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代
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ぶ
り
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…
豪
儀
漢
時
代
の
無
期
・
経
済
・
日
常
生
活
な
ど
を
研
究
す
る
上
の
重
要
な
資
料
と
し
て
・
豊
窟
姦
画
的
・
彫
刻
的
な
資
料
が
あ
る
。
こ
れ
を
歴
史
資
、

　
料
と
し
て
利
用
し
、
そ
こ
に
衷
は
さ
れ
た
内
容
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
場
合
、
中
の
人
物
の
地
位
、
職
分
を
判
定
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
が
、
か
ぶ
り

も
の
は
そ
の
主
要
な
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
筆
老
は
主
と
し
て
後
漢
書
輿
服
志
の
記
述
を
も
と
に
し
て
、
該
当
の
も
の
を
絵
画
、
彫
刻
資
料
の
中
か
ら

探
し
出
し
、
一
種
の
集
成
図
の
形
に
ま
と
め
た
。
長
門
、
委
貌
冠
、
皮
弁
、
熱
弁
、
露
弁
、
郷
轍
冠
、
繕
布
冠
、
法
冠
、
建
華
冠
、
簗
喰
冠
、
巾
、
笠
に
つ

い
て
は
新
た
に
図
の
ご
と
き
も
の
を
そ
れ
ぐ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
、
綾
、
通
天
冠
、
無
冠
類
な
ど
に
つ
い
て
は
従
来
の
説
を
補
足
し
た
。
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．
　
、

ま
へ
が
き

一
　
帳

〇九八七六五四三こ口

日

次

冤
．長

冠
、
彿
非
冠

委
貌
冠

皮
　
弁

爵
弁
、
漁
弁

通
天
冠
（
遠
遊
冠
、
山
尚
山
冠
、

進
賢
冠
、
彿
敵
冠
、
方
山
冠

綿
布
冠

法
　
冠

巧
士
冠
）
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古
来
中
国
人
は
必
ず
髪
を
結
っ
て
冠
な
ど
の
か
ぶ
り
竜
の
を
つ
け
、



漢代男子のかぶりもの（林）

頭
を
露
は
す
こ
と
を
忌
ん
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
地
位
、
職
分
に
応
じ
て
身
な
り
を
区
別
す
る

場
合
、
か
ぶ
り
も
の
が
重
要
な
目
印
と
さ
れ
、
そ
の
形
式
に
つ
い
て

く
は
し
い
規
定
が
作
ら
れ
る
に
到
っ
た
。
従
っ
て
絵
画
的
、
彫
刻
的

至
聖
の
内
容
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
か
ぶ
り
も
の
の
形

式
を
頭
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
、
正
確
な
解
釈
は
期
し
が
た
い
の
で
あ

る
。
筆
者
は
最
近
後
漢
時
代
の
車
馬
画
像
の
意
味
す
る
所
の
解
釈
を

試
み
た
が
、
そ
の
際
、
漢
時
代
の
男
子
の
か
ぶ
り
も
の
に
つ
い
て
正

し
い
認
識
を
も
つ
こ
と
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
。

　
そ
れ
ら
の
図
像
は
董
構
図
な
ど
に
一
応
画
か
れ
て
み
る
が
、
実
際

に
行
は
れ
た
時
代
を
遠
く
へ
だ
た
っ
た
時
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

た
め
、
こ
れ
ら
の
図
に
当
て
は
ま
る
竜
の
は
漢
時
代
の
図
像
の
う
ち

に
殆
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
原
田
淑
人
氏
は
一
九
三
七
年

「
漢
・
六
朝
の
服
飾
」
を
出
版
し
、
漢
、
六
朝
時
代
の
発
掘
遺
物
、

絵
画
、
画
像
石
、
桶
な
ど
の
図
像
的
資
料
を
文
献
の
記
載
と
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
フ
ァ
イ
さ
れ
、
そ
の
時
代
の
服
飾
の
解
明
に
大
き
く
貢
献
さ

　
①

れ
た
。
以
来
三
十
年
以
上
を
経
過
し
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
資
料
も

増
加
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
こ
の
著
と
は
別

の
解
釈
を
し
た
方
が
妥
当
と
思
は
れ
る
条
項
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
敢
て
車
代
の
か
ぶ
り
竜
の
』
総
説
を
試
み
る
所
以
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
そ
の
名
称
、
作
り
、
用
途
な
ど
を
寵
し
た
資
料
と
し
て
は
後
漢
書

輿
服
志
が
系
統
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
順
に
よ
っ
て
記
す
。
こ
の
志

に
は
そ
れ
が
昔
の
何
と
い
ふ
か
ぶ
り
も
の
か
ら
由
来
し
た
か
を
記
し

て
み
る
例
が
多
い
。
そ
こ
で
こ
の
論
文
の
図
に
は
、
資
料
が
あ
る
時

は
漢
以
前
の
そ
れ
と
同
系
と
思
は
れ
る
も
の
も
併
せ
て
掲
げ
た
。
な

ほ
輿
尊
志
に
は
憤
を
最
後
に
記
し
て
み
る
が
、
か
ぶ
り
も
の
」
資
料

が
最
も
豊
富
な
後
漢
の
後
半
、
画
像
石
の
現
れ
る
時
代
に
は
櫨
が
階

級
の
上
下
に
わ
た
っ
て
広
く
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
の
で
、
説
明
の
便
宜

上
最
初
に
記
す
。

　
　
　
　
口
　
犠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
原
田
氏
が
的
確
に
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、
1
図
1
i
7
に
示
す
ご

と
き
も
の
が
績
で
あ
る
。
後
漢
書
輿
服
志
下
に

尋
者
有
冠
無
漏
、
其
戴
也
、
加
零
丁
頬
、
所
以
安
物
、
故
三
日
、
有
聖
者

弁
、
此
之
謂
也
、
三
代
感
嘆
、
法
制
滋
彰
、
下
至
戦
国
、
文
武
併
用
、
秦

雄
諸
侯
、
乃
加
其
武
将
首
飾
、
筆
鋒
粕
、
以
表
貴
賎
、
其
後
稿
稻
作
顔

題
、
漢
興
零
丁
顔
、
郁
操
之
、
聖
母
、
連
環
御
駕
之
、
今
喪
槍
踊
其
剰

81　（791）
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也
、
名
之
迄
績
、
忍
者
軍
楽
、
頭
首
厳
蹟
也
、
至
孝
文
、
乃
高
顔
題
、
続

之
為
耳
、
崇
其
巾
為
屋
、
合
後
、
施
紋
、
上
下
群
臣
貴
践
皆
服
之
、
文
者

長
耳
、
武
者
野
耳
、
称
官
界
也
、
尚
書
西
収
方
三
寸
、
名
隔
納
言
、
示
以

忠
正
顕
近
職
也

と
。
す
な
は
ち
、

　
昔
は
冠
は
あ
っ
て
も
績
は
な
か
っ
た
。
冠
を
か
ぶ
る
疇
に
頭
に
つ
け
る
も

　
の
と
し
て
頬
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
圃
定
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
詩

　
の
甫
田
の
什
、
類
弁
に
「
頬
た
る
あ
る
春
は
弁
」
と
い
ふ
の
は
こ
の
譜
ひ

　
で
あ
る
。
三
代
の
世
は
法
制
が
次
第
に
彰
れ
て
ぎ
て
、
戦
国
に
な
る
と
交

　
武
の
官
は
み
な
用
み
た
。
秦
が
諸
侯
の
雄
と
な
る
や
、
そ
の
武
将
の
頭
飾

　
と
し
て
赤
い
循
を
作
り
、
貴
践
の
別
を
表
は
し
た
。
そ
の
後
漸
く
顔
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
サ

　
作
り
出
し
た
。
漢
が
興
る
や
そ
の
顔
題
を
引
つ
ぎ
、
反
対
向
に
理
め
、
巾

　
を
舶
へ
、
顔
趣
に
つ
な
い
で
後
向
に
こ
れ
を
覆
っ
た
。
今
の
喪
帳
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ダ

　
制
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
名
づ
け
て
横
と
い
っ
た
．
、
績
と
は
噸
（
幽
深

　
で
見
難
い
）
で
あ
る
。
頭
が
厳
酸
だ
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
孝
銘
記
の
時

　
に
釜
り
、
顔
題
を
高
く
し
て
、
こ
れ
に
つ
黛
い
た
隣
に
耳
を
作
り
、
巾
を

　
高
く
し
て
「
屋
」
を
形
成
さ
せ
て
憤
の
後
と
結
合
し
、
収
を
つ
け
加
へ
た
。

　
上
下
の
群
臣
貴
賎
は
皆
こ
れ
を
つ
け
た
。
文
宮
は
長
い
耳
の
も
の
を
、
武

　
宮
は
短
い
耳
の
も
の
を
、
そ
れ
み
＼
そ
の
冠
に
繕
じ
て
用
み
た
。
尚
書
の

　
頓
の
紋
は
野
選
四
方
で
、
こ
れ
を
納
言
と
い
つ
た
。
忠
正
を
以
て
天
子
に

　
近
く
仕
へ
る
職
を
顕
か
に
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
、

と
い
ふ
。

　
こ
Σ
に
い
ふ
娘
は
債
の
原
初
形
と
さ
れ
て
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
儀
礼
、
士
冠
礼
「
湿
布
冠
、
歓
項
青

組
、
纒
属
予
歓
」
の
郷
注
に

　
多
読
如
有
頬
者
弁
愛
蘭
、
縄
戴
冠
無
笄
老
、
著
頬
囲
髪
際
、
多
項
申
、
隅

　
七
四
綴
、
以
固
冠
也
、
項
中
有
綱
、
亦
由
固
頬
為
之
耳
、
今
之
未
冠
笄
者

　
著
巻
績
、
頬
象
之
所
生
也

と
。
す
な
は
ち

　
儀
礼
に
歓
と
書
か
れ
て
み
る
の
は
詩
に
い
ふ
頬
で
あ
る
。
維
布
鴛
に
は
冠

　
を
頭
に
圃
適
す
る
た
め
の
算
が
な
い
。
頬
と
い
ふ
ひ
も
を
髪
の
き
は
に
廻

　
し
、
う
な
じ
で
結
ぶ
。
四
方
に
ひ
も
が
あ
っ
て
こ
れ
を
結
ん
で
冠
を
固
定

　
す
る
。
う
な
じ
に
当
る
所
に
結
ぶ
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
頬
を
固
定
す
る

　
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
今
の
未
だ
冠
し
な
い
者
が
勾
玉
を
つ
け
て
み
る
の

　
は
、
頬
の
形
の
生
じ
た
も
と
で
あ
る
。

と
い
ふ
。

　
乾
布
冠
は
後
漢
書
輿
混
混
に
蛇
卵
冠
の
古
い
形
と
い
ふ
が
、
後
に

み
る
ご
と
く
9
図
の
ご
と
き
竜
の
と
思
は
れ
る
。
頬
と
は
、
例
へ
ば

8
図
1
4
に
明
瞭
に
表
は
さ
れ
て
み
る
や
う
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

83　（793）



冠
の
前
後
に
平
ひ
も
（
組
）
が
廻
り
、
側
頭
部
か
ら
あ
ご
ひ
も
（
縷
）
が

つ
§
い
て
る
る
。
こ
の
組
ひ
も
は
勿
論
冠
が
飛
ば
な
い
や
う
に
押
へ

て
る
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
爵
弁
も
6
図
3
1
6
の
戦
国
の
例
は
す

べ
て
同
様
な
組
ひ
も
で
留
め
ら
れ
て
み
る
。
　
「
髪
際
」
と
い
っ
て
竜
、

生
え
ぎ
は
で
な
く
、
組
は
髪
の
あ
る
部
分
の
周
辺
沿
ひ
、
や
㌧
中
に

入
っ
た
と
こ
ろ
に
廻
さ
れ
て
み
る
。
周
礼
、
重
服
「
凡
弔
事
、
弁
纒

服
」
の
鄭
注
に
「
弁
姪
は
爵
弁
の
ご
と
く
し
て
素
な
り
。
野
鶴
を
加

ふ
」
と
い
ふ
。
姪
と
い
ふ
の
は
儀
礼
、
喪
服
の
最
初
の
条
の
郵
注
に

「
麻
の
首
に
あ
の
、
腰
に
あ
る
を
纒
と
い
ふ
…
…
鼻
熊
は
縄
布
冠
の

二
項
を
象
る
」
と
い
ふ
ご
と
く
、
い
ま
問
題
の
頷
を
麻
で
作
っ
た
喪

服
用
の
も
の
で
あ
る
。
爵
弁
が
穎
で
固
定
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
6
図
3
－
5
の
頭
（
な
い
し
頬
）
は
髪
際
を
環
状
に
め
ぐ
る
ひ
電
に

あ
ご
ひ
も
を
つ
け
た
と
い
ふ
よ
り
、
前
頭
部
か
ら
あ
ご
を
環
状
に
廻

る
ひ
も
に
、
側
頭
部
か
ら
後
に
廻
る
ひ
竜
を
加
へ
た
形
に
な
っ
て
み

る
。
6
図
5
は
あ
ご
の
下
で
結
ん
で
み
る
が
、
3
、
4
は
あ
ご
の
下

に
結
び
目
が
な
い
。
後
者
は
環
経
、
環
櫻
と
い
は
れ
た
屯
の
で
あ
ら

う
か
。

　
ま
た
こ
れ
ら
の
図
像
を
み
る
と
、
頬
は
「
聖
慮
」
を
以
て
穿
な
く
、

直
接
そ
の
ひ
電
で
冠
を
押
へ
て
る
る
。
萱
疏
に
四
面
が
あ
る
と
い
ふ

の
は
典
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
な
く
、
郵
玄
が
理
論
上
必
要
と
思
っ

て
い
っ
た
こ
と
だ
と
記
し
て
み
る
。
図
像
の
方
が
本
当
で
あ
ら
う
。

項
の
後
の
結
び
冒
「
細
」
も
こ
瓦
に
は
表
は
さ
れ
て
み
な
い
。
郵
注

に
「
項
中
に
編
あ
り
」
と
い
ふ
の
は
1
図
5
左
図
に
あ
る
ご
と
き
電

の
を
想
像
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
桶
で
は
、
こ
の
ひ
、

も
は
髪
を
後
頭
部
で
丸
め
た
部
分
に
棲
を
結
び
つ
け
て
み
る
電
の
と

考
へ
ら
れ
る
。
然
し
頬
が
8
図
1
4
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
、

無
意
の
細
と
い
ふ
や
う
な
も
の
も
不
安
と
思
は
れ
る
。

　
武
将
が
頭
に
巻
い
た
と
い
ふ
紬
と
は
、
1
1
図
7
、
8
に
み
る
や
う

な
、
武
雄
の
上
か
ら
巻
い
た
鉢
巻
の
や
う
な
も
の
を
指
し
た
竜
の
で

あ
ら
う
か
。

　
顔
題
と
い
ふ
の
は
、
冠
の
「
由
」
と
い
ふ
の
と
同
じ
も
の
を
い
ふ

こ
と
は
王
先
謙
の
集
解
に
い
ふ
ご
と
く
で
あ
り
、
画
像
で
い
へ
ば
原

田
氏
の
い
ふ
ご
と
く
、
1
図
4
の
鉢
巻
状
の
も
の
』
上
に
あ
る
三
角

形
の
も
の
を
指
す
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
顔
は
か
ほ
、
題
は
額
で
、
ま

た
標
識
の
音
心
血
の
あ
る
こ
と
竜
集
解
に
記
さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
タ
ヒ
エ
ぶ
　
シ

こ
の
形
の
も
の
は
日
本
の
額
鳥
帽
子
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

さ
う
と
す
れ
ば
輿
服
志
の
説
の
や
う
に
、
武
将
の
指
（
鉢
巻
）
と
起

原
的
に
関
係
が
あ
ら
う
。
一
方
、
漢
の
積
の
鼠
壁
の
先
駆
は
、
6
図
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8
、
9
で
額
の
上
に
突
き
出
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
6
図
1
、
2

