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東
1拍
免
荷
象

第
十
三
春
第
三
競

昭
和
廿
八
年
三
月
肇
行

鹿

≡

居

延

漢

簡

研

究

序

説

は

し
-

が

き

こ
こ
に
居
延
藻
簡
と
い
う
の
は
､

7
九
三
0
年
'
ス
ウ
ェ
ン
･
ヘ
デ
ィ
ン
氏
の
ひ
き
い
る
西
北
科
畢
考
査
圃
(
T
h
e

S
ino
･Sw
edish
E
xpe
･

d
it
io
n
)

が
申
開
の
西
北
連
彊
エ
チ
ナ
河
下
流
域
カ
ラ
ホ
ト
近
傍
で
饗
掘
し
た

1
寓
鮎
に
上
る
薬
代
の
木
札
文
書
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
古
文

書
が
藻
代
の
政
治

･
軍
事

･
審
済

･
社
食

･女
化
を
開
明
す
る
上
で
の
有
力
な
基
本
史
料
で
あ
る
こ
と
は
小
う
ま
で
も
な
い
が
'
こ
れ
を
畢
界

メ

共
有
の
財
産
に
す
る
ま
で
に
は
相
雷
の
経
験
曲
折
が
あ
っ
た
.
が
結
局
'
穿
斡
氏
の

｢居
珪
藻
簡
考
樺
J
四
価
(石
印
奉
t
f
九
四
三
年
刊
)
が
公

表
さ
れ
る
に
至
り
'
と
も
か
-
こ
の
秘
聾
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
｡
そ
の
書
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
'
本
書
は
居
薙
出
土
の
漠
簡
を
解

説
し
た
樺
文
と
'
そ
れ
に
も
と
づ
-
漠
代
史
賓
の
考
澄
と
を
収
め
る
0
更
に
戦
後
t

T
九
四
九
年

には
'
本
書
の
活
字
印
刷
に
よ
る
新
版
(考
欝

の
部
は
未
刊
の
よ
う
で
あ
る
)

が
出
て
愈
々
7
澱
の
渇
望
を
満
た
し
た
の
で
あ
る
｡
前
著
は
既
に
十
年
前
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
わ
れ

わ
れ
の
入
手
し
た
の
は
や
つ
と

l
昨
年
の
こ
と
で
'
こ
れ
は
姦
北
京
の
今
西
春
秋
君
の
斡
旋
の
賜
物
で
あ
る
Q
宙
字
印
本
の
方
も
'
肢
i･時
を
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同
じ
う
し
て
も
た
ら
さ
れ
､
わ
れ
わ
れ
同
敦
者
の
問
に
､
こ
の
湊
代
の
基
本
史
料
を
研
究
す
る
横
縁
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
｡
研
究
と
は
い
う

一

が
'
原
簡
は
勿
論
'
篤
農
さ
え
入
手
し
え
な
い
現
在
'
た
ゞ
努
氏
の
樺
ま
し
た
も
の
を
唯

1
の
手
が
か
-
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
'
穿
氏
の

成
果
の
上
9
.
如
何
ほ
ど
の
附
加
が
で
き
る
か
'
多
少
の
危
供
が
な
い
で
は
な
い
｡
し
か
し
こ
の
二
年
近
-
の
間
'
も
ど
か
し
S
摸
索
を
つ
ゞ

け
た
結
果
'
こ
の
漠
代
文
書
に
親
し
み
も
で
き
､
こ
れ
を
利
用
す
る
心
得
も
で
き
て
来
た
の
で
'
そ
の
成
果
の
1
部
を
公
表
し
て
江
湖
の
批
正

を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
.

こ
1
に
特
輯
し
た
各
筈
は
い
ろ
い
ろ
の
問
題
に
亙
っ
て
S
る
か
ら
'
は
じ
め
に
居
延
漠
簡
な
ら
び
･に
そ
の
研

ヽ

究
に
つ
い
て
の
概
観
を
し
て
お
き

た
い
と
思
う
.
ま
す
こ
の
文
書
の
畿
見
さ
れ
た
居
延
と
い
う
場
所
'
攻
に
簡
と
呼
ば
れ
る
こ
の
文
書
の
書
籍

材
料
､
そ
の
畿
堀
の
顛
末
'
ま
た
そ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
'
そ
し
て
そ
れ
ら
の
内
容
に
つ
S
て
Iの
今
ま
で
の
研
究
'
な
ら
び
に
わ
れ
わ
れ
は
如

何
な
る
立
場
か
ら
研
究
を
進
め
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
､
以
下
節
を
分
っ
て
述
べ
よ
う
.

､

な
お
こ
の
横
合
に
特
記
し
て
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
の
は
'
わ
れ
わ
れ
の
居
延
漠
簡
研
究
に
封
し
て
昭
和
二
十
七
年
度
文
部
省
料
率
研
究

費
が
交
付
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
.
そ
の
た
め
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
戻
る
囲
滑
に
進
捗
し
っ
1
あ
っ
て
i

こ
の
特
韓
が
可
能
に
な
っ
た
の
も
'
そ

の
1
つ
の
あ
ら
わ
れ
eJあ
る
こ
と
を
申
添
え
て
お
く
.

l

/

エ
チ
ナ
河
と
い
う
の
は
､
遠
-
青
海
省
境
の
山
脈
中
に
渡
を
馨
し
'
西
部
甘
藷
の
オ
ア
シ
ス
を
港
概
し
て
北
方
の
沙
湊
に
流
れ
込
心
河
川
で
あ

Iる
｡
甘
滴
の
蓮
境
に
あ
る
毛
目

M
a
o
m
u
(鼎
新
願
)
の
町
を
過
ぎ
て
か
ら
'
二
僚
ま
た
は
三
傑
の
主
流
と
そ
の
他
い
-
つ
か
の
支
流
に
分
れ
'

約
1
10
0
哩
ば
か
り
ゴ
ビ
沙
漠
を
北

へ
流
れ
て
'
ガ
シ
ュ
ン
ノ
ー
ル

G
ashu
n.･n
o
r
･JJ
ソ
ゴ
ノ
ー
ル

So
gh
?
n
o
r

と
い
う
双
子
の
鹸
湖
に

●

注
ぎ
入
る

(
こ
の
湖
の
背
後
に
は
'
す
ぐ
外
蒙
歯
境
が
迫
っ
て
い
る
).

こ
れ
が
エ
チ
ナ
河
オ
h
Lシ
ス
で
1'
長
さ
約
二
〇
〇
哩
'
幅
約
三
〇
哩
乃
至
五

〇
哩
､
-
ル
ダ
ー
-
蒙
古
人
の
住
ま
う
､
白
板
や
梗
柳
が
生
い
童
葦
の
散
ら
ば
る
地
方
で
あ
る
｡
牛
荒
蕪
地
方
b
は
あ
る
が
､
過
属
し
た
ゴ
ビ

2
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〉

の
旅
行
者
に
と
つ
て
は
､
線
肝
と
水
と
憩
i
砂
あ
る
藩
艶
所
の
よ
う
に
息
え
る
場
肝
b
あ
tONo
こ
の
河
の
下
流
に
蒙
古
名
を
カ
ラ
ホ
ト
粥
h
ara
･

lid

K
h
o
to
,
中
国
名
を
黒
城
と
稀
す
る
贋
嘘
が
あ
る
O
元
の
時
代
に
亦
集
乃
と
い
わ
れ
､
マ
ル
コ
･
ポ
ー
ロ
の
旗
行
記
に
エ
シ
烏
と
記
さ
れ
る
都

市
で
あ
っ
て
t
と
の
前
代
西
夏
王
国
の
頃
に
紫
薬
し
て
い
た
こ
と
は
'
今
世
紀
初
頭
､
コ
ズ
ロ
フ
'
ス
タ
イ
ン
氏
等
の
調
査
畿
掘
に
よ
っ
て
茸

ノヽ8

琵
せ
ら
れ
た
.

