
ら
れ
た
建
築
物
が
天
圓
地
方
に
形
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
天
圓
地
方
と
は
屋
根
の
形
が
圓
形
、
そ
れ
よ
り
下
の
部
分
が
方
形
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
漢
代
の
宮
殿
が
天
圓
地
方
と
い
う
理
念
を
實
現
す

る
建
物
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
先
蹤
が
西
周
時
代

に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
召
陳
村
か
ら
比
較
的
近
距
離
に
あ
る
齊
鎭
村
か
ら
出
た
甲
骨
に
「
保
貞

FQ2

宮
、
吉
（
保
、
宮
を
貞
ふ
。
吉
な
り
。）」（

）
と
い
う
刻
辭
が
見
え
る
が
、
皇

天
尹
大
保
と
い
う
稱
號
を
も
つ
召
公
と
の
關
係
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

二
殷
末
先
周
期
の
殷
周
文
化
の
考
古
學
的
認
識

殷
末
先
周
期
に
於
け
る
殷
周
關
係
を
考
え
る
場
合
、
甲
骨
文
や
文
獻
資
料
の
み

に
賴
っ
て
い
る
と
あ
る
種
の
偏
向
に
陷
り
や
す
い
。
讀
み
手
の
中
に
あ
る
先
入
觀

で
も
っ
て
資
料
を
讀
み
取
っ
て
し
ま
い
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
讀
み

方
は
、
い
わ
ば
豫
め
用
意
さ
れ
た
、
お
誂
え
向
き
の
解
釋
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
殷
末
先
周
期
の
考
古
學
に
關
す
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
の
見
直

し
を
迫
ら
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

今
回
參
考
に
す
る
の
は
、
盧
連
成
・
胡
智
生
兩
氏
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た

（

）
１０

（

）
１１

『
寶
鷄
礫
國
墓
地
』
附
録
一
の
「
陝
西
地
區
西
周
墓
葬
和
窖
藏
出
土
的
靑
銅
禮

器
」
で
あ
る
〔
以
下
盧
・
胡
論
文
と
略
稱
す
る
〕。

盧
・
胡
論
文
は
、
殷
末
先
周
期
を
含
む
西
周
時
代
の
一
三
六
座
の
墓
葬
か
ら
出

土
す
る
靑
銅
器
を
資
料
と
し
て
、
基
本
的
な
特
徴
を
統
計
的
に
ま
と
め
、
靑
銅
器

の
器
種
・
器
形
・
文
樣
・
出
土
器
の
組
み
合
わ
せ
、
と
い
う
觀
點
か
ら
時
期
ご
と

の
特
徴
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
三
六
座
の
墓
葬
は
陝
西
省
以
外
に
、
甘

肅
・
河
南
・
山
西
・
河
北
及
び
北
京
地
區
を
も
含
む
が
、
こ
う
し
た
廣
範
圍
の
墓

葬
と
比
較
し
な
が
ら
陝
西
省
の
墓
葬
に
お
け
る
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

盧
・
胡
論
文
は
、
左
に
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
西
周
時
代
の
分
期
と
は
違

う
立
て
方
を
す
る
。
殷
末
先
周
期
を
第
一
期
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
期
＝
王
季
・
文
王
・
殷
代
帝
乙
～
帝
辛
〔
先
周
〕

二
期
＝
武
王
・
成
王
・
康
王
・
昭
王

早
段
＝
武
成
期

中
段
＝
成
康
期

晩
段
＝
昭
王
期

三
期
＝
穆
王
・
共
王

四
期
＝
懿
王
・
孝
王
・
夷
王

五
期
＝
厲
王
・
共
和
・
宣
王
・
幽
王

本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
盧
・
胡
論
文
の
論
旨
を
讀
み
取
る
と
、
小
墓
に
お
け
る
殷

周
の
葬
式
の
相
違
と
中
大
墓
に
お
け
る
共
通
性
と
い
う
現
象
が
注
目
さ
れ
る
。

先
ず
、
中
・
大
墓
に
見
ら
れ
る
彝
器
の
組
み
合
わ
せ
が
食
器
と
酒
器
と
の
組
み

（

）
１２
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合
わ
せ
に
な
っ
て
い
て
、
周
人
と
殷
人
と
の
間
に
共
通
點
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
周
の
上
層
部
と
殷
の
上
層
部
と
の
祭
祀
形
態
が
共
通
し
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
上
層
部
す
な
わ
ち
王
朝
レ
ベ
ル

の
祭
祀
に
關
わ
る
族
長
層
の
祭
祀
形
態
が
、
殷
と
周
の
文
化
圈
に
お
い
て
共
通
し

た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
具
體
的
に
言
え
ば
、
周
が
殷

の
祭
祀
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
祭
祀
形
態
の
共
通
性
は
、

殷
に
な
お
宗
主
權
が
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
殷
を
中
心
と
す
る
宗
敎
的
秩
序

の
中
で
殷
と
周
と
が
君
臣
關
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
甲
骨

文
か
ら
讀
み
と
れ
る
殷
王
朝
の
宗
敎
的
な
支
配
形
態
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
小
墓
の
場
合
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
？

殷
末
先
周
に
あ
た
る
第
一
期

で
先
ず
第
一
に
擧
げ
る
べ
き
事
柄
は
、
小
墓
の
彝
器
の
組
み
合
わ
せ
が
周
人
と
殷

人
と
の
間
で
特
徴
的
な
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
周
人
の
小
墓

