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は
じ
め
に

　

西
周
に
お
け
る
青
銅
器
製
作
の
背
景
は
複
雑
で
あ
る
。
こ
れ
は
松
丸
道
雄
氏

に
よ
る
論
考
「
西
周
青
銅
器
製
作
の
背
景＊１
」
の
提
言
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
詳
述

さ
れ
て
い
る
。
西
周
の
青
銅
器
は
一
般
的
に
政
治
的
利
用
、
つ
ま
り
封
建
制
度

の
一
部
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
西
周
に
お
け
る
封
建
制
度
は
、
西
洋
の

フ
ュ
ー
ダ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
り
、
血
縁
関
係
に
あ
る
者
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に

封
じ
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
青
銅
器
銘
文
に
散
見
さ
れ
る
「
…
…
某
作

□
□
寶
尊
彝
。」
と
い
う
内
容
を
そ
の
ま
ま
解
釈
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
青

銅
器
は
西
周
王
朝
側
で
銘
文
起
草
、
製
作
が
な
さ
れ
、
諸
侯
へ
授
け
ら
れ
た
と

い
う
の
が
、
青
銅
器
製
作
側
と
受
賜
さ
れ
る
側
の
普
遍
的
な
解
釈
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
は
未
だ
理
解
が
困
難
で
あ
る
点
で
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
知
ら
れ

る
、「
西
周
王
朝
→
諸
侯
」
と
い
う
流
れ
の
青
銅
器
に
限
れ
ば
、
有
力
諸
侯
に

は
そ
れ
ぞ
れ
青
銅
器
を
製
作
す
る
「
権
利
」
を
有
し
て
い
て
、
具
体
的
に
は
諸

侯
側
が
、
西
周
王
朝
の
工
房
に
注
文
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
銘
文
起
草
お
よ
び
、
作
器
は
王

朝
側
で
行
わ
れ
た
、
と
い
う
認
識
は
研
究
者
間
で
も
概
ね
揺
る
ぎ
な
い
し
、
そ

の
よ
う
な
見
解
に
関
し
て
特
に
異
論
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
方
で
諸
侯
側
で
の
作
器
、
も
し
く
は
王
朝
側
で
作
器
し
た
器

を
模
倣
し
た
、
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
認
め
ら
れ
、
殊
に
後
者
の
問
題
で
は
、

た
だ
銘
文
内
容
に
準
じ
て
一
方
的
に
青
銅
器
の
授
与
側
、
受
賜
側
と
い
う
関
係

だ
け
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
ま
た
事
実
で

あ
る
。

同
銘
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器
形
群
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Ⅰ
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右
の
問
題
は
ま
た
別
と
し
て
、「
西
周
王
朝
→
諸
侯
」な
い
し
、「
諸
侯
→
諸
侯
」

と
い
う
青
銅
器
の
流
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
銘
文
内
容
上
の
解
釈

が
不
可
欠
と
も
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
比
較
的
長
文
を
有
す
る
青
銅
器
に
つ
い

て
は
、
銘
文
内
容
上
に
限
れ
ば
、
授
与
、
受
賜
の
関
係
を
証
明
し
得
る
が
、
そ

れ
以
外
の
簡
潔
な
内
容
、
所
謂
「
□
□
、
寶
尊
彝
を
作
る
。」
や
「
□
□
、
寶

簋
を
作
る
。
子
子
孫
孫
永
く
寶
と
せ
よ
。」
の
よ
う
な
、「
製
作
者
名
＋
作
器
へ

の
願
望
」
を
記
す
だ
け
の
「
自
作
器
」
の
範
疇
に
あ
る
青
銅
器
で
は
、
容
易
に

判
断
が
出
来
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
範
疇
の
器
は
、「
自
作
器
」
の
名
の
ご
と
く
、
推
測
す
る
に
大
半

は
諸
侯
内
に
お
け
る
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
「
自
作
器
」、
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
そ
し
て
ど
の
機
関
で
製
作

さ
れ
た
の
か
、
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
何
よ

り
、「
自
作
器
」
に
分
類
さ
れ
る
青
銅
器
の
範
疇
は
、
あ
ま
り
に
も
個
々
の
書

写
水
準
に
差
が
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
根
幹
的
疑
問
点
が
内
在
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
「
自
作
器
」
は
概
ね
二
〇
字
以
内
の
銘
文
を
有
し
て
お
り
、
現
存
す

る
青
銅
器
の
割
合
と
し
て
最
も
数
が
多
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
銘
文
内
容
か
ら

得
ら
れ
る
情
報
が
僅
少
で
、
さ
ほ
ど
研
究
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

本
論
稿
は
金
文
の
、殊
に
「
書
法
」
に
嘱
目
し
て
い
る
。
金
文
の
書
法
研
究
は
、

直
接
書
写
さ
れ
た
も
の
で
な
い
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
複
雑
な
製
作
背
景
、

内
容
、
扱
う
対
象
な
ど
の
、
多
く
の
問
題
を
孕
ん
で
い
て
、
単
に
そ
の
字
体
や

書
き
ぶ
り
だ
け
に
傾
倒
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
環
境
に
あ
っ
て
か
、
金
文
の
研

究
で
は
最
も
乏
し
い
研
究
分
野
と
い
え
る
が
、
書
法
を
中
心
に
扱
う
メ
リ
ッ
ト

は
、
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
簡
潔
な
銘
文
内
容
に
も
焦
点

を
当
て
て
論
じ
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
古
文
字
学
の
研
究
に
は
形
、
音
、
義
、
の

三
つ
の
視
点
は
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
本
質
を
求
め
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
書
写
水
準
や
風
格
も
当
然
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
銘
文
内
容
の
簡
潔
な
、
二
〇
字
前
後
の
銘
文
を
有
す
る
青
銅
器

を
、
書
写
水
準
を
用
い
た
考
察
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
銘
文
内
容
の
簡
潔
な

器
を
広
く
扱
う
こ
と
が
出
来
る
メ
リ
ッ
ト
に
限
ら
ず
、
銘
文
内
容
か
ら
知
り
得

な
い
、
青
銅
器
の
流
れ
、
位
置
関
係
を
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
稿
で
は
、「
同
銘
同
器
形
（
鬲
）」
を
抽
出
し
、
金
文
の
書
写
の
あ
り
方

を
考
察
す
る
。
本
論
稿
で
ま
ず
「
鬲
」
の
器
形
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
文
字
の

鋳
造
箇
所
の
問
題
が
大
き
い
。
鬲
は
、
一
部
例
外
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
器
の

淵
、
も
し
く
は
そ
の
内
側
に
鋳
込
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
何
行
に
も
わ
た
る

こ
と
は
な
く
、
淵
を
半
周
、
な
い
し
一
周
す
る
よ
う
な
格
好
で
銘
が
収
め
ら
れ

て
お
り
、
拓
本
上
で
も
一
行
に
収
め
ら
れ
た
よ
う
な
形
式
と
な
る
。
つ
ま
り
複

数
の
行
を
有
す
る
器
の
よ
う
に
、
布
置
章
法
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
考
察
を
可

能
と
す
る
の
で
あ
る
。
以
後
、
複
数
の
行
を
有
す
る
よ
う
な
器
形
の
検
討
に
入

る
前
に
、
よ
り
限
定
的
な
範
疇
で
考
察
す
る
こ
と
が
、
今
後
研
究
に
向
け
て
の

取
り
掛
か
り
と
し
て
適
切
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。
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一
、「
同
銘
同
器
形
」
に
見
る
書
法

　
「
同
銘
同
器
形
」
は
、
同
銘
（
同
じ
銘
文
を
有
し
て
い
る
器
、
た
だ
し
字
数

が
前
後
し
て
も
、
欠
字
と
思
わ
れ
る
器
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
含
む
）
で
、
同
器

形
（
同
じ
器
形
の
器
、
器
の
大
き
さ
は
問
わ
な
い
）
の
条
件
に
合
致
す
る
器
と

定
義
し
て
い
る
。
同
銘
の
器
は
一
つ
に
、
確
実
な
「
同
一
人
物
の
作
器
」
が
明

確
に
さ
れ
る
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。
製
作
者
が
青
銅
器
そ
の
も
の
の
製
作