こ
の
慶
嘘
の
中
央
か
ら
東
南
寄
-
に
藻
代
の
遺
跡
が
あ
る
が
'
こ
れ
こ
そ
は
遮
虜
障
で
あ
り
'
後
に
蹟
げ
ら
れ
て
居
廷
願
城
と

｣■Inu4

な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
.
漢
書
地
理
志
に
よ
る
と
'
居
延
は
張
我
郡
に
屠
す
る
麻
で
'
同
時
に
居
建
都
尉
の
捨
所
で
も
あ
っ
た
.
そ
し
て
願
城

の
東
北
に
居
延
滞
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
が
'
恐
ら
-
そ
の
湖
水
は
現
在
双
子
湖
に
な
っ
て
S
る
ソ
ゴ
ノ
ー
ル
と
ガ
シ
ュ
ン
ノ
ー
ル
が
蓮
接
し

今
よ
り
も
大
き
な
潮
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
さ
て
こ
の
地
方
が
漠
代
に
お
い
て
開
畿
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
常
時
､
北
連
の

脅
威
で
あ
っ
た
称
奴
の
南
倭
を
防
ぐ
た
め
に
こ
の
地
帯
に
撃
嵐
を
築
い
た
こ
と
に
始
ま
る
｡
即
ち
漢
書
武
帝
紀
に
よ
る
と
'
太
初
三
年

(B
･

C
･.
1
0
こ)の
夏
'
強
考
都
尉
の
路
博
徳
が
居
延
に
築
S
た
と
見
え
る
｡
ま
た
天
漠
二
年
(B
･
C
･
九
九
)夏
に
は
､
騎
都
尉
の
李
陵
が
歩
兵
五

千
人
を
率
い
て
居
延
を
出
蟹
し
て
北
に
向
い
旬
奴
と
戦
っ
た
TU
見
え
る
か
ら
'
こ
の
地
が
旬
奴
に
封
す
る
前
線
基
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
｡

ま
た
常
時
こ
の
堆
方
は
エ
チ
ナ
河
を
利
用
し
て
濯
概
が
施
さ
れ
'
自
給
で
き
な
い
ま
で
も
或
程
度
の
農
業
生
産
も
見
ら
れ
'
武
帝
の
末
年

に
は
捜
粟
都
尉
の
超
過
の
案
出
し
た
代
田
浜
が
'
こ
の
地
に
試
行
さ
れ
て
S
る
(漠
書
食
貸
志
)｡

と
も
か
く
現
在
の
情
景
と
は
臭
っ
た
も
の
が

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
｡
､

二

次
に
こ
の
地
方
で
蔑
見
さ
れ
た
漠
簡
J
J
は
如
何
な
る
も
の
か
'

7
麿
の
解
説
を
し
て
お
■こ
う
O
簡
と
い
う
の
は
'
そ
の
字
形
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
'
本
来
竹
で
作
っ
た
も
の
で
あ
る
Q
竹
の
節
と
節
と
の
問
の
部
分
を
と
り
'
之
を
縦
に
幾
健
か
に
割
っ
て
狭
長
な
形
に
L
t
そ
れ
を
剥

い
で
書
為
し
た
の
で
あ
っ
て
'
中
国
で
は
紙
の
襲
明
さ
れ
る
ま
で
は
重
要
な
青
馬
材
料
で
あ
っ
た
｡
こ
の
竹
簡
に
倣
い
木
片
を
用
い
て
作
っ
た

も
の
を
贋
と
群
す
る
が
'
居
延
地
方
で
尊
兄
さ
れ
た
も
の
は
'
後
述
の
1
竹
簡
を
除
き
'
す
べ
て
木
贋
で
あ
る
｡
従
っ
て
言
葉
の
正
し
い
使
用

I
- 3--
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決
か
ら
い
え
ば
'
こ

れ
を
簡
と
呼
ぶ
の
は
不
嘗
な
の
で
あ
る
が
'

7
殻
に
木
簡
を
も
簡
と
通
用
⊥
て
い
る
＼の
で
'
慣
例
に
よ
っ
て
簡
と
稀
す
る

こ
と
に
す
る
.
さ
て
こ
の
木
簡
に
使
用
さ
れ
た
木
材
に
つ
い
て
'
居
延
畿
兄
の
も
の
は
ま
だ
調
査
さ
れ
て
は
S
な
S
よ
う
で
あ
る
が
'
居
延
よ

り
も
二
十
数
年
前
'
敦
蛙
に
お
い
て
採
集
さ
れ
た
湊
筒
に
つ
い
て
は
'
白
楊
木

C
P
o
p
u
t
uS
alba)を
用
い
た
も
の
が
最
も
多
く

こ
の
外
に

.id

於
柏
科
の
植
物
を
用
い
た
も
の
の
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

も

因
み
に
こ
の
近
傍
で
拾
相
科
の
植
物
が
生
育
し
て
い
､る
場
所
は
､

エ
デ
ナ

■
河
の
番
頭
す
る
南
山
山
脈

bあ
る
｡
な
お
敦
悠
衝
の
使
用
木
材
に
関
し
て
は
'
そ
の
後
､
新
た
に
採
集
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
中
央
研
究
院
植

ノヽ

物
研
究
所
の
何
天
相
氏
が
切
片
顛
微
鏡
方
法
を
以
て
鑑
定
し
た
が
'
そ
の
結
果
に
よ
る
と
'
衆
の
四
種
の
木
材
が
用
い
ら
れ
て
､い
響

7

中
国
名
を
青
枠
へ山
西
)
､
-あ
る
い
は
拝
見
橡
(河
南
)

と
い
い
'
畢
名
を

P
ice
a
ne
o
v
e
itc

h
i

i
M
a
st･
と
い
う
'
雲
移
の
1
展
で
'
申

観
産
の
も
の
十
二
種
を
数
え
る
.
本
種
は
湖
北
省
の
東
北
部
か
ら
駅
西

･
山
西

･
甘
葡
方
面
の
高
山
に
植
生
す
る
O
木
材
は
淡
白
で
'
質

は
軽
疎
で
あ
る
｡

二

中
国
名
を
毛
白
楊
'
畢
名
を

P
op
u

t
u

s

to
m
entos㌢
Ca
rr
.
と
い
う
'
本
櫨
は
甘
藷
お
よ
び
華
北

7
帝
に
均
し
く
分
布
す
る
〇

三

中
国
名
を
水
柳
'
あ
る
い
は
垂
柳
'
垂
枝
柳
と
い
い
'
畢
名
を

S
al
ix

babytonica
Li
rm
.と
い
う
'
中
国
の
柳
展
は
五
十
飴
種
を

数
え
る
が
'
本
種
は
揚
子
江
以
南
の
各
地
に
常
見
す
る
も
の
'
し
か
し
北
方
に
滝
栽
植
す
る
こ
と
が
可
能
b
あ
る
｡

四

中
歯
名
を
樫
柳
あ
る
い
は
紅
柳
'
学
名
を

T
a

marix
ch
in

ensiS
L
.
u
r
･
と
い
う
'
本
種
望

円
海

･
甘
藷

･.新
匿
の
沙
漠
中
に
常
見

す
る
植
物

bあ
る
.