で
は
〈
鼎
・
鮎
〉
と
い
う
食
器
の
み
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
の
に
對
し
て
、

殷
人
の
場
合
に
は
〈
爵
・
觚
〉
と
い
う
酒
器
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
〈
爵
・
觚
〉
と
い
う
組
み
合
わ
せ
そ
の
も
の
は
、
鄭
州
二
里

岡
以
來
見
ら
れ
る
殷
の
傳
統
的
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彝
器
の
組

み
合
わ
せ
の
相
違
は
、
殷
の
文
化
圈
と
周
の
文
化
圈
と
の
基
層
に
お
け
る
祭
祀
形

態
の
相
違
を
物
語
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
中
大
墓
に
お
け
る
上
層
部
の
共
通
性
と
小
墓
に
お
け
る
相
違
と
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
氏
族
内
で
の
祭
祀
に
お
い
て
は
そ
れ

ぞ
れ
傳
統
的
な
祭
祀
形
態
を
と
り
、
王
朝
レ
ベ
ル
の
祭
祀
に
お
い
て
は
周
王
朝
で

は
殷
の
祭
祀
形
態
を
享
受
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
殷
末
先
周
期
に
お
け
る
周
王
朝
が
殷
王
朝
の

祭
祀
を
受
け
入
れ
る
形
で
殷
王
朝
に
形
式
上
從
屬
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

卜
辭
レ
ベ
ル
で
は
「

王
事
」
が
實
際
に
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
表
現
自
體
は
第
一
期
に
限
ら
れ
て
い
て
、
第
五
期
卜
辭
に
見
ら
れ
る
の
は
、

「
絡
」
で
あ
る
。
そ
し
て
絡
の
對
象
と
し
て
は
、
殷
墟
甲
骨
の
場
合
に
は
「
盂
方
」

「
夷
方
」
で
あ
り
、
周
原
甲
骨
の
場
合
に
は
「
周
方
伯
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
殷
末
の
文
字
資
料
に
見
ら
れ
る
新
し
い
現
象

１
殷
末
金
文

殷
末
先
周
期
の
文
字
資
料
に
も
幾
分
變
化
が
現
わ
れ
る
。
先
ず
金
文
か
ら
見
て

み
よ
う
。
殷
代
の
金
文
と
言
え
ば
、
文
字
資
料
と
い
う
よ
り
も
、
氏
族
の
徴
表
と

考
え
ら
れ
る
圖
象
文
字
が
壓
倒
的
に
多
い
の
だ
が
、
殷
代
末
期
に
入
る
と
銘
文
資

料
と
し
て
の
金
文
が
出
現
す
る
。
銘
文
の
修
辭
が
殷
墟
第
五
期
の
甲
骨
文
や
周
原

甲
骨
と
も
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
ほ
ぼ
同
時
代
と
見
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。
西
周
時
代
に
入
れ
ば
金
文
は
銘
文
資
料
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

殷
末
に
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
長
さ
を
も
つ
銘
文
が
一
足
は
や
く
出
現
す
る
わ
け
で

あ
る
。
例
え
ば
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
る
〈

其
卣
二
〉
を
見
て
み
よ
う
。

乙
巳
、
王
曰
応
文
武
帝
乙
宜
。
在
豚
大

、
遘
乙
翌
日
。
丙
午

、
丁
未

。
己
酉
、
王
在
梌
。

其
易
貝
。
在
四
月
、
隹
王
四
祀
、
翌
日
。

（
乙
巳
、
王
曰
く
、「
応
し
て
文
武
帝
乙
に
宜
せ
よ
」
と
。
豚
の
大

に
在
り
、

乙
の
翌
す
る
日
に
遘
ふ
。
丙
午

し
、
丁
未

（
祭
）
す
。
己
酉
、
王
梌
に

あ

在
り
。

其
、
貝
を
賜
ふ
。
四
月
に
在
り
。
隹
れ
王
の
四
祀
、
翌
す
る
日
な

（

）
１３

周
原
出
土
甲
骨
の
歴
史
的
位
相

四
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り
。）

年
代
を
最
後
に
「
在
四
月
、
隹
王
四
祀
、
翌
日
。」
と
記
し
て
い
る
。
殷
式
の
紀

年
形
式
で
あ
る
。
最
後
の
王
で
あ
る
帝
辛
・
紂
の
四
年
四
月
翌
す
る
日
と
あ
る
。

「
翌
」
と
は
祭
り
の
名
で
あ
る
。
西
周
時
代
の
銘
文
で
は
「
王
○
年
○
月
初
吉
」

と
い
う
よ
う
に
冒
頭
に
記
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
の
と
對
照
的
で
あ
る
。

「
文
武
帝
乙
」
と
い
う
表
現
は
周
原
甲
骨
に
も
見
え
て
い
る
が
、「
文
武
」
と
い

う
語
は
殷
墟
甲
骨
で
も
第
五
期
に
至
っ
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
。
祖
考
を
祀
る
時

に
祖
考
の
名
を
美
化
し
て
用
い
る
語
で
あ
る
。
な
お
王
の
名
に
「
帝
」
を
付
け
て

稱
ぶ
言
い
方
は
第
三
期
に
も
「
帝
丁
」「
帝
甲
」
の
例
が
見
ら
れ
た
の
だ
が
、
殷
代

最
末
期
の
第
五
期
に
再
び
現
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
に
も
そ
の
背
後
に
何
ら

