
批

評

・

紹

介

東

洋
皐
研

究

|

』居
延
漢
筒
篇
l
l
l

森

鹿
三
著

(
森
博
士
論
文
集
編
集
委
員
合
編
)

こ
こ
に
居
延
漢
簡
と
い
う
の
は
、

一
九
三
O
年
、
ス
ウ
ェ
ン
・
ヘ

デ
ィ

ン
氏
の
ひ
き
い
る
西
北
科
皐
考
査
闘
・

-が
中
闘
の
西
北
山
諮
問
岨
エ
チ
ナ
河

下
流
域
カ
ラ
ホ
ト
近
傍
で
設
掘
し
た
一
寓
鮎
に
上
る
漢
代
の
木
札
文
書
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
古
文
書
が
漢
代
の
政
治
・

軍
事

・
経
務
・
祉
曾
・
文

化
を
開

(
解
)
明
す
る
上
で
の
有
力
な
基
本
史
料
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
こ
れ
を
皐
曾
共
有
の
財
産
に
す
る
ま
で
に
は
相
笛
の
紡
除

曲
折
が
あ
っ
た
。

い
さ
さ
か
で
も

「居
延
漢
簡
」
研
究
に
手
を
染
め
た
者
で
あ
れ
ば
、
右
に
引

用
し
た
一
文
に
は
一
種
の
な
つ
か
し
さ
を
究
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
は
、

か
つ
て
の
本
誌
『
東
洋
史
研
究
』
の
居
延
漢
簡
特
集
披
(
十
三
の
三
鋭
、
昭
和

二
十
八
年
)
の
谷
頭
を
飾
っ
た
森
鹿
三
氏
の

「居
延
漢
簡
研
究
序
説
」
の
胃
頭

の
一
節
で
あ
り
、
こ
の
一
句
こ
そ
は
、
我
園
の
居
延
簡
研
究
の
事
官
上
の
幕
開

け
を
つ
げ
る
宣
言
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。
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昭
和
五
十
年
三
月

同

期

合

東

洋

史
研
究

叢
刊
之
二
十
三
之
二

A
5
剣

三
八
四
頁

本
書
は
、
森
鹿
三
氏
の
錫
家
を
記
念
し
て
公
刊
さ
れ
た
論
文
集
、
す
な
わ
ち

「歴
史
地
理
篇
」
に
つ
ぐ
第
二
の
論
文
集
で
あ
り
、
副
題
の
示
す
よ
う
に
居
延

簡
研
究
を
中
心
と
す
る
氏
の
、
氷
年
の
業
績
が
集
大
成
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の

一
つ
の
特
色
は
、
こ
れ
が
、
森
氏
の
も
と
で
研
鎖
を
積
ま
れ
た
「
居

延
漢
筒
研
究
グ
ル
ー
プ
」
系
の
諸
氏
に
よ
る
苦
心
の
編
纂
に
成
る
も
の
、
つ
ま

り
他
撰
的
性
絡
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の
編
纂
の
際
の
基
本

的
方
針
は
、
色
々
の
機
曾
に
澄
表
さ
れ
て
き
た
森
氏
の
居
延
簡
に
つ

い
て
の
成

果
を
、
原
則
と
し
て
護
表
年
次
に
従
っ
て
、

し
か
も
護
士
衣
嘗
時
の
原
型
を
保
ち

つ
つ
排
列
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
意
聞
と
は
、
本
書
の
「
後
記
」
(米

国
賢
次
郎
氏
所
記
)
に
て
「
先
生
の
各
論
文
は
そ
の
時
そ
の
時
に
お
け
る
演
筒

研
究
法
の
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

ま
た
全
健
と
し
て
通
説
す
る

時
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
木
簡
研
究
史
を
構
成
し
て
お
り
、
初
期
の
不
利
な
係

件
下
で
、
研
究
者
か
如
何
に
雛
骨
の
労
を
い
と
わ
ず
手
さ
ぐ
り
の
状
態
で
、
一

歩
一
歩
研
究
を
進
め
て
行
っ
た
か
を
知
っ
て
も
ら
う
事
が
、
先
生
の
研
究
の
員

債
を
知
り
、
ま
た
識
者
の
研
究
に
も
盆
す
る
所
が
多
い
と
信
じ
た
が
た
め
で
あ

る
」
と
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
本
書
を
通
覧
す
る
と
き
、
右
の
編
集
の
意
闘
は
充
分
に
達
成
さ
れ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
、
従
っ
て
ま
た
、
本
書
が
単
な
る
論
文
集
に
留
ま
ら
な
い
意
義