居
延
簡
も
恐
ら
ぐ
同
様
に
楊
柳
科
あ
る
い
は
椅
柏
科
の
魔
物
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
簡
は
書
為
さ
れ
た
後
に
も
更

に
削
っ
て
何
度
も
使
用
さ
れ
た
ら
し
-
'
居
延
簡
の
尊
兄
者

F
o
lke
B

ergm
an
も
'
そ
の
こ
と
を
晋
及
し
て
S
る
｡
敦
燈
簡
の
場
合
8)は
'

橡
柏
科
の
植
物
を
使
用
し
た
も
の
に
'
こ
.の
削
衣
の
簡
の
多
い
こ
と
を
'
夏
常
民
が
指
摘
し
て
5
る
｡
思
う
に
蔚
線
基
地

b
は
こ
の
種
の
木
材

が
得
易
-
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡

攻
に
簡
の
形
澱
は
長
短
虜
狭
S
ろ
S
ろ
あ
っ
て

7
受
し
な
S
が
'
教
壇
億
に
ょ
つ
て
み
る
と
長
さ
二
三
セ
ン
チ
､
幅

T
セ
ン
チ
t
,
ら
S
の
む

-T 4
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の
′が
最
も
多
い
.
二
三
セ
ン
チ
は
大
体
湊
の

]
尺
に
嘗
る
O
こ
,の

l
尺
の
水
餅
に
青
島
し
た
こ

と
の
名
嫁
を
今
も
尺
硬
と
S
う
欝
粒
と
t4
め
て

い
る
｡
こ
の
よ
う
な
駅
長
な
簡
に
は
せ
い
ぜ
い
四
十
字
ぐ
ら
い
し
か
収
め
え
な
い
の
誓

文
書
を
記
す
場
合
に
は
之
を
何
故
か
連
綴
す
る
必
要

が
生
す
る
｡
そ
れ
で
こ
れ
ら
の
簡
を
横
に
並
べ
上
下
二
ヶ
所
を
絹

･
麻
な
ど
の
よ
抄
糸
で
編
綴
す
る
.
冊
の
字
は
そ
の
形
を
象
っ
た
も
の
､で
あ

る
｡
ま
た
各
席
の
上
端
に
近
5
部
分
に
囲
孔
を
穿
っ
て
糸
を
通
す
方
絵
も
あ
っ
た
｡
従
釆
蓉
据
さ
れ
た
藻
筒
は
殆
ど
断
簡
零
墨
で
あ
っ
た
が
'ヽノ

居
琴
で
望

墓

な
冊
書
が
二
件
襲
見
さ
れ
て
い
る
.
殊
に
そ
Q

7
0
は
七
十
八
簡
を
麻
縄
で
編
綴
し
て
5
て
誠
に
珍
重
す
べ
き
も
の
で
あ
も
.

こ
れ
ら
の
文
書
を
敬
遠
す
る
時
に
は
蓋
(槍
と
稀
す
る
)

を
お
き
縦
横
に
細
で
-
ゝ

つ
て
'
そ
の
結
び
目
に
封
泥
を
施
し
'
印
を
捺
し
て
封
賊
す

)

る
の
で
あ
PQQ.
ま
た
書
蔦
に
際
し
て
筆
墨
を
用
い
る
こ
と
S
う
ま
で
も
な
い
が
,
居
延
か
ら
は
完
好
な
筆
が

7
本
'
衝
に
ま
じ
つ
て
襲
見
さ
れ

)

た
こ
と
を
窒

息
し
て
お
こ
う
O.

L

ヽ

三

ヘ
デ
ィ
ン
腰
検
除
の
べ
､ル
グ
マ
ン
氏
が
は
じ
め
て
藻
簡
を
喪
見
し
た
Q
は
'
カ
ラ
ホ
ト
の
東
南
三
〇
キ
や
に
あ
る
ボ
;

ォ
y
チ
.

B
o
ro
･

t

s
on
ch

に
患
い
七
ゞ
あ
る
Q
こ
の
探
検
隊
が
最
初
に
西
行
し
た
際
に
は
'

7
九
二
モ
年
九
月
二
十
四
日
に
こ
の
鞄
で
野
営
し
て
い
る
が
'
野

営
地
の
す
ぐ
西
に
高
さ
約
三
五
メ
1
･1
ル
の
丘
が
あ
-
'

7
行
中
の
数
名
は
そ
の
頂
上
の
砦
を
調
べ
る
た
め
'
空
朝
丘
に
登
っ
て
S
る
｡
調
査

者
の

一
人
で
あ
る
ヰ
図
の
考
古
単
音
'
黄
文
弼
氏
は
て
れ
を
湊
代
の
遺
跡
と
推
定
し
た
｡
そ
し
て
そ
こ
b
は
無
数
の
陶
片
と
塩
跡
が
認
め
ら
れ

ノヽ0

た
JĴ
S
S
.
ベ
ル
グ
マ
ン
民
望

年
後
の

完

三
〇
年
四
月
二
十
日
に
改
め
て
こ
の
ボ
-

ォ
ン
チ
の
漠
代
遺
跡
の
調
査
層
亜
紀
従
っ
た
の
で

‖り

あ
も
O
こ
の
遺
跡
の
茸
測
圏
を
作
っ
て
S
た
彼
は
'
ペ
ン
を
落
と
し
そ
れ
を
拾
お
う
と
し
て
腰
を
か
ど
め
た
剰
郵
'
ペ
ン
の
傍
に
よ
く
保
有
さ

れ
た
漠
代
の
貨
幣

(五
鉄
傾
)
を
尊
兄
し
た
｡
そ
こ
で
翌
朝
か
ら
本
腰
む
入
れ
て
綿
密
に
調
査
を
す
る
こ
と
に
な
り

'
達
に
こ
1
か
ら
木
簡
を
畿

見
す
る
に
至
っ
た
が
'
文
字
の
書
か
れ
て
い
る
木
簡
と
共
に
'
前
に
述
べ
た
再
度
の
用
に
供
え
る
た
め
に
削
が
れ
た
簡
を
見
出
し
て
い
る
.
潔

ノヽウ】†▲

ロ
ツ
ォ
シ
チ
で
蔑
見
し
た
蘭
は
約
三
百
六
十
鮎
で
あ
る
が
'
努
氏
樺
文
の
い
ず
れ
に
嘗
る
か
は
確
定

bき
な
い
.
′
た
ゞ
そ
れ
ら
の
筒
の
中
に

5-
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"
t
h

e

c
h
i
e
f

o
f

3
0

c
h
in
g

"