か
の
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
未
解
明
な
問

題
で
あ
る
。

２
殷
墟
甲
骨
第
五
期
の
卜
辭
に
見
ら
れ
る
新
し
い
現
象

「
令
」
字
の
激
減

な
お
、
殷
墟
甲
骨
第
五
期
の
文
辭
上
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
も
う
一
點
擧
げ
る

べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
命
令
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
令
」
が
こ
の
時
期
に

入
っ
て
激
減
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
説
明
を
簡
略
化
す
る
た
め
に
表
を
掲
げ
て

お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
殷
王
の
發
す
る
命
令
が
こ
の
時
期
に
入
っ
て
急

激
に
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
殷
王
朝
の
政
治
的
權
力
が
急
激
に
後
退
し
た
こ

と
を
物
語
る
一
つ
の
現
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一
期
（
二
三
九
七
〇
片
）
…
…
一
〇
八
九
例
（
四
・
五
四
％
）→
八
・
九
四
％

（

）
１４

第
二
期
（

四
七
三
四
片
）
…
…

三
四
例
（
〇
・
七
二
％
）

第
三
期
（

五
二
四
一
片
）
…
…

三
五
例
（
〇
・
六
七
％
）

第
四
期
（

三
六
一
五
片
）
…
…
一
五
九
例
（
四
・
四
〇
％
）→
第
一
期

第
五
期
（

四
三
九
六
片
）
…
…

一
三
例
（
〇
・
三
〇
％
）

殷
墟
甲
骨
第
五
期
に
「
天
邑
商
」
と
い
う
名
稱
が
出
現
す
る

殷
の
都
の
こ
と
を
「
天
邑
商
」
と
稱
ん
だ
よ
う
だ
が
、
こ
れ
も
第
五
期
に
な
っ

36540
36548

て
現
わ
れ
る
名
稱
で
あ
る
（
合
集

・

他
）。
そ
も
そ
も
「
天
」
の
思

想
は
西
周
王
朝
の
成
立
以
後
に
出
て
き
た
と
い
う
の
が
常
識
的
な
見
方
で
あ
る
が
、

殷
末
の
第
五
期
甲
骨
に
す
で
に
、「
天
」
の
「
邑
」
と
し
て
の
「
商
」
と
い
う
名
稱

が
見
え
て
い
る
。
常
識
的
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
克

殷
以
前
の
こ
の
時
期
に
「
天
」
の
思
想
が
殷
の
方
に
も
す
で
に
浸
透
し
て
い
た
可

能
性
を
示
唆
す
る
。
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
周
原
甲
骨
に
は
「
□
告
于
天
甶

H
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亡
咎
」［

］
と
い
う
文
が
見
え
て
い
て
、
殷
の
超
越
神
「
帝
」
の
よ
う
な

存
在
と
し
て
、
周
側
で
は
す
で
に
「
天
」
が
信
仰
の
對
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
前
述
し
た
「
帝
乙
」
な
る
王
名
の
問
題
と
と
も
に
大
き
な
謎
で

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
殷
の
傳
統
と
は
斷
絶
し
た
名
稱
の
中
に
、
殷
末
に
お
け
る

政
治
的
混
迷
が
想
定
で
き
る
。

以
下
、
殷
墟
甲
骨
第
五
期
に
入
っ
て
か
ら
甲
骨
文
の
修
辭
上
に
見
ら
れ
る
新
し

い
現
象
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
考
察
は
も
と
も
と
後
節
で
改
め
て
考
察

す
る
周
原
甲
骨
の
修
辭
を
理
解
す
る
た
め
の
豫
備
的
な
分
析
で
あ
っ
て
、
第
五
期

に
見
ら
れ
る
修
辭
上
の
新
し
い
現
象
の
全
て
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
豫
め

お
斷
り
し
て
お
き
た
い
。

四
五

立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
一
號



「
彝
」
が
祖
廟
の
祭
祀
に
多
用
さ
れ
る

第
五
期
に
な
っ
て
始
め
て
現
わ
れ
る
用
例
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
第
五
期

38223

で
は
、「
彝
才
中
丁
宗
、
才
三
月
」（
合
集

）
の
よ
う
に
「
彝
」
が
祖
廟
に

お
け
る
祭
祀
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
才
」
の
有
無

に
違
い
が
あ
る
が
、
周
原
甲
骨
で
も
「
癸
巳
彝
文
武
帝
乙
宗
」
と
い
う
表
現
が
見

え
る
點
で
共
通
し
て
い
る
。
周
原
甲
骨
が
殷
墟
第
五
期
と
同
時
代
の
も
の
で
あ
る

と
見
な
せ
る
材
料
の
一
つ
で
あ
る
。

「
文
武
○
○
」

こ
の
件
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
の
で
重
複
す
る
が
、
周
原
甲
骨
と
の
關

連
性
が
高
い
語
句
で
あ
る
。「
文
武
丁
」「
文
武
宗
」「
文
武
升
」「
文
武
帝
」
の
よ

う
に
「
文
武
○
○
」
と
い
う
形
の
表
現
が
第
五
期
に
入
っ
て
か
ら
現
わ
れ
る
。
そ

れ
以
前
に
は
全
く
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
祖
神
に
對
す
る
意