多
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
編
集
方
針
に
負
う
面
、
か
大
き
い
と
恩

わ
れ
る
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
居
延
簡
を
中
心
と
す
る
筒
脳
史
料
の
研
究
が
主

要
部
を
な
す
が
、
漢
代
以
降
の
紙
木
文
書
に
闘
す
る
諸
成
果
、
さ
ら
に
は
『
文

館
詞
林
』
等
に
つ

い
て
の
書
誌
準
的
考
察
も
弁
せ
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
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っ
た
構
成
は
、

著
者
の
多
岐
多
彩
な
活
躍
を
跡
付
け
る
と
い
う
編
者
の
立
場
に

基
く
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
一
見
し
た
讃
者
を
や
や
肢
惑
さ
せ
る
一
面
が
あ
る

こ
と
も
一合
め
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
復
維
な
経
緯
を
た
ど

っ
た
末
に
利
用
に

供
さ
れ
、
し
か
も
現
今
に
至
っ
て
も
未
だ
不
分
明
な
貼
が
多
い

「
居
延
漢
簡
」

と
は
、
ま
さ
に
書
誌
観
的
針
象
で
も
あ
り
得
た
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
、
本
書

の
右
の
如
き
椛
成
、か
、
木
簡
研
究
の
際
の
著
者
の
有
力
に
し
て
猫
特
の
武
器
は

何
で
あ
っ
た
か
ー
ー
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

れ
ば
、
こ
れ
ま
た
編
者
の
方
針
は
安
省
な
も
の
で
あ
っ

た
と
理
解
し
得
る
。

少

く
と
も
許
者
に
と
っ
て
は
、
著
者
に
お
け
る
木
簡
研
究
と
書
誌
与
と
の
不
離
の

闘
係
が
、
本
惑
を
一
週
明
制
し
て
初
め
て
得
ら
れ
た
後
見
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
本
書
の
主
要
都
た
る
簡
般
に
つ
い
て
の
諸
論
は
、
綴
密
な
る
研
究
考

謹
の
諸
成
果
と
、

前也
u
L

献な
い
し
は
入
門
を
目
的
と
す
る
諸
篇
(「居
延
漢
簡
研

究
序
説
」
、

「
長
沙
出
土
の
竹
筒
」
、
「居
延
出
土
の
木
簡
」
、
「
漢
E

日
の
木
簡
」
、

「
漢
簡
凹
題
」
の
う
ち
第
一
・
三

・
四
篇
)
と
に
大
別
し
得
る
。
後
者
は
、

内

容
的
に
は
相
互
に
重
複
す
る
部
分
も
多
い
が
、

と
も
か
く
も
各
篇
と
も
、
許
者

な
ど
の
入
門
者
に
と
っ
て
は
、
格
好
の
、
そ
し
て
必
謝
の
債
値
を
今
な
お
失
な

わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
こ
こ
に
改
め
て
要
約
す

べ
き
性
格
の
も
の
で
も
な
い
の
で
、
以
下
、
前
者
に
つ
い
て
、
そ
の
要
旨
を
紹

介
し
、
あ
わ
せ
て
著
者
の
苦
心
の
作
業
過
程
を
辿
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

ま
す
「
令
史
弘
に
闘
す
る
文
書
」
は
、
臥
刀斡
氏
の
『
考
醐
押
』
の
み
が
頼
り
で

あ
る
と
い
う
制
約
の
も
と
で
蓄
か
れ
た
記
念
す
べ
き
一
篇
で
あ
り
、

「
閥
畜
夫

玉
光
」
(
本
書
「
漢
簡
凹
篇
」
の
第
二
篇
)
に
敏
い
て
、
よ
り
本
格
的
に
、
同

一
人
名
を
手
懸
り
に
諸
簡
を
通
検

・
整
理
す
る
と
い
う
、
笛
時
と
し
て
は
蜜
期

的
な
方
法
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
申
渠
候
官
令
史
の
泊
弘
と