の
戦
国
初
に
ま
で
そ
の
例
は
遡
り
う
る
。

　
志
の
文
に
顔
題
を
「
郷
士
之
」
と
い
ふ
の
は
、
ひ
っ
く
り
返
し
に

（
す
な
は
ち
上
向
に
垂
直
の
位
置
に
）
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。

漢
の
桶
で
1
図
6
の
積
に
は
下
向
の
三
角
形
が
表
は
さ
れ
て
み
る
。

こ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し
に
ま
く
り
上
げ
れ
ば
山
形
の
顔
題
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
三
角
形
に
巾
を
結
合
し
、
後
向
に
頭
を
お
ほ
ふ
も

の
を
作
る
と
、
丁
度
1
図
4
の
屋
根
形
の
お
ほ
ひ
の
形
が
で
き
る
。

こ
れ
が
志
の
「
施
巾
品
題
郡
覆
之
」
の
音
幽
味
で
あ
る
。

　
収
は
爵
弁
に
あ
っ
て
笄
を
通
し
て
冠
を
頭
に
固
定
す
る
に
使
は
れ

る
竜
の
で
あ
る
が
、
原
田
氏
は
こ
れ
を
憤
の
後
方
に
垂
下
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（
－
図
－
、
3
）
に
当
て
ら
れ
た
。
確
か
に
さ
う
で
あ
ら
う
。

　
耳
は
原
田
氏
の
い
は
れ
る
ご
と
く
1
図
3
に
示
し
た
や
う
な
も
の

で
あ
る
。
文
官
は
進
温
々
の
ご
と
く
小
さ
い
冠
を
上
に
の
せ
る
の
で

こ
れ
の
長
い
積
を
つ
け
、
武
官
は
頭
の
後
部
に
か
ぶ
さ
る
大
き
な
武

冠
を
か
ぶ
る
た
め
、
耳
の
短
い
績
を
つ
け
る
こ
と
も
原
田
氏
が
解
説

さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。

　
尚
書
の
績
の
収
は
方
三
寸
（
六
．
九
糎
）
と
い
ふ
の
は
、
普
通
の
後

の
収
が
耳
を
お
ほ
っ
て
し
ま
ふ
の
に
異
り
、
小
さ
く
て
耳
を
か
く
さ

な
い
の
で
能
く
人
の
雷
を
納
れ
る
と
い
ふ
わ
け
だ
、
と
原
品
氏
が
い

ふ
ご
と
く
で
あ
る
。
1
図
6
の
備
は
楽
人
で
あ
る
が
、
耳
の
上
ま
で

の
、
丁
度
方
三
寸
ば
か
り
の
収
が
つ
け
ら
れ
て
る
る
。
音
楽
家
が
耳

を
お
ほ
は
な
い
納
皇
女
を
つ
け
て
み
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。

　
更
に
1
図
5
、
7
の
や
う
に
収
の
な
い
櫨
も
あ
る
。
他
に
、
志
に

は
未
成
年
者
は
屋
の
な
い
績
を
使
ふ
こ
と
が
記
さ
れ
み
る
。

　
績
の
由
来
に
つ
い
て
察
　
邑
、
独
断
に

　
頓
者
古
意
卑
騰
執
事
、
不
冠
者
之
所
服
也
…
…
元
成
額
有
壮
髪
、
不
欲
使

　
人
見
、
始
進
績
服
之
、
群
臣
皆
優
賞
、
然
尚
無
駄
、
如
摺
出
憤
禰
已
、
王

　
葬
無
髪
、
乃
施
巾
、
故
語
日
、
王
孫
禿
、
憤
施
巾

と
。後

漢
書
輿
服
志
の
昔
は
横
が
な
か
っ
た
と
い
ふ
説
に
対
し
、
こ
れ
は

古
く
か
ら
あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
1
図
8
な
ど
は
そ
の
古
い
例

と
思
は
れ
、
ま
た
股
時
代
の
や
は
り
績
の
ご
と
き
か
ぶ
り
竜
の
は
1

図
9
に
示
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
何
と
呼
ば
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
積
の
系
統
の
か
ぶ
り
の
屯
の
は
殴
か
ら
あ
っ
た
と
み
る
方
が
よ

さ
」
う
で
あ
る
。

　
図
像
で
み
る
と
、
冠
の
下
に
憤
を
つ
け
る
例
は
武
冠
の
下
に
こ
れ

を
つ
け
た
前
漢
後
期
の
1
1
図
3
が
最
も
古
い
。
こ
の
時
分
に
は
進
賢
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冠
な
ど
の
下
に
は
積
を
用
み
て
み
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
後
漢
前
期

に
つ
い
て
電
い
へ
さ
う
で
あ
る
。
輿
服
志
に
「
上
下
群
距
貴
賎
皆
服

之
」
と
い
ふ
の
は
、
後
漢
後
期
に
な
っ
て
か
ら
の
話
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
　
豊
　
　
　
冠

　
大
体
三
礼
図
に
示
さ
れ
て
み
る
ご
と
き
も
の
が
後
漢
時
代
に
も
行

は
れ
た
こ
と
は
2
図
3
、
4
の
例
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
原
田
氏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

く
は
し
く
解
説
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
、
こ
x
に
は
詳
細
に
は
記
さ
な

い
。
後
漢
書
輿
服
志
に
そ
の
作
り
に
つ
い
て

　
昆
皆
広
七
寸
、
長
尺
一
一
寸
、
前
円
後
方
、
朱
緑
褒
、
玄
上
、
前
蚕
四
寸
、

　
後
垂
三
寸
、
係
争
玉
珠
、
為
十
二
慌
、
以
其
綬
采
色
為
三
三
、
三
公
諸
侯

　
七
読
、
青
玉
為
殊
、
卿
大
夫
五
慌
、
黒
玉
為
珠
、
皆
有
前
回
後
、
各
以
其

　
綬
采
色
為
組
繧
、
労
垂
遊
綾

と
。
即
ち

　
蝿
の
上
の
板
は
み
な
左
右
の
幅
七
寸
、
長
さ
一
尺
二
寸
で
、
前
縁
は
円
く

　
し
、
後
縁
は
方
形
に
す
る
。
裏
は
朱
、
緑
に
、
上
は
黒
に
す
る
。
前
後
に

　
ビ
ー
ズ
を
通
し
た
縄
暖
簾
状
の
も
の
（
垂
）
を
つ
け
る
が
、
そ
の
長
さ
は

　
前
は
七
寸
、
後
は
三
寸
。
天
子
は
白
玉
の
ビ
…
ズ
を
通
し
た
ひ
も
を
十
二

　
本
つ
つ
吊
す
。
天
子
の
つ
け
る
綬
と
同
色
の
組
ひ
も
で
あ
ご
ひ
も
を
作
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ウ

　
三
公
諸
侯
は
…
…
両
側
か
ら
は
駐
纏
と
い
ふ
、
黄
色
い
綿
を
丸
め
た
飾
り

　
を
下
げ
る

と
い
ふ
。

　
2
図
4
の
ご
と
き
古

帝
王
の
か
ぶ
る
の
は
陶
免

の
つ
も
り
で
画
か
れ
た

に
ち
が
ひ
な
い
。
前
後

に
あ
る
鐘
乳
状
の
飾
り

は
玉
を
通
し
た
飾
り
ひ

も
ら
し
く
な
い
。
2
図

3
で
は
明
か
に
玉
が
編

さ
れ
て
る
る
。
頭
上
の

板
が
横
向
に
な
っ
て
み

る
の
は
表
現
の
便
宜
か

ら
で
あ
ら
う
か
。

　
確
実
に
こ
の
冤
の
先

駆
と
思
は
れ
る
も
の
は
、

乏
し
い
先
泰
時
代
の
図

像
の
う
ち
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
2
図

3　後漢後半

’A．c

　　4後漢後半

2図昆冠
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1
、
2
に
或
ひ
は
晃
の
古
い
形
を
表
は
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
は

れ
る
も
の
を
掲
げ
て
お
い
た
。

　
　
　
　
三
　
長
冠
、
榔
八
三

　
3
図
に
あ
げ
た
ご
と
く
、
冠
の
前
面
に
板
状
の
飾
り
の
建
つ
た
も

の
が
こ
れ
に
ち
が
ひ
な
い
。
後
漢
書
輿
服
志
に

　
長
鷹
一
鼠
斎
冠
、
高
七
寸
広
三
寸
、
促
漆
纏
為
之
、
制
如
板
、
以
竹
為

　
裏
、
初
高
祖
微
時
、
以
竹
皮
為
之
、
謂
之
劉
氏
冠
、
楚
冠
制
也
、
野
臥
之

　
鵠
尾
冠
葬
也
、
祀
宗
廟
諸
麗
三
冠
之

と
。
す
な
は
ち

　
長
冠
は
一
に
斎
冠
と
も
い
ふ
。
高
さ
七
寸
、
広
さ
三
寸
。
漆
を
塗
っ
た
纏

　
　
（
蚊
帳
の
や
う
な
す
か
く
の
生
地
）
を
促
し
て
（
P
）
こ
れ
を
作
る
。

　
制
は
板
の
如
く
で
、
竹
で
以
て
裏
を
作
る
。
初
め
漢
の
高
祖
が
微
騰
だ
つ

　
た
時
、
竹
の
皮
で
も
つ
て
こ
れ
を
作
り
、
こ
れ
を
三
門
冠
と
い
っ
た
。
こ

　
れ
は
楚
の
冠
制
で
あ
る
。
民
が
こ
れ
を
鵠
尾
冠
と
い
ふ
の
は
間
違
ひ
で
あ

　
る
。
宗
廟
を
祀
る
諸
々
の
祭
祀
の
際
に
こ
れ
を
つ
け
る

と
い
ふ
。

　
「
促
漆
纏
為
之
」
と
い
ふ
の
は
意
味
が
と
り
難
い
。
三
礼
図
に
は

こ
N
を
引
い
て
「
前
高
七
寸
、
広
三
寸
而
後
促
、
漆
黒
為
之
、
綱
如

版
…
…
」
と
い
ふ
。
か
う
な
ら
、
　
「
前
の
所
は
高
さ
七
寸
、
広
さ
は

三
寸
で
後
の
方
に
行
っ

て
つ
穿
ま
る
…
…
」
と

な
っ
て
音
ゆ
味
が
通
ず
る
。

　
三
礼
図
は
両
側
に
堰

板
の
や
う
な
も
の
が
っ

き
立
つ
た
冠
を
画
い
て

み
る
が
、
こ
の
や
う
な

も
の
は
漢
に
も
、
そ
れ

以
後
の
資
料
に
も
見
出

し
え
な
い
。
版
の
ご
と

し
と
い
ふ
か
ら
版
築
の

版
、
す
な
は
ち
堰
板
の

や
う
な
も
の
を
と
り
つ

け
た
冠
を
想
像
し
て
画

い
た
か
と
思
は
れ
る
が
、

　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ

こ
れ
で
は
長
冠
、
鵠
尾

冠
の
名
に
そ
ぐ
は
な
い
。

　
　
　
⑤

原
田
氏
は
諸
県
の
供
養

者
行
列
馬
脚
よ
の
該
当

卿

1　後漢後半

喚”K＝〉

2　後漢後半　　　　3後漢後半

　　3図　長　冠
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の
竜
の
を
推
測
し
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
い
か
が
か
と
思
は
れ
る
。
3
図

に
あ
げ
た
電
の
こ
そ
こ
れ
に
あ
て
る
べ
き
で
あ
る
。
「
鰯
如
板
（
版
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
タ

と
い
ふ
板
は
、
堰
板
の
板
で
も
、
板
で
も
な
い
。
こ
』
の
板
は
笏
の

意
味
の
板
で
あ
る
。
画
像
石
に
無
数
に
見
出
さ
れ
る
笏
は
こ
の
冠
の

前
に
立
つ
も
の
と
同
じ
形
に
画
か
れ
て
み
る
。
か
う
み
れ
ば
、
こ
の

冠
が
俗
に
鵡
平
冠
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
解
釈
が
つ
く
。
鵠
は
鳥
の
一

種
で
、
腹
か
ら
胸
が
白
い
ほ
か
は
黒
い
。
尾
は
普
通
の
鳥
よ
り
も
か

な
り
長
い
。
志
に
「
前
高
七
寸
」
と
い
ふ
の
は
こ
の
板
の
高
さ
で
あ

ら
う
。
七
寸
と
い
ふ
と
約
一
六
糎
で
あ
る
。
こ
㌧
に
引
い
た
図
に
は

大
体
そ
の
程
度
の
長
さ
に
画
か
れ
て
み
る
。
　
「
以
無
為
裏
」
と
い
ふ

の
は
、
こ
の
板
の
芯
を
竹
で
作
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
後
漢
画
像
石
で
は
夏
傑
、
秦
始
皇
、
軍
士
、
斉
王
と
い
っ
た
王
以

上
の
図
像
が
こ
れ
を
つ
け
た
姿
で
表
は
さ
れ
て
み
る
。
い
つ
れ
も
志

の
規
定
と
異
り
、
宗
廟
の
祭
肥
と
は
関
係
な
い
光
景
で
あ
る
。

は

こ

の

冠
に

似
た　纈
も

の　非
と

し　冠
て

郡
軒
別
が
あ
る
Q

後
漢
書
野
服
志
に

郁
葬
冠
、
制
等
長
書
下
促
、
宮
殿
門
馬
、
僕
等
冠
之

と
、
す
な
は
ち

　
卿
極
冠
は
、
制
は
長
冠
に
似
て
下
す
ぼ
ま
り
で
あ
る
。
富
殿
の
門
止
や
僕

　
射
が
か
ぶ
る

と
い
ふ
。

　
三
礼
図
に
は
旧
著
を
引
い
て
「
高
五
寸
」
と
い
ふ
。
長
薯
よ
砂
二

寸
ば
か
り
低
く
、
下
す
ぼ
き
り
と
い
っ
て
も
、
図
像
の
中
か
ら
こ
れ

を
拾
ひ
出
す
の
は
む
つ
か
し
い
。

　
　
　
　
四
　
委
　
貌
　
冠

　
4
図
3
に
か
」
げ
た
ご
と
き
も
の
が
後
漢
時
代
の
委
貌
冠
と
い
は

れ
た
も
の
と
考
へ
る
。
後
漢
書
輿
服
志
に
は

　
委
貌
冠
皮
弁
冠
辞
制
、
長
七
寸
高
四
寸
、
制
野
壷
杯
、
前
高
広
後
篇
鋭
、

　
所
謂
夏
之
母
追
、
毅
之
章
甫
也
、
委
貌
以
阜
絹
為
之
、
皮
弁
以
鹿
皮
為
之
、

　
行
大
射
礼
野
島
雍
、
公
卿
諸
侯
大
夫
行
礼
者
冠
委
貌
…
…
執
評
者
冠
皮
蛋

と
。
す
な
は
ち

　
委
貌
冠
は
皮
弁
と
同
じ
制
で
、
長
さ
七
寸
、
高
さ
四
寸
、
制
は
杯
を
逆
さ

　
に
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
前
部
は
高
く
広
く
、
後
部
は
低
く
鋭
い
。
い
は

　
ゆ
る
夏
の
母
追
、
股
の
章
甫
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
委
貌
は
黒
い
綱
で
作

　
り
、
皮
弁
は
鹿
皮
で
作
る
。
大
射
礼
を
僻
雍
で
行
ふ
時
、
公
卿
諸
侯
大
夫

　
で
礼
を
行
ふ
も
の
は
委
貌
を
か
ぶ
り
…
…
補
佐
役
は
皮
弁
を
か
ぶ
る
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9
9