識
の
變
容
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
こ

れ
ら
の
「
文
武
○
○
」
な
る
宗
廟
に
お
い
て
祭
祀
を
行
な
い
、「
丙
戌
卜
貞
、
翌
日

丁
亥
、
王
其
悃
彖
于
文
武
帝
正
、
王
受
悃
悃

36168

。（
合
集

）」
の
よ
う
に
「
征

討
」
へ
の
祐
助
を
願
う
主
旨
の
も
の
が
多
い
。

「

王
事
」
か
ら
「

王
令
」
へ

こ
れ
は
僅
か
に
一
例
を
見
る
だ
け
な
の
で
參
考
程
度
に
と
ど
ま
る
が
、
第
一
期

に
は
全
く
見
え
な
か
っ
た
表
現
で
あ
る
だ
け
に
、
注
目
し
て
お
き
た
い
。
も
と
も

と
宗
敎
的
な
意
味
を
も
つ
王
命
で
あ
っ
た
「
王
事
」
が
、
第
五
期
に
な
っ
て
政
治

的
な
レ
ベ
ル
で
捉
え
た
「
克


36909

王
令
。」（
合
集

）
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
宗
敎
的
な
支
配
形
態
か
ら
政
治
的
な
支
配
形
態
へ
と
時
代

的
に
變
容
し
て
い
く
際
の
、
意
識
の
變
化
が
現
わ
れ
た
と
も
見
え
る
の
だ
が
、
一

例
だ
け
で
議
論
を
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
含
み
を
も
つ
現

象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
た
だ
、
周
原
甲
骨
に
も
「
克
事
」

H
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［

］
の
語
句
も
あ
り
、
こ
の
引
用
文
の
「
克

王
令
」
の
表
現
と
通
ず
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
○
方
白
（
伯
）」
と
い
う
呼
稱

こ
の
呼
稱
は
實
は
第
五
期
に
な
っ
て
初
め
て
現
わ
れ
る
表
現
で
は
な
い
の
だ
が
、

第
五
期
の
甲
骨
文
に
殷
王
の
征
討
の
對
象
と
し
て
「
○
方
伯
」
が
現
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
具
體
的
に
言
え
ば
「
王
來
正
盂
方
白
炎
（
王
來
り
て
盂
方
伯
炎
を
正
せ
ん

36509

か
）」（
合
集

）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
殷
王
朝
に
と
っ
て
は
こ
の
盂
氏
が

討
伐
の
對
象
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
盂
氏
は
そ
の
後
、
周
原
甲
骨
で
「
周
方
伯
」

と
稱
ば
れ
た
西
周
王
朝
の
側
に
有
力
な
豪
族
と
し
て
付
き
從
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
甲
骨
文
合
集
』
を
第
一
期
か
ら
第
五
期
ま
で
を
通
觀
し
て
感
じ

る
の
は
、
第
五
期
に
至
っ
て
文
字
が
極
端
に
小
さ
く
な
る
傾
向
が
あ
る
點
で
あ
る
。

周
原
甲
骨
の
よ
う
に
擴
大
鏡
で
な
い
と
見
え
な
い
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
判

讀
し
に
く
い
文
字
も
少
な
く
な
い
。
小
字
ば
か
り
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
以
前

の
時
期
と
比
較
し
て
そ
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
も
殷
代
末
期
の
傾
向
と

考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

殷
末
先
周
と
稱
ば
れ
る
こ
の
時
期
は
、
殷
王
朝
に
と
っ
て
は
文
字
通
り
末
期
で

周
原
出
土
甲
骨
の
歴
史
的
位
相
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あ
り
、
西
周
王
朝
に
と
っ
て
は
ま
だ
前
段
階
の
黎
明
期
に
當
た
る
が
、
雙
方
に
お

い
て
そ
れ
以
前
の
時
期
と
は
質
的
に
違
う
大
き
な
變
化
が
見
ら
れ
は
じ
め
た
時
期

で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
あ
る
意
味
で
は
、
殷
王
朝
の
周
化
、
西
周
王
朝
の
殷
化
と

も
言
い
表
わ
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
殷
周
雙
方
に
と
っ
て
も
は
や
抗
し
が

た
い
時
代
の
見
え
ざ
る
力
に
よ
っ
て
大
き
く
變
容
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と
考
え
て

い
い
だ
ろ
う
。

第
四
節

周
原
甲
骨
三
片
の
讀
解

周
原
甲
骨
は
殷
墟
甲
骨
と
は
明
確
な
違
い
が
あ
り
、
殷
墟
か
ら
運
び
込
ま
れ
た

と
い
う
解
釋
は
成
立
し
に
く
い
。
か
り
に
殷
墟
甲
骨
第
一
期
の
王
族
卜
辭
・
多
子

族
卜
辭
の
よ
う
な
特
殊
卜
辭
の
存
在
を
想
定
す
る
と
し
て
も
、
擴
大
鏡
を
用
い
な

い
と
讀
め
な
い
ほ
ど
の
文
字
が
刻
さ
れ
た
甲
骨
が
殷
墟
か
ら
出
土
し
て
い
な
い
以

上
、
そ
の
可
能
性
も
な
い
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
西
周
王
朝
獨
自
の
甲

骨
と
い
う
考
え
方
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ

た
か
も
殷
墟
で
行
な
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
卜
辭
が
な
ぜ
西
周
王
朝
の

中
心
部
で
あ
る
周
原
か
ら
出
土
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
に
は
絡
字
の
解
釋
が
鍵
を
握
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
第
二
節
で
述