い
う
人
物
が
浮
上
し
て
き
た
の
み
な
ら
ず
、
十
段
名
の
人
物
の
活
闘
が
年
代
と

と
も
に
附
随
し
て
設
掘
さ
れ
得
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
整
理
法
の
有
数
性

と
適
格
性
を
具
鐙
的
に
示
し
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
後
人
に
奥
え
た
影
響

は
大
き
い
。
こ
の
論
文
が
同
一
人
物
を
媒
介
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
針
し
、
一

つ
の
事
物
を
と
り
あ
げ
て
記
録
の
整
理
を
し
た
の
が
「
居
延
簡
に
見
え
る
馬
に

つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
停
車

・
侍
馬

・
騨
騎
の
制
度
、
ま
た
吏
馬
馳

行
の
制
、
さ
ら
に
漢
代
馬
の
形
質
等
々
に
つ
い
て
、
従
来
の
文
献
資
料
に
は
望

み
得
な
い
生
々
し
た
賞
態
が
紹
介
さ
れ
、
居
延
簡
の
賀
庫
た
る
こ
と
を
如
質
に

世
に
知
ら
し
め
た
一
篇
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
に

「
居
延
出
土
の
一
冊
書
に
つ

い
て
」
は
、
居
延
簡
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
つ
の
加
害
の
う
ち
、

三
簡
を
も
っ

て

編
ま
れ
て
い
る

「令
史
充
」
に
闘
す
る
も
の
の
考
設
で
あ
り
、
馬
衡
氏
の
遺
稿

の
公
表
に
よ

っ
て
初
め
て
知
り
得
た
そ
の
表
面
の
脚
伸
文
を
手
怒
り
に
、
こ
れ
が

甲
渠
候
長
の
鄭
赦
の
寧
(
喪
暇
)
に
閥
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
解
明
し
、

さ
ら
に
こ
れ
に
直
接
間
接
に
関
連
し
て
く
る
残
簡
を
集
成
し
、

早回目時
の
取
寧
の

質
情
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
居
延
簡
研
究
の
醍
醐
味
を
著
者
と
と

も
に
幾
し
む
こ
と
が
で
き
る
好
論
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
居
延
簡
は
断
簡
一
容
撃
の
集
積
鰻
で
あ
り
、
こ
れ
を
何
ら
か
の
方

法
に
よ
っ
て
整
理
し、

可
能
な
か
ぎ
り
つ
な
ぎ
合
せ
て
原
型
の
復
原
を
試
み
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
研
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
第
一
次
的
な
、
そ
し
て
魅
力
的

な
作
業
で
あ
っ
た
。
「
居
延
漢
簡
の
集
成
|
|
と
く
に
第
二
亭
食
簿
に
つ
い
て

|
|
」
は
、
そ
の
作
業
の
一
環
と
し
て
、
副
題
の
と
お
り
「
第
二
亭
」

の
食
簿

を
中
心
と
す
る
諸
文
書
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
整
理
さ
れ
た
諸
木

簡
は
、
武
帝
末
期
か
ら
昭
・
Mm初
期
と
い
う
比
較
的
早
期
の
年
代
に
位
置
づ
汁
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、

「
居
廷
の
早
期
簡
」
は
、
前
掲
論
文
の
成
果
を
踏
ま

え
た
も
の
で
あ
り
、
有
紀
年
簡
の
集
成
か
ら
逆
に
「
第
二
亭
」
に
閥
る
木
簡
群

に
迫
り
、
さ
き
の
年
代
比
定
を
確
認
す
る
に
至
っ

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
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論
文
末
に
は
「
ち
ょ
う
ど
こ
こ
ま
で
書
い
た
と
こ
ろ
へ
:
:・

『
居
延
漢
簡
甲

編
』
が
も
た
ら
さ
れ
て
来
た
」
(
=
八
頁
)
と
い
う
居
延
簡
研
究
史
上
の
重

要
な

エ
ポ
ッ
ク
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
類
の
叙
述
が
散
見
さ
れ
る
こ
と

も
本
書
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。

「
居
延
出
土
の
卒
家
属
鹿
名
簿
に
つ
い
て
」
は
、
成
卒
の
家
族
に
到
す
る
穀

物
の
配
給
に
闘
す
る
居
延
文
書
の
研
究
で
あ
り
、
配
給
量
が
性
別
と
年
齢
別
に

よ
っ
て
四
段
階
の
差
異
の
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
と
く
に
、
未
使
男
(
女
〉
、
大
男
(
女
〉
の
年
齢
匡
分
が
そ
れ
ぞ
れ
七
歳