に
関
与
し
た
か
は
今
、
別
の
問
題
と
す
る
こ
と
に
し
て
、
同
一
人
物
の
作
器
で

あ
れ
ば
、
よ
り
作
器
の
状
況
は
明
確
で
あ
る
ほ
か
、
同
時
に
発
掘
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
多
く
、
器
が
発
掘
以
前
に
も
同
時
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
証
明
に
も
な

る
。

　

同
銘
の
器
が
多
く
作
器
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
時
代
的
に
は
中
期
以
降

だ
が
、
先
述
の
通
り
概
ね
祭
祀
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
強
い
。
同
時
に

出
土
さ
れ
た
器
が
同
時
に
使
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
製
作
者

が
同
一
で
同
銘
で
あ
れ
ば
、
そ
の
製
作
者
の
生
存
中
に
、
本
来
は
同
じ
機
関
で

製
作
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
単
に
同
銘
の
条
件
だ
け
を
扱
わ
な

か
っ
た
の
は
、
書
法
に
特
化
し
て
考
察
す
る
点
を
重
視
し
、
書
写
環
境
を
よ
り

限
定
的
に
し
た
結
果
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
銘
同
器
形

を
扱
う
上
で
、
上
述
し
た
製
作
背
景
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
書
法
的
側
面
か
ら
、

特
に
以
下
の
問
題
を
示
し
、
本
研
究
の
出
発
点
と
し
た
い
。

　

①　

同
銘
同
器
形
の
書
写
は
同
一
人
物
に
拠
る
も
の
か
。

　

②　

器
蓋
の
書
写
傾
向
に
差
異
は
み
ら
れ
る
か
。

　

③　

同
銘
同
器
形
の
書
写
に
時
代
的
差
異
は
み
ら
れ
る
か
。

　

④　

書
写
水
準
の
差
異
は
み
ら
れ
る
か
。

　

右
に
挙
げ
た
四
点
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
異
な
る
が
、
厳
密
に
い
え
ば
、
完

全
に
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
が
あ
る
。
①
で
は
、
製

作
時
で
の
書
写
の
分
担
の
有
無
そ
の
も
の
を
明
確
す
る
た
め
で
あ
る
。「
同
銘

同
器
形
」
の
器
は
そ
の
青
銅
器
の
文
様
、
器
形
が
酷
似
し
て
お
り
、
同
一
の
鋳

造
工
房
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
書
写
し
た
人
物
は
同
一
か
、

複
数
か
は
、
工
房
（
製
作
側
）
や
青
銅
器
銘
文
の
書
写
の
あ
り
方
を
知
る
上
で

大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
。

　

実
際
に
書
写
と
鋳
造
工
房
が
同
じ
行
程
で
行
わ
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、

自
名
す
る
器
（「
…
…
某
、
□
□
の
尊
簋
を
作
る
。」
等
の
銘
文
を
持
つ
器
）
が

あ
り
、
ま
た
器
の
大
き
さ
、
器
形
が
明
確
で
な
い
状
況
下
で
は
、
書
写
者
が
何

行
に
、
何
文
字
収
め
て
よ
い
の
か
見
当
が
付
き
に
く
い
。
こ
れ
で
は
限
ら
れ
た

範
囲
に
書
写
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
青
銅
器
製
作
と
書
写
の
関
係
を
裏
付
け
る
、
最
も
決
定
的
な
根

拠
の
一
つ
は
、「
格
界
線
」
に
あ
る
。
格
界
線
は
、
文
字
を
体
裁
よ
く
収
め
る

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
陽
線
（
銘
文
が
凹
で
鋳
込
ま
れ
る
の
に
対
し
て
、
格

界
線
が
凸
に
残
る
た
め
こ
う
呼
ば
れ
る
）
で
、
銘
文
を
鋳
込
む
際
に
は
、
ほ
ぼ
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す
べ
て
の
青
銅
器
に
用
い
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
現
存
す
る
青
銅
器
に
多

く
み
ら
れ
な
い
の
は
、
製
作
の
行
程
で
格
界
線
が
磨
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

格
界
線
は
、
器
を
無
視
し
て
い
い
加
減
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
器
の

湾
曲
に
あ
わ
せ
て
厳
密
に
引
か
れ
て
い
る
。
器
形
だ
け
で
な
く
、
大
き
さ
、
形

状
と
い
っ
た
条
件
が
確
定
し
て
、
は
じ
め
て
書
写
し
て
い
る
と
し
て
、
ほ
ぼ
問

題
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
鋳
造
工
房
と
書
写
者
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
が
同
機
関
内
に
属
し
て
い
る
の
か
、
も
し
く
は
工

房
専
属
の
書
写
者
で
あ
る
の
か
を
、
今
断
定
的
に
論
じ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い

が
、
製
作
側
と
書
写
者
間
で
、
殊
に
製
作
過
程
上
の
書
写
に
至
る
ま
で
に
、
決

し
て
少
な
く
な
い
や
り
取
り
が
行
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
書
写
者
の
差
異
の
有

無
は
、
製
作
過
程
の
状
況
を
知
る
上
で
重
要
な
糸
口
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　

②
は
①
と
の
関
連
性
も
強
く
含
む
が
、
製
作
時
の
書
写
の
分
担
の
有
無
と
同

時
に
、「
同
銘
同
器
形
」
一
群
中
に
器
蓋
の
両
銘
を
有
す
る
青
銅
器
の
書
写
状

況
を
得
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
本
論
稿
で
は
、
蓋
の
な
い
「
鬲
」
を
扱
う
た
め
、

器
蓋
の
関
係
に
は
触
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
有
す
る
「
簋
」、「
卣
」
と

い
っ
た
器
形
を
扱
う
上
で
は
重
要
な
項
目
で
あ
る
。

　

③
は
同
銘
の
器
が
果
た
し
て
同
時
に
、
も
し
く
は
同
時
期
に
製
作
さ
れ
た
の

か
否
か
に
着
目
し
た
項
目
で
あ
る
。
同
一
の
製
作
者
名
で
、
か
つ
同
銘
で
あ
れ

ば
、
時
代
変
遷
に
起
因
す
る
書
体
的
差
異
は
生
じ
る
は
ず
が
な
い
が
、
そ
の
よ

う
な
差
異
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
器
の
製
作
状
況
に
つ
い
て
、
な
ぜ
時
代
性
に

ズ
レ
の
あ
る
模
倣
器
が
生
ま
れ
る
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
の

か
、
な
ど
示
唆
に
富
ん
だ
問
題
を
含
有
す
る
。

　

最
後
に
④
は
、
書
写
の
差
異
に
関
連
し
て
そ
の
書
写
水
準
（
レ
ベ
ル
）
に
も

嘱
目
す
る
。
こ
れ
は
先
述
の
青
銅
器
の
流
れ
を
解
明
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
銘
に
お
い
て
大
き
く
書
写
レ
ベ
ル
の
差
異
が
生
じ
る

こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
複
数
の
書
写
の
手
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、

こ
れ
が
単
に
書
写
専
従
者
の
水
準
領
域
を
示
す
も
の
な
の
か
、
そ
も
そ
も
製
作

機
関
が
異
な
っ
て
い
て
、
従
事
し
て
い
る
書
写
専
従
者
の
グ
ル
ー
プ
が
異
な
る

の
か
、
大
変
複
雑
な
な
問
題
へ
発
展
す
る
。
し
か
し
一
つ
一
つ
の
器
の
環
境
と

そ
の
書
写
水
準
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
こ
の
問
題
も
よ
り
解
明
さ

れ
て
い
く
に
違
い
な
い
し
、
最
終
的
に
最
も
関
心
の
あ
る
点
と
も
言
え
る
。

　
「
同
銘
同
器
形
」
を
取
り
上
げ
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
点
を
理
解
す
る
た
め

で
あ
る
。
他
に
も
書
写
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
上
で
、
浦
野
俊
則
氏
が
提
示
す