べ
た
事
柄
を
思
い
出
し
て
頂
き
た
い
。「
絡
」
は
「

王
事
」
と
と
も
に
殷
の
宗
敎

的
な
支
配
形
態
を
象
徴
的
に
示
す
語
句
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
絡
は
宗
敎
的
な

内
容
を
も
つ
王
命
を
掲
げ
て
、
服
從
し
な
い
國
、
あ
る
い
は
敵
對
す
る
國
に
向
け

て
使
者
を
發
し
、
相
手
國
に
そ
の
よ
う
な
王
命
を
傳
え
、
從
わ
せ
る
こ
と
を
示
す

語
句
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
征
伐
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と

い
う
含
み
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
周
原
甲
骨
で
解
讀
し
き
れ
な
か
っ
た
の
は
そ
の

方
面
の
卜
辭
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
卜
辭
は
殷
墟
か
ら
使
者
の
手
で
運
び

込
ま
れ
た
と
い
う
解
釋
も
成
り
立
ち
そ
う
で
あ
る
が
、
甲
骨
の
樣
式
が
殷
墟
の
も

の
で
な
い
こ
と
と
、
内
容
的
に
西
周
王
朝
側
の
語
や
卜
辭
も
入
っ
て
い
る
こ
と
と

を
理
由
に
、
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
は
可
能
性
と
し
て
ど
の
よ
う
な
考

え
方
が
成
り
立
ち
う
る
の
か
？

私
の
考
え
で
は
、
殷
の
使
者
が
（
恐
ら
く
口
頭

で
）
傳
え
た
内
容
を
周
側
が
刻
し
て
、
そ
の
殷
王
朝
の
祭
祀
の
受
諾
の
可
否
を
占

っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
使
者
と
し
て
想
定
で
き
る
の
が
、

殷
王
朝
か
ら
か
つ
て
西
史
召
と
稱
ば
れ
、
殷
末
に
至
る
も
な
お
殷
王
朝
と
密
接
な

關
係
を
結
ん
で
い
た
召
氏
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
使
者

と
い
う
語
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
む
し
ろ
媒
介
と
す
べ
き
か
も
知

れ
な
い
が
、「

王
事
」
や
「
西
史
召
」
の
も
つ
概
念
か
ら
そ
の
よ
う
に
表
現
し
た

H
11:

ま
で
で
あ
る
。
實
際
、
周
原
甲
骨
に
は
「
大
保
」
の
名
が
二
例
見
え
る
（

15
H
11:50

・

）。
ま
た
卜
字
付
き
の
合
文
の
字
形
に
な
っ
て
い
る
召
の
名
も
五
例

見
え
て
い
て
、
召
の
判
斷
を
刻
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
欲
曰
竝
甶
克
事
（
召
曰
く
、

H
11:6

竝
び
に
こ
こ
に
克
く
事
へ
ん
）」（

）
は
「
殷
の
祭
祀
を
行
な
う
」
の
意
味

だ
と
思
う
。「
竝
」
と
は
あ
る
い
は
周
・
召
と
も
の
意
味
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ

の
よ
う
な
卜
辭
の
見
え
て
い
る
こ
と
と
、
前
節
で
み
た
考
古
學
の
知
見
と
が
、
殷

か
ら
の
「

王
事
」
を
周
が
受
け
入
れ
た
と
私
が
考
え
る
根
據
で
あ
る
。
召
氏
は

西
周
王
朝
で
は
皇
天
尹
大
保
と
い
う
重
々
し
い
稱
號
を
拜
す
る
よ
う
に
な
る
が
、

殷
王
朝
か
ら
西
周
王
朝
へ
の
交
代
劇
に
重
要
な
思
想
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
周
原
甲
骨
か
ら
そ
の
よ
う
な
交
代
劇
に
繋
が

る
一
端
が
讀
み
と
れ
る
か
ど
う
か
は
今
後
の
課
題
だ
が
、
整
理
の
進
み
つ
つ
あ
る

四
七
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周
公
廟
甲
骨
も
新
し
い
資
料
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
周
公
廟
甲
骨
に
も

「
周
公
」
の
名
の
他
に
「
大
保
」
の
名
が
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
よ
う
な

可
能
性
が
期
待
で
き
る
。

１

癸
子
（
巳
）
彝
文
武
帝
乙
宗
貞
王
其
卲
祭
成
唐
□
禦
啅
□
母
其
彝
血

三
豕
三
甶

H
11:

又
正
［

1

］

２

貞
王
其
誉
又
大
甲
絡
周
方
白
□
□
甶
正
不
左
于
受
又
麿

H
11:84

［

］

３

才
文
武
…
…
王
其
卲
帝
〔
乙
〕
…
…
天
啓
典
絡
周
方
白
□
□
甶
正
亡
又

左
…
…
［
王
］
受
又
麿

H
11:82

［

］

こ
こ
で
は
最
も
難
解
な
Ｈ
一
一
ー
八
二
片
を
中
心
に
讀
解
を
試
み
る
。
同
一
と

同
八
四
も
關
連
の
深
い
も
の
な
の
で
、
言
及
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

先
ず
Ｈ
一
一
ー
一
か
ら

１

癸
子
（
巳
）
彝
文
武
帝
乙
宗
貞
王
其
卲
祭
成
唐
□
禦
啅
女
其
彝
血

三

豕
三
甶

H
11:1

又
正
［

］

「
帝
乙
」
は
殷
王
朝
の
最
後
か
ら
二
番
目
の
王
・
帝
乙
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。「
王
」
は
殷
王
朝
最
後
の
王
・
帝
辛
（
紂
）
で
あ
る
。
前
述
し
た
殷
末