1殿

・・A一一

〇

2　戦国

《

　3！後漢後半

4麟委却冠

と
い
ふ
。

　
一
二
礼
図
は
こ
の
後
漢
書
の
皮
弁
と
同
制
と
い
ふ
説
に
よ
る
図
、
旧

図
の
進
賢
冠
が
そ
の
遺
象
だ
と
い
ふ
説
に
よ
る
図
、
張
鐙
の
蓮
華
の

花
二
形
の
飾
り
の
つ
い
た
図
、
梁
正
の
こ
れ
ら
と
は
ま
た
別
の
図
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

四
つ
を
引
く
。
原
田
氏
は
ま
つ
後
漢
書
に
覆
杯
の
ご
と
し
と
い
ふ
か

ら
、
遺
物
に
よ
る
耳
杯
を
伏
せ
た
ご
と
き
か
ぶ
り
物
で
、
前
が
高
く

広
く
、
後
方
が
低
く
狭
ま
っ
た
も
の
、
と
考
へ
、
次
に
こ
れ
が
似
て

　
み
る
と
い
は
れ
る
皮
弁
は
釈
名
に
両
手
を
う
ち
合
す
形
に
似
る
と

　
い
ふ
か
ら
、
顧
凱
之
の
女
史
箴
図
に
画
か
れ
た
男
の
か
ぶ
る
、
蓮

　
回
状
の
飾
り
の
つ
い
た
冠
が
こ
れ
に
当
る
と
考
へ
、
三
礼
図
の
引

　
く
張
鎗
の
図
が
正
し
い
と
さ
れ
た
。

　
　
私
は
最
初
に
記
し
た
ご
と
く
別
様
に
考
へ
る
。
覆
杯
の
ご
と
し

　
と
い
ふ
か
ら
、
委
貌
冠
、
皮
弁
が
頭
の
上
面
を
お
ほ
ふ
帽
子
状
の

　
も
の
で
あ
る
こ
と
は
原
田
氏
の
い
は
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た

　
釈
名
に
「
弁
如
両
手
相
合
即
時
也
」
と
い
ふ
の
は
両
手
を
も
つ
て

　
拍
手
す
る
時
の
や
う
だ
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
た
し
か
に
画
像
石

　
で
手
を
拍
っ
て
み
る
所
を
み
る
と
、
胸
の
前
で
合
掌
す
る
形
で
拍

　
　
　
　
⑦

　
つ
て
み
る
。
す
る
と
弁
の
形
は
平
た
い
縦
向
の
空
間
を
中
に
包
み

　
こ
む
形
と
な
夢
、
一
見
い
ま
の
覆
杯
形
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
後
述
の
爵
弁
を
み
る
と
、
低
い
後
部
は
浅
い
覆
杯
状
を
な
し
、

前
部
は
高
く
な
っ
て
紙
袋
を
吹
き
ふ
く
ら
せ
た
や
う
な
形
と
な
っ
て
、

み
る
。
す
な
は
ち
撃
つ
の
形
容
は
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
委
貌
冠

は
さ
う
す
る
と
、
前
部
は
高
さ
四
寸
あ
っ
て
広
く
、
紙
袋
の
底
の
合

せ
臼
を
顔
と
平
行
の
向
き
に
し
て
か
ぶ
っ
た
や
う
な
形
を
と
り
、
後

は
低
く
な
っ
て
幅
を
減
じ
、
例
へ
ば
6
図
4
の
左
図
の
後
頭
部
に
当

る
部
分
の
や
う
に
な
っ
て
を
り
、
前
後
の
長
さ
七
寸
に
作
ら
れ
て
ゐ
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た
、
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
4
図
3
は
こ
れ
を
横
か
ら
み

た
形
だ
か
ら
頂
上
が
尖
っ
て
表
は
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
高
さ
四

寸
（
九
・
工
糎
）
と
い
ふ
と
4
図
3
ぐ
ら
み
の
感
じ
に
な
る
だ
ら
う
。

　
こ
の
式
の
冠
は
こ
」
に
取
扱
ふ
時
代
の
図
像
に
あ
ま
り
多
く
表
は

　
　
　
　
　
③

さ
れ
て
み
な
い
。
3
は
斉
桓
公
を
脅
迫
す
る
曹
子
で
あ
る
。
な
ほ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
式
の
冠
を
原
田
氏
は
高
山
冠
に
あ
て
』
ゐ
ら
れ
る
。

　
こ
の
冠
の
古
い
形
は
あ
ま
り
図
像
の
中
に
見
当
ら
な
い
が
、
4
図

2
は
こ
の
類
か
・
も
し
れ
な
い
。
4
図
1
は
股
の
例
で
あ
る
が
、
構
成

の
原
則
は
委
貌
と
共
通
で
あ
る
。
す
な
は
ち
前
部
が
高
く
袋
状
に
な

砂
、
そ
こ
か
ら
後
は
低
く
、
浅
く
な
っ
て
髪
の
上
面
に
か
ぶ
さ
っ
て

み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
冠
に
は
横
ひ
だ
の
や
う
な
も
の
が
表
は
さ
れ

て
み
る
。
鄭
玄
は
、
国
母
、
画
師
「
諸
侯
及
孤
卿
大
夫
早
撃
、
章
弁
、

皮
弁
、
弁
蛭
各
羅
馬
等
為
之
、
而
掌
其
禁
令
」
の
注
に

　
弁
経
之
弁
、
其
丈
積
如
菟
繰
之
就

と
い
ふ
。
喪
服
の
弁
に
ひ
だ
が
あ
っ
て
、
そ
の
数
は
同
免
の
垂
れ
飾
り

と
同
様
、
地
位
の
高
下
に
よ
っ
て
差
等
が
あ
る
、
と
解
説
し
て
み
る
。

孫
論
譲
は
周
礼
正
義
に
、
そ
の
考
へ
は
経
に
根
拠
が
な
い
こ
と
と
し

て
排
し
て
み
る
が
、
と
も
か
く
弁
の
う
ち
に
は
こ
の
や
う
な
ひ
だ

（
僻
積
）
の
つ
い
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
志
に
も
引
か

れ
る
殴
の
章
甫
と
い
ふ
の
は
、
或
ひ
は
こ
の
4
図
1
の
や
う
な
も
の

あ
ら
う
か
。
三
礼
図
の
章
甫
は
奇
妙
な
形
に
画
か
れ
て
み
る
が
、
前

で
が
や
瀬
上
ひ
ろ
が
り
の
長
方
形
を
な
し
て
み
る
所
な
ど
、
こ
の
玉

桶
の
か
ぶ
砂
金
に
多
少
似
て
み
る
。

　
　
　
　
五
　
皮
　
　
　
弁

　
委
貌
冠
の
と
こ
ろ
に
引
い
た
ご
と
く
、
駒
繋
志
に
よ
る
と
皮
弁
は

委
貌
と
同
制
で
、
そ
の
違
ひ
は
こ
れ
が
鹿
皮
で
作
ら
れ
る
所
に
あ
る
。

皮
弁
に
つ
い
て
は
寸
法
の
記
載
が
な
い
。
図
像
を
さ
が
す
と
、
5
図

3
…
7
の
ご
と
く
、
委
貌
と
似
た
形
だ
が
長
く
て
上
が
前
や
後
に
傾

い
た
も
の
が
あ
る
。
丁
度
日
本
の
引
高
鳥
帽
子
、
梨
子
打
帽
子
と
い

　
　
　
　
　
⑩

つ
た
所
で
あ
る
。
3
、
6
は
神
人
で
あ
り
、
多
く
の
神
人
の
画
像
を

み
る
と
、
い
つ
れ
も
6
の
や
う
に
尖
端
が
と
が
っ
た
冠
か
、
或
い
は

同
様
に
長
い
け
れ
ど
も
3
の
や
う
に
尖
ら
な
い
冠
を
つ
け
て
表
は
さ

れ
て
み
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
先
の
と
が
る
の
と
と
が
ら
な
い
の
と
は

同
種
の
冠
と
知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
長
さ
に
色
の
程
度
の
あ
る
こ
と
は

図
を
み
れ
ば
わ
か
る
が
、
こ
れ
が
委
貌
と
一
類
で
あ
る
こ
と
は
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

じ
周
公
が
時
に
は
委
父
母
を
、
5
図
4
で
は
こ
の
式
の
冠
を
つ
け
て

表
は
さ
れ
て
み
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。
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漢代勇子のかぶりもの（林）

　
一
二
礼
図
巻
一
二
、
皮
弁
の
条
に

旧
図
を
引
い
て
、
　
「
以
鹿
皮
浅

毛
黄
白
者
為
之
、
高
尺
二
寸
」

と
い
ふ
の
は
こ
㌧
に
図
示
し
た

ご
と
き
も
の
を
い
っ
た
に
ち
が

ひ
な
い
。
高
さ
一
尺
二
寸
と
い

ふ
と
約
二
八
糎
で
あ
る
。
5
図

4
、
5
、
7
な
ど
の
長
い
部
類
が

丁
度
こ
の
位
に
な
ら
う
。
学
士

を
長
く
し
た
形
の
冠
が
皮
弁
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
。
鹿
皮
と
い

ふ
の
は
勿
論
毛
皮
で
あ
る
が
、

後
漢
時
代
に
は
恐
ら
く
固
い
芯

の
類
は
入
れ
な
か
っ
た
と
み
え

て
、
い
つ
れ
も
く
ん
な
り
曲
っ

て
み
る
。
1
、
2
は
戦
国
の
画
像

で
あ
る
。
恐
ら
く
皮
弁
の
古
い

形
で
あ
ら
う
。
2
に
は
笄
ら
し

き
も
の
が
表
は
さ
れ
て
み
る
。

1戦国2　戦国3　後漢前半

【
哩

勾
フ

4　後漢後半5　後漢後半6　後漢後半

§

7　後漢後半8　後漢後半

　　　　5図

91　（801）
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ミ珍’，、、，

2　戦国

。

1p’

Ao石こ
畳

3　戦引

回
蝦

1　戦国

ミ＿

議

A＠At
／寒

N．．．一．　7

N

s
s

4　戦国

り

X 臨
曲、、琳

5　戦国

6図二三，牽弁
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漢代男子のかぶりもの（林）

7　饒漢前半8　前漢菌半半前漢目9

ア
ー
〉
一

．s`“S

ぐ

10　前漢12後漢後半

“

11前漢　　　13後漢後半

6図　論弁，面起

　
　
編
ハ
　
磁
即
A
井
、
壷
平
ム
ガ

　
6
図
に
示
し
た
ご
と
き
、

前
部
に
小
さ
な
突
出
が
あ
っ

て
、
こ
れ
が
横
か
ら
み
る
と

雀
（
爵
）
の
頭
の
や
う
な
形

に
み
え
る
弁
が
爵
弁
で
あ
る

と
思
は
れ
る
。

　
後
漢
書
輿
服
志
に
は

　
爵
弁
一
名
冤
、
広
八
寸
長
尺

　
二
寸
、
如
爵
形
、
前
小
躍
大
、

　
総
其
上
、
似
爵
頭
色
、
有
収

　
持
笄
、
所
謂
夏
奴
股
母
者
也
、

　
祠
天
地
五
郊
明
堂
、
雲
麹
舞
、

　
楽
人
服
之

と
。
す
な
は
ち

　
爵
弁
は
一
に
菟
と
も
呼
ば
れ

　
る
。
広
さ
八
寸
、
長
さ
一
尺

　
二
寸
で
、
釜
の
や
う
な
形
に

　
作
る
。
前
は
小
さ
く
、
後
は

・93　（803）



大
き
い
。
上
に
総
を
張
り
、
そ
の
色
は
釜
の
頭
の
色
に
似
て
み
る
。
収
が

あ
っ
て
笄
を
通
す
や
う
に
な
っ
て
み
る
。
夏
の
収
、
股
の
厚
と
い
は
れ
る

も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
天
地
、
五
郊
、
明
堂
を
麗
る
時
、
雲
麹
の
舞
を
す

る
の
に
楽
人
が
こ
れ
を
つ
け
る

と
い
ふ
。

　
　
　
　
⑫

　
原
田
氏
は
こ
瓦
に
爵
弁
が
量
の
一
種
で
あ
る
と
い
ふ
説
に
従
ひ
な

が
ら
竜
、
ま
た
「
如
毒
血
」
と
あ
る
の
に
注
意
し
、
上
部
の
板
の
形

は
青
銅
郵
器
の
爵
の
口
の
や
う
な
形
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
、
武
雄
石
室
第
一
石
の
祝
融
、
神
農
氏
の
か
ぶ
り
も
の
（
1
7
図
4
）

の
頂
上
が
二
ま
た
に
分
岐
し
て
み
る
の
は
こ
の
爵
弁
の
形
で
は
な
か

ら
う
か
と
考
へ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
輿
服
志
に
爵
弁
が
一
に
墨
と
呼

ば
れ
る
と
あ
る
の
は
、
鄭
玄
あ
た
り
の
解
釈
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ら

う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
考
へ
の
拠
り
難
い
こ
と
は
周
礼
、
司
服
「
凡
吊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

事
弁
姪
服
』
の
条
の
正
義
に
孫
治
譲
が
記
す
ご
と
く
で
あ
る
。

　
弁
の
類
の
う
ち
か
ら
繊
の
や
う
な
形
の
も
の
を
さ
が
せ
ば
、
6
図

に
示
し
た
や
う
な
も
の
を
お
い
て
は
外
に
な
い
。
古
い
時
代
の
雀
の

表
現
に
つ
い
て
は
、
例
へ
ば
支
那
古
銅
精
華
一
、
六
五
の
角
の
蓋
に

象
ら
れ
た
も
の
な
ど
と
み
ら
れ
た
い
。

　
か
う
み
れ
ば
輿
服
志
に
そ
の
形
に
つ
い
て
「
前
小
後
事
」
と
あ
る

の
は
、
前
の
方
の
雀
の
頭
に
当
る
断
が
小
さ
く
、
後
に
ゆ
く
に
従
っ

て
広
く
な
る
、
と
い
ふ
や
う
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
広
七
寸
長

尺
二
寸
」
と
い
ふ
の
も
、
或
ひ
は
覚
の
や
う
に
上
に
の
っ
た
板
（
延
）

の
寸
法
を
記
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
雀
の
形
を
し
た
弁

の
寸
法
を
示
し
た
竜
の
と
し
て
も
大
体
合
ふ
。

　
戦
国
時
代
後
期
の
青
銅
桶
に
表
は
さ
れ
た
こ
の
類
の
弁
に
は
二
種

類
あ
る
。
一
は
6
図
3
、
4
に
示
し
た
も
の
で
、
項
に
髪
が
少
し
喰

み
出
し
て
み
る
が
、
そ
れ
か
ら
前
は
額
の
生
え
ぎ
は
を
残
し
て
髪
の

大
部
分
が
弁
で
お
ほ
は
れ
て
み
る
。
一
一
は
6
図
5
に
示
し
た
も
の
で
、

弁
は
先
の
も
の
よ
り
左
右
に
狭
く
、
横
か
ら
髪
が
見
え
て
み
る
。
両

者
と
も
頬
の
ひ
も
が
弁
の
外
縁
沿
ひ
に
後
頭
部
か
ら
側
頭
部
に
及
び
、

こ
め
が
み
の
所
で
、
弁
の
前
方
か
ら
下
に
向
ふ
あ
ご
ひ
亀
と
結
合
し

て
み
る
。
弁
の
前
方
の
短
い
突
出
は
、
形
か
ら
み
て
何
か
芯
の
入
っ

た
園
い
板
の
や
う
な
も
の
ら
し
い
。
6
図
6
を
み
る
と
雀
の
頭
に
当

る
突
起
の
前
面
に
は
長
方
形
の
凹
み
が
あ
る
。
こ
の
部
分
も
固
い
粋
1
9

を
総
状
に
入
れ
て
あ
っ
た
と
み
え
る
。

　
6
図
7
は
前
漢
前
半
の
騎
射
を
す
る
人
物
の
頭
で
あ
る
。
た
し
か

に
爵
弁
の
系
統
の
も
の
を
か
ぶ
っ
て
み
る
。
た
穿
し
シ
ル
エ
ッ
ト
状

に
表
は
さ
れ
て
み
る
た
め
、
細
部
の
作
り
は
明
か
で
な
い
。
6
図
1
0
、 94　（804＞



田代男子のかぶりもの（林）

11

ﾍ
青
銅
桶
で
あ
る
。
7
と
合
く
同
様
な
冠
を
か
ぶ
っ
て
み
る
、
こ

の
重
弁
に
は
戦
国
蒔
代
と
違
っ
て
、
後
頭
部
、
側
頭
部
を
お
ほ
ふ
収

が
加
は
つ
て
み
る
。
1
2
、
1
3
の
後
漢
の
例
も
同
じ
作
り
で
あ
ら
う
。

　
1
2
は
績
を
つ
け
て
み
る
が
、
1
3
の
方
は
こ
れ
が
な
い
や
う
で
あ
る
。

心
服
志
の
前
陣
の
条
に
「
収
」
が
あ
る
、
と
い
ふ
の
は
前
漢
の
綱
に

舎
致
す
る
。
ま
た
楽
人
が
か
ぶ
る
と
記
さ
れ
る
が
、
1
0
、
1
1
の
儒
は
、

何
の
楽
を
奏
す
る
所
か
も
と
よ
り
明
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
楽
人
で

あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
輩
　
　
　
弁

　
や
は
り
弁
の
類
と
思
は
れ
る
が
、
6
図
8
、
9
の
ご
と
く
今
み
た

爵
弁
に
似
て
前
方
の
突
出
が
太
く
丸
っ
こ
い
類
が
あ
る
。
額
の
上
に

ぼ
反
っ
た
突
起
が
出
て
み
る
。
こ
の
突
起
は
、
或
ひ
は
6
図
2
－
6

に
み
る
ご
と
き
、
前
頭
部
の
板
状
の
部
分
を
長
く
し
た
や
う
な
も
の

で
あ
ら
う
か
。
或
ひ
は
後
漢
書
輿
服
志
の
千
引
の
績
の
条
に
あ
っ
た

「
顔
顧
こ
の
類
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
と
同
様
な
突
起
の
つ
い
た
か

ぶ
り
も
の
は
戦
国
前
期
の
6
図
1
、
2
に
も
あ
る
。
こ
の
6
図
1
、

2
の
か
ぶ
り
屯
の
は
野
球
幅
の
や
う
に
み
え
る
が
、
6
図
8
、
9
の

円
い
突
起
を
も
つ
と
太
く
平
た
く
し
た
も
の
で
、
両
者
は
明
か
に
同

じ
形
式
の
か
ぶ
り
も
の
で
あ
る
。
9
は
刀
を
持
つ
た
兵
士
で
あ
り
、

1
、
2
も
戦
争
、
狩
猟
を
行
ふ
兵
士
た
ち
が
か
ぶ
っ
て
み
る
。
周
礼
、

温
服
に
「
凡
兵
事
、
毒
弁
服
」
と
あ
り
、
鄭
注
に
「
難
弁
以
蘇
難
為

之
」
と
い
ふ
。
即
ち
難
弁
は
軍
事
に
従
事
す
る
者
の
か
ぶ
る
赤
い
革

の
弁
で
あ
る
。
或
い
は
こ
れ
ら
が
血
畢
弁
と
い
れ
た
も
の
で
は
な
い
か

と
思
は
れ
る
が
、
作
り
の
特
徴
、
尺
寸
の
記
録
が
な
い
の
で
確
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
七
　
通
天
冠
（
遠
遊
冠
、
高
山
冠
、
巧
士
冠
）

　
7
図
2
、
4
に
示
し
た
ご
と
き
も
の
が
通
天
冠
と
思
は
れ
る
。
4

は
顧
凱
之
の
作
と
伝
へ
ら
れ
る
女
史
箴
団
の
、
漢
の
結
託
を
画
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

屯
の
で
、
原
田
氏
が
こ
の
冠
に
あ
て
ら
れ
た
竜
の
で
あ
る
。
原
田
氏

は
何
故
こ
れ
を
通
天
冠
に
あ
て
た
か
記
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
。
ま
つ
後

漢
書
輿
服
志
に
こ
の
冠
は
天
子
が
い
つ
も
か
ぶ
る
も
の
だ
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
天
子
が
か
ぶ
っ
て
み
る
こ
と
が
一
つ
の
理
由
で
あ
ら
う
，
ま

た
6
は
三
礼
堂
に
二
種
類
あ
げ
ら
れ
た
通
天
冠
の
図
の
一
つ
で
あ
る

が
、
恐
ら
く
4
と
6
を
同
一
の
も
の
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

す
な
は
ち
6
の
方
は
前
薗
の
布
の
輻
が
や
瓦
広
い
が
、
後
に
傾
き
な

が
ら
立
ち
上
り
、
後
の
方
は
4
と
同
様
3
字
形
に
波
う
つ
て
る
る
。

ま
た
4
の
前
面
左
方
に
出
て
み
る
刀
形
の
飾
り
に
当
る
も
の
も
6
に
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瞭
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7図通天冠

痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
、
　
等
。
2
は
後
方
の
3
字
形
に
波
う
つ
た

部
分
が
前
面
の
立
ち
上
っ
た
部
分
に
か
く
れ
て
わ
か
り
に
く
い

が
、
　
よ
く
み
る
と
同
じ
作
り
の
も
の
を
画
い
た
竜
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
原
田
氏
は
こ
の
冠
に
つ
い
て
の
後
漢
書
輿
服
志
の

記
述
と
こ
の
冠
の
図
が
合
致
す
る
か
ど
う
か
十
分
検
討
し
て
ゐ

ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
試
み
よ
う
。
志
に
は

　
通
天
冠
高
九
寸
、
正
竪
、
頂
少
邪
言
、
及
薩
下
、
為
鉄
巻
梁
、
前
有
山

　
展
笛
、
為
述
、
乗
輿
所
常
蝦
通

と
。
す
な
は
ち

　
通
天
冠
は
高
さ
九
寸
で
真
直
に
立
っ
て
を
り
、
頂
上
は
や
玉
斜
め
後
に

　
傾
き
、
そ
れ
か
ら
直
ち
に
下
に
曲
る
。
鉄
で
も
つ
て
笄
を
通
す
所
（
巻
）

　
と
冠
の
上
部
の
芯
（
梁
）
を
作
る
。
前
に
三
角
形
の
飾
り
（
山
）
と
筒

　
状
の
装
置
（
展
笛
）
が
あ
り
、
鵜
の
羽
根
の
飾
り
（
述
）
を
作
る
。
天

　
子
が
平
常
着
け
る
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
。

　
高
さ
九
寸
と
い
ふ
と
約
二
〇
・
七
糎
で
あ
る
。
7
図
2
の
方
は

こ
れ
位
あ
る
。
4
の
方
は
五
寸
ほ
ど
で
あ
ら
う
。
　
や
』
斜
め
後

に
傾
く
と
い
ふ
の
も
2
の
方
に
合
致
す
る
。
「
直
下
」
と
い
ふ
の
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は
真
直
に
降
る
と
い
ふ
意
味
だ
と
後
面
の
布
が
波
う
つ
て
る
る
の
と

合
は
な
い
。
か
っ
ち
り
稜
角
を
な
し
て
下
向
に
曲
る
と
い
ふ
や
う
な

意
味
と
す
れ
ば
2
の
図
と
矛
盾
し
な
い
。
梁
ぽ
、
進
塁
冠
の
図
に
も

よ
く
表
は
さ
れ
て
み
る
が
、
2
の
前
面
に
縦
に
入
っ
た
線
が
こ
の
芯

を
蓑
は
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
三
角
形
の
飾
り
「
山
」
は
2
の
額
に

画
か
れ
て
み
る
。
　
「
展
笛
に
も
前
部
に
あ
る
と
記
さ
れ
る
が
、
そ
れ

ら
し
き
も
の
は
ど
の
藏
に
も
見
当
ら
な
い
。
法
冠
の
条
に
「
以
縫
為

展
笛
、
鉄
柱
巻
」
と
あ
る
の
に
つ
い
て
、
王
先
謙
は
集
解
に
黄
山
の

説
を
引
き
、
展
笛
は
纏
で
二
っ
て
梁
と
柱
巻
を
包
ん
だ
も
の
だ
と
い

⑯ふ
。
然
し
綴
で
梁
を
包
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
は
ど
こ
に
も
書
い
て
な
い
。

笛
は
竹
を
切
っ
た
筒
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
展
篤
…
は
纒
を
筒
状

に
丸
め
て
鉄
の
芯
を
入
れ
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
と
考
へ
ら
れ
る
。
三

冠
が
後
述
の
ご
と
く
1
0
図
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
閥
違
い
な

け
れ
ば
、
こ
の
黒
塗
は
冠
の
上
に
飛
び
出
し
た
角
状
の
電
の
を
指
す

と
考
へ
ら
れ
る
。
と
は
い
へ
、
前
記
の
ご
と
く
、
現
在
利
用
し
う
る

資
料
の
中
に
は
見
附
か
ら
な
い
。

　
述
が
鵡
の
鳥
を
略
し
た
字
で
、
鶴
で
あ
る
こ
と
は
集
解
に
く
は
し

い
考
証
が
あ
る
。
そ
の
羽
根
を
さ
し
た
・
も
の
で
あ
ら
う
。
2
、
4
な

ど
で
前
部
の
片
側
に
突
き
出
た
細
長
い
錦
の
が
こ
れ
で
あ
ら
う
か
。

　
そ
の
他
、
中
央
の
ワ
字
形
の
部
分
の
作
り
が
い
ま
の
通
天
冠
と
や

」
異
り
、
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
み
な
い
が
、
こ
れ
と
似
た
「
述
」
の

あ
る
冠
が
あ
る
の
で
こ
」
に
つ
け
加
へ
て
お
く
。
1
は
呉
牛
、
3
は

斉
桓
公
、
5
は
墓
祭
の
主
人
公
で
あ
り
、
大
体
こ
の
冠
を
つ
け
て
表

は
さ
れ
る
に
ふ
さ
は
し
い
。

　
な
ほ
2
、
4
、
5
な
ど
で
縷
の
下
か
ら
長
い
飾
り
ひ
屯
が
ぴ
ん
と

は
ね
上
っ
て
み
る
。
こ
れ
は
緩
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
遠
遊
冠
、
高
肉
冠
、
巧
宝
冠

　
該
当
の
も
の
が
図
像
中
に
見
当
ら
な
い
が
、
通
天
冠
と
共
通
な
作

り
を
も
っ
た
も
の
に
遠
遊
冠
と
高
山
冠
が
あ
る
。
輿
服
志
に
は

　
遠
遊
冠
、
制
如
通
天
、
有
展
笛
、
横
之
家
父
、
無
山
述
、
諸
王
感
服
也
、

と
。
す
な
わ
ち

　
遠
遊
冠
は
糊
は
通
天
冠
の
や
う
で
、
展
備
が
あ
り
、
前
部
に
横
向
に
つ
い

　
て
る
る
。
　
「
霞
偏
と
「
述
偏
が
な
い
。
諸
王
が
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
ふ
。

　
高
山
冠
に
つ
い
て
は

　
高
山
冠
一
癖
側
注
、
台
長
通
天
、
不
遜
御
、
直
賢
、
無
山
述
展
笛
、
中
外

　
官
冠
者
、
僕
射
所
服
…
…

と
。
す
な
は
ち
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高
山
冠
は
一
に
側
注
と
も
い
は
れ
る
。
鱗
は
通
天
冠
の
や
う
で
あ
る
。

　
た
だ
頂
上
は
斜
め
後
に
傾
か
ず
、
真
直
に
立
っ
て
る
る
。
「
山
」
や

　
「
述
」
や
「
展
儲
」
が
な
い
。
中
外
の
宮
の
謁
者
、
僕
射
が
か
ぶ
る

と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
高
山
冠
に
つ
い
て
原
田
氏
は
筆
者
が
長
冠
と
し
た
も
の
が
そ

れ
で
あ
ら
う
か
と
い
は
れ
る
。

　
巧
士
冠
に
つ
い
て
は
後
漢
書
輿
服
志
に

　
巧
士
冠
高
七
寸
、
要
後
相
通
、
鷹
賢
、
不
常
服
、
唯
郊
天
、
黄
門
従
嘗

　
四
人
冠
之
、
在
歯
簿
中
、
次
乗
輿
車
前
、
油
煙
覆
老
四
星
云

と
。
す
な
は
ち

　
巧
士
冠
は
高
さ
七
寸
で
、
要
の
後
に
両
側
に
通
ず
る
や
う
な
孔
が
あ

　
り
、
真
直
に
立
っ
て
る
る
。
平
常
は
着
用
し
な
い
。
た
だ
郊
天
の
祠
り

　
を
す
る
時
、
天
子
の
従
宮
四
人
が
こ
れ
を
つ
け
る
。
歯
簿
の
中
で
は
天

　
子
の
車
の
前
に
位
置
し
、
星
座
の
賓
者
四
星
に
あ
て
ら
れ
る

と
い
ふ
。

　
「
要
後
」
と
あ
る
要
は
冠
の
ど
の
部
分
か
わ
か
ら
な
い
。
　
原

田
氏
は
独
断
に
高
圭
冠
に
似
て
小
さ
い
、
　
と
あ
る
記
述
を
引
か

れ
る
。
　
具
体
的
に
ど
の
や
う
な
冠
か
は
い
ま
推
測
し
が
た
い
。

　
　
　
　
八
進
賢
冠
、
卸
敵
冠
、
方
山
冠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

原
田
氏
∵
も
考
へ
ら
れ
た
ご
と
く
、
　
8
図
に
示
し
た
も
の
が
こ

壕
／

1　前漢後半2　前漢後半

mp　exfr

　3後漢後半

／

死

臨
け’一v　〉
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8図電柱冠
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れ
に
当
る
。

後
漢
書
輿
服
志
に
は

　
進
賢
冠
蛍
袋
布
冠
也
、
文
儒
者

　
之
報
也
、
前
妻
七
寸
、
後
高
三

　
寸
、
長
八
寸
、
公
僕
三
梁
、
中

　
二
千
石
以
下
至
博
士
両
三
、
樽

　
士
以
下
至
小
史
、
私
学
弟
子
皆

　
一
梁
、
宗
室
劉
氏
亦
両
梁
冠
、

　
示
加
服
也

と
。
す
な
は
ち

　
進
賢
冠
は
昔
の
纈
島
廻
で
あ
る
。

　
文
儒
者
の
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
衝
は
高
さ
七
寸
、
後
は
高
さ
三

　
寸
、
長
さ
八
寸
で
あ
る
。
公
侯
は

　
芯
（
梁
）
が
三
本
あ
る
も
の
を
、

　
中
二
千
石
以
下
博
士
ま
で
は
芯

　
が
二
本
の
も
の
を
、
博
士
以
下

　
小
史
、
私
学
の
弟
子
ま
で
は
一

　
本
の
芯
の
も
の
を
か
ぶ
る
。
宗

　
室
、
劉
氏
ぽ
二
本
の
芯
の
も
の

ζ

拶

獄
t　

σ
　
O

．凝
。万㌔

8　後漢箭半
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、℃
ノ
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11　後漢
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を
か
ぶ
る
。
服
を
加
増
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
。

　
前
が
高
さ
七
寸
（
約
一
六
・
一
種
）
、
後
が
三
寸
（
約
六
．
蟹
草
）
と

い
ふ
か
ら
、
頂
上
は
か
な
り
強
く
後
に
向
っ
て
傾
斜
し
た
屯
の
で
あ

る
。
8
図
1
－
6
の
ご
と
き
も
の
は
大
体
こ
れ
に
当
る
と
思
は
れ
る
。

前
漢
後
半
の
一
、
2
は
績
を
つ
け
て
み
な
い
。
1
に
は
笄
と
縷
が
表

は
さ
れ
て
み
る
。
6
は
習
時
代
の
例
で
あ
る
が
、
上
部
の
ワ
字
形
の

布
の
か
け
方
が
よ
く
わ
か
る
。
画
像
で
こ
の
布
の
長
軸
沿
ひ
に
入
っ

て
み
る
線
は
「
梁
」
を
表
は
し
た
も
の
に
ち
が
ひ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
都
　
敵
冠