る
方
法
論＊２
が
あ
る
が
、
殊
に
書
写
水
準
に
お
い
て
は
、
拙
論
「
西
周
金
文
に
お

け
る
正
統
的
字
体
試
論＊３
」
か
ら
得
た
基
準
に
当
て
は
め
る
し
か
、
今
、
客
観
的

な
手
だ
て
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
研
究
を
進
め
る
上
で
、
よ
り
客
観
的
な

書
写
水
準
や
字
体
水
準
を
求
め
る
方
法
論
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
も
一
つ
、
課

題
と
し
て
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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二
、
鬲
に
お
け
る
「
同
銘
同
器
形
」
の
数
と
時
代
区
分

　

銘
文
を
有
す
る
鬲
は
、
先
述
の
通
り
基
本
的
に
は
淵
（
口
沿
上
、
口
沿
内
側
）

に
鋳
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
西
周
前
期
に
分
類
さ
れ
る
器
や
長
文

が
鋳
込
ま
れ
る
場
合
は
、
こ
れ
に
限
ら
な
い
。
器
の
種
類
、
形
状
に
関
わ
ら
ず
、

同
銘
を
共
有
す
る
器
は
、
総
じ
て
二
〇
字
に
満
た
な
い
器
が
多
い
。
殊
に
自
作

器
に
分
類
さ
れ
る
器
が
こ
れ
に
該
当
す
る
た
め
、
自
作
器
は
、
同
時
に
複
数
の

同
銘
を
持
つ
器
が
製
作
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
ま
ず
は
同
銘
を
持
つ
鬲
で
、
五
文
字
以
上
を
有
す
る
青
銅
器
を
あ
げ

る
と
以
下
の
七
件
が
該
当
す
る
。
順
に
、「
青
銅
器
名
」、［
同
銘
件
数
］、（
銘

文
総
字
数
、銘
文
位
置
、時
代
）
で
あ
る
。
な
お
、時
代
区
分
に
つ
い
て
は
、『
殷

周
金
文
集
成
』（
以
下
『
集
成
』
と
略
す
）
に
拠
っ
た
。
字
数
に
つ
い
て
は
欠

字
等
も
含
め
る
た
め
、
前
後
す
る
器
も
あ
る
。

　
①
微
伯
鬲
［
五
件
］（
五
字
、
口
沿
上
、
西
周
中
期
）

②
仲
姞
鬲
［
一
二
件
］（
六
字
、
口
沿
内
側
、
西
周
晩
期
）

③
伯
庸
父
鬲
［
八
件
］（
一
〇
字
、
口
沿
上
、
西
周
中
期
）

④
伯
先
父
鬲
［
一
〇
件
］（
一
二
〜
一
三
字
、
口
沿
内
側
、
西
周
中
期
）

⑤
伯
夏
父
鬲
［
一
〇
件
］（
一
五
〜
一
七
字
、
口
沿
内
側
、
西
周
晩
期
）

⑥
仲

父
鬲
［
七
件
］（
三
五
〜
三
七
字
、
口
沿
至
器
内
壁
、
西
周
中
期
）

右
の
よ
う
に
全
六
種
の
青
銅
器
が
条
件
に
該
当
す
る
。

　

時
代
区
分
を
み
て
分
か
る
よ
う
に
、
西
周
中
期
か
ら
晩
期
に
製
作
さ
れ
た
器

の
み
で
、
早
期
の
器
は
見
ら
れ
な
い
。
早
期
で
は
そ
も
そ
も
同
銘
の
器
が
少
な

く
、
器
と
蓋
に
同
銘
が
鋳
込
ま
れ
る
例
は
あ
る
が
、
別
に
ま
た
同
銘
の
器
が
存

在
す
る
も
の
は
多
く
な
い
。
本
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
西
周
早
期
の
器
に
関

し
て
は
物
理
的
に
考
察
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
結
果
西
周
中
期
以
後
の
書
法
考

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
早
期
と
中
晩
期
で
は
政
治
的
環
境
も
大
き

く
変
化
し
、
貴
族
制
へ
と
大
き
く
舵
を
切
る
時
代
で
あ
る
。
銘
文
内
容
も
、
冊

命
金
文
が
現
れ
、
よ
り
形
式
的
に
、
そ
し
て
書
写
の
傾
向
も
大
き
く
転
換
す
る

時
期
に
あ
た
る
か
ら
、
早
期
と
晩
期
を
同
列
に
考
察
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。

こ
れ
は
別
の
機
会
に
、
別
の
方
法
論
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

三
、
同
銘
に
よ
る
鬲
の
書
法

①
微
伯
鬲

　

微
伯
鬲
は
、
一
九
七
六
年
、
陝
西
省
扶
風
縣
法
門
鎮
莊
白
村
で
、
五
件
の
青

銅
器
が
同
時
に
出
土
し
、
今
は
す
べ
て
陝
西
省
寶
鶏
周
原
博
物
館
に
あ
る
。
大

き
さ
、
紋
様
、
形
状
等
は
概
ね
五
件
と
も
似
通
っ
て
い
る
が
、
口
沿
上
へ
の
鋳

込
み
方
が
、
右
回
り
二
件
、
左
回
り
三
件
の
二
種
あ
る
。

　
【
表
１
】
は
一
字
ず
つ
、
抽
出
し
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ど
の
銘
も
左



─ 111 ─

右
ど
ち
ら
か
に
傾
く
の
で
、
や
や
傾
き
の
補
正
を
加
え
て
あ
る
。
ど
の
文
字
も

書
き
ぶ
り
と
し
て
は
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
文
字
構

造
か
ら
、
差
異
が
強
く
み
ら
れ
る
の
は
「
鬲
」
字
で
あ
る
。

00516

00517

00518

00519

00520
（磨滅のため不鮮明）

　

右
は
、「
鬲
」
字
の
囲
い
の
形
の
み
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
囲
い
の

肩
の
部
分
に
注
目
す
る
と
、
な
で
肩
の
角
が
立
た
な
い
字
形
（00516

、00518

、

00519

）、（
以
下
五
桁
の
数
字
は
『
集
成
』
と
対
応
す
る
番
号
で
、
ま
た
表
に
は

そ
の
通
し
番
号
を
記
載
す
る
。）
他
、
肩
が
上
が
る
字
形
（00518

、00520

）
が

あ
る
。
一
見
で
は
、
さ
ほ
ど
大
き
な
差
に
見
え
な
い
が
、
書
写
上
の
観
点
か
ら

み
る
と
、
実
は
三
種
ほ
ど
考
え
ら
れ
、
書
写
の
有
り
方
に
明
白
な
差
異
を
有
し

て
い
る
。「00516

」、「00518

」
の
二
件
を
例
に
見
て
み
た
い
。

　

・「00516

」：
①
「 
 

」
部
を
先
に
書
き
、
横
画
二
本
を
後
に
足
す
。

　
　
　
　
　

  

：
②
「 

 

」
部
を
先
に
書
き
、
両
脇
の
縦
画
を
足
す
。

　

・「00518

」：「 
 

」
部
の
後
で
、
残
り
の
「 

 

」
部
を
書
く
。

　
「00516

」
に
つ
い
て
は
、
二
種
考
え
う
る
が
、「00518

」
を
除
く
全
て
の
器

に
該
当
す
る
。
概
ね
①
の
よ
う
な
書
写
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、

①
の
「 

 

」
書
写
の
あ
と
、
二
本
横
画
を
引
く
と
き
に
、「 

 

」
の
よ
う
に

か
な
り
沿
っ
た
状
態
で
書
写
す
る
の
が
果
た
し
て
自
然
か
ど
う
か
、
や
や
疑
問

に
思
う
点
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

少
な
く
見
積
も
っ
て
も
、
こ
の
「
鬲
」
字
に
は
器
間
で
異
な
っ
た
書
写
（
書

き
順
・
書
き
ぶ
り
）
を
し
て
い
る
。
書
写
の
違
い
そ
の
も
の
は
、
同
一
青
銅
器

中
に
も
間
々
見
え
る
が
、
囲
い
の
曲
が
り
の
度
合
い
や
、
筆
順
の
違
い
は
、
確

認
で
き
て
い
な
い
。「
鬲
」
字
だ
け
を
見
れ
ば
、
異
筆
で
あ
る
と
断
定
し
て
よ

い
よ
う
に
思
う
が
、
一
方
で
、「
鬲
」
以
外
の
文
字
に
着
目
す
る
と
、
さ
ほ
ど

書
き
ぶ
り
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

一
字
だ
け
に
字
体
構
造
の
差
異
が
顕
著
に
表
れ
る
の
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な