金
文
に
「
応
文
武
帝
乙
宜
。
在
豚
大

、
遘
乙
翌
日
。」
と
い
う
文
が
あ
り
、「
文

武
帝
乙
宗
」
が
西
史
召
た
る
召
公
の
聖
所
に
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
す
で
に
周
原
に
移
っ
て
い
た
召
公
の
領
地
に
そ
れ
が
あ
っ
た
可
能
性
も

簡
單
に
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（

）
１５

（

）
１６

【
訓
讀
】
癸
巳
、
文
武
帝
乙
の
宗
に
彝
り
て
貞
ふ
。
王
は
其
れ
成
唐
□
を
卲

ま
つ

祭
し
、
…
…

三
豕
三
を
…
…
、
こ
こ
に
正
す
る
こ
と
あ
ら
ん
か
。

【
大
意
】
癸
巳
の
日
に
、
文
武
な
る
帝
乙
の
宗
廟
に
て
彝
り
を
し
神
意
を
問

う
。
王
は
「
文
武
帝
乙
」
の
宗
廟
で
正
す
る
こ
と
の
可
否
を
卜
し

た
こ
と
を
記
す
。
そ
の
際
殷
の
始
祖
成
唐
（
湯
）
の
靈
を
迎
え
そ

の
意
向
を
問
う
た
。
犧
牲
に
は

三
と
豕
三
を
用
い
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。

２

貞
王
其
誉
又
大
甲
絡
周
方
白
□
甶
正
不
左
于
受
又
麿

H
11:84

［

］

【
訓
讀
】
貞
ふ
。
王
は
其
れ
誉
り
て
大
甲
に
侑
し
、
周
方
伯
に
絡
す
。
寧
か
や
す

ら
ん
か
。
こ
こ
に
正
す
る
に
佐
け
あ
ら
ざ
ら
ん
か
。
こ
こ
に
又
祐

を
授
け
ら
れ
ん
か
。

【
大
意
】
卜
問
す
る
。
王
は
（
祖
神
の
）
大
甲
に
誉
し
て
侑
薦
し
、
周
方
伯

に
絡
す
る
こ
と
の
可
否
を
問
う
。
正
す
る
に
佐
助
は
な
い
の
か
。

祐
助
は
あ
る
の
か
。

３

才
文
武
…
…
王
其
卲
帝
〔
乙
〕
□
…
…
天
啓
典
絡
周
方
白
□
□
甶
正
亡

左
…
…
［
王
］
受
又
麿

H
11:82

［

］

【
訓
讀
】
文
武
な
る
□
の
〔
宗
〕
に
在
り
。
王
其
れ
帝
〔
乙
〕
を
卲
す
。

…
…
天
啓
す
。
周
方
伯
に
典
絡
す
。
こ
こ
に
正
す
る
に
左
く
る
こ

と
亡
か
ら
ん
か
。
…
…
〔
王
〕
は
又
祐
を
授
け
ら
れ
ん
か
？
。

【
大
意
】
文
武
な
る
□
に
お
い
て
、
…
…
王
は
帝
〔
乙
〕
を
招
い
て
拜
す
る
。

…
…
天
も
感
應
す
る
。
周
方
伯
に
典
絡
す
る
。
こ
れ
を
正
す
る
に

佐
助
は
な
い
の
か
。
祐
助
を
授
け
ら
れ
る
の
か
。

周
原
出
土
甲
骨
の
歴
史
的
位
相

四
八



「
天
」
の
下
の
字
を
今
度
の
擴
大
カ
ラ
ー
寫
眞
で
「
啓
」
と
讀
む
こ
と
が
で
き

た
。
他
に
「
君
」「
尹
」
な
ど
か
な
り
近
い
字
形
と
も
對
照
さ
せ
て
み
た
が
、「
啓
」

と
見
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
。
こ
の
卜
辭
も
難
解
で
あ
る
た
め
、
大
半
が
推
測

に
基
づ
く
不
充
分
な
解
釋
に
な
る
が
、
現
在
の
知
見
の
範
圍
で
解
釋
を
試
み
る
こ

と
に
す
る
。
文
武
な
る
□
の
〔
宗
廟
〕
に
お
い
て
、
王
は
帝
乙
の
靈
を
迎
え
拜
し

た
。
儀
禮
の
一
節
で
あ
る
。「
帝
□
」
は
「
帝
乙
」
と
假
定
し
た
。
そ
の
時
、「
天

啓
」
が
あ
っ
た
。
周
方
伯
に
典
絡
と
い
う
殷
の
祭
祀
の
受
諾
を
求
め
る
儀
禮
を
行

な
っ
た
。「
正
」
す
と
い
う
の
は
こ
の
場
合
、
實
際
の
「
征
伐
」
と
は
違
う
よ
う
な

氣
が
す
る
。
し
か
し
、
絡
と
連
動
し
て
い
る
の
で
、
殷
の
祭
祀
の
受
諾
を
強
く
求

め
る
意
味
を
も
つ
何
ら
か
の
行
爲
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
帝
乙
も
天
も
共
在
す

る
儀
禮
を
通
じ
て
、
祖
神
の
祐
助
の
有
無
を
問
う
の
で
あ
ろ
う
。「
天
啓
」
を
導

く
の
は
皇
天
尹
大
保
の
役
割
で
あ
り
、
卜
問
を
行
な
う
の
も
召
氏
で
あ
ろ
う
。
周

方
伯
は
召
公
を
媒
介
と
し
て
殷
の
祭
祀
を
受
諾
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
前
に
も