と
認
め
ら
れ
た
も
の
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
居
延
都
尉
に
隷
属
し
て
5
た

｢
骨
井
候
官
L

LiJ旭

の
こ

と
で
あ
る
｡
因
み
に
弊
氏
は
冊
井
候
官
を
ポ
ロ
ッ
ォ
ン
チ
に
比
定
し
て
い
る
O
と
も
か
-
ベ
ル
グ
マ
ン
氏
は
ポ
ロ
ッ
ォ
ン
チ
に
お
け
る
漠

簡
-

そ
の
外
に
前
述
の
五
鉄
鐘
な
ど
の
貨
幣
'
銅
鉾
'
艶
斧
頭
'
陶
器
等
を
も
ー

の
豪
見
に
勇
束
を
え
て
エ
チ
ナ
河
地
域
の
漠
代
遺
跡
を

次
々
に
調
査
費
据
L
t
速
に
翌
年
五
月
北
京
に
貯
遺
す
る
ま
b
に

一
高
鮎
に
及
ぶ
湊
衝
を
採
集
し
た
の

bあ
る
｡
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
中
で
最
も

多
-
簡
の
え
ら
れ
た
の
は
'
カ
ラ
ホ
ト
の
西
南
方
七
〇
キ
ロ
'
エ
チ
ナ
河
岸
に
位
す
る
ム
ヅ
ル
ベ
ル
ジ
ン

M
u
･d
u
rb
etjin

で
あ
っ
て
'
こ

Ⅸ1

こ
で
約
年
教
の
四
千
鮎
を
獲
得
し
た
.
年
故
を
記
し
た
も
の
も
多
-
始
元
六
年
(B
･℃
･八
1
)
か
ら
建
武
元
年
(A
･D
･ニ
五
)
ま
で
平
均
四
年
お

き
に
紀
年
の
あ
る
筒
が
存
す
る
｡
従
っ
て
こ
の
障
塞
は
前
後
百
年
間
断
練
す
る
こ
と
な
-
保
持
さ
れ
て
S
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
O
ま
た
こ
1

は

桝

北
か
ら
数
え
て
十
七
番
目
の
塵
塵
で
'
馬
衡

･
弊
斡
両
氏
は
甲
菜
候
官
-

居
延
都
尉
に
屠
す
る
-

た
擬
し
て
い
る
｡
こ
1
に
つ
い
で
筒
の

多
-
畿
見
さ
れ
た
の
は
タ
ラ
リ
ン
ジ
ン
･
ブ
ル
ベ
ル
ジ
ン

T
aratiq
'in
･dur
be
tjin

で
あ
っ
て
'
そ
の
数
約
千
五
百
軒
'
そ
の
中
に
は
太
初

三
年

(cQ
･C
二

〇
二)'
始
元
三
年

(B
･C
･八
四
)'
同
四
年
'
同
五
年
な
ど
ム
ブ
ル
ベ
ル
ジ
ン
の
よ
り
も
言
い
紀
年
の
有
る
も
の
も
見
出
さ
れ

ノヽ61一
る
.
弊
氏
の
搾
文
を
披
見
す
る
に
'

＼

0
0
0
0

延
寄
道
太
初
三
年
申
叉
以
負
馬
田
敦
建
権
幕
輿
口
倶
釆
田
事
巳

(
三
〇
三
･
三
九
'
五
三
一
･
二
三
)

と
い
う
の
が
'
太
初
三
年
の
紀
年
が
あ
る
唯

7
の
簡

bあ
る
か
ら
'
こ
の
簡
は
タ
ラ
リ
ン
ジ
ン
出
土
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
9
な
潜
こ
の
鞄

が
漠
代
の
如
何
な
る
城
塞
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
'
若
干
の
疑
義
が
存
す
る
.
と
い
う､
の
は

7
九
四
二
年
こ
の
地
方
を
曙
査
し
た
算
氏
が
'
ス

タ
イ
ン
氏
の
地
圏
に
よ
Jっ
て
大
嘩
城
を
以
て
タ
ラ
リ
ン
ジ
ン
と
な
し
'
衆
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(同
氏
考
稗
後
語
).

甘
庸
省
界
濠
出
て
二
十
五
葦
里
に
し
て
大
滞
城
に
至
る
.
こ

の
城
は
三
重
に
な
っ
て
潜
り
'
規
模
き
わ
め
て
大
で
あ
る
.
内
城
は
東
西
約

七
〇
メ
ー
ト
ル
'
南
北
約

1
0
0
メ
ー
ト
ル
'
東
門
の
外
に
爽
城
が
あ
-
､
そ
れ
は
東
西
約
二
三
メ
ー
ト
ル
'
南
北
約
四
五
メ
ー
ト
ル
'

外
郭
は
方
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
.
し
か
し
こ
1

で
採
掘
し
え
た
も
の
は
み
な
唐
以
後
の
陶
片
で
あ
っ
て
'
金
-
漠
時
の
遺
跡
は
見
嘗

ら
な
い
｡
は
じ
め
は
カ
ラ
ホ
ト
を
前
漠
の
居
延
城
と
L
t
後
漠
以
後
の
居
姪
城
は
こ
1

(
タ
ラ
ワ
ン
ジ
ン
)
に
傾
定
し
た
の
で
あ
る
が
'
試
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掘
し
て
み
て
湊
代
の
遺
物
が
畿
見
j
れ
ぬ
以
上
､
こ
の
想
定
も
確
賓
に
裏
付
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

と
S
.つ
て
'
タ
ラ
-
ツ
ジ
ン
が
唐
以
後
の
城
郭
で
あ
る
こ
と
'
〟少
-
と
も
湊
代
の
そ
れ
e)
は
な
い
こ
と
を
'
そ
の
試
掘
の
結
果
を
楯
に
力
説
し

て
5
る
か
ら
で
あ
る
.
そ
し
て
算
氏
は
大
潟
城
の
北
方
五
華
里
に
あ
る
地
滞
城

(
ス
タ
イ
ン
の
園
に

Utan･d
iiriitiin
と
い
う
)
を
以
て
漠
代
の
眉

ノヽ〝ノ一‖り

水
都
尉
の
治
所
に
比
定
し
て
い
る
.
カ
ラ
ホ
ト
の
居
建
都
尉
に
匹
敵
す
る
天
城
が
'
僅
か
五
輩
里
を
拒
て
1

存
在
し
て
い
た
な
ら
ば
'
こ
の
タ

ラ
リ
ッ
ジ
ン
は
た
か
だ
か

7
亭
幣
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
る
に
こ
の
地
に
お
い
て
ベ
ル
グ
マ
ン
氏
は
大
量
の
漠
簡
を
採
集
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
を
単
な
る

〓
争
幣
と
み
な
す
こ
と
も
碍
躍
さ
れ
る
わ
け
CJあ
る
.
,
む
し
ろ
こ
の
千
五
百
鮎
の
藻
簡
を
出
土
し
た
タ

一

ラ
リ
ン
ジ
ン
を
以
て
屑
水
都
尉
に
擬
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
.