状
況
に
起
因
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
る
も
の
の
、
他
の
文
字
に
目
を
配

り
、
相
対
的
に
見
る
な
ら
ば
、「00520

」
の
器
に
限
っ
て
は
他
の
書
き
ぶ
り
と

は
異
な
る
、
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
字
体
と
い
う
よ
り
は
、

字
幅
の
不
統
一
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

右
は
、「00516

」（
上
）
と
「00520

」（
下
）
の
拓
の
全
景
で
あ
る
。「00516

」

は
文
字
の
大
き
さ
、
字
幅
が
統
一
さ
れ
て
お
り
、
他
の
三
件
の
器
も
こ
れ
に
ほ

ぼ
準
じ
て
い
る
。「00520

」
で
は
字
幅
に
統
一
感
が
見
ら
れ
な
い
。
一
字
目
の
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「
微
」
字
や
、「

」
字
は
他
の
文
字
よ
り
も
字
幅
が
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。

こ
れ
に
合
わ
せ
て
「
鬲
」
字
の
字
体
な
ど
を
含
め
て
結
論
づ
け
れ
ば
、「00520

」

の
一
件
の
み
、
異
筆
で
あ
る
。
加
え
て
、
書
写
水
準
か
ら
み
れ
ば
、「00520

」

の
字
幅
の
不
統
一
に
拠
っ
て
、
他
の
四
件
と
比
較
す
る
と
や
や
劣
る
だ
ろ
う
。

②
仲
姞
鬲

　

仲
姞
鬲
は
、
全
一
二
件
を
有
し
て
お
り
、
同
銘
を
持
つ
鬲
と
し
て
は
最
も
多

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
土
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
く
、
現
在
の

収
蔵
先
も
分
散
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
一
件
は
日
本
に
伝
来
し
て
い
て
、
現
在

は
京
都
の
泉
屋
博
古
館
に
一
件
あ
る
。
今
、
資
料
と
し
て
外
観
を
確
認
で
き
る

の
は
三
件
だ
が
、
概
ね
同
様
の
紋
様
、
形
を
有
し
て
お
り
、『
集
成
』
で
は
西

周
晩
期
に
分
類
さ
れ
る
。

　

一
字
ず
つ
抽
出
し
た
【
表
２
】
を
見
る
と
、
こ
れ
だ
け
同
銘
の
器
を
有
し
な

が
ら
、
書
き
ぶ
り
と
し
て
非
常
に
よ
く
似
る
。「
仲
」
字
の
丸
み
、「
姞
」
字
の

偏
旁
の
ズ
レ
な
ど
、
字
体
構
造
と
し
て
だ
け
見
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
一
の
手
に
よ
る

書
き
ぶ
り
と
判
断
出
来
な
い
こ
と
も
な
い
。

　

た
だ
、
字
体
こ
そ
よ
く
似
る
も
の
の
、
仲
姞
鬲
は
少
な
く
と
も
二
人
以
上
の

手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
説
明
の
都
合
上
、

二
種
の
書
き
手
の
異
な
る
器
を
二
件
ず
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
右
か
ら
順
に

「00547

」、「00551

」、「00552

」、「00554

」
で
あ
る
。

　

一
見
す
る
と
改
め
て
、
四
種
と
も
字
体
、
書
風
が
よ
く
似
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
一
字
一
字
詳
細
に
考
察
し
て
い
く
と
、
タ
イ
プ
ご
と
に
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。

順
に
見
て
み
た
い
。
た
だ
し
、「
中
」
字
、「
華
」
字
に
は
目
立
っ
た
差
異
は
見

ら
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
今
、
仮
に
右
の
二
件
を
Ａ
タ
イ
プ
、

左
二
件
を
Ｂ
タ
イ
プ
と
し
て
お
く
。

「
姞
」
字
：【
Ａ
】「
女
」
部
を
前
倒
れ
の
形
に
作
る
。

　
　
　
　

： 【
Ｂ
】「
女
」
部
を
後
倒
れ
の
形
に
作
る
。
ま
た
「
口
」
部
が
Ａ
タ

イ
プ
よ
り
も
や
や
大
き
い
。

「
作
」
字
： 【
Ａ
】「 

 

」
部
の
横
画
部
が
や
や
丸
み
帯
び
る
。
ま
た
文
字
内

の
余
白
が
多
く
、
明
る
い
。

　
　
　
　

： 【
Ｂ
】「 

 

」
部
の
横
画
部
が
直
線
的
。
右
上
の
余
白
を
多
く
と
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る
こ
と
で
、
縦
画
が
強
調
さ
れ
縦
長
の
印
象
が
強
い
。

「
羞
」
字
： 【
Ａ
】「
羊
」
部
の
冠
部
「 

 

」
が
、
左
右
の
斜
画
の
終
点
位
置

に
近
い
箇
所
か
ら
縦
画
を
書
く
。

　
　
　
　

： 【
Ｂ
】
斜
画
の
終
点
位
置
と
は
、
明
確
に
異
な
る
位
置
か
ら
縦
画

を
書
く
。（「 

 

」）

「
鬲
」
字
：【
Ａ
】
囲
い
の
部
位
が
な
で
肩
の
形
。

　
　
　
　

：【
Ｂ
】
囲
い
の
部
位
が
張
っ
た
形
。

　

右
の
よ
う
に
、
タ
イ
プ
ご
と
に
書
き
ぶ
り
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
拓

の
全
景
を
み
て
分
か
る
よ
う
に
、
文
字
を
同
比
率
の
大
き
さ
に
し
た
時
に
も
、

Ｂ
タ
イ
プ
は
、
Ａ
タ
イ
プ
よ
り
も
縦
長
に
文
字
を
収
め
て
お
り
、
字
間
も
多
く

取
る
傾
向
が
あ
る
。
異
な
っ
た
布
置
章
法
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ら
の
違
い
を

裏
付
け
る
根
拠
と
な
る
。
加
え
て
、
Ａ
タ
イ
プ
の
両
器
、
Ｂ
タ
イ
プ
の
両
器
に

そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
ぶ
り
の
共
通
点
を
見
出
せ
る
こ
と
も
同
時
に
確
認
し
て
お
き

た
い
。

　

本
器
で
は
異
筆
の
傾
向
が
窺
え
る
の
は
明
確
で
あ
る
。
た
だ
し
、【
表
２
】

の
如
く
、
文
字
だ
け
を
取
り
上
げ
て
比
較
す
る
と
、
そ
の
書
写
傾
向
は
非
常
に

酷
似
し
て
お
り
、
異
筆
と
一
見
に
し
て
判
断
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。「
仲

姞
鬲
」
は
一
二
件
と
い
う
多
く
の
同
銘
を
有
し
な
が
ら
一
定
の
統
一
感
を
保
っ

て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
同
一
機
関
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
、
同
一
の
書
写

系
統
に
よ
っ
て
、
製
作
や
書
写
さ
れ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

　

本
器
の
書
写
に
つ
い
て
は
、
全
て
が
同
一
人
物
の
手
で
は
な
い
と
し
た
が
、

一
つ
考
慮
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
同
一
の
書
写
者
が
、
日
を
変
え
て
、
或

は
時
間
を
置
い
て
、
そ
の
書
写
を
行
っ
た
場
合
、
こ
の
程
度
差
異
が
起
こ
り
得

る
可
能
性
を
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、

鋳
込
む
ま
で
の
製
作
過
程
の
問
題
も
生
じ
て
く
る
。
書
写
の
状
況
が
明
ら
か
で

な
い
今
、
こ
れ
を
早
々
に
結
論
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
し
か
し
、
極
端

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
傾
向
の
違
う
、
し
か
も
共
通
の
書
写
傾
向
を
持
っ
た
タ

イ
プ
別
け
が
、
同
銘
内
で
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
書
写
の
段
階
で
あ
る
程
度
、

そ
の
傾
向
の
違
い
を
示
し
て
い
る
に
違
い
に
な
い
、
と
考
え
て
問
題
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