・

十
四
歳
に
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
、
一
般
賦
税
制
度
を
め
ぐ
る
文
献
史
料
を
賞

態
か
ら
補
足
す
る
も
の
で
あ
り
、
見
お
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
甲
一
繍
』
の
も
た
ら
し
た
驚
き
の
一
つ
は
、
大
部
分
の
各
簡
の
出
土
地
が
明

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
根
援
に
も
と
ぞ
つ
い
て
そ
の
よ
う
な

出
土
地
の
比
定
が
可
能
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
省
時
に
お
い
て
も
(
本
書

「
漢
簡
四
題
」
四
参
照
)、
ま
た
今
も
っ

て
よ
く
わ
か
ら
ぬ
黙
が
残
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
こ
の
新
し
い
土
牽
の
上
に
い
ち
早
く
立
っ
て
、

創
意
に
満
ち
た
方
法
論
を
も
っ
て
居
延
筒
研
究
の
新
し
い
方
向
を
指
示
し
た
の

が
「
居
延
漠
簡
と
く
に
ウ
ラ
ン
・
ド
ル
ベ
ル
ジ
ン
出
土
簡
に
つ
い
て
ι
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
『
甲
編
』

に
お
い
て
「
地
溌
」
(
ウ
ラ
ン
・
ド
ウ
ル

ベ
ル
ジ
ン
〉
出
土
と
記
さ
れ
て
い
る
諸
簡
の
そ
の
上
番
貌
(
画
貌

・
梱
包
番

貌
)
に
着
目
し
、
つ
い
で
接
合
簡
・
封
検
・
簿
検
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
地
湾
出

土
簡
グ
ル
ー
プ
を
恨
重
に
選
定
し
、
地
組
問
が
肩
水
候
官
の
遼
祉
で
あ
り
、
ま
た

大
湾
(
ク
ラ
リ
ン
ギ
ン

・
ド
ル
ベ
ル
ジ
ン
〉
は
周
水
都
尉
府
の
治
所
社
で
あ
る

と
い
う
結
論
を
導
き
、
従
来
の
懸
案
の

一
つ
を
見
事
に
解
決
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
細
か
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
名
籍
類
に
見
え
る
「
黒
色
」
に
つ
い
て

著
者
は
明
快
に
「
皮
腐
の
色
」
と
断
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
最
近
で
も
張
春
樹

・

陳
繋
氏
ら
の
論
考
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
(
本
書
末
尾
附
裁
「
簡
膿
研
究
文
献
目

録
」
参
照
)
、

問
題
が
こ
れ
で
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
徐
計
な

こ
と
で
は
あ
る
が
、
許
者
に
は
、
と
く
に
こ
の
論
文
に
啓
設
さ
れ
つ
つ
、
大
潟

出
土
簡
の
整
理
を
試
み
た
思
い
出
が
あ
る
。

「
敦
煙
・
居
延
出
土
の
漢
暦
に
つ
い
て
」
は
、
敦
煙
筒
中
所
見
の
漢
暦
に
つ

い
て
の
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
・
緩
振
玉
氏
ら
の
成
果
を
縫
い
で
、
居
延
簡
よ
り
見
出

さ
れ
る
暦
筒
数
貼
に
つ
い
て
考
護
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
庭

筒
氏
の
詔
書
簡
に
つ
い
て
の
研
究
を
合
せ
つ
つ
、
丞
相
に
下
さ
れ
た
詔
書
が
居

延
戟
線
に
淫
す
る
に
は
五
十
七
日
を
要
し
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た