引
用
し
た
「
欲
曰
竝
甶
克
事
」
と
い
う
卜
辭
で
あ
る
。

大
膽
な
推
測
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
殷
の
神
で
あ
る
帝
と
周
の
神
で
あ

る
天
と
が
共
存
す
る
場
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
の
範
圍
で
は
と

う
て
い
理
解
で
き
な
い
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
も
こ
の
推
測
が
い
く
ら
か
で

も
現
實
性
を
帶
び
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
帝
の
宗
敎
か
ら
天
の
宗
敎
へ
と
大
き

く
轉
換
し
て
い
く
殷
周
革
命
直
前
の
混
沌
と
し
た
政
治
の
情
況
を
描
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
。補

論

二
重
權
力
論
導
入
の
提
起

殷
末
先
周
期
の
殷
周
間
の
樣
相
は
、
宗
敎
的
に
は
殷
周
が
君
臣
關
係
に
あ
る
も

の
の
、
實
質
的
に
は
殷
の
豪
族
が
擧
っ
て
周
に
歸
屬
し
て
い
る
た
め
、
政
治
的
な

實
權
が
周
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
政
治
的
な
實
權
が
西
周
王
朝
に

移
行
し
て
い
た
と
し
て
も
、
宗
敎
的
な
權
威
と
し
て
の
殷
王
朝
が
影
響
力
を
完
全

に
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
影
響
力
を
な
お
も
保
持
す
る
宗
敎
的
な
存
在
と
し
て
、

殷
王
は
東
に
君
臨
す
る
わ
け
で
あ
る
。
周
の
文
王
を
「
西
伯
」
と
稱
ぶ
の
は
こ
の
よ

う
な
情
況
の
中
で
こ
そ
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
情
況
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
國
家
論
の
立
場
か
ら
二
重
權
力
と
い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
觀
點
か
ら
、
現
時
點
で
の
私
の
構
想
を
記
し
て
結
び
と
し
た
い
。

周
に
は
す
で
に
「
天
の
思
想
」
に
基
づ
く
思
想
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
出
來
上

が
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
周
原
甲
骨
に
す
で
に
見
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
形
而
上
の
思
想
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
構
築
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
の
が
召
公
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

殷
墟
甲
骨
第
五
期
か
ら
現
わ
れ
る
「
天
邑
商
」
と
い
う
名
稱
は
、
周
の
「
天
の

思
想
」
と
の
關
連
な
し
に
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。「
天
の
思
想
」
は
殷
王
朝

の
内
部
に
も
す
で
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

「
天
の
思
想
」
が
「
帝
の
思
想
」
に
取
っ
て
代
わ
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
結
果
、
殷
周
革
命
と
い
う
事
件
が
起
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
二

重
權
力
と
い
う
構
造
が
解
消
し
、
西
周
王
朝
に
一
元
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
二
重
權
力
論
の
觀
點
か
ら
す
る
と
、
殷
周
革
命
の
思
想
的
な
背
景
を
そ
の
よ

う
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、「
天
の
思
想
」
に
よ
っ
て
殷
王
朝
が
滅
ぶ
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、

こ
の
二
重
權
力
の
構
造
は
も
っ
と
長
期
に
わ
た
っ
て
續
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
、
春
秋
戰
國
時
代
に
お
い
て
す
で
に
實
質
的
な
權
力
を
失
っ
て
い
た
周
王
朝

（

）
１７
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が
形
式
的
に
長
く
存
續
し
た
の
は
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

二
重
權
力
の
構
造
を
分
か
り
や
す
い
譬
え
で
言
う
な
ら
ば
、
我
が
國
の
平
安
末
期

か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
が
そ
れ
と
相
似
た
構
造
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
は
、

政
治
的
實
權
を
失
っ
た
西
の
律
令
國
家
と
、
政
治
的
實
權
を
も
つ
東
の
鎌
倉
幕
府

と
の
二
重
權
力
と
い
う
樣
相
を
呈
し
た
時
期
で
あ
る
。
東
の
武
家
政
權
に
も
在
地

宗
敎
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
あ
っ
た
。
し
か
し
鎌
倉
政
權
は
自
ら
の
宗
敎
的
な
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
を
前
面
に
出
す
こ
と
を
選
ば
ず
、
天
皇
政
權
の
秩
序
の
中
に
自
ら
を
位

置
づ
け
る
こ
と
に
終
始
し
た
。
そ
れ
が
結
局
、
二
重
權
力
と
い
う
構
造
を
存
續
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
今
日
ま
で
天
皇
制
を
殘
し
た
大
き
な
理
由
だ
と
思
う
。

註（
１
）
世
界
圖
書
出
版
社
。
二
〇
〇
二
年
十
月
。

（
２
）「
人
民
日
報
」
二
〇
〇
五
年
二
月
一
六
日
付
の
記
事
に
基
づ
く
。「
文
物
」
二
〇

〇
六
・
八
に
徐
天
進
「
周
公
廟
遺
址
的
考
古
所
獲
及
所
思
」
が
掲
載
さ
れ
、
周
公

廟
甲
骨
が
西
周
早
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
記
し
て
い
る
が
、
詳
し
い
報
告
は
ま
だ