③
伯
庸
父
鬲

　

伯
庸
父
鬲
は
一
九
六
一
年
、
陝
西
省
西
安
市
で
全
て
同
時
に
発
掘
さ
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
の
器
も
今
、
陝
西
省
歴
史
博
物
館
に
あ
る
。

　

銘
文
は
口
沿
上
に
あ
り
、
全
八
件
中
、
七
件
が
左
回
り
に
文
字
が
鋳
込
ま
れ

て
い
る
。
そ
し
て
右
回
り
に
鋳
込
ま
れ
た
一
件
（「00623

」）
が
、
他
の
七
件

の
器
と
は
書
き
ぶ
り
を
異
に
し
て
い
る
。（【
表
３
】
参
照
）

　

伯
庸
父
鬲
の
銘
文
は
、
①
普
遍
的
で
な
い
字
体
を
有
し
て
い
て
、
か
つ
②
同

銘
内
に
そ
の
特
殊
な
字
体
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
、
と
い
う
二
つ
の
条
件
に
合
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う
文
字
が
三
例
あ
る
。
二
字
目
「
庸
」
字
、
三
字
目
「
父
」
字
、
四
字
目
「
作
」

字
の
全
三
字
で
あ
る
。
当
然
、
特
殊
な
字
体
が
他
の
青
銅
器
に
わ
た
っ
て
、
同

様
の
共
通
点
を
も
つ
場
合
、
同
一
人
物
が
書
写
し
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
三
字
の
特
殊
な
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

「
庸
」
字
： 

通
常
、「 

 

」
の
よ
う
に
中
央
部
の
「 

 

」
部
か
ら
上
下
の

梯
子
の
部
位
が
離
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
本
器
で
は
上
部
が
離
れ

る
（「 

 

」）

「
父
」
字
： 

説
文
に
は
、「
又
（
手
）
を
以
て
杖
を
挙
ぐ
る
に
従
ふ
」
と
あ
っ
て
、

杖
、
な
い
し
斧
の
頭
部
（
白
川
説
）
を
持
っ
た
形
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「 

 

」
部
と
「 

 

」
は
接
続
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
普
遍
的
な
字
体
で
は
当
然
接
続
し
て
い
る
が
、
本
器
の

「
父
」
字
は
接
続
し
な
い
。（「 

 

」）

「
作
」
字
： 

普
遍
的
な
字
体
は
「 

 

」
の
よ
う
に
中
央
部
の
横
画
が
直
線
的

だ
が
、「 

 

」
の
よ
う
に
右
上
に
反
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
殊
な
字
体
に
該
当
し
な
い
の
が
、
唯
一
右
回
り
に
配

字
す
る
、「00623

」
の
一
件
で
あ
る
。
こ
の
器
の
み
、
上
記
の
三
字
の
特
殊
性

に
は
該
当
し
な
い
。「
父
」
字
な
ど
は
縦
画
が
な
く
、
こ
の
器
自
体
、
と
て
も

正
統
性
を
有
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、
銘
文
の
鋳
込
み
方
、
字
体
の
特
徴

か
ら
見
て
、「00623

」
の
器
だ
け
が
異
筆
で
あ
り
、
他
の
七
件
は
同
一
書
写
者

に
よ
る
と
断
定
で
き
る
。

④
伯
先
父
鬲

　

伯
先
父
鬲
は
、
全
一
〇
件
、
一
九
七
六
年
に
全
て
陝
西
省
扶
風
県
で
出
土
し
、

今
は
旧
蔵
扶
風
県
文
物
管
理
所
に
所
蔵
さ
れ
る
。
重
さ
、
高
さ
、
外
観
に
つ
い

て
も
全
て
確
認
し
う
る
が
、
ど
の
器
も
酷
似
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
伯
先
父
鬲
は
書
写
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。
書

き
ぶ
り
は
、
文
字
に
よ
っ
て
は
同
様
の
特
徴
が
全
て
の
器
に
見
ら
れ
る
文
字
も

あ
る
が
、
欠
字
や
字
体
構
造
の
差
異
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
器
【
表
４
】
に
少
し
ず

つ
あ
る
。
一
器
ず
つ
述
べ
る
と
煩
瑣
な
論
述
に
な
る
の
で
、
対
象
と
な
る
文
字

を
表
に
し
た
。【
表
５
】
の
よ
う
に
な
る
。

　

字
体
、
欠
字
に
つ
い
て
同
条
件
の
器
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
欠
字
、
字
体

の
差
異
等
が
殆
ど
の
器
に
該
当
し
て
い
て
、
多
様
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
逆

に
表
に
挙
げ
て
い
な
い
文
字
、
例
え
ば
「
子
」
字
、「
孫
」
字
な
ど
、
頭
部
を

極
端
に
大
き
く
す
る
書
き
ぶ
り
は
一
定
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

　

ま
た
特
殊
な
字
体
で
統
一
さ
れ
て
い
る
文
字
も
あ
る
。「
用
」字
で
あ
る
。「
用
」

字
の
普
遍
的
な
字
体
は
、
伯
先
父
鬲
の
如
き
字
体
で
は
な
く
、
横
画
三
本
中
、

中
央
を
通
さ
な
い
最
上
部
の
横
画
は
、
ふ
つ
う
右
側
に
あ
る
。
伯
先
父
鬲
の
字

体
は
左
側
に
こ
れ
を
書
写
し
て
い
る
が
、
字
例
は
多
く
な
く
、
例
え
ば
『
金
文
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編
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
）
所
収
の
「
用
」
字
で
は
三
分
の
一
程
度
が
左

側
に
横
画
が
あ
る
。
字
書
の
性
格
上
、
字
体
の
異
な
る
文
字
を
多
く
取
り
上
げ

て
い
る
は
ず
で
、
西
周
期
全
体
を
見
れ
ば
、
比
率
と
し
て
は
更
に
少
な
く
な
る
。

　

す
る
と
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
く
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
注
目
す
べ
き
は
、「00651

」
と
「00652

」

の
器
で
あ
る
。「00651
」
は
、
欠
字
や
字
体
の
違
い
が
殆
ど
み
ら
れ
な
い
。
文

字
と
し
て
も
、
実
は
こ
の
一
〇
件
中
最
も
正
統
的
で
あ
る
。
字
体
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
特
に
字
間
が
整
理
さ
れ
て
お
り
配
慮
に
行
き
届
い
て
い
る
点
が
、
他

の
器
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
一
つ
推
測
す
る
な
ら
ば
、
他
の
器
は
、
こ
の
器
の
原
稿
を
基
に

書
写
し
た
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。
複
数
の
同
銘
を
持
つ
器（
こ

れ
は
同
一
器
形
に
限
ら
な
い
）
は
、
一
つ
の
銘
文
の
出
来
が
よ
く
、
他
の
器
は

そ
れ
か
ら
少
し
崩
れ
た
よ
う
な
字
形
を
示
す
も
の
は
少
な
く
な
い
。
他
に
も
同

一
グ
ル
ー
プ
の
書
写
に
よ
る
も
の
等
、
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
共

通
す
る
文
字
に
つ
い
て
書
風
が
あ
ま
り
に
も
似
す
ぎ
る
点
か
ら
、
同
じ
グ
ル
ー

プ
間
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
基
礎
と
な
る
原
稿
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
い
く

つ
か
の
手
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
詳
述
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
類
い
の
例
は
、

今
は
、
概
ね
右
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、「00652

」
に
つ
い
て
は
他
の
器
と
、
そ
の
字
体
差
異
の
性
格
を
異
に

す
る
。
そ
れ
は
「
其
」
字
、「
永
」
字
に
見
え
る
。
殊
に
「
其
」
字
は
、「00652

」

の
脚
部
に
お
け
る
部
位
付
加
の
字
体
が
特
殊
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
部
位
付

加
さ
れ
な
い
字
体
と
ほ
ぼ
同
例
あ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
字
体
差

異
は
、
意
識
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
、
ま
ず
現
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
一
方