　
右
と
問
じ
ゃ
う
な
作
り
の
も
の
で
、
7
1
1
0
の
ご
と
く
全
体
に
低

く
、
前
後
の
高
さ
が
あ
ま
り
違
は
ず
、
角
が
丸
っ
こ
い
類
が
あ
る
。

こ
れ
は
郡
敵
冠
の
た
ぐ
ひ
で
あ
ら
う
か
。
後
漢
書
輿
奪
回
に
は
」

　
御
轍
冠
前
高
四
寸
、
通
長
四
寸
、
後
高
三
寸
、
制
似
進
賢
、
衛
士
服
之

と
。
す
な
は
ち

　
彿
敵
冠
は
前
の
高
さ
四
寸
、
通
長
が
四
寸
、
後
の
高
さ
三
寸
で
、
制
は
進

　
賢
冠
に
似
て
み
る
。
衛
士
が
着
け
る

と
い
ふ
。

　
高
さ
の
低
い
点
は
合
ふ
が
、
通
長
四
寸
と
い
ふ
ほ
ど
短
く
な
い
点

が
合
は
な
い
。
7
は
父
を
持
つ
衛
士
の
類
で
、
志
の
記
述
と
合
ふ
。

8
は
湯
父
、
9
は
令
父
と
題
さ
れ
、
1
0
は
墓
に
葬
ら
れ
た
先
祖
の
姿

で
あ
る
点
は
合
は
な
い
。
1
1
は
通
長
四
寸
と
い
ふ
の
に
合
致
す
る
。

こ
れ
は
楽
人
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
方
幽
　
冠

　
進
賢
冠
と
似
た
も
の
に
方
山
冠
と
い
ふ
も
の
も
あ
る
。
後
漢
書
輿

脈
志
に

　
方
山
冠
調
進
賢
、
以
五
采
穀
為
之
、
祠
宗
廟
、
大
鷲
八
僧
、
四
時
五
行
、

　
楽
人
服
之
、
．
冠
衣
各
如
其
行
方
国
色
、
蒲
書
写

と
。
す
な
は
ち

　
方
山
冠
は
進
賢
冠
に
似
る
。
五
色
の
穀
で
こ
れ
を
作
る
。
宗
廟
を
祠
り
、

　
大
予
、
八
僧
の
舞
を
行
ひ
、
四
時
に
五
行
の
舞
を
行
ふ
蒔
楽
人
が
こ
れ
を

　
着
け
る
。
冠
や
衣
服
は
四
六
に
該
当
す
る
色
の
も
の
を
着
け
て
舞
ふ
の
で

　
あ
る

と
い
ふ
。

　
一
二
礼
者
の
引
用
に
は
進
差
宿
の
下
に
「
前
提
七
寸
、
後
高
三
寸
、

櫻
長
八
寸
」
と
寸
法
が
出
て
み
る
。
進
塁
冠
に
長
八
寸
と
あ
る
の
が

こ
」
で
は
櫻
長
八
寸
と
な
っ
て
み
る
点
が
違
ふ
が
、
櫻
が
八
寸
（
約

一
八
・
四
纒
）
で
は
長
さ
が
ぎ
り
く
す
ぎ
て
顎
の
下
で
う
ま
く
結
べ
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ま
い
。
縷
は
銀
字
で
あ
ら
う
。
さ
う
す
る
と
寸
法
も
進
賢
冠
と
同
じ

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
ち
が
ひ
は
材
料
だ
け
で
あ
る
。
穀
は
う
す
い

紗
の
や
う
な
生
地
。

　
ほ
か
に
、
1
4
の
冠
は
前
面
が
強
く
前
に
向
っ
て
反
っ
て
み
る
が
、

或
ひ
は
こ
れ
も
進
賢
冠
の
類
で
あ
ら
う
か
。
7
の
例
と
同
様
、
こ
の

冠
は
穎
を
も
つ
て
頭
に
固
定
さ
れ
て
る
る
。

　
8
図
1
2
の
冠
の
両
側
に
長
く
垂
れ
て
み
る
も
の
を
原
田
氏
は
三
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

状
の
皇
女
と
み
て
、
こ
の
冠
を
法
堂
に
あ
て
ら
れ
た
。
こ
」
に
垂
れ

て
み
る
も
の
は
8
図
1
3
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
ご
と
く
、
展
篤
と

い
っ
た
竜
の
で
な
く
、
紐
の
類
で
あ
る
。
こ
の
紐
は
「
総
」
「
と
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
原
田
氏
が
解
説
さ
れ
る
ご
と
く
、
糟
畠
で
讐

の
根
本
を
束
ね
、
そ
の
余
り
を
後
に
垂
れ
て
飾
り
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
長
く
垂
す
ス
タ
イ
ル
は
、
何
ら
か
の
身
分
、
地
位
に
対

応
し
た
も
の
に
ち
が
ひ
な
い
が
、
具
体
的
に
は
明
か
に
し
が
た
い
。

　
　
　
　
九
　
纏
　
布
　
冠

　
進
賢
冠
は
昔
の
縞
布
冠
だ
と
い
は
れ
る
が
、
三
礼
図
に
に
四
種
ほ

ど
の
図
が
の
せ
ら
れ
て
を
り
、
古
く
よ
り
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
定
説
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
緬
布
冠
と
は
儀
礼
、
頂
冠
礼
に

あ
る
ご
と
く
、
冠
礼
で
最
初
に
つ
け
る
冠
で
あ
る
。
記
に
「
始
冠
、

縞
布
冠
也
、
…
…
冠
面
徹
之
、
可
也
」
と
あ
り
、
疏
に
質
公
彦
は

『
土
以
上
は
冠
礼
の
時
に
用
み
る
が
、
そ
れ
が
終
れ
ば
棄
て
」
し
ま

っ
て
旧
び
使
は
な
い
。
然
し
庶
人
は
後
で
も
著
け
る
。
詩
、
小
話
、

都
人
士
に
「
彼
都
人
士
、
笠
二
瀬
撮
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
緬
布
冠
で

そ
の
髪
を
く
る
ん
で
み
る
こ
と
を
示
し
、
庶
人
は
常
用
し
た
こ
と
が

わ
か
る
』
と
い
っ
て
み
る
。

　
こ
れ
を
標
準
に
し
て
図
を
さ
が
す
と
、
或
ひ
は
9
図
3
の
ご
と
き

屯
の
が
綴
布
冠
か
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
は
赤
子
を
背
負
っ
た
貧
相
な

男
で
、
た
し
か
に
身
分
は
低
い
。
頭
上
の
…
轡
の
側
視
形
は
進
賢
冠
の

前
後
の
長
さ
を
縮
め
た
や
う
な
形
に
な
っ
て
み
る
。
こ
の
形
は
9
図

1
の
戦
国
前
期
の
桑
つ
み
の
光
景
の
中
に
画
か
れ
た
男
に
も
認
め
ら

れ
る
か
ら
、
　
「
古
論
布
冠
」
と
い
ふ
の
に
合
ふ
。

　
ま
た
士
冠
礼
「
爵
弁
皮
弁
、
編
布
冠
各
一
隠
」
の
注
に
、
鄭
玄
は

「
綴
布
冠
、
今
小
吏
冠
、
其
遺
象
也
」
と
い
ふ
。
棲
で
も
、
進
賢
冠
の

類
で
も
な
い
も
の
を
つ
け
た
下
つ
端
役
人
の
図
を
後
漢
時
代
の
図
像

の
中
か
ら
さ
が
す
と
、
門
下
小
史
の
か
ぶ
る
9
図
4
の
ご
と
き
も
の
101 （81i）
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が
み
つ
か
る
。
鄭
玄
は
こ
の

や
う
な
も
の
を
考
へ
た
の
で

あ
ら
う
か
。
鳥
帽
子
の
や
う

に
袋
状
に
な
っ
た
も
の
で
、

髪
を
包
ん
で
み
る
ら
し
い
。

4
で
は
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
み

て
細
部
が
不
明
で
あ
る
が
、

9
図
5
の
芸
人
の
か
ぶ
る
の

も
こ
れ
と
同
類
と
思
は
れ
、

装
着
法
が
よ
く
わ
か
る
。
す

な
は
ち
讐
を
袋
状
の
も
の

　
　
　
ゴ
　
ジ

（
日
本
の
巾
子
）
で
包
み
、
根
本

を
何
か
厚
い
竜
の
で
巻
い
て

固
定
し
て
み
る
ら
し
い
。
こ

の
や
う
な
形
の
冠
も
庶
人
の

冠
と
し
て
古
い
伝
統
の
あ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
9
図
2

の
ご
と
く
、
戦
国
前
期
の
桑

つ
み
の
図
の
中
の
男
が
か
ぶ

102 （812）



つ
て
み
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
よ
う
。
三
礼
図
の
緬
布
冠
の
図
の
中
に

皮
弁
の
や
う
な
図
が
あ
る
の
は
、
纏
無
冠
を
こ
の
式
の
も
の
と
す
る

説
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
や
う
に
直
通
冠
と
い
は
れ
た
も
の
に
は
様
々
な
形
式
の
も
の

が
考
へ
ら
れ
る
が
、
い
つ
れ
竜
…
筈
を
お
ほ
ふ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
点

共
通
し
て
み
る
。

漢代男子のかぶりもの（林）

　
ま
た
三
礼
図
に
「
旧
図
云
、
始
冠
綴
布
、
今
武
士
冠
測
其
遺
象
也
、

大
小
古
制
未
聞
」
と
あ
ゆ
、
後
述
の
雷
序
の
や
う
な
冠
が
画
か
れ
て

み
る
。
三
礼
図
、
武
冠
の
条
に
引
く
後
漢
志
に
屯
「
武
冠
…
…
其
制

古
裏
布
事
象
也
」
と
そ
の
こ
と
が
本
文
に
記
さ
れ
て
み
る
が
、
今
の

テ
キ
ス
ト
に
は
劉
昭
の
注
に
「
古
懸
布
冠
之
象
也
」
と
あ
る
。
と
も

か
く
か
う
い
ふ
説
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
9
図
6
は
戦
国
後
期
の
も
の

で
あ
る
が
、
武
冠
を
二
ま
は
り
ほ
ど
小
さ
く
し
た
や
う
な
平
た
い
感

状
の
冠
が
讐
に
す
つ
ぼ
り
か
ぶ
さ
っ
て
み
る
。
7
は
前
漢
の
例
で
あ

る
が
、
影
の
前
部
を
や
は
り
三
尊
の
固
い
冠
で
包
ん
で
み
る
。
後
に

は
こ
の
讐
の
根
本
に
く
」
つ
た
と
思
は
れ
る
紐
の
端
末
が
垂
れ
て
み

る
。
旧
図
の
著
者
が
想
像
し
た
の
は
こ
の
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ナ
雲
ジ
⑳

こ
の
冠
の
形
は
日
本
で
元
服
の
式
に
一
時
的
に
使
は
れ
る
放
巾
子
と

酷
似
し
て
み
る
。
こ
の
放
巾
子
の
用
法
が
、
士
冠
礼
に
お
け
る
油
布

冠
と
同
様
で
あ
る
の
は
興
味
が
あ
る
。

　
　
　
　
一
〇
　
法
　
　
　
冠

　
1
0
図
に
示
し
た
や
う
に
、
二
本
の
角
の
出
た
冠
が
こ
れ
で
あ
ら
う
。

後
漢
書
輿
三
面
に

　
法
冠
一
田
畠
後
、
高
五
寸
、
以
纏
為
展
篤
、
鉄
柱
巻
、
執
法
綿
服
之
、
侍

　
御
史
、
廷
尉
正
監
平
也
『
或
廓
清
灘
雰
冠
、
潔
秀
神
懸
、
能
鋼
曲
直
、
楚

　
王
嘗
獲
之
、
故
里
為
冠
、
胡
広
説
日
、
春
秋
左
玩
伝
録
南
星
影
回
者
、
則

　
楚
冠
也
、
秦
滅
楚
、
以
其
君
王
、
賜
執
法
近
臣
御
史
服
之

と
。
す
な
は
ち

　
法
事
は
一
に
柱
後
と
も
呼
ば
れ
る
。
高
さ
五
寸
、
縫
で
展
笛
を
作
り
、
鉄

　
で
柱
巻
を
作
る
。
法
律
を
取
扱
ふ
者
が
着
け
る
。
す
な
は
ち
侍
御
史
や
廷

　
尉
正
、
廷
尉
左
監
、
廷
尉
平
と
い
っ
た
役
の
者
で
あ
る
。
或
ひ
は
潔
三
冠

　
と
も
い
ふ
。
旛
劣
は
神
羊
で
、
曲
直
を
分
別
す
る
能
力
が
あ
る
。
三
王
は

　
嘗
て
こ
れ
を
捕
獲
し
た
の
で
こ
れ
を
冠
と
し
た
。
三
図
の
説
に
よ
る
と
、

　
春
秋
左
氏
伝
（
成
公
九
年
）
に
「
南
冠
を
か
ぶ
っ
て
捕
っ
て
み
る
者
は
誰

　
だ
」
と
あ
る
南
冠
は
楚
冠
で
あ
る
。
秦
は
楚
を
滅
し
、
そ
の
看
の
冠
服
を

　
法
律
を
取
扱
ふ
近
照
御
史
に
錫
り
、
着
用
せ
し
め
た
の
で
あ
る

ユ03 （813）
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10図　法　冠

と
い
ム
。

　
こ
Σ
に
い
ふ
二
心
が
雛
を
筒
状
に
丸
め
て
鉄
の
芯
を
入
れ
た
竜
の

で
あ
ら
う
こ
と
は
通
天
冠
の
と
こ
ろ
で
説
明
し
た
。
こ
の
冠
は
一
説

に
狸
劣
を
象
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
劉
四
一
に
引
く
漢
の
二
野
の
異

物
志
に
「
狸
劣
一
角
…
…
楚
執
法
者
所
服
也
、
今
冠
両
角
、
非
象
也
」

と
い
ふ
。
狸
窮
は
本
来
一
角
で
あ
る
の
に
、
そ
の
名
の
冠
は
二
本
の

角
が
出
た
竜
の
で
あ
る
。
前
記
の
ご
と
く
原
田
氏
は
8
図
1
2
の
冠
を

法
冠
に
あ
て
ら
れ
た
。
こ
の
冠
の
両
側
に
つ
く
細
長
い
飾
り
が
羊
角

状
を
な
す
こ
と
を
理
由
に
さ
れ
て
み
る
。
然
し
神
羊
だ
と
い
ふ
狸
劣

は
漢
意
に
は
羊
の
や
う
に
下
に
曲
っ
た
角
を
も
つ
た
も
の
と
表
象
さ

れ
て
る
な
い
。
6
の
動
物
は
そ
の
頭
の
形
、
垂
れ
た
大
き
い
耳
や
短

い
尾
、
二
つ
に
割
れ
た
蹄
な
ど
、
明
器
、
壁
画
、
画
像
石
に
表
は
さ

れ
た
羊
と
共
通
の
特
徴
を
竜
つ
が
、
頭
上
に
一
本
の
突
き
立
つ
た
角

を
も
ち
、
体
の
各
処
か
ら
神
人
の
ご
と
き
羽
根
が
生
え
て
み
る
。
こ

れ
こ
そ
神
羊
だ
と
い
ふ
一
角
獣
の
狸
薯
の
姿
で
あ
る
。
悪
い
奴
を
突

く
べ
く
角
を
前
に
向
け
て
み
る
。
5
は
戦
国
前
期
の
画
像
で
あ
る
が
、

同
じ
や
う
な
ポ
ー
ズ
を
し
た
一
角
獣
で
あ
り
な
が
ら
体
つ
き
は
羊
で

な
い
。
漢
代
に
は
神
羊
と
い
ふ
訓
詰
が
生
れ
た
た
め
羊
の
や
う
な
体

つ
き
に
表
は
す
や
う
に
変
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
角
は
古
く
か