こ
れ
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。

H
11:1

H
11

（
３
）

は
整
理
番
號
で
あ
る
が
、

は
灰
坑
一
一
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
テ
キ
ス
ト
は
議
論
の
關
係
で
、『
周
原
甲
骨
文
』
に
從
っ

た
が
、
第
四
節
で
掲
げ
る
テ
キ
ス
ト
は
私
見
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
４
）
油
印
本
。
後
に
朋
友
書
店
か
ら
『
甲
骨
金
文
學
論
集
』（
一
九
七
三
年
）
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
平
凡
社
『
白
川
靜
著
作
集

別
卷
』
と
し
て
近
刊
の
豫
定
に

な
っ
て
い
る
。

（
５
）「
西
周
〈
昭
穆
期
〉
の
位
相
〔
話
體
版
〕」（
一
）
～
（
五
）（「
西
伯
」〔
西
伯
社
〕

一
號
～
五
號
所
收
）。

「『
令
』
字
論
序
説
〔
話
體
版
〕」（
一
）
～
（
二
）（「
西
伯
」〔
西
伯
社
〕
六
號
～

七
號
所
收
）

（
６
）
上
か
ら
殷
墟
甲
骨
、
周
原
甲
骨
、
成
都
甲
骨
で
あ
る
。

（

）
１８

（
７
）「
文
物
」（
一
九
七
九
・
一
〇
）
所
收
の
陝
西
周
原
考
古
隊
「
陝
西
岐
山
鳳
雛
村

西
周
建
築
基
址
發
掘
簡
報
」。

（
８
）『
和
辻
哲
郞
全
集

第
十
二
卷
』（
岩
波
書
店
。
一
九
六
二
年
一
〇
月
）
所
收

「
日
本
倫
理
思
想
史

上
」
第
一
篇
參
照
。
和
辻
の
い
う
「
倫
理
思
想
」
は
所
謂

〈
倫
理
道
德
〉
の
意
味
で
は
な
く
、〈
共
同
體
意
識
〉
の
意
味
で
あ
る
。

B.C.1030
B.C.1023

（
９
）

（
吉
本
道
雅
）、

（
平
辣

B.C.1070

隆
郞
）、

頃
（
松

B.C.1040

丸
道
雄
）、

（
周
文

B.C.1045
B.C.1051

康
）、

（
倪
德
衞
）、

（
高

B.C.1055
B.C.1111

B

木
森
）、

（
營
孟
源
）、

（
嚴
一
萍
・
董
作
賓
）、.C.1087

B.C.1075
B.C.1018

（
白
川
靜
試
案
）、

（
唐
蘭
）、

（
周
法
高
）。

（

）「
文
物
」（
一
九
八
一
・
三
）
所
收
の
陝
西
周
原
考
古
隊
「
扶
風
召
陳
西
周
建
築

１０
群
基
址
發
掘
簡
報
」。

（

）
同
右
所
收
の
傅
熹
年
「
陝
西
扶
風
召
陳
西
周
建
築
遺
址
初
探
」。

１１
（

）
文
物
出
版
社
・
一
九
八
八
年
。

１２
（

）『
白
川
靜
著
作
集

別
卷

殷
文
札
記
』「
第
八
章

殷
金
文
例
」
の
テ
キ
ス
ト

１３
と
訓
讀
に
從
っ
た
。

（

）「
甲
骨
文
合
集
」
の
分
期
に
從
っ
た
が
、
第
四
期
は
第
一
期
に
入
れ
る
べ
き
で
あ

１４
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
第
一
期
は
八
・
九
四
％
と
な
り
、
以
下
第
二
期
（
〇
・
七
二

％
）
→
第
三
期
（
〇
・
六
七
％
）、
第
五
期
（
〇
・
三
〇
％
）
と
い
う
よ
う
に
、

徐
々
に
現
象
し
て
い
き
第
五
期
で
急
減
す
る
こ
と
に
な
る
。

（

）
前
出
「
人
民
日
報
」
に
よ
れ
ば
、「
周
公
」
七
例
。「
大
保
」
三
例
と
し
て
い
る
。

１５
（

）
テ
キ
ス
ト
は
私
見
に
よ
る
。

１６
（

）
二
重
權
力
論
と
い
う
考
え
方
は
瀧
村
隆
一
の
「
二
重
權
力
論
」（『
革
命
と
コ
ミ

１７
ュ
ー
ン
』
イ
ザ
ラ
書
房
。
一
九
七
七
年
、
一
月
。
所
收
）
に
よ
っ
た
。
ま
た
氏
の

國
家
論
を
集
大
成
し
た
『
國
家
論
大
綱

第
一
卷
」（
勁
草
書
房
。
二
〇
〇
三
年

五
月
）
に
も
「
權
力
と
は
何
か
？
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
明
快
に
整
理
し
て
い
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
の
議
論
は
私
獨
自
の
判
斷
に
よ
る
展
開
で
あ
る
こ
と
を
お
斷
り
し

て
お
く
。

（

）
律
令
國
家
と
鎌
倉
幕
府
と
の
二
重
權
力
と
い
う
捉
え
方
は
、
吉
本
隆
明
『
源
實

１８
朝
』（
筑
摩
書
房
。
一
九
七
一
年
八
月
）
を
參
考
に
し
た
が
、
天
皇
制
の
存
續
云
々

と
い
う
考
え
方
は
私
獨
自
の
も
の
で
あ
る
。

周
原
出
土
甲
骨
の
歴
史
的
位
相

五
〇



五
一

立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
一
號