と
も
か
く
ベ
ル
グ
マ
ン
氏
は
工
手
ナ
河
地
域
の
墾
農
地
を
次
々
調
査
畿
掘
L
t

7
寓
鮎
の
漠
簡
を
あ
つ
め
て

7
九
三

7
年
五
月
末
'
北
京
に

も
た
ら
し
掃
っ
た
｡
そ
し
て
こ
の
漠
筒
の
解
読

･
覇
詳
に
は
北
京
大
挙
の
属
衡

･
劉
復
両
氏
と
ス
エ
ー
ヂ
ン
の
カ
ル
ル
グ
レ
ン
氏
が
嘗
る
こ
と

に
預
定
さ
れ
て
S
た
.
も
し
こ
の
事
業
が
順
調
に
運
ん
で
S
た
な
ら
ば
'
原
簡
の
樺
文
に
馬
尾
も
添
え
ら
れ
'
欧
州
語
に
も
御
許
せ
ら
れ
'
相

嘗
早
S
時
期
に
畢
界
公
有
の
財
産
に
な
っ
て
い
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
O
あ
た
か
も
三
十
年
前
に
襲
見
さ
れ
た
教
壇
筒
に
封
し
て
'
羅
振
玉

･
王

国
推
両
氏
の

｢
流
沙
墜
簡
L
i
)
E
.
C
havannes
氏
の

FiLes
D
ocum
ents
ch
in
o
is
decouver
ts
par
A
ur
e
l
S
te
in
"
が
公
刊
せ
ら

れ
た
よ
う
に
｡
し
か
る
に
日
華
事
襲

･､太
平
洋
戦
争
の
た
め
に
'
こ
の
事
業
の
途
行
は
阻
ま
れ
'
折
角
や
き
た
原
簡
篤
賞
の
原
板
も

一
九
三
七

年
秋
'
上
海
に
戦
火
が
波
及
し
た
時
に
す
っ
か
り
焼
け
て
し
ま
い
'
香
港
に
お
い
て
再
度
厄
災
に
あ
っ
た
｡
し
か
し
最
初
か
ら
こ
の
仕
事
に
熱

意
を
示
し
て
い
た
弊
戟
氏
は
'
わ
す
か
に
環
っ
た
鳥
虞
の
副
本
を
も
と
に
し
て
'
三
た
び
こ
の
事
業
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
｡
四
川
の
奥
地
で

叫

は
篤
虞
印
刷
も
意
に
任
せ
ぬ
た
め
'
こ
の
度
は
影
印
を
断
念
し
て
稗
史
と
考
詮
の
二
部
を
出
版
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
.
こ
れ
が

7
九
四

三
年
に
四
川
南
漠
で
公
刊
さ
れ
た

｢居
延
漠
簡
考
樺
｣
で
あ
る
｡

そ
の
自
序
に
よ
る
と
､

こ
の
樺
文
は
算
氏
の
ほ
か
馬
叔
平

(衛
)
･
向
発
明

(逮
)
･
賀
昌
聾

･
余
譲
之
(遜
)
の
諸
氏
に
よ
っ
て
着
手
せ
ら
れ
'
日
華
事
変
前
に
は
そ
の

1
部
分
が
C,き
上
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
'
結
局

努
氏
が
覇
カ
で
完
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
千
草
高
音
は
筆
舌
に
泰
せ
ぬ
も
の
が
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
?
.
さ
て
本
啓
の
樺
文
の
部
で
は
原
簡

･
7
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.の
薄
体
文
字
を
樺
顔
し
て
.
槽
育
休
に
改
め
'
そ
の
内
容
に
従
っ
て
次
の
如
-
類
別
し
て
い
る
｡
即
ち
文
書

･
簿
錬

･
信
札

･
賓
籍

･
雑
類
の

五
希
に
ま
す
大
別
L
t
文
書
を
更
に
書
棟
､･
封
検

･
宥
券

･
刑
詮
の
四
類
に
､
簿
録
を
蜂
健

･
虎
役

･
疾
病
死
傷

･
鏡
穀

･
器
物

･
車
馬

･
酒

食

･
名
籍

･
資
蹟

･
簿
検

･
計
簿

･
難
革
の
十
二
類
に
再
分
す
る
｡
こ
の
分
類
は
自
序
に
も
い
う
如
く
'
王
国
鮭
の
設
計
し
た

｢
凍
沙
墜
簡
L

の
分
類
を
襲
通
し
て
磨
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'
王
氏
の
そ
れ
に
此
し
頗
る
合
理
的
に
整
備
し
て
い
る
.
し
か
し
何
分
に
も
フ
ラ
グ
メ

ソ

タ
ダ

な
断
簡
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
具
体
的
に
は
正
し
く
分
類
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
い
が
な
い
で
も
な
い
.
な
お
活
字
印
本
に
は
附
錬
と
し
七

敦
悠
漠
簡
校
文
を
収
録
し
て
い
る
.
こ
れ
は
シ
ャ
ヴ
ア
ン
ヌ
の
稗
史
な
ら
び
に
排
列
に
準
壊
し
'
併
せ
て
王
氏
の
｢涜
沙
墜
簡
Lt
賀
昌
葦
氏
の

岡
補
正
(囲
書
季
刊
第
二
審
葬
l
壊
)
と
校
合
し
'
更
に
弊
氏
自
ら
新
揮
し
た
校
語
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
0,.
敦
焼
湊
簡
の
新
テ
キ
ス
ト
と
し
て
畢

界
に
歓
迎
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
巻
末
に
は
簡
旋
索
引
を
附
し
て
5
る
が
'
こ
れ
は
原
衝
の
出
土
穂
別
の
番
壁
か
ら
'
分
類
さ
れ
て

し
ま
っ
た
樺
文
中
の
筒
を
検
索
す
る
便
宜
の
た
め
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
.
峯
理
の
不
備
あ
る
S
は
印
刷
の
際
の
艶
穂
の
た
め
か
'
必
ず

し
も
正
確
で
な
く
'
今

1
段
の
工
夫
と
用
意
が
必
要
と
思
わ
れ
る
O

以
上
'
居
延
漠
簡
尊
兄
の
顛
末
か
ら
弊
氏
の
考
帝
に
結
賓
す
る
ま
C)十
数
年
間
の
過
程
を
回
顧
し
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
過
程
を
通
じ
'
ま

た
考
樺
出
現
後
に
患
S
.て
'
本
史
料
に
封
し
如
何
な
る
研
究
が
な
さ
れ
た
か
を
併
せ
述
べ
て
あ
こ
う
O
最
も
早
く
か
ら
'
ま
た
最
も
長
-
fJ
の

簡
紅
凄
し
て
5
る
た
め
に
'
弊
氏
の
美
津
が
最
も
多
い
｡
考
樺
の
考
欝
の
部
が
包
括
的
な
代
表
作
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
史
語
所

集
刊
そ
の
他
の
誌
上
に
も
多
-
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
饗
表
し
て
い
る
0
努
氏
の
外
に
は
賀
昌
零
･
陳
紫