元
康
五
年
(
一
脚
爵
元
年
)
の
閏
月
に
つ
い
て
は
『
三
正
綜
覧
』
等
は
改
訂
を
要

す
る
こ
と
ー
ー
と
い
う
重
要
に
し
て
興
味
あ
る
副
産
物
を
弊
得
し
て
お
り
、
設

表
笛
時
も
話
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に

「
居
延
出
土
の
王
葬
筒
」

は
、
二
十
九
の
有
紀
年
簡
と
そ
れ
ら
の
上
番
械
を
手
懸
り
に
、
四
十
徐
簡
を
新

た
に
王
奔
時
代
の
も
の
と
比
定
し
た
考
察
で
あ
る
。

こ
の
比
定
の
際
、
指
標
と

し
て
利
用
し
得
る
と
笛
然
強
想
さ
れ
る
の
は
、
周
知
の
王
山
付
期
特
有
の
官
名

・

地
名
で
あ
る
が
、
木
簡
の
総
合
的
調
査
活
動
に
基
い
て
、
史
書
よ
り
直
接
承
知

さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
特
有
の
名
詞

・
数
詞
、
す
な
わ
ち
「
様

・
創

・
言
-

黍
」
な
ど
を
新
た
な
指
標
と
し
て
剣
定
し
、
こ
れ
ら
を
年
代
比
定
の
た
め
に
援

用
し
て
い
る
こ
と
が
本
論
の
特
色
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
徐
人
の
迫
随
を
許
さ
ぬ

著
者
の
畑
眼
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
論
で
折
に
ふ
れ
て
何
気
無
く

指
摘
さ
れ
て
い
る
諸
鮎
、
た
と
え
ば
「
戊
」
日
の
倉
重
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
臨
服

用
等
々
は
、

王
葬
政
機
の
理
解
の
う
え
で
、
新
史
料
を
提
供
し
た
も
の
と
し
て

看
過
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
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主
要
部
に
つ
い
で
配
列
さ
れ
て
い
る

「
西
域
出
土
の
書
蹟
」
、
「
棲
間
出
土
李

泊
文
占
に
つ
い
て
」
、
「
李
柏
文
什
日
の
出
土
地
」
|
|
の
三
篇
は
、
大
谷
探
険
除

(
直
後
に
は
一術
瑞
超
氏
)
の
夜
見
に
か
か
る
「
李
柏
文
書
」
を
中
心
と
す
る
桜

問
地
方
出
土
の
紙
木
占
矧
の
解
題
で
あ
り
、

と
く
に
李
粕
文
占
の
出
土
地
に
闘

し
て
、
従
来
の
諸
説
を
整
理
し
た
う
え
で
、
こ
れ
が
接
関
故
域
祉
と
は
別
の
地

鮎
、
す
な
わ
ち
お
時
海
頑
と
悶
刑
さ
れ
た
故
城
祉
(
ス
タ
イ
ン
の

L
K
)
で
あ

っ

た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
新
見
解
に
は
、
著
者
の
冷
静
な
眼
を
感
知
し
得
る
。
時世

現
文
諮
に

闘
す
る
著
者
の
興
味
は
止
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
よ
う
で

あ
り
、

「パ

ス
パ
字
の
文
書
」
は
、

G
・
ツ
ッ

チ
氏
設
見
の
懐
寧
王
海
山
(
元
の
武

宗
)
の
令
旨
の
解
説
で
あ
る
。

「
所
在
来
詳
の
文
館
詞
林
」、

及
び
「
文
館
詞
林
三
題
」
と

し
て
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
三
篇
は
、

い
ず
れ
も
題
記
の
と
お
り
、
我
が
閣
の
貴
重
な
財
産
た
る

『文
館
詞
林
』

(
弘
仁
潟
本
)
に
つ
い
て
の
詳
細
な
書
誌
率
的
考
察
で
あ
り
、

と
く
に
前
者
は
、
幕
末
の
小
林
辰
の
「
目
録
」
の
限
界
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ

る
。

ち
な
み
に
こ
の
成
果
は
、
歳
近
の
阿
部
隆

一
氏
に
よ
る
完
備
し
た

『詞

林
』
解
題

(
『
影
弘
仁
木
文
館
詞
林
』
古
典
研
究
曾
)
で
も
評
償
さ
れ
て
い
る
。

「慨
堂
日
墜
に
見
ゆ
る
髄
川
桃
年
の
事
ど
も
・
同
補
選
」
と
「
僚
堂
日
歴
に

見
ゆ
る
経
籍
」
の
二
篇
は
、

『文
館
詞
林
』
と
も
閥
る
松
崎
憾
堂
の
日
記
を
め

ぐ
る
考
察
で
あ
り
、
ま
ず
前
者
で
は

『史
記
孜
異
』
で
知
ら
れ
る
大
島
料
開
川
父

子
の
事
跡
を

『
日
歴
』
よ
り
辿
り
、
後
者
で
は
、
『
日
歴
』
所
記
の
諸
々
の
経

籍
を
抽
出
し
、
こ
れ
ら
を
森
立
之
の
『
縦
籍
訪
古
志
』
の
順
序
に
従
っ
て
排
列

し
て
相
互
に
照
合
し
、
各
書
、
各
版
本
に
つ
い
て
書
誌
率
的
解
説
を
加
え
て
い

る
。
本
書
に
お
い
て
こ
の
二
篇
の
み
は
戦
前
(
昭
和
十
五
年
)
の
著
作
で
あ
っ

て
、
い
ず
れ
も
、
載
後
に
お
け
る
居
延
納
研
究
と
い
う
開
花
を
支
え
た
土
援
を

示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、

興
味
泌
い
も
の
、か
あ
る
。

前
記

『
経
籍
訪
古
志
』
で
も
紹
介
さ
れ
、

『
日
歴
-
に
で
も
し
ば
し
ば
話
題

と
な
っ
て
い
る
米
津
藩
上
杉
家
所
侍
の
宋
版
三
史
な
ど
の

貴
重
苦
に
つ
い
て

は
、
多
く
を
述
べ
る
必
要
は
な
い
が
、
本
書
の
最
後
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
「
米

津
藩
製
と
そ
の
附
書
の
歴
史
」
は
、
右
の
戸
市
山
本
類
が
い

か
な
る
縦
緯
と
背
景
の

も
と
に
所
議
さ
れ
る
に
至
っ

た
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
藩
間
竿
の
性
格
、
諸

儒
・
諸
皐
娠
の
活
躍
な
ど
の
多
方
面
か
ら
、
詳
細
に
か
つ
感
蒙
的
に
解
説
し
た

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
稿
中
に
明
快
な
形
に
て
純
載
さ
れ
て
い
る
『
官
庫
御
室回

目
録
』
と

『御
書
籍
目
録
』
と
は
、

米
四
時
本
の
全
貌
を
一
目
瞭
然
た
ら
し
め
る

も
の
で
あ
り
、
便
利
で
あ
る
。

四

。，u

著
者
森
鹿
三
氏
が
、
と
り
わ
け
居
延
漢
簡
の
研
究
の
う
え
で
、

一
貫
し
て
指

導
的
役
割
を
果
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
銭
舌
を
要
し
ま
い
。

少
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
に
些
か
紹
介
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
沈
着
精
密
な
る
著
者
の
諸
成
果
は
、
こ
と
ご
と
く
先
駆
的
で
あ
り
模
範
的

で
あ
っ
た
。
現
今
の
感
況
と
言
っ
て
よ
い
居
延
簡
研
究
の
到
達
貼
か
ら
顧
み
れ

ば
、
本
書
の
個
々
の
考
設
に
は
あ
る
い
は
補
訂
を
要
す
る
面
が
あ
る
と
も
言
え

る
。
し
か
し
、
著
者
の
永
い
研
究
の
道
程
そ
の
も
の
の
償
値
が
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
減
殺
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
ャ
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
り
、

た
と
え
ば
江
陵
鳳
嵐
山
前
漢
墓
設
現
の
簡
附
群
等
、
中
聞
か
ら
出
土
資
料
の
報

告
が
陸
績
と
し
て
寄
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
解
明
が
新
た
な
課
題
と
な
り
つ
つ
あ

る
折
か
ら
、
著
者
の
確
立
さ
れ
た
木
簡
研
究
の
原
鮎
を
充
分
に
反
狽
し
て
お
く

こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
臨
思
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た



意
味
に
お
い
て
も
、
本
書
の
刊
行
は
、
ま
さ
に
時
宜
を
得
た
、
そ
し
て
契
機
的

な
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
右
の
こ
と
に
ち
な
ん
で
言
え
ば
、
本
書
に
附
鼓
さ
れ
て
い
る

「
森
鹿

三
先
生
と
木
簡
研
究
」
(
大
庭
倫
氏
記
)
は
、
先
騒
者
に
必
然
的
に
荷
せ
ら
れ

る
苦
闘
の
道
程
を
肉
薄
的
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
讃
の
償
値
が
あ