で
、
や
は
り
他
の
器
と
酷
似
し
た
文
字
を
有
し
て
い
て
理
解
が
難
し
い
と
こ
ろ

も
あ
る
が
、
同
銘
間
の
「
其
」
字
に
対
し
て
二
種
の
字
体
が
認
識
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
使
い
分
け
て
い
る
様
子
を
実
際
に
確
認
出
来
る

点
は
興
味
深
い
。
こ
れ
は
「
永
」
字
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。

　

改
め
て
「「00651

」
と
「00652

」
の
両
器
を
比
較
す
る
と
、「
作
」
字
、「

」 

字
、「
鬲
」
字
、「
尊
」
字
な
ど
、
書
き
ぶ
り
が
異
な
っ
て
い
る
点
も
見
ら
れ
る

か
ら
、
こ
の
両
器
に
つ
い
て
は
、
異
筆
と
し
て
結
論
づ
け
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑤
伯
夏
父
鬲

　

伯
夏
父
鬲
は
、
出
土
の
経
緯
が
明
ら
か
な
器
が
少
な
い
。
少
な
く
と
も
科
学

的
発
掘
が
行
わ
れ
る
以
前
か
ら
、
既
に
世
に
現
れ
て
い
た
器
ば
か
り
で
あ
る
ら

し
く
、
そ
の
内
一
件
は
江
蘇
省
餘
杭
の
質
素
な
倉
庫
で
発
見
さ
れ
た
ら
し
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
器
が
別
の
ル
ー
ト
で
引
き
継
が
れ
て
、
今
は
北
京
故
宮
や
上
海
博

物
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
る
。
銘
文
は
十
七
字
、
全
一
〇
件
で
あ
る
。

　
【
表
６
】
は
銘
文
の
比
較
表
で
あ
る
。
科
学
的
発
掘
以
前
の
器
で
不
明
な
点

が
多
く
あ
る
も
の
の
、
そ
の
書
風
は
極
め
て
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
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し
て
お
き
た
い
。
口
沿
上
部
に
鋳
込
ま
れ
て
い
る
一
件
を
除
け
ば
、
す
べ
て
口

沿
内
部
に
鋳
込
ま
れ
て
お
り
、
鋳
込
ま
れ
る
状
況
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　

字
体
に
嘱
目
す
る
と
、「00721

」
の
器
に
つ
い
て
は
他
の
器
と
比
較
し
て
異

筆
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。「
夏
」
字
の
脚
部
の
構
造
、「
父
」
字
の
書
き

ぶ
り
、「
畢
」
字
の
「
田
」
部
の
大
き
さ
、「
子
」
字
、「
孫
」
字
の
脚
部
の
長

さ
、「
宝
」
字
の
「
宀
」
部
、「
用
」
字
の
反
り
な
ど
、
指
摘
し
う
る
点
が
い
く

つ
も
あ
る
。
こ
れ
に
近
い
器
が
「00722

」、「00723

」
の
両
器
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
「
畢
」
字
の
「
田
」
部
を
小
さ
め
に
し
、
下
部
の
囲
い
に
包
み
込
ま
れ
る

よ
う
な
字
形
を
取
る
。
ま
た
「
子
」
字
、「
孫
」
字
の
脚
部
の
長
さ
、
そ
し
て
、

「
姫
」
字
の
「 

 

」
部
の
冠
部
の
横
画
が
出
る
字
体
（
他
の
器
は
、
縦
画
が

出
る
）
が
三
件
と
も
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
伯
夏
父
鬲
の
「
用
」
字
は
、
詳
細

に
考
察
し
て
い
く
と
、
横
画
三
本
が
均
等
で
は
な
く
、
一
本
目
と
二
本
目
の
横

画
が
狭
い
傾
向
が
あ
る
が
、
該
当
す
る
三
件
は
比
較
的
横
画
が
均
等
に
書
写
さ

れ
て
い
る
。
加
え
て
「00722

」
で
は
「
夏
」
字
の
「 

 

」
部
の
巻
き
込
み
、

「00723

」に
つ
い
て
は「
享
」字
の「 

 

」部
を
楕
円
に
書
写
す
る
点
も「00721
」

と
同
様
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
べ
て
の
字
体
が
統
一
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
字
体
構
造
上
で
見
る
に
、
こ
れ
ら
は
概
ね
同
じ
系
統
の

書
写
の
様
子
が
窺
え
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、「00720

」、「00721

」、「00728

」
の
三
件
で
あ
る
。

ま
ず
明
確
な
の
は
、「
鬲
」
字
の
中
央
梯
子
部
、
横
画
が
二
画
あ
り
（「00728

」

は
欠
字
）、「
萬
」
字
は
最
終
画
が
上
に
蹴
上
げ
る
よ
う
な
字
形
で
共
通
し
て
い

る
。
他
の
文
字
も
字
形
そ
の
も
の
が
極
め
て
酷
似
し
て
お
り
、
こ
の
三
件
は
同

筆
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　

他
の
器
に
関
し
て
は
、
も
う
一
系
統
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
し
、
し
か
し
、

明
確
な
判
断
が
し
難
い
。「
用
」
字
の
字
体
の
特
徴
を
持
ち
出
す
な
ら
ば
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
残
り
の
器
は
後
者
の
器
に
近
い
字
体
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

何
れ
に
し
て
も
伯
夏
父
鬲
に
は
最
低
で
も
二
種
の
書
き
ぶ
り
が
確
認
さ
れ
る
。

書
風
や
印
象
と
し
て
は
ど
の
器
も
正
統
的
な
字
体
で
、
共
通
点
も
見
い
だ
す
こ

と
が
可
能
だ
が
、
こ
れ
ら
二
系
統
の
風
を
意
図
的
に
変
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う

に
は
思
え
な
い
。
同
一
の
書
風
を
持
っ
た
書
写
グ
ル
ー
プ
が
、
分
担
し
て
書
写

し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑥
仲

父
鬲

　

仲

父
鬲
は
一
九
六
二
年
に
三
件
、
一
九
六
七
年
に
四
件
と
二
回
分
け
て
陝

西
省
永
寿
県
で
出
土
し
た
。
た
だ
、
一
九
六
二
年
出
土
の
も
の
は
明
確
に
分

か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
程
度

で
、
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
。

　

仲

父
鬲
は
他
の
器
よ
り
も
や
や
字
数
を
有
し
て
い
て
、
多
少
の
情
報
が
得

ら
れ
る
の
で
、
触
れ
て
お
き
た
い
。
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唯
六
月
初
吉
、
師
湯
父
有
司
仲

父
作
寶
鬲
。
用
敢
饗
孝
于
皇
祖
考
、
用

　
　

祈
眉
壽
。
其
萬
年
子
子
孫
孫
其
永
寶
用
。

 　
　
（ 
唯
六
月
初
吉
、
師
湯
父
の
有
司
仲

父
、
寶
鬲
を
作
る
。
用
て
敢
ん
で

皇
祖
考
に
饗
孝
し
、
用
て
眉
壽
を
祈
む
。
其
れ
萬
年
な
ら
む
こ
と
を
。

子
子
孫
孫
、
其
れ
永
く
寶
用
せ
よ
。）

　

銘
文
中
に
「
師
湯
父
の
有
司
仲

父
」
と
あ
る
か
ら
、
製
作
者
の
仲

父
は

師
湯
父
に
使
え
る
身
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
師
湯
父
は
『
金
文
人
名
匯
編＊４
』

に
よ
れ
ば
、
西
周
中
期
後
半
の
人
で
、
周
王
朝
の
師
職
と
す
る
。
自
ら
が
製
作

し
た
器
に
、
師
湯
父
鼎
が
あ
る
。

唯
十
又
二
月
初
吉
丙
午
、
王
、
在
周
新
宮
、
在
射
廬
、
王
呼
宰
應
、
賜
□

弓
象
弭
、
矢

、
彤

。
師
湯
父
、
拜
稽
首
、
作
朕
文
考
□
叔
彝
。
其
萬

年
。
孫
孫
子
子
、
永
寶
用
。

　
　
（ 

唯
十
又
二
月
初
吉
丙
午
、
王
、
周
の
新
宮
に
在
り
、
射
廬
に
在
り
て
、
王
、

宰
應
を
呼
び
、
□
弓
象
弭
、
矢

彤

を
賜
は
し
む
。
師
湯
父
、
拜

し
て
稽
首
し
、
朕
が
文
考
□
叔
彝
を
作
る
。
其
れ
萬
年
な
ら
む
こ
と
を
。

孫
孫
子
子
、
永
く
寶
用
せ
よ
。）

　
「
王
、周
の
新
宮
に
在
り
、射
廬
に
在
り
て
」の
語
は
、「
一
五
年

曹
鼎
」や「
師

遽
簋
」
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
商
周
青
銅
器
銘
文
選＊５
』
で
は
、
師
湯
父