104　（814＞



漢代男子のかぶりもの（林）

ら
の
伝
統
で
、
羊
と
は
全
く
別
な
真
直
に
近
い
形
に
表
は
さ
れ
て
み

る
。
曲
直
を
弁
別
し
て
悪
い
方
を
突
く
と
い
ふ
か
ら
に
は
、
か
う
い

ふ
角
で
な
け
れ
ば
迫
力
が
出
な
い
で
あ
ら
う
。

　
そ
こ
で
か
う
い
ふ
つ
ん
と
立
つ
た
角
が
二
本
あ
る
冠
と
い
ふ
と
、

10

}
1
i
4
に
示
し
た
や
う
な
も
の
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。
4
は

神
人
、
3
は
武
備
を
か
ぶ
っ
た
衛
士
の
や
う
な
者
の
後
に
つ
い
て
歩

い
て
み
る
。
3
の
方
は
執
法
者
の
類
で
な
い
と
も
い
へ
ま
い
。

　
こ
れ
ら
漢
代
の
例
は
角
が
短
い
が
、
2
は
非
常
に
長
い
角
が
出
て

み
る
。
或
ひ
は
こ
れ
が
南
冠
、
楚
冠
と
い
は
れ
た
も
の
で
は
な
か
ら

う
か
。
こ
の
角
の
長
さ
は
5
の
当
国
の
角
に
匹
敵
す
る
。
角
の
後
に

屯
う
一
つ
三
角
形
の
も
の
が
出
て
み
る
の
は
、
髭
を
お
ほ
ふ
本
来
の

冠
の
誇
張
さ
れ
た
形
で
あ
ら
う
。

ほ
ど
誇
張
さ
れ
て
る
な
い
。

　
　
　
　
噛
一
　
武

　
1
1
図
に
示
し
た
ご
と
き
、

冠
。
後
漢
書
輿
服
志
に

冠

1
の
方
は
角
も
、
こ
の
部
分
も
2

頭
の
後
半
に
つ
け
る
大
ぶ
り
な
箱
形
の

武
冠
一
日
武
弁
大
藩
、
諸
武
宮
冠
之
、
侍
中
中
富
待
加
黄
金
瑞
、
附
身
為

文
、
翻
尾
為
飾
、
謂
之
趙
恵
丈
冠
、
朗
広
説
鶏
、
趙
武
霊
王
敷
胡
服
、
以

　
金
甲
飾
首
、
前
挿
毅
羅
為
嚢
職
、
秦
滅
趙
、
以
其
君
冠
、
賜
近
臣

と
。
す
な
は
ち

　
武
冠
は
一
に
武
弁
大
冠
と
も
い
ふ
。
諸
々
の
武
官
が
着
け
る
。
侍
中
、
中

　
常
侍
は
黄
全
の
滑
車
状
の
耳
飾
り
（
瑠
）
を
は
め
、
蝉
を
こ
の
冠
に
つ
け

　
て
文
様
と
し
、
額
の
尾
を
冠
の
飾
り
と
す
る
。
こ
れ
は
趙
恵
文
冠
と
い
ふ
。

　
胡
広
の
説
で
は
、
趙
聖
霊
王
が
胡
人
の
服
飾
を
ま
ね
し
、
金
の
瑞
を
頭
部

　
の
装
飾
と
し
、
冠
の
前
に
牛
尾
を
挿
し
て
高
い
宮
職
の
し
る
し
と
し
た
。

　
秦
は
趙
を
滅
し
、
そ
の
君
の
冠
を
近
臣
に
賜
っ
た

と
い
ふ
。

　
ま
た
少
し
先
に
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
る
。

　
武
冠
俗
謂
之
三
冠
、
環
縷
無
鮭
、
以
青
系
為
縫
、
加
笙
鶏
尾
、
賢
左
右
、

　
為
鶏
冠
云
、
　
五
官
・
左
・
右
・
虎
責
・
羽
林
五
中
郎
将
、
　
羽
林
左
・
右

　
監
、
皆
冠
龍
冠
、
紗
穀
単
衣
、
虎
責
将
虎
丈
跨
、
白
虎
文
剣
侃
刀
、
虎
貴

　
武
騎
皆
鵬
冠
、
虎
文
単
衣
、
襲
邑
歳
献
織
成
虎
文
云
、
鵬
港
勇
難
也
、
其

　
闘
、
対
一
死
乃
止
、
故
趙
武
霊
王
以
表
武
士
、
秦
施
之
焉

と
。
す
な
は
ち

武
冠
は
俗
に
三
冠
と
い
は
れ
る
。
櫻
は
環
状
を
な
し
て
結
び
団
が
な
く
、

結
び
目
か
ら
下
に
つ
け
る
飾
り
の
ひ
も
（
縫
）
も
な
く
、
青
い
ひ
も
で
編

ん
だ
ひ
も
で
以
て
作
る
。
や
ま
ど
り
（
鵤
）
の
尾
羽
根
を
一
対
、
左
右
に

翼
直
に
た
て
る
。
こ
れ
が
雛
冠
で
あ
る
。
五
官
、
左
、
右
、
虎
普
天
、
羽
林
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11　盲宣〔『漢謹〔1遷e　12　後漢後半
11國　鵬　冠

の
五
つ
の
宮
の
中
郎
将
、
羽
林
左

右
監
は
み
な
鵬
冠
を
か
ぶ
り
、
旧

穀
の
単
衣
を
着
る
。
虎
町
並
は
虎

紋
の
紛
を
つ
け
、
偏
刀
は
白
の
虎

紋
の
剣
で
あ
る
。
虎
髭
の
武
騎
は

み
な
騰
冠
を
か
ぶ
り
、
虎
紋
の
単

衣
を
つ
け
る
。
裏
邑
は
毎
年
三
紋

の
つ
父
れ
織
を
献
上
す
る
。
鵬
は

勇
猛
な
雑
で
、
闘
ふ
時
は
一
方
が

死
ん
で
始
め
て
止
め
る
。
故
に
三

帰
王
は
も
っ
て
武
士
の
し
る
し
に

し
、
秦
は
こ
れ
を
部
下
に
使
用
さ

せ
た
の
で
あ
る
。

と
い
ふ
。

　
原
田
氏
は
こ
の
冠
に
つ
い
て
乱
書
輿
服
志
に
コ
に
籠
冠
と
名
づ

く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
1
1
図
3
の
ご
と
き
も
の
が
こ
れ
で
あ
ら
う

　
　
　
　
　
⑳

と
推
測
さ
れ
た
。
当
っ
て
み
よ
う
。
画
像
で
は
大
抵
格
子
状
に
線
が

引
か
れ
、
籠
冠
の
名
に
ふ
さ
は
し
く
、
3
、
1
0
な
ど
頗
る
大
型
の
も
の

も
あ
り
、
大
器
の
俗
名
に
ふ
さ
は
し
い
。
そ
の
立
体
的
に
表
は
さ
れ

た
例
は
4
に
み
ら
れ
、
籠
状
の
も
の
を
す
つ
繧
り
は
め
た
形
で
あ
る
。

こ
の
例
で
頭
髪
の
前
半
を
お
ほ
ふ
も
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
績
で
、

5
の
門
下
游
微
は
溝
鼠
柄
赤
積
を
つ
け
て
み
る
様
が
彩
色
に
よ
っ
て

明
か
に
知
ら
れ
る
。
6
は
侍
衛
の
士
が
居
眠
り
を
し
て
武
冠
が
抜
け

落
ち
よ
う
と
す
る
様
で
、
憤
だ
け
が
頭
に
残
っ
て
み
る
。
1
0
は
騎
吏

の
姿
で
、
最
も
普
通
に
み
る
側
視
形
の
表
現
で
あ
る
。
8
は
こ
の
冠

を
上
か
ら
鉢
巻
状
の
布
で
く
」
つ
て
み
る
。
2
は
前
漢
前
半
の
例
で
、

こ
の
式
の
現
在
知
ら
れ
る
最
も
古
い
資
料
で
あ
る
。

　
こ
の
式
の
冠
に
鋸
尾
を
飾
っ
た
の
が
侍
中
、
中
常
侍
の
か
ぶ
る
恵

文
冠
で
あ
る
。
侍
中
・
中
常
侍
と
い
っ
た
高
官
を
表
は
し
た
こ
と
の

知
ら
れ
る
図
像
は
な
い
が
、
9
は
「
侍
者
」
と
題
さ
れ
、
7
コ
口
斉

侍
郎
」
と
題
さ
れ
る
。
7
は
矛
を
も
つ
か
ら
、
宮
殿
の
護
衛
に
当
る

五
官
侍
郎
の
類
の
つ
も
り
で
あ
ら
う
。
冠
に
は
斑
文
の
あ
る
巾
の
ほ

か
何
の
特
別
な
飾
り
は
み
え
な
い
。
9
に
は
冠
の
前
面
片
側
に
黄
色

で
一
筆
何
か
飾
り
の
や
う
な
も
の
が
颪
か
れ
て
る
る
。
紹
尾
に
し
て

は
小
さ
す
ぎ
る
が
、
恵
文
冠
の
紹
尾
を
想
像
す
る
材
料
と
す
る
こ
と

　
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

ず
ユカ

で
き
よ
う

　
武
冠
に
鵬
の
尾
羽
根
を
二
本
挿
し
た
の
が
鴎
冠
で
、
近
衛
兵
の
か

ぶ
り
も
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
資
料
が
な
い
が
、
1
1
、
1
2
は
稀
な
例
で

あ
る
。
1
1
は
騎
射
を
行
っ
て
み
る
。
後
頭
都
に
角
張
つ
た
も
の
が
斜
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ゆ
に
出
て
み
る
の
が
武
冠
で
、
そ
の
前
方
に
格
子
紋
が
つ
い
て
み
る

の
は
縷
で
髪
を
包
ん
で
み
る
の
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
す
る
と
鵬
の
羽

根
は
冠
に
で
な
く
、
纏
に
挿
さ
て
る
る
や
う
に
も
み
え
る
。
1
2
は
東

王
公
の
わ
き
に
戟
を
持
っ
て
立
つ
人
物
で
「
侍
郎
」
と
題
さ
れ
る
。

こ
の
例
で
は
羽
根
は
武
冠
の
上
に
立
っ
て
る
る
。

恵
文
冠
の
額
尾
の
飾
り
の
起
原
に
つ
い
て
、
先
に
引
い
た
輿
営
倉
の

文
に
こ
れ
が
趙
武
霊
王
の
胡
服
を
ま
ね
た
竜
の
だ
と
記
さ
れ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
②

ま
た
原
田
民
は
潅
南
子
主
術
訓
「
趙
武
蔵
王
、
貝
鮭
鱒
翻
而
朝
、
趙

国
化
之
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
鶴
鶉
と
い
っ
た
雑
の
類
の
尾
を
冠

に
使
ふ
こ
と
も
屈
服
の
一
部
で
あ
ら
う
と
い
は
れ
る
。
恐
ら
く
さ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

で
あ
ら
う
。
た
だ
し
こ
の
麻
冠
を
波
上
氏
の
い
ふ
ご
と
く
胡
幅
の
脱

化
し
た
形
式
の
帽
と
す
る
の
は
お
か
し
い
。
第
一
に
、
趙
武
霊
王
は

こ
の
冠
の
飾
夢
を
胡
服
か
ら
ま
ね
た
と
は
書
い
て
あ
っ
て
も
、
冠
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
竜
の
を
ま
ね
た
と
は
書
い
て
な
い
。
王
国
維
は
こ
の
点
を
誤
っ
て

み
な
い
。
第
二
に
所
謂
ス
キ
チ
や
幅
と
こ
の
籠
の
や
う
な
冠
と
は
形

式
が
全
然
異
る
。
形
の
類
似
を
求
め
る
に
は
委
貌
冠
、
皮
弁
、
爵
弁

の
方
が
好
都
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
胡
俗
を
ま
ね
た
こ
と
は
何
に
竜

書
い
て
な
い
し
、
ま
た
江
上
氏
が
記
さ
れ
た
や
う
に
武
冠
と
離
弁
が

同
形
式
だ
と
い
ふ
こ
と
を
記
し
た
資
料
も
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
武
功
と
直
接
つ
な
が
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
1
に
示
し
た

の
は
股
の
玉
製
の
人
形
で
、
武
冠
と
同
式
に
す
つ
ぼ
り
と
頭
の
廻
り

を
か
こ
ふ
、
箱
状
の
大
型
の
冠
を
つ
け
る
。
武
冠
と
異
り
、
幅
の
狭

い
材
料
を
横
に
は
ぎ
合
せ
た
や
う
な
、
　
「
辟
積
」
風
の
紋
様
が
つ
け

ら
れ
て
る
る
が
、
と
も
か
く
面
上
の
や
う
な
大
型
の
箱
状
の
冠
の
中

国
に
お
け
る
起
原
の
古
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
一
二
　
魚
鋤
冠
、
重
氏
冠

　
1
2
図
に
示
し
た
ご
と
く
、
三
層
か
段
の
つ
い
た
円
錐
形
の
飾
り
を

頂
上
に
建
て
た
冠
が
こ
れ
で
あ
ら
う
。
後
漢
書
輿
服
志
に

　
建
華
冠
、
以
鉄
為
柱
巻
、
貫
大
宮
珠
九
枚
、
酷
似
縷
鹿
、
山
腹
、
知
天
者

　
冠
述
、
知
地
髪
履
絢
、
春
秋
左
二
日
、
郷
子
戚
好
鵡
冠
、
前
円
、
以
為
此

　
則
是
也
、
天
地
五
郊
明
堂
、
育
命
舞
楽
人
服
之

と
。
す
な
は
ち

　
建
三
冠
は
鉄
で
も
つ
て
柱
の
芯
と
笄
を
通
す
所
を
作
り
、
柱
に
大
き
な
銅

　
珠
を
九
つ
通
す
。
制
は
三
三
に
似
て
み
る
。
旧
記
（
侠
交
）
に
「
天
を
知

　
る
者
は
述
（
鶏
）
冠
を
冠
し
、
地
を
知
る
者
は
履
に
絢
を
つ
け
る
し
春
秋

　
左
顎
紐
（
僖
公
二
四
年
）
に
「
鄭
の
（
子
等
の
弟
の
）
子
藏
は
（
宋
に
出

　
奔
し
）
、
鵜
短
を
好
ん
だ
」
と
あ
る
。
前
は
円
い
。
お
も
ふ
に
礼
羅
、
左

　
伝
に
記
さ
れ
て
み
る
の
は
こ
の
冠
の
こ
と
で
あ
る
。
天
地
、
五
師
、
開
堂
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ら
れ
る
。
大
沼
珠
九
枚
を
貫
く
と
い
ふ
か
ら
、

の
も
の
を
九
つ
掲
刺
し
に
す
る
の
か
と
思
ふ
と
、

燃
犀
大
、
上
輪
小
」
と
い
ふ
か
ら
、

滅
ず
る
円
板
状
の
も
の
を
九
枚
、
丁
度
相
輪
の
や
う
に
貫
く
わ
け
で

あ
る
。
形
が
縷
鹿
に
似
る
と
い
ふ
の
は
注
に
「
独
断
日
、
其
状
若
婦

人
縷
鹿
」
と
あ
り
、
．
原
田
氏
は
今
の
独
断
に
「
製
麺
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
を
糸
を
容
れ
た
籠
製
の
容
器
と
考
へ
、
画
像
石
の
糸
巻