る
。
敢
て
蛇
足
を
加
え
れ
ば
、
以
上
の
こ
の
拙
評
が
、
卒
板
な
も
の
に
終
止
し

て
し
ま
っ
た
事
由
も
、
こ
の
大
庭
氏
の
周
到
な
一
篇
の
存
在
に
依
る
の
か
も
知

れ
ぬ
。最

後
に
、
居
延
筒
研
究
の
駿
尾
に
付
し
た
者
の
一
人
と
し
て
、
著
者
の
功
業

に
敬
意
を
表
し
、
本
書
の
上
梓
を
皮
質
し
つ
つ
、
筆
を
捌
く
。
(
尾
形

勇
)

清
代
重
要
職
官
の
研
究

楢

木

野

宣

著

昭
和
五
十
年
三
月
東
京
風
間
書
房

A
5
剣

本
文
及
び
清
代
重
要
職
官
在
職
者
遇
検
共
六
五
二
頁
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本
著
の
著
者
檎
木
野
宣
氏
は
群
馬
大
事
に
在
職
せ
ら
れ
、
長
ら
く
清
代
官
制

に
闘
す
る
研
究
を
行
っ
て
こ
ら
れ
た
が
、
そ
の
研
究
成
果
を
本
著
に
ま
と
め
ら

れ
た
。
本
箸
の
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
氏
は
本
者
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
「
清
代

重
要
職
官
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
と
、
そ
の
附
篇
で
あ
る
「
清
代
線
旗
兵
制

の
研
究
」
を
、
東
京
教
育
大
拳
に
博
土
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
、
文
事
博
士
の

率
位
を
授
輿
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
誠
に
本
者
こ
そ
氏
の
精
魂
を
こ
め
ら
れ
た
貴

重
な
労
作
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
五
口
々
が
本
草
告
を
通
議
す
れ
ば
、
氏
の
並
々
な

ら
ぬ
研
究
の
跡
が
随
所
に
み
ら
れ
、
五
回
・4
後
撃
に
幾
多
の
示
唆
を
輿
え
る
好
著

と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
の
ご
と
き
浅
間
学
の
徒
、
か
、
本
著
を
書
評
す
る
こ
と
は
、

誠
に
借
越
の
極
み
で
あ
る
が
、
氏
と
同
様
な
問
題
関
心
を
有
す
る
者
と
し
て
、

こ
こ
に
拙
筆
を
も
省
み
ず
、
い
さ
さ
か
の
所
見
を
披
濯
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
本
草
告
は
本
篇

・
附
篇

か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
氏
の
あ
と
が
き
に
よ
れ

ば
、
氏
は
最
初
清
代
総
旗
兵
制
の
研
究
に
従
い
、
の
ち
問
題
の
閥
心
が
満
漢
任

用
の
多
寡
の
比
較
研
究
に
移
っ
た
と
あ
る
。
氏
は
こ
れ
ま
で
こ
れ
ら
に
闘
す
る

数
々
の
研
究
論
文
を
各
誌
に
公
表
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

本
著
を
公
表
す

る
に
際
し
て
、

今
迄
の
研
究
の
不
備
な
貼
に
補
正
を
加
え
ら
れ
、
現
段
階
に
お

け
る
氏
の
研
究
成
果
を
網
羅
さ
れ
た
。
こ
こ
で
ま
ず
本
著
の
構
成
に
従
い
、
最

初
に
本
篇
の
論
駄
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

序

章

清

代

重
要
職
官
研
究
の
課
題

第
一
章

重
要
職
官
満
漢
比
較
上
の
諸
問
題

第
二
章

重
要
職
官
満
漢
比
較
の
要
領

第

三

章

総
督
満
漢
比
率
の
幾
動

第
四
章
巡
撫
満
漢
比
率
の
出
現
動

第
五
章
大
事
土
満
漢
比
率
の
脳
波
動

第
六
章
軍
機
大
臣
満
漢
比
率
の
後
動

第
七
章
部
院
大
臣
満
漢
比
率
の
繁
動

第
八
章
満
漢
比
率
の
襲
動
と
満
洲
政
権
の
消
長

結

章

清

代

重
要
職
官
の
特
色

序
章
で
氏
は
、
清
代
の
重
要
職
官
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
沿
革

・
設
置

・

組
織

・
職
掌
・
意
義
等
に
つ
い
て
究
明
す
る
こ
と
と
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
重
要

職
官
に
つ
い
て
の
満
漢
任
用
の
多
寡
を
比
絞
研
究
す
る
こ
と
が
、
満
洲
政
檎
の
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