･
楊
聯
隆
の
諸
氏
の
も
の
が
あ
る
｡
鮮
し

く
は
別
稀
の
簡
贋
研
究
文
献
目
録
を

一
党
さ
れ
た
い
｡

′

な
お
序
で
逐
以
て
ベ
ル
グ
マ
ン
氏
魔
集
以
外
の
居
姪
漠
簡
に
つ
S
て
芸
与

る
｡
そ
の

三

は
現
在
､
.中
央
圏
書
館
に
所
蔵
す
る
も
の
で
三

9

十
簡
を
数
え
聖

そ
の
中
の
7
簡
は
無
字
t
も

7
つ
の
簡
は
よ
め
な
く
な
っ
て
い
る
が
.'
他
の
二
十
八
簡
は
有
字

(面
背
南
面
に
音
鴬
き
れ
る
も

の
七
蘭
を
含
む
)'
か
た
有
事
の
も
の
に
竹
簡
が

7
個
存
す
る
.
何
時
牽
塊
し
た
か
不
明

bあ
る
が
'
そ
の
内
容
を
見
れ
ば
居
延
藻
簡
で
あ
る
こ

ノヽ

一

〇2

と
は
廉
い
な
い
｡
も

】
つ
妊
葉
文
弼
氏
が
路
階
曳
き
か
ら
入
手
し
た
数
簡
で
あ
る
が
'
そ
れ
娃

7
九
三

1
年
の
こ
と

C}あ
わ
'
ま
た
そ
れ
ら
の

～ 8



藷ol

簡
は
エ
チ
ナ
河
畔
で
採
取
し
た
と
い
う
｡
事
賓
'
そ
の
内
容
も
明
ら
か
に
居
延
席
で
あ
る
｡
ーこ
の
外
に
も
同
例
が
あ
る
と
思
う
が
'
泉
付
い
た

二
例
を
と
り
あ
え
す
鵜
げ
て
'
東
に
今
後
同
種
史
料
の
増
加
す
る
こ
と
庖
期
待
し
ょ
う
O

四

●

カ
ラ
ホ
ト
地
厚
出
土
の
湊
簡
が
'
薬
代
史
研
究
の
基
本
史
料
で
あ
り
'
そ
し
て
そ
れ
が
単
身
公
有
の
形
で
捷
供
さ
れ
た
現
在
'
わ
れ
わ
れ
と

し
て
も
､
こ
れ
ら
の
漠
簡
を
十
分
に
横
取
し
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
現
在
提
供
さ
れ
て
S
る
形
式
で
は
'
ま
だ
十
分
に
之
を
駆

使
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
て
'
も
つ
と
節
約
的
に
峯
理
し
て
患
-
必
要
が
あ
る
｡
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
努
氏
の
帝
競
し
た
所
を
逐
簡
昧

諌
す
る
こ
と
か
ら
出
畿
し
た
O
そ
し
て
簡
相
互
の
比
較
研
究
'
敦
煙
筒
と
の
封
比
な
ど
を
行
っ
て
'
と
も
か
.く
主
要
息
衝
は

一
慮
読
了
す
る
に

至
っ
た
｡
そ
の
傍
ら
人
名

･
地
名

･
官
職
名

･
成
語
の
索
引
を
計
量
し
て
S
る
が
'
現
在
は
人
名
索
引
に
努
力
を
集
中
し
て
い
る
O
そ
れ
か
ら

前
述
の
如
く
弊
氏
の
稗
史
は
欧
に
1
定
の
分
類
方
針
を
立
て
1
整
理
さ
れ
て
し
ま
っ
て
S
る
の

bt
同

1
地
鮎
か
ら
出
土
し
た
簡
を

1
括
絶
覚

す
る
の
紅
不
便
で
あ
る
.
敦
焼
簡
の
場
合
に
は
出
土
地
に
よ
っ
て
排
比
し
た
シ
ャ
ヴ
ア
ン
ヌ
と
内
容
に
よ
っ
て
類
別
.し
た
羅

･
王
爾
氏
の
も
の

と
併
存
し
て
い
る
が
'
居
延
簡
も
や
は
り
両
種
の
排
列
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
O
尤
む
夢
氏
の
稗
史
に
は
'
簡
溌
索
引
が
附
録
さ
れ

て
は
い
る
が
'
そ
れ
は
ま
だ
不
備
で
あ
り
不
正
確
で
も
あ
か
こ
と
'
前
述
の
と
お
り
b
あ
る
｡
そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
'
類
別
さ
れ
た

7
蔦
鮎
の

居
延
簡
を
'
も
う

7
度
も
と
に
返
し
て
'
こ
れ
を
出
土
地
鮎
別
に
排
列
し
な
あ
す
こ
と
を
計
喜
L
へ

現
在
ま
で
に
約
年
教
の
筒
の
カ
ー
ド
化
を

あ
わ
つ
た
｡
勿
論
稗
史
に
記
さ
れ
た
原
簡
編
親
を
た
よ
り
に
し
て
の
工
作

bあ
る
か
ら
'
そ
れ
に
も
艶
記
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
L
t
′ま
た
番

故
の
み
で
正
確
な
鞄
鮎
を
知
ら
な
S
た
め
に
'
こ
の
出
土
地
別
の
排
列
は
先
金
正
確
な
も
の
に
仕
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
し
か
し
出
土

地
別
の
排
列
が
'
居
徒
弟
簡
樺
轟
の
上
で
有
力
な
鍵
に
な
る
こ
と
は
期
待
さ
れ
て
よ
い
｡
そ
の
取
得
は
本
牧
満
載
の
岡
崎
氏
論
文
に
取
扱
わ
れ

た
吏
卒
長
物
名
籍
の
例
か
ら
も
察
知
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡▲

と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
の
唐
姪
浜
簡
研
究
は
'
上
述
の
如
く
日
下
基
礎
工
作
に
力
を
注
い
で
S
る
わ
け

bあ
る
が
'
今
ま
で

7
年
有
年
'
主
要
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I(

な
筒
に
つ
い
て
樺
譲
し
っ

i.け
る
間
に
'
各
自
の
札
記
が
積
ま
れ
て
釆
た
た
め
'
こ
の
際
､
夫
々
の
ノ
ー
ト
を
整
甥
し
て
各
自

7
篇
や
っ
を
襲

表
す
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ
る
0
本
故
に
掲
載
し
た
も
の
の
外
'
南
牧
に
頚
骨
し
て
あ
い
た
藤
枝
氏
の

｢鏡
穀
札
記
｣
を
は
じ
め
'
班
員
諸

氏
の
ノ
ー
ト
は
累
積
し
て
潜
り
､
近
い
将
来
'
そ
れ
ら
を
も
巷
理
し
て
牽
表
さ
れ
る
濠
定
で
あ
る
0
本
特
斡
旋
を
出
す
に
常
り
'
居
延
漠
筒
の

解
訣
と
そ
の
研
究
の
経
過
､
な
ら
ぴ
に
わ
れ
わ
れ
の
研
究
概
況
を
報
普
し
た
爽
第
で
あ
る
｡

(
'1:.3J.'..:I.141'MM
Y
i
r:I.7m';,,..1]<糾
7:1:I.::II-:,..1!'1'J,{11M
l::
T
;..[琵

㌍

1;Tt.捕
.1;
:.'-;i..{L'iM:;'r
Tm
(
.+.･rt;..:I,:J
ML･.:i
T
M.imT':
:'..:i
'.7:
)

紅

①
.
タ
イ
ク
マ
y
著

･
帝
近
市
子
寄

r
A
ル
キ
ス
タ
ン
へ
の
施
し
(
岩
波

新
嘗
)

六

7
貫
｡

⑨

岩
村
忽

｢
マ
ル
n
･
ポ
ー
ロ
の
研
究
し
上
巻
二
二
二
貢
｡

⑧

姶
田

1
政

｢
西
夏
の
死
都
カ
ヲ

･
ホ
J･
の
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
｣

⑦ ⑥ ⑥ ④

(
東
方
畢
報
京
都
第
十
九
冊
)
0

穿
氏

｢
居
珪
藻
簡
考
樺
｣
考
誇
之
部
下
巻
.