　
　
の
測
り
で
輪
軸
の
舞
を
す
る
と

　
　
き
、
楽
人
が
こ
れ
を
着
け
る

　
　
と
い
ふ
。

　
　
　
三
礼
図
に
は
お
碗
を
伏
せ

　
　
た
や
う
な
冠
の
上
に
花
が
陰

嚢
　
い
た
や
う
な
飾
を
つ
け
た
冠

氏　
　
を
画
い
て
み
る
。
建
華
の
名

術泓
に
は
A
．
ふ
が
、
志
の
記
述
と

華
　
は
全
く
合
は
な
い
。

建
柱
巻
の
柱
は
さ
き
の
三
冠

隅
の
条
か
ら
類
推
す
る
と
・
芯

1　
　
に
な
る
柱
状
の
竜
の
と
考
へ

　
　
　
　
　
大
き
な
銅
の
砲
丸
状

　
　
　
　
　
　
注
に
「
薄
綜
田
、

　
下
か
ら
上
に
次
第
に
大
き
さ
を

を
持
つ
た
人
物
の
傍
に
あ
る
筒
状
の
容
器
を
こ
れ
か
も
し
れ
な
い
と

考
へ
ら
れ
た
が
、
冠
の
方
は
画
像
石
の
う
ち
か
ら
舞
者
の
か
ぶ
る
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

碗
形
の
も
の
を
こ
れ
に
比
さ
れ
た
。
氏
の
示
さ
れ
た
画
像
石
中
の
容

器
屯
、
冠
竜
、
到
底
大
銅
珠
九
枚
を
貫
い
た
と
い
ふ
記
述
に
そ
ぐ
は

な
い
。
縷
鹿
と
い
ふ
・
も
の
が
正
確
に
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
フ
ァ
イ
で
き
な

い
限
り
、
こ
の
冠
に
つ
い
て
の
貴
重
な
手
が
か
り
も
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

　
集
解
に
王
先
議
は
黄
山
の
説
を
引
き
「
建
華
冠
、
下
士
記
交
、
冠

述
為
証
、
当
比
年
蒙
華
為
之
、
鉄
柱
銅
珠
、
皆
以
傅
羽
、
如
九
重
華

蓋
、
前
日
建
也
…
…
」
と
そ
の
形
を
想
像
復
原
し
て
み
る
。
た
し
か

に
さ
う
い
っ
た
電
の
で
あ
ら
う
。
中
央
に
建
て
た
芯
に
下
か
ら
順
に

小
さ
く
な
る
銅
の
円
板
を
貫
き
、
こ
れ
に
述
、
す
な
は
ち
鶴
の
羽
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
つ
け
て
華
蓋
の
や
う
な
形
に
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
1
2
図
1
、
2

に
示
し
た
も
の
は
こ
れ
を
表
は
し
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
1
は
楽
人
、

2
は
軽
業
師
で
あ
る
。
他
に
武
器
を
か
ま
へ
た
や
う
な
ポ
ー
ズ
の
桶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

も
こ
の
冠
を
つ
け
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
屯
舞
っ
て
み
る
所
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
2
は
明
瞭
で
な
い
が
、
1
の
方
は
収
の
つ
い
た

弁
の
や
う
な
冠
に
飾
り
が
つ
い
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
術
氏
冠
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露
華
冠
に
似
通
っ
た
も
の
と
し
て
術
氏
冠
が
あ
る
。
後
漢
書
三
戸

志
に

　
術
氏
冠
、
前
円
、
呉
制
、
差
池
蓮
進
四
重
、
趙
武
霊
王
好
磯
之
、
墨
堤
施

　
用
、
宮
有
其
図
注

と
。
す
な
は
ち

　
術
氏
冠
は
前
が
円
い
。
呉
の
制
で
あ
る
。
そ
の
飾
り
は
燕
が
尾
翼
を
ひ
ろ

　
げ
て
飛
ぶ
様
の
や
う
で
あ
り
、
　
（
小
山
の
つ
ら
な
る
や
㌔
）
に
）
ぼ
こ
く

　
と
つ
ら
な
っ
て
四
重
に
な
っ
て
み
る
、
趙
武
霊
王
が
好
ん
で
着
用
し
た
。

　
今
は
使
は
れ
な
い
が
、
嘗
に
図
と
洗
釈
が
あ
る
。

と
い
ふ
。

　
こ
れ
が
ど
の
や
う
な
形
の
も
の
か
に
つ
い
て
、
王
先
回
は
黄
山
の

説
を
引
く
。
す
な
は
ち
銭
大
断
は
さ
き
の
建
華
冠
に
つ
い
て
、
礼
図

に
術
氏
冠
を
左
伝
に
出
て
く
る
鶴
冠
に
あ
て
る
説
を
引
い
て
み
る
の

は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
こ
瓦
に
「
墨
池
樹
影
四
重
」
と
形
容
し
て
み

る
の
を
み
る
と
、
こ
の
冠
も
大
体
建
賢
覧
と
同
じ
に
ち
が
ひ
な
い
、

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
程
度
の
こ
と
は
い
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
瓦
に
引
か
れ
た
左
伝
、
僖
公
二
四
年
の
鵬
冠
を
術
氏
冠
と
ア
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

デ
ソ
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
説
は
顔
師
古
に
く
は
し
い
。
す
な
は
ち
「
案

鶴
水
鳥
、
天
底
雨
聖
駕
、
即
戦
国
策
所
称
鶴
蛙
相
謂
者
也
、
古
人
以

其
知
天
時
、
乃
為
冠
益
獣
電
燈
形
、
講
書
天
文
者
冠
之
、
調
馬
礼
記

日
、
知
天
文
者
冠
醍
、
此
其
証
也
、
鶴
字
音
津
、
亦
有
術
音
、
故
礼

之
衣
服
図
及
察
璽
独
断
、
調
為
術
氏
冠
、
亦
因
鵬
音
転
為
術
字
耳
、

非
道
術
之
謂
也
、

と
。　

雨
が
降
る
の
を
豫
知
す
る
能
力
が
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
鵜
の
羽
根

を
つ
け
た
と
い
ふ
冠
は
、
先
に
建
華
冠
に
あ
て
ら
れ
た
が
、
別
に
術

三
冠
に
あ
て
る
説
竜
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
術
氏
の
氏
に
つ
い
て
は
先

に
引
い
た
黄
山
の
説
と
し
て
「
術
三
者
、
蓋
以
鳥
為
氏
、
如
左
伝
郷

子
所
言
」
と
い
ふ
説
明
が
引
か
れ
て
み
る
。

　
　
　
　
＝
二
　
焚
喰
　
冠

13

}
に
示
し
た
や
う
な
、
頭
の
上
に
大
き
な
板
を
の
せ
た
や
う
な
冠

が
こ
れ
で
あ
ら
う
。
後
漢
書
輿
服
志
に

　
二
一
冠
、
漢
病
患
檜
造
次
所
冠
、
以
入
項
羽
軍
、
広
九
寸
高
七
寸
、
前
後

　
鵬
各
四
寸
、
制
似
冤
、
司
馬
零
墨
、
大
難
衛
士
服
之
、
或
田
、
奨
三
族
持

　
鉄
楯
、
聞
項
羽
有
意
殺
漢
王
、
喰
煙
硝
以
裏
楯
、
冠
之
入
軍
門
立
、
漢
王

　
労
視
項
羽

と
。
す
な
は
ち

　
焚
噛
冠
は
漢
の
将
舷
檜
が
あ
は
て
x
冠
し
て
項
羽
の
軍
に
入
っ
た
も
の
で

　
あ
る
。
広
さ
九
寸
、
高
さ
七
寸
で
、
頭
の
前
後
に
四
寸
つ
つ
息
み
出
し
て

1！0 （820）・



漢代男子のかぶりもの（林）

　　後漢後半

13図　奨　π會　冠

み
る
。
制
は
量
に
似
て
み
る
。
司
馬

殿
門
の
衛
土
や
大
獄
を
行
ふ
衛
士
が

こ
れ
を
か
ぶ
る
。
或
ひ
は
い
ふ
、
言

託
は
常
に
鉄
楯
を
持
っ
て
る
た
が
、

項
羽
が
ひ
そ
か
に
漢
王
を
殺
さ
う
と

思
っ
て
み
る
と
き
N
、
裳
を
裂
い
て

そ
れ
で
楯
を
包
み
、
こ
れ
を
頭
に
の

　
せ
て
軍
門
に
入
っ
て
立
つ
た
。
漢
王
は
わ
き
か
ら
項
羽
を
み
た
。

と
い
ふ
。

　
1
3
図
は
菟
に
似
て
み
る
。
志
に
広
さ
九
寸
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
図

の
や
う
に
頭
の
横
に
喰
み
・
出
さ
な
い
は
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
2
図

3
、
4
の
冤
の
図
の
や
う
に
、
前
後
に
長
か
る
べ
き
も
の
を
九
〇
度

回
転
さ
せ
て
表
は
し
た
と
み
れ
ば
丁
度
「
前
後
串
各
四
寸
」
と
い
ふ

の
と
長
さ
の
感
じ
が
合
ふ
。
　
「
高
七
寸
」
と
い
ふ
が
こ
の
図
の
冠
は

そ
れ
程
高
く
な
い
。
こ
の
人
物
は
戟
を
持
っ
て
坐
っ
て
み
る
か
ら
衛

士
の
類
で
あ
ら
う
か
。
三
礼
図
の
こ
の
冠
の
図
も
大
体
近
い
も
の
を

画
い
て
み
る
。

　
　
　
【
四
　
そ
の
他
の
か
ぶ
り
も
の
（
【
）

14

}
に
掲
げ
た
の
は
武
士
の
類
の
か
ぶ
る
冠
で
、
頭
上
に
つ
ん
と

立
つ
た
羽
根
の
や
う
な
飾
り
の
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
2
は
鳶
口
の

や
う
な
杖
を
持
つ
。
3
は
門
番
で
あ
る
。
5
、
6
、
7
、
8
も
相
似

た
冠
を
つ
け
る
。
6
は
孟
緯
と
題
さ
れ
る
。
孟
魯
は
六
三
で
勇
士
で

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…

あ
る
。
巡
回
は
武
冠
に
一
対
の
や
ま
ど
り
の
羽
根
を
つ
け
た
も
の
で

あ
る
し
、
こ
れ
ら
の
冠
は
鴫
冠
で
は
あ
る
ま
い
。
と
は
い
へ
、
こ
れ

ら
の
冠
を
つ
け
る
人
物
は
い
つ
れ
も
勇
猛
さ
う
な
面
が
ま
へ
の
武
人

た
ち
で
あ
る
。
こ
の
羽
根
状
の
も
の
も
恐
ら
く
鵬
の
羽
根
の
た
ぐ
ひ

で
あ
ら
う
。
何
と
呼
ば
れ
た
冠
か
い
ま
の
所
わ
か
ら
な
い
。
1
は
こ

の
類
の
冠
の
戦
国
時
代
の
例
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
1
4
図
9
は
門
卒
で
あ
る
が
、
頭
上
に
毛
の
逆
立
つ
た
や
う
な
竜
の

が
表
は
さ
れ
て
み
る
。
然
し
門
卒
が
何
竜
か
ぶ
り
も
の
な
し
で
る
る

と
い
ふ
の
電
お
か
し
い
。
或
ひ
は
1
4
図
2
に
み
る
や
う
な
羽
毛
が
」
も

っ
と
沢
山
つ
い
た
冠
を
か
ぶ
っ
て
み
る
と
電
み
ら
れ
る
の
で
、
仮
に

ご
㌧
に
分
類
し
て
お
い
た
。

　
後
漢
書
、
光
武
帝
紀
、
下
「
賜
東
海
王
彊
、
虎
黄
薦
頭
釘
虞
之
楽
」

の
注
に
「
漢
官
儀
臼
…
…
旧
選
羽
林
為
掩
頭
、
被
髪
先
駆
」
と
あ
る

施
頭
と
は
こ
の
や
う
な
な
り
の
老
と
も
思
は
れ
る
。
と
は
い
へ
後
漢

書
の
例
を
し
ら
べ
る
と
、
立
頭
は
天
子
か
ら
賜
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
る
に
営
城
子
の
か
な
り
つ
＼
ま
し
や
か
な
墓
の
主
人
が
そ
の
や
う

1玉1 （821）



蜘
．

1　戦国

／／

　N貯．
　2前灘奪半3前漢後半

5　後漢後半 4　後漢後半6　後漢後半

孔

譲di

～

7後漢後半8　後漢後半　　　　9　後漢後半

14図　その他のかぶりもの（1）

な
輝
か
し
い
経
歴
を
も
つ
た

人
と
も
思
は
れ
な
い
し
、
切

角
の
旋
頭
が
門
卒
な
ど
つ
と

め
て
み
る
の
も
解
せ
な
い
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
解
釈

は
と
ら
な
か
っ
た
。

　
　
【
五
　
そ
の
他
の

　
　
　
か
ぶ
り
も
の
（
二
）

　
1
6
図
に
は
鞍
の
形
が
頭
の

上
に
露
れ
て
る
る
類
を
集
め

た
。
1
1
3
は
頭
の
上
に
丸

め
た
髭
が
突
き
出
て
み
る
。

2
を
み
る
と
、
そ
の
根
本
に

は
両
側
に
突
き
出
し
た
竜
の

が
み
え
、
笄
が
挿
し
て
あ
る

や
う
に
歪
み
え
る
が
、
1
、

3
な
ど
の
例
と
く
ら
べ
・
る

と
、
や
は
り
髪
の
根
本
を
括
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漢代男子のかぶりもの（林）

叉

声
弱

1前漢前半2　前漢後半3　後漢後半

4　前漢前半5　前漢前半6　前漢前半

　
　
つ
た
ひ
竜
（
総
）
の
端
末
で
あ
る
ら
し
い
。
　
3
は
明
ら
か
に
績
の

　
　
や
う
な
も
の
を
つ
け
て
み
る
。
屋
の
な
い
積
で
あ
ら
う
。
　
2
も

　
　
額
に
一
本
線
が
入
っ
て
を
り
、
　
何
か
透
け
る
も
の
を
つ
け
て
ゐ

　
　
る
ら
し
く
、
1
の
額
の
線
も
同
様
に
解
釈
で
き
ょ
う
か
。
　
1
は
、

　
　
弓
を
も
つ
た
歩
卒
、
2
は
庶
民
、
3
は
門
卒
で
、
い
つ
れ
も
身

　
　
分
は
低
い
や
う
で
あ
る
。

　
　
　
2
に
み
る
や
う
な
透
け
る
か
ぶ
り
竜
の
と
い
へ
ば
纏
が
思
ひ

　
　
起
さ
れ
る
。
釈
名
に
「
纏
、
以
籍
卜
者
也
、
以
纒
為
之
、
因
以

　
　
為
名
」
と
い
は
れ
、
　
縫
と
い
ふ
生
地
は
先
に
記
し
た
や
う
に
す

　
　
か
く
の
紋
張
の
や
う
な
電
の
で
あ
る
。
　
と
は
い
へ
こ
れ
は
普

　
　
通
冠
を
か
ぶ
る
前
に
頭
髪
を
つ
」
む
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
　
さ

　
r
う
す
る
と
こ
の
図
で
こ
れ
を
頭
に
つ
け
て
み
る
だ
け
な
の
は
、

働
・
れ
を
呈
か
督
も
の
に
か
へ
た
略
式
鼠
と
考
へ
ら
れ
る
・

もり
　
　
4
も
頭
上
に
束
ね
た
髪
が
出
て
み
る
ら
し
い
が
、
　
く
」
つ
た

憾
ひ
も
の
類
裏
は
さ
れ
て
み
な
い
・

の
　
　
　
　
　
　
　
ダ

碗
　
5
は
額
の
隻
際
の
す
ぐ
走
、
呈
の
ち
ょ
ん
髭
風
な
讐

そ
、　

　
が
結
ば
れ
て
み
る
。
　
6
も
恐
ら
く
同
様
な
風
俗
と
思
は
れ
る
。

姻
5
に
漿
と
縷
嚢
は
さ
れ
て
を
り
・
頭
上
を
お
ほ
鑑
純
な

　
　
冠
の
類
を
つ
け
て
み
る
ら
し
い
。
　
5
は
父
を
持
ち
、
6
は
剣
と
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盾
を
と
っ
て
龍
と
闘
っ
て
を
り
、