鼎
を
恭
王
期
に
断
代
す
る
。
従
っ
て
、
仲

父
も
ま
た
、
恭
王
期
の
人
で
あ
ろ

う
し
、
仲

父
鬲
の
製
作
年
代
も
お
の
ず
と
そ
の
よ
う
に
な
る
。

　

で
は
製
作
年
代
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
仲

父
鬲
の
字
体
【
表
７
】
を
項

目
立
て
て
順
に
述
べ
た
い
。

ⅰ　

特
殊
な
字
体
を
持
つ
器

　

仲

父
鬲
に
お
い
て
は
、
正
統
的
な
要
素
が
少
な
く
、
特
殊
な
字
体
や
、
字

体
の
傾
き
を
有
す
る
器
群
が
あ
り
、
し
か
も
時
代
的
差
異
の
よ
う
な
特
徴
が
散

見
さ
れ
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。
こ
の
時
代
的
差
異
は
主
に
、
西
周

期
よ
り
も
時
代
の
下
っ
た
春
秋
戦
国
時
代
の
特
徴
で
あ
る
。「00749

」
の
器
に

注
目
し
、
時
代
的
に
違
和
感
の
あ
る
要
素
を
持
つ
文
字
を
抽
出
す
る
と
左
の
よ

う
に
な
る
。

［ 
 

］「
中
」
字
：
西
周
期
で
は
中
央
部
は
楕
円
に
作
る
。

［ 
 

］「
孫
」
字
：「
子
」
部
の
頭
部
を
逆
三
角
形
に
作
る
。

［ 
 

］「
宝
」
字
：「
貝
」
部
（
と
思
わ
れ
る
）
を
中
央
部
に
置
く
。

　

殊
に
、
こ
の
器
は
字
体
を
理
解
せ
ず
に
書
写
し
て
い
る
文
字
が
多
く
見
ら
れ

る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
初
」字
、「
湯
」字
、「
司
」字
、「
饗
」字
、

「
祈
」
字
、「
眉
」
字
、「
壽
」
字
、「
萬
」
字
、「
年
」
字
、「
宝
」
字
な
ど
挙
げ

ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
理
解
し
て
書
写
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
文
字
の
ほ
う
が
少

な
い
。
字
体
の
特
徴
の
視
点
か
ら
の
み
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
こ
れ
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は
自
作
銘
器＊６
の
特
徴
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
西
周
期
の
器
に
し
て
は
、
線
が

華
奢
な
点
も
、
そ
の
印
象
を
増
幅
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。「00752

」
で

は
「
鬲
」
字
を
「 　

   

」
の
よ
う
に
書
写
し
て
い
る
が
、
こ
の
囲
い
の
両
脇

の
反
り
は
や
や
装
飾
的
要
素
を
含
ん
で
い
て
、
西
周
器
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
敢
」
字
、
や
「
有
」
字
は
一
部
に
反
転
し
て

い
る
部
位
が
あ
る
こ
と
も
含
め
、「00749

」
と
同
様
に
字
形
を
理
解
せ
ず
に
書

写
す
る
文
字
も
少
な
く
な
い
。

ⅱ　

字
体
が
酷
似
す
る
器

　

一
つ
目
は
「00746

」、「00748

」
の
両
器
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
特
殊
な
字
体

に
も
関
わ
ら
ず
、
極
め
て
酷
似
し
た
字
体
的
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。

「
初
」
字
：「 

 

」
部
、
左
側
を
垂
直
に
書
写
す
る
。

「
湯
」
字
：「
日
」
部
の
点
を
有
し
て
い
な
い
。（「00748

」
は
摩
滅
）

「
有
」
字
：「
又
」
部
の
最
終
部
を
右
に
曲
げ
る
。

「
司
」
字
：「 

 

」
部
の
右
部
に
「
×
」
の
よ
う
な
部
位
を
有
し
て
い
る
。

「
饗
」
字
：「
食
」
部
の
冠
部
が
大
き
い
。

「
其
」
字
：
左
に
傾
く
。

　

右
は
、と
り
わ
け
特
徴
的
な
文
字
を
挙
げ
た
が
、他
に
も
「
月
」
字
、「
用
」
字
、

な
ど
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
字
形
も
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。「00748

」
は
上

部
に
摩
滅
し
て
い
る
文
字
が
多
い
た
め
す
べ
て
確
認
し
得
な
い
が
、
確
認
出
来

る
文
字
だ
け
で
も
共
通
点
が
多
く
、
同
筆
と
し
て
判
断
し
て
差
し
支
え
な
か
ろ

う
。

　

二
つ
目
は「00750

」、「00751

」の
両
器
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、右
の「00746

」、

「00748

」
の
両
器
と
近
い
特
徴
を
有
す
る
文
字
も
あ
っ
て
、
同
じ
一
群
に
含
め

る
こ
と
も
検
討
し
た
が
左
記
の
よ
う
に
、
決
定
的
に
異
な
る
点
が
あ
る
。

「
初
」
字
：「
衣
」
部
が
左
右
接
続
す
る
。

「

」
字
：「
冄
」
部
の
上
部
が
膨
れ
な
い
。

「
饗
」
字
：
左
右
の
足
部
が
長
い
。

「
孝
」
字
：
上
部
と
下
部
の
間
に
距
離
が
あ
る
。

　

逆
に
、
共
通
す
る
点
と
し
て
は
、
①
「
有
」
字
の
「
月
」
部
の
書
写
（
一
画

目
の
み
「
又
」
部
に
接
続
）、
②
「
湯
」
字
「
日
」
部
の
点
を
有
さ
な
い
、
ま

た
③
「
司
」
字
の
右
部
の
「
×
」
部
を
有
す
る
点
で
あ
る
。
系
統
的
に
は
似
る

が
、
同
筆
と
は
言
い
難
い
点
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
。

ⅲ　

一
群
の
字
体
の
有
り
方

　

仲

父
鬲
の
一
群
は
、
多
様
な
面
を
見
せ
る
器
が
多
い
。
こ
こ
で
簡
単
に
整
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理
し
て
お
き
た
い
。

　

右
の
よ
う
に
、
同
筆
と
思
わ
れ
る
器
が
二
組
、
ほ
か
同
筆
と
は
認
め
ら
れ
な

い
器
が
そ
れ
ぞ
れ
一
件
ず
つ
あ
る
。
そ
の
内
二
件
は
春
秋
戦
国
期
の
字
体
的
特

徴
が
一
部
に
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
も
う
一
度
仲

父
鬲
と
関
連
の
あ
る
師
湯
父
鼎
に
振
り
返
っ
て
み

た
い
。
師
湯
父
鼎
の
銘
文
内
容
と
共
に
、
そ
の
字
体
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、

か
な
り
非
正
統
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
銘
文
内
容
か
ら

見
れ
ば
、
王
と
の
関
連
性
を
窺
わ
せ
る
に
は
十
分
な
内
容
で
あ
る
が
、
王
朝
か

ら
青
銅
器
を
与
え
ら
れ
た
と
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
字
体
が
崩
れ
て
い
る
。

一
般
的
な
冊
命
金
文
に
見
ら
れ
る
字
体
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
師

湯
父
鼎
は
お
そ
ら
く
、
文
字
通
り
、
師
湯
父
自
ら
が
作
成
し
た
青
銅
器
な
の
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
状
況
か
ら
師
湯
父
に
は
、
何
ら
か
の
方
法
で
青
銅
器

を
製
作
す
る
手
段
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
師
湯
父
鼎
の
特
殊
な
字
体
と