A

.

Stein.
Serindia
p
.
598.

産
熱

｢新
港
之
敦
塊
浜
簡
｣
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
首
研
究
所
集
刊
解

十
九
本
所
収
)
附
録
二
｡

穿
氏
考
樺
活
字
本
上
冊
三
五
六

-
七
貢
に
そ
の
寒
展
を
収
め
'
そ
の

稗
文
は
同
じ
-
上
冊
四

二
二
貢
以
下
に
載
す
｡
鹿
地
南
部
俵
よ
り
報

脅
さ
れ
た
永
元
五
年
(A
･D
･九
三
)
六
月
か
ら
何
七
年
六
月
ま
で
の

兵
器
簿
で
あ
る
｡

(掃
布
浄
財
敦
古
記
第
九
章
)
'
原
田
淑
人

｢
支
那
古
代
簡
札
の
飼
濠

法
｣
(
東
方
畢
報
東
京
第
六
冊
)
､
石
田
幹
之
助

｢
支
那
西
陸
尊
兄
の

木
簡
に
つ
い
て
｣
(番
苑

1
戟
)
な
ど
先
人
の
巣
続
が
数
多
-
襲
表
さ

れ
て
い
る
か
ら
'
こ
ゝ

で
は
資
詮
を
避
け
る
｡

⑨

碍
衛

｢
記
漢
居
延
筆
｣
(凶
夢
季
刊
三
番

1
期
)

こ
の
車
は

一
九
三

1
年

1
月
'
ム
ブ
ル
ベ
ル
ジ

ン
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
い
う
O

⑩

ヘ
デ

ィ

ン
著

･
隅
田
久
尾
詳

r
ゴ
ビ
沙
漠
横
断
記
｣
二
六
二
頁
｡

@

F
,
B

ergm
an
,
T
ravels
an
d

arc

haeotogi
cat
fi
etd･w
ork

in

M

ongolia
and
Sin
kiang
(H
is

tory
of
E
x
p
ed
ition

in
A
sia
t927
-
)935,
P
art

r
V)
p
.tt4

,

T.
10

㊨ ⑳ ⑳

⑧

簡
層
の
制
度
に
鴇
し
て
は
王
繊
維

｢
簡
億
槍
者
考
｣
(鈴
木
虎
雄
博
士

の
邦
語
語
が

『轟
文
』
三
春
四
･
五
エ
ハ
暁
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
)
～

停
振
倫

r
簡
兼
託
し
(考
古
六
期
)
'
黄
文
常
｢
樺
簡
贋
制
度
及
･嘗
寒
｣

ヘデ
ィ
ン

r
ゴ
ビ
沙
漠
横
断
記
｣
英
帝

賦序
文
｡

夢
氏
考
稗

(
石
仰
本
)
後
記
｡

ベ
ル
グ

マ
ン
前
掲
書

1
四
七
貢
｡

M
u

は
蒙
古
譜
で
破
壊
の
意
t

Durbel)+in
は
方
城
､
四
角
い
城
の
意
'
破
城
子
と
讃
き
れ
る
O
夢

氏
も
い
う
如
-
ス
タ
イ
ン
の
地
園
に
見
え
る

Jkhe･durbe
l)+iz)
へ
大

方
城
)
の
こ
と
か
と
思
う
｡
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㊥ ⑳ ⑳

庵
氏
前
鴻
論
文
お
よ
び
穿
氏
考
樺

(
石
印
本
)
後
記
｡

ベ
ル
グ

マ
ン
前
掲
書

〓
ニ
八
貢
｡

肩
水
部
尉
は
漢
書
地
理
志
に
も
見
え
な
い
が
'
塩
銀
輪
復
古
欝
に
扇

水
部
尉
の
参
観
な
る
も
の
の
首
が
引
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
扇
は
居
の

誤
と
み
て
よ
い
か
と
思
う
｡
こ
れ
も
居
姪
浜
筒
の
出
現
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
寄
算
で
あ
る
｡
有
水
は
エ
ナ
ナ
河
乃
至
は
そ
の
支
流

ヽ

を
さ
す
か
と
思
う
が
断
定
で
き
な
い
｡
因
み
に
居
延
漠
筒
に
見
え
る

居
延
都
尉
お
よ
び
有
水
都
尉
に
隷
属
す
る
倹
官
の
名
辞
と
そ
の
現
塞

地
名

(
穿
氏
の
比
定
よ
る
)
を
左
に
掲
げ
て
わ
く
｡

1
居
延
候
官

居
建
都
尉
-
-
珍
北
仮
骨

I
甘
井
侯
官

-
甲
渠
供
官

有
水
都
尉

-
1
層
水
供
官

I-庚
地
供
官

-
棄
柁
侯
官

カ
ヲ

･
ホ
ト

ワ
ヤ
ン
･
ト
レ
イ

ポ

ロ

･
ツ
ォ

y
チ

ム
･
ブ
ル
ベ
ル
ジ

ン

ウ
ラ
ン
･
ヅ
ル
ル
ジ
ン

草
城
子
北
城

ダ
バ
ン
･
ブ
ル
ウ
ル
ジ
ン

拙
稿

｢
最
近
に
於
け
る
中
開
畢
界
の
動
向
｣
(束
光
二
鱗
)
｡

蘇
登
輝

｢
中
央
囲
書
館
所
蔵
漢
筒
中
的
新
史
料
｣
(大
陸
雑
誌
三
春

一

期
)
｡

黄
氏

｢
羅
布
沖
村
故
古
記
｣
二
二
〇
貢
牲
九
参
府
.

長

渉

出

土

の

濃

蘭

今
世
紀
に
入
っ
て
､
ま
す
敦
蛙
か
ら
約

1
千
鞄
の
瑛
簡
が
準
見
さ
れ
'
つ
づ

い
て
居
延
か
ら

1
蔦
粕
に
及
ぶ
大
量
の
漢
簡
が
出
土
し
て
人
の
注
意
を
ひ
い
た

の
で
あ
る
が
'
こ
ん
と
は
す
つ
か
少
方
角
の
ち
が
つ
た
湖
南
の
長
抄
か
ら
漢
簡

一

が
琴
見
せ
ら
れ
た
｡
長
沙
近
郊
の
音
義
は
'
昭
和
の
初
め
頃
か
ら
盗
掘
さ
れ
て

い
た
が
'

1
昨
年
の
十
月
十
八
日
か
ら
昨
年
の
二
月
七
日
ま
で
'
中
国
科
畢
院

の
考
古
単
著
た
ち
に
よ
っ
て
'
組
獄
的
な
築
掬
が
行
わ
れ
た
｡
こ
の
際
に
､
わ

ず
か
に

7
蘭
で
は
あ
る
が
'