い
つ
れ
も
武
人
で
あ
る
。
こ
の

風
俗
の
名
称
は
何
と
呼
ば
れ
た

も
の
か
わ
か
ら
な
い
。

　
　
一
六
　
そ
の
他
の
か

　
　
　
ぶ
り
も
の
（
三
）

　
1
6
図
1
、
2
、
5
は
讐
を
お

ほ
ふ
小
さ
い
冠
の
類
を
か
ぶ
っ

て
み
る
ら
し
い
。
こ
れ
ら
は
い

つ
れ
も
二
段
に
く
び
れ
て
み
る
。

3
、
4
は
こ
れ
を
誇
張
し
た
や

う
な
二
瘤
の
讐
に
結
は
れ
て
る

る
。
1
、
2
、
5
は
坐
像
で
、

楽
人
の
類
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
冠
の
名
称
も
今
の
所
明
，

か
で
な
い
。禰

七
　
巾

　
　
　
　
　
一

一
　
　
箭

　
　
　
　
　
1

△

Ass

／＼

2　前漢

Vt？／

　　3　後漢前半

　　1ヒ

ーwevx

4　後漢前半

＠
　／ク

5後漢
16図　その他のかぶりもの（3）
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漢代男子のかぶりもの（林）
　　　　　　　g

　
巾
は
説
文
に
「
巾
、
倣
巾
也
」
と
あ
る
や
う
に
、
本
来
腰
に
ぶ
ら

下
げ
て
お
く
手
拭
で
あ
る
。
こ
れ
を
頭
を
お
ほ
ふ
に
使
っ
た
の
が
か

ぶ
り
物
の
巾
で
あ
る
。
庶
民
の
か
ぶ
り
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
は
ち

釈
名
に
「
巾
、
謹
也
、
二
十
成
人
、
無
冠
、
庶
人
巾
、
当
自
謹
修
四

教
也
し
と
い
ひ
、
ま
た
後
漢
書
郭
泰
伝
「
遇
雨
巾
一
角
塾
」
の
注
に

「
周
遷
輿
服
雑
事
日
、
巾
血
温
為
之
、
形
如
幡
、
本
居
士
野
人
所
服
」

2　後漢後半

硬

斗巡

4　後漢後半

　
と
い
ふ
ご
と
く
で
あ
る
ひ

　
　
一
は
刑
渠
で
あ
る
。
貧
乏
し
な
が
ら
父
に
孝
行
を
つ
く
し
た
孝
子

　
で
あ
る
。
そ
の
頭
に
巻
い
て
み
る
鉢
巻
状
の
も
の
は
巾
と
呼
ば
れ
た

　
も
の
に
ち
が
ひ
な
い
。
3
の
曲
芸
者
、
2
の
荊
朝
が
着
け
て
み
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
も
、
明
か
に
同
種
の
か
ぶ
り
電
の
で
あ
る
。

　
　
　
荊
朝
が
庶
…
毘
の
か
ぶ
る
は
つ
の
巾
を
つ
け
て
み
る
の
は
身
分

　
　
的
に
ふ
さ
は
し
く
な
い
や
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
後
漢
末
に
な

　
　
と
る
上
流
の
人
達
も
巾
を
使
ふ
や
う
に
な
っ
た
の
を
反
映
し
て

　
　
み
る
と
思
は
れ
る
。
魏
書
、
武
帝
紀
の
最
末
尾
の
注
に
「
傅
子

　
　
日
、
漢
末
王
公
、
多
委
王
服
、
以
蟷
下
弓
雅
、
是
以
表
紹
崔
豹
之

　
　
徒
、
難
為
将
師
、
著
鎌
巾
」
と
い
ふ
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　
4
は
神
農
で
あ
る
。
　
源
園
氏
が
こ
れ
を
爵
弁
に
あ
て
ら
れ
た

　
　
こ
と
は
先
に
引
い
た
が
、
1
と
比
べ
て
み
る
と
、
か
ぶ
り
も
の

　
　
瓦
前
後
に
布
の
端
末
が
ひ
ら
く
し
て
み
る
形
が
一
致
す
る
か

　
　
ら
、
岡
一
の
も
の
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
農
に
昆
に
農
耕

　
　
を
始
め
て
教
へ
た
文
化
英
雄
で
あ
る
こ
と
は
こ
瓦
に
引
い
た
踊

巾　
　
像
石
の
榜
題
に
も
記
さ
れ
て
を
り
、
．
画
像
も
自
ら
来
粗
を
も
つ

姻
て
土
薪
す
姿
で
表
は
さ
れ
て
み
る
・
頭
も
漢
代
の
庶
民
の
風

　
　
俗
を
か
り
て
、
　
巾
を
つ
け
た
形
に
表
は
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
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ら
・
う
。

　
武
梁
画
像
石
で
4
の
神
農
と
並
ん
で
表
は
さ
れ
た
祝
融
も
同
じ
か

ぶ
り
も
の
を
つ
け
て
み
る
。
彼
に
は
特
に
巾
を
つ
け
た
姿
で
表
は
さ

ね
ば
な
ら
な
い
事
蹟
は
伝
へ
ら
れ
て
る
な
い
。
品
題
に
「
祝
舗
（
融
）

氏
は
造
為
す
る
所
な
く
、
未
だ
嗜
欲
あ
ら
ず
、
刑
罰
未
だ
施
さ
ず
」

と
あ
る
。
文
化
、
社
会
制
度
が
未
分
化
な
時
代
の
皇
帝
を
、
文
化
の

思
恵
に
浴
す
る
こ
と
少
い
、
古
代
に
よ
り
近
い
生
活
を
送
る
庶
民
の

姿
で
表
は
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
な
ほ
先
に
引
い
た
稟
議
伝
の
注
に
巾
の
形
が
帽
の
ご
と
く
で
あ
る

と
い
ひ
、
ま
た
三
国
志
前
王
注
に
つ
ピ
け
て
「
魏
太
祖
以
天
下
凶
荒
、

資
材
乏
匿
、
擬
古
皮
弁
、
裁
緻
吊
以
為
給
、
合
評
簡
易
」
と
あ
り
、

後
漢
末
に
上
流
の
人
達
が
着
用
し
た
巾
を
、
給
の
由
来
す
る
所
と
し

て
記
し
て
み
る
。
姶
、
帽
は
帽
と
も
い
は
れ
る
。
練
舗
で
作
っ
た
給

は
皮
弁
に
擬
し
た
と
い
ふ
か
ら
袋
状
の
か
ぶ
り
も
の
で
あ
る
。
思
ふ

に
こ
れ
の
先
行
形
と
さ
れ
る
後
漢
末
の
巾
は
1
7
図
1
の
ご
と
き
鉢
巻

状
の
も
の
で
な
く
、
手
拭
を
折
ら
ず
に
頭
に
か
ぶ
っ
た
竜
の
で
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
か
。
帽
乏
い
ふ
も
の
は
、
竹
林
七
賢
簿
の
、
例
へ
ば
山
濤
の
か
ぶ

る
や
う
な
竜
の
が
こ
れ
で
あ
ら
う
。
晋
蒔
代
の
帽
は
こ
こ
に
画
か
れ

た
や
う
に
や
は
ら
か
く
作
ら
れ
、
懐
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
や
う

　
　
　
　
　
　
⑭

な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
一
八
　
笠

　
1
8
図
に
示
し
た
屯
の
が
こ
れ
に
ち
が
ひ
な
い
。
急
就
篇
「
量
器
籔

笠
…
」
の
顔
注
に
「
籔
笠
皆
所
以
禦
雨
也
、
大
而
有
把
、
手
芸
難
行
、

謂
之
籔
、
小
而
無
血
、
首
戴
愚
行
、
謂
之
笠
」
と
い
ふ
。
爾
を
防
ぐ

か
さ
の
う
ち
、
柄
の
あ
る
の
が
籔
で
、
頭
に
か
ぶ
る
の
が
笠
だ
と
い

ふ
の
で
あ
る
。
勿
論
雨
ば
か
り
で
な
く
、
暑
さ
も
防
ぐ
。
詩
、
小

雅
、
無
羊
「
何
心
何
笠
」
の
毛
伝
に
「
笠
所
以
禦
暑
」
と
い
ふ
ご
と

く
で
あ
る
。
2
、
4
が
菅
笠
の
類
を
か
ぶ
っ
て
み
る
こ
と
は
こ
回
し

て
明
か
で
あ
ら
う
。
2
は
手
に
来
紺
を
持
づ
禺
の
姿
で
あ
る
。
4
は

農
夫
で
あ
ら
う
。
葉
組
を
も
つ
。
3
は
労
働
者
か
下
男
の
類
で
、
箕

と
箒
を
も
つ
。
5
も
彌
撒
を
も
つ
た
農
夫
で
あ
る
。
こ
れ
の
か
ぶ
る

の
も
笠
で
あ
ら
う
か
。
1
の
か
ぶ
り
竜
の
竜
深
重
笠
風
の
笠
と
思
は

れ
る
が
、
5
と
側
面
形
が
共
通
し
て
み
る
。
5
の
方
は
ひ
さ
し
が
殆

ん
ど
な
い
や
う
に
表
は
さ
れ
て
み
る
が
、
一
応
こ
」
に
入
れ
て
お
く
。

1
、
5
の
笠
に
は
頂
部
に
、
日
本
の
市
女
笠
に
み
る
、
讐
を
容
れ
る

巾
子
の
や
う
な
突
出
が
つ
い
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
2
の
夏
禺
の
か
ぶ
り
竜
の
に
つ
い
て
麗
仲
浴
は
「
冠
の
上
は
鋭
く
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＼
」

　
　
　
　
　
「

○
　
　
　
、

l
1
3
｝

　
O

O

へ／
1戦国

7．

rr
，
　
㌧

・
、
、
ぐ
、

IxXy

2　後漢後半

＼
3　後漢

，
℃

β
O

Q
＞

4　後漢後半

　
　
　
　
　
　
　
　
漢

18図　笠

下
は
広
く
、
辟
積
の
文
あ
り
」
と
い
ふ
。
ど
う
し
て
こ
れ
を
冠

な
ど
と
い
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
中
に
引
か
れ
た
線
は
菅
、
竹

そ
の
他
笠
を
構
成
す
る
材
料
を
あ
ら
は
し
た
も
の
と
み
る
べ
き

で
あ
ら
う
。
詩
、
小
雅
、
都
人
士
の
「
彼
都
人
士
、
壁
笠
緬
撮
」

の
箋
に
「
豪
夫
須
也
、
都
人
之
士
、
以
毫
皮
為
笠
」
と
あ
り
、

夫
須
と
い
ふ
の
は
小
雅
、
　
南
山
有
璽
の
疏
に
渉
草
だ
と
い
ふ
。

　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ひ
　
　
　
も

疹
草
は
か
う
ぶ
し
で
あ
る
。
　
そ
の
茎
を
裂
い
て
笠
を
作
っ
た
の

で
あ
る
。
　
一
本
々
々
が
菅
ほ
ど
傭
ひ
ろ
く
な
い
か
ら
こ
れ
で
笠

を
作
っ
た
ら
2
の
ご
と
く
す
ち
が
臼
立
つ
た
こ
と
だ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
シ
ャ
ヴ
一
，
ソ
ヌ
は
こ
の
禺
の
か
ぶ
り
も
の
に
つ
い
て
予
価
尊

が
こ
れ
を
傍
追
だ
と
い
っ
た
の
は
、
礼
記
、
郊
特
牲
に
夏
の
冠

と
し
て
母
追
が
あ
げ
ら
れ
て
る
る
と
い
ふ
以
外
に
根
拠
が
な
い

と
却
け
て
る
る
が
、
自
分
の
意
見
は
述
べ
て
み
な
い
。
原
田
氏

㌍
図
4
の
箋
賎
人
の
巾
と
混
同
さ
れ
た
の
も
い
か
碁
あ

ら
う
か
。

　
2
の
頁
ワ
禺
の
姿
は
4
、
5
の
束
給
を
も
つ
た
桶
と
身
な
り
に

区
別
は
な
く
、
榜
題
が
な
け
れ
ば
萬
と
わ
か
ら
な
い
。
　
榜
題
に

禺
は
地
理
に
明
る
く
、
水
防
工
事
を
行
っ
た
と
記
さ
れ
て
み
る
。

漢
時
代
の
土
木
工
事
に
従
事
す
る
労
働
者
の
風
俗
を
か
り
て
禺
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を
表
は
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
以
上
、
漢
代
男
子
の
か
ぶ
り
も
の
に
つ
い
て
か
な
り
多
く
の
こ
と

を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
信
ず
る
。
と
は
い
へ
不
明
の
ま
」

残
さ
れ
た
点
も
多
く
、
不
十
分
な
点
も
多
々
あ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

大
方
の
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。

こ
の
研
究
は
昭
和
三
七
年
度
科
学
研
究
一
曲
（
綜
合
研
究
）

術
の
思
想
と
様
式
の
研
究
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
漢
・
六
朝
美

註①
　
張
末
元
『
漢
代
服
飾
参
考
資
料
』
　
（
｛
九
鷺
九
、
北
京
）
は
原
濁
氏
の

　
著
書
を
全
く
無
視
し
、
多
く
の
図
を
三
譜
図
に
よ
っ
て
画
い
て
み
る
点
驚

　
く
べ
き
で
あ
る
。

⑨
　
原
田
一
九
三
七
、
一
二
七
－
三
一
頁
。

③
同
右
、
七
〇
－
　
頁
。
　
　
④
同
右
、
六
六
～
七
八
頁
。

⑤
嗣
右
、
七
八
一
九
頁
。
　
　
⑥
同
右
、
八
○
一
二
買
。

⑦
O
冨
く
露
昌
Φ
。
。
一
⑩
8
”
祉
．
切
ご
覧
・
○
。
メ

⑧
長
沙
習
墓
出
土
の
桶
の
中
に
こ
れ
が
あ
る
か
と
も
思
は
れ
る
。
例
へ
ば

　
湖
南
省
博
物
館
一
九
五
九
、
図
五
、
1
0
の
ご
と
き
で
あ
る
が
、
表
現
か
ら

　
み
て
や
は
ら
か
い
布
製
ら
し
く
、
む
し
ろ
帽
の
類
か
と
思
は
れ
る
。
幡
が

　
や
は
ら
か
い
こ
と
ば
尚
一
九
三
八
、
三
四
頁
参
照
。

⑨
　
原
田
一
九
三
七
、
　
一
〇
八
頁
。

⑩
　
　
密
聞
本
一
九
五
－
九
、
　
⊥
ハ
「
七
～
八
。

⑪
O
募
毒
昌
器
ω
6
0
ρ
鵠
8
　
騨
O
ω
電

⑫
　
原
沼
一
九
三
七
、
穴
六
！
七
一
頁
。

⑱
孫
一
九
〇
五
（
芸
交
印
書
館
影
印
本
）
三
九
九
四
－
五
頁
。
「
二
二
説

　
爵
弁
為
星
制
、
異
於
輩
弁
皮
弁
、
其
説
亦
幽
幽
塙
、
江
永
云
、
二
字
上

　
鋭
、
象
形
、
欝
弁
与
皮
弁
同
名
、
面
口
弁
有
覆
版
、
何
以
名
弁
、
任
大

　
椿
云
、
爵
弁
既
以
弁
名
、
劉
其
状
当
似
弁
、
孜
真
名
、
弁
如
両
手
芥
時

　
也
、
以
爵
紮
時
也
、
以
爵
誰
為
之
、
謂
之
爵
弁
、
以
鹿
皮
為
之
、
謂
之
皮

　
弁
、
　
M
以
殻
讐
雪
叩
為
之
、
　
謂
之
齋
一
睡
也
、
　
然
則
蒔
貼
一
二
弁
、
　
比
街
作
A
堅
守
す
状
A
炎
、
　
家
φ

　
江
任
説
本
陳
祥
道