し
て
「
湯
」
字
の
「
日
」
部
に
点
を
打
た
な
い
こ
と
な
ど
も
、
本
器
と
の
関
連

を
に
お
わ
せ
る
要
素
で
あ
る
。
左
図
の
よ
う
に
師
湯
父
鼎
で
は
初
め
か
ら
点
を

打
つ
気
が
な
い
よ
う
な
字
形
を
取
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
仲

父
鬲
は
銘
文
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
お
そ
ら
く
師
湯
父

か
、
そ
れ
に
近
い
関
係
の
範
囲
で
青
銅
器
を
製
作
さ
れ
た
器
で
あ
る
と
仮
定
し

て
も
無
理
な
推
論
と
は
い
え
ま
い
。
周
王
朝
と
距
離
感
の
あ
る
機
関
で
の
製
作

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
字
体
的
に
も
や
や
自
由
な
表
現
が
可
能
だ
っ
た
、
と

も
と
れ
る
が
、
明
確
な
書
写
基
準
や
字
体
基
準
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
の
が

正
確
な
表
現
か
も
し
れ
な
い
。

　

特
殊
な
字
体
を
多
く
有
す
る「00749

」の
器
は
、『
考
古
』（
一
九
七
九
、二
期
）

で
出
土
報
告
が
な
さ
れ
、
他
の
「00746

」、「00747

」
の
器
と
造
形
、
装
飾
が

完
全
に
同
一
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
後
世
に
よ
る

偽
作
の
疑
い
は
概
ね
排
除
で
き
る
し
、
こ
の
器
の
み
、
別
の
時
期
に
製
作
さ
れ

た
と
仮
定
し
て
も
、
仲

父
の
亡
き
後
、
再
び
同
一
製
作
者
名
で
、
同
銘
の
青

銅
器
を
製
作
す
る
意
図
は
見
出
し
が
た
い
。
い
か
な
る
視
点
か
ら
判
断
し
て
も
、

さ
ほ
ど
期
間
を
置
か
ず
し
て
、
製
作
さ
れ
た
一
群
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

00746

00751

00752

師湯父鼎
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実
は
、
こ
の
出
土
の
際
、「00749

」
ら
と
同
時
に
出
土
さ
れ
た
器
（
図
―
上
）

に
、
簋
が
あ
る
。
鬲
と
簋
の
銘
文
上
の
差
は
「
作
寶
鬲
」
と
「
作
寶
簋
」
の
一

字
違
い
し
か
な
い
が
、
同
時
に
出
土
さ
れ
た
他
の
鬲
の
器
よ
り
も
正
統
的
な
字

体
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
同
時
の
出
土
で
は
な
い
が
、
同
銘
を
有
す
る
器

に
、
北
京
故
宮
に
あ
る
器
（
図
―
下
）
も
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
鬲
よ
り
も
正
統

的
な
字
体
を
示
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
簋
は
書
写
水
準
で
見
れ
ば
、
鬲
よ
り

も
は
る
か
に
高
い
レ
ベ
ル
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
仲

父
関
連
の
類
似
し
た
銘
文
の
器
群
だ
け
で
、
三
段
階
の

書
写
水
準
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
期
に
製
作
さ
れ
、
製
作
者
も
銘
文

内
容
も
同
じ
、
と
い
う
範
疇
か
ら
、
明
ら
か
な
書
写
の
違
い
が
見
え
る
だ
け
で

な
く
、
書
写
水
準
の
差
異
が
あ
り
、
さ
ら
に
恭
王
期
に
は
本
来
見
現
れ
る
は
ず

の
な
い
、
春
秋
戦
国
期
の
如
き
字
体
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
ほ

ぼ
同
銘
の
器
に
存
在
し
て
い
る
点
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

一
、
同
銘
同
器
形
群
の
器
は
、
い
ず
れ
も
複
数
の
手
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
全
て
異
筆
で
は
な
く
、
微
伯
鬲
の
よ
う
に
一
件
の
み
が
異
筆
と
認
め

ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

二
、
微
伯
鬲
、
仲
姞
鬲
、
伯
庸
父
鬲
、
伯
先
父
鬲
、
伯
夏
父
鬲
の
五
種
の
器
に

つ
い
て
は
異
筆
で
あ
り
な
が
ら
、
明
確
な
書
写
水
準
の
差
は
な
い
。
仲

父
鬲

に
の
み
明
ら
か
な
書
写
水
準
の
差
が
見
ら
れ
る
。

三
、
仲

父
鬲
で
は
、
書
写
の
水
準
の
差
異
や
書
き
ぶ
り
が
複
雑
で
あ
る
。
加

え
て
、
銘
文
内
容
と
そ
の
字
体
か
ら
、
師
湯
父
と
の
関
係
を
匂
わ
せ
る
。「
銘

文
内
容
が
酷
似
す
る
簋
銘
」、
鬲
で
は
「
比
較
的
正
統
的
な
銘
」、「
特
殊
な
字

体
を
多
く
有
す
る
銘
」
と
、
書
写
レ
ベ
ル
は
三
段
階
に
区
分
可
能
で
あ
る
。

　

右
の
点
か
ら
、
同
一
銘
の
書
写
の
書
き
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
想
像
以
上
に
、

複
雑
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
仲

父
鬲
に
見
え
る
時
代
的

差
異
の
如
き
字
体
の
特
徴
は
、
恭
王
期
頃
に
は
既
に
、
水
面
下
で
そ
の
胎
動
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
特
徴
が
、
王
朝
側
の
作
器
で
は
な
く
、

そ
れ
よ
り
も
低
い
水
準
の
器
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
一
つ
重
要
な
点
と
し
て
指

摘
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

本
論
稿
で
は
、
ま
ず
鬲
の
器
形
に
限
定
し
、
そ
の
書
き
ぶ
り
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
鬲
銘
だ
け
で
は
判
断
し
え
な
い
点
も
多
い
が
、
書
写
水
準
の
異
な
る
銘

を
確
認
出
来
た
こ
と
は
、
青
銅
器
の
流
れ
を
捉
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
肝
要

で
あ
る
。
今
後
他
の
器
形
を
考
察
し
て
い
く
中
で
、
よ
り
多
角
的
な
視
点
か
ら

そ
の
流
れ
や
書
写
傾
向
を
捉
え
、
西
周
期
の
複
雑
な
青
銅
器
の
流
通
に
つ
い
て

徐
々
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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【
注
】

＊
１ 　
『
西
周
青
銅
器
と
そ
の
国
家
』（
松
丸
道
雄
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
〇
）
に
収
録
。
青
銅
器
製
作
の
背
景
や
、
諸
侯
器
に
つ
い
て
の
指
摘
が

な
さ
れ
る
。

＊
２ 　
「
西
周
金
文
に
お
け
る
同
銘
異
筆
論
」（『
書
学
書
道
史
論
叢
／
２
０
１
１
』、

書
学
書
道
史
学
会
、
二
〇
一
一
）
で
、
浦
野
俊
則
氏
は
、「
全
体
感
、
文
字
の
配

置
、
配
列
上
の
相
違
」、「
文
字
の
大
き
さ
と
粗
密
の
相
違
」、「
同
一
文
字
に
お

け
る
点
画
構
成
上
の
相
違
」、「
筆
法
上
の
相
違
」
の
四
点
を
挙
げ
異
筆
と
す
る
。

＊
３ 　
『
書
道
学
論
集
９
』（
二
〇
一
二
、
大
東
文
化
大
学
文
学
研
究
科
書
道
学
専
攻

院
生
会
）
八
―
二
五
頁

＊
４ 　
『
金
文
人
名
匯
編
』（
呉
鎮
烽
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
）
一
九
八
頁

＊
５　
『
商
周
青
銅
器
銘
文
選
３
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
八
）
一
四
八
頁

＊
６ 　

詳
細
は
前
掲
、『
書
道
学
論
集
９
』
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
主
に
字
体
面
か
ら

指
摘
出
来
る
「
自
作
銘
器
」
の
特
徴
は
、
①
反
転
、
②
部
位
相
違
、
③
部
位
付
加
、

④
非
対
称
性
、
⑤
欠
筆
や
接
続
の
不
十
分
の
五
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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【
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1
】

【
表
2
】

【
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【
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5
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【
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