｢被
蜂
函
｣
と
配
し
た
瑛
代
の
竹
髄
が
卑
見
さ
れ

た
の
で
あ
る

(夏
爵
氏

｢長
沙
近
郊
音
義
舞
踊
配
略
｣
科
畢
通
報
≡
奄
七
期
)｡

な
お
別
に
先
秦
の
も
の
と
思
わ
れ
る
蘭
も
出
土
し
た
こ
と
が
'
同
報
告
に
配
さ

れ
て
い
る
｡
こ
れ
こ
そ
は

｢孟
子
｣
に
い
う
所
の
楚
の
ト
サ
n
ク
に
擬
き
れ
る

も
の
か
も
知
れ
な
い
｡
孟
子
に
魯
の
春
秋
と
管
の
索
と
楚
の
ト
ウ
コ
ツ
と
を
並

寧
し
て
い
る
が
'
そ
の
う
ち
魯
の
春
秋
は
孔
子
の
刑
定
を
経
て
古
典
に
列
せ
ら

●

れ
た
も
の
で
あ
り
'
菅
の
乗
と
は
紀
元
鎮
三
世
記
に
河
南
省
汲
願
の
肯
基
か
ら

襲
見
さ
れ
た

｢竹
替
紀
年
｣
に
相
曹
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
楽
の
･L
ウ
コ

ツ

な
る
も
の
は
今
ま
で
停
詮
に
止
ま
っ
て
い
た
｡
そ
れ
が
科
畢
院
の
襲
堀
に
よ

っ
て
'
孟
子
に
い
う
楽
の
ト
サ
コ
ツ
ら
し
い
も
の
の
片
鱗
が
う
か
が
え
る
よ
う

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

- ll-
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粥

春

夫

王

光

序
説
に
述
べ
た
如
く
､
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
工
作
の
]
つ
に
居
延
簡
の
人
名
索
引
作
製
が
あ
る
O
ま
だ
完
成
に
至
ら
な
い
が
t
も
し
こ

れ
が
完
了
す
れ
ば
居
薙
蘭
を
解
持
す
る
上
に
お
い
て
有
力
な
鍵
を
畠
供
す
る
で
あ
ろ
う
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
｡
そ
の
7
例
と
し
て
未
完
成

の
索
引
の
中
か
ら
表
筒
の
人
物
を
ぬ
き
出
し
て
紹
介
す
る
こ

と
に
し
よ
う
｡
ま
ず
関
係
の
涙
髄
を
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
O

田 EBH

ロ
ロ
元
年
十

1
月
壬
辰
朔
甲
午
肩
水
開
音
夫
光
小
官
印
行
焼
串
敢
冒
之
出
入
帝

一
輪
敢
音
之
(面
)佐
信
(管
)

]九九
二

田
舎
/
育
夫
光
佐
信

宝
亨
内

閲
育
夫
重
光

令
嗣
尭
口
供

三悪
･孟

●
l

糊

口
ロ
ロ
ロ
密
大
王
光

十

l
月
奉
盛
七
宵
廿

十
二
月
辛
酉
ロ
ロ
ロ
ロ

至
･(

こ
れ
ら
の
唐
は
'
欝
氏
の
考
縛
で
は
そ
れ
ぞ
れ
分
顕
さ
れ
て
､
H
と
臼
は
文
事
の
書
轍
塀
に
､
田
は
縛
銀
の
名
籍
現
に
'
柵
は
同
じ
く

挿
銀
の
盛
穀
薪
に
収
め
ら
れ
'
互
に
は
な
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
人
名
索
引
に
よ
っ
て
た
ぐ
り
よ
せ
て
く
る
と
'
同

]
人
物

で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
O
H
の
出
入
縛
の
上
に
は
晩
学
が
数
字
あ
る
と
諌
め
ら
れ
る
が
'
と
も
か
く
有
水
の
開
所
の
役
人
で
あ
る
光
な

る
も
の
が
供
即
ち
常
水
侯
官
の
代
理
と
し
て
'
見
鋲
か
財
物
か
何
か
の
出
入
簿
を
上
級
官
巌

-
多
分
有
水
都
封
に
逸
り
尾
け
た
文
書
で

あ
る
.
そ
の
文
事
の
背
に
補
佐
官
の
信
な
る
も
の
の
著
名
が
見
え
る
が
'
こ
の
光
と
信
と
の
組
合
せ
は
II
も
同
様
で
あ
る
か
ら
'
托
ゞ
同

時
の
文
青
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
上
の
令
の
字
は
恐
ら
く
漢
代
文
書
に
常
見
す
る
如
待
令
の
令
で
あ
ろ
う
｡
で
は
こ
の
文
事
の
年
代

如
何
と
S.う
に
t
H
に
は
月
日
は
明
艶
し
て
い
る
が
､
年
東
が
よ
く
讃
め
て
い
な
い
.
そ
こ
で
元
年
十

1
月

1
日
が
重
民
で
あ
る
年
を
調

べ
て
み
る
と
'
甘
露
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
､
H
は
西
暦
k
tR
前
五
十
三
年
十

小
月
三
日
の
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
.｡
従
っ
て

僅
か
監

ハ
字
七
か
改
め
な
い
が
､
臼
も
そ
の
頃
の
文
書
と
断
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
｡
次
に
田
か
ら
は
光
な
る
人
の
姓
が
王
で
あ
る

∫

こ
と
､
柵
か
ら
こ
の
人
の
月
俸
が
七
宵
廿
顔
で
あ
っ
た
こ
と
､
そ
し
て
い
ず
れ
も
B
C
垂
二
年
頃
の
縛
銀
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡
因
み
に
陶
の
末
尾
が
親
解
さ
れ
て
い
な
い
が
､
十

1
月
の
月
俸
を
十
二
月
の
辛
酉
の
B
に
自
ら
赴
い
て
受
領
し
た
か
'
或
い
は
他

人
に
代
っ
て
受
取
っ
て
も
ら
っ
た
か
が
記
さ
れ
'
最
後
に
サ
イ
ン
が
し
て
あ
つ
た
と
患
う
｡
叉
も
し
こ

れ
が
甘
軍
刀
年
の
も
の
と
す
る
と
､

十
二
月
辛
酉
は
丁
度
朔
日
に
あ
た
り
'
常
時
俸
顔
受
領
の
慣
例
窒
試
す
も
の
と
し
て
興
味
が
あ
る
.
そ
の
他
､
居
延
地
方
の
開
所
や
'
通

関
手
続
'
そ
の
役
人
を
謝
〔門
〕奇
夫
と
解
し
た
こ
と
'
小
官
印
の
こ
と
も
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
兵
日
の
横
合
に
ゆ
す
る
0
(森
鹿
≡
)
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In~roduction to the Studies of the Etsin-gol MSS.
Discovered by Seven Hedin in Chinese Turkistan

Shikazo Mori

The Han MSS. discovered in 1930 by the Sino-Swedish Expedition

near Khara-khoto on the Etsin-gol constitute an exceedingly valuable

source for the history of Han. A group of Japanese specialists on

Chinese history has been studying these records, amounting to over.

ten thousand pieces from vari<?us angles with Mr. Lao Kan C*~)'s

printed edition as the text. In the present article the auther give~

preliminary notes on various problems involved in studying the MSS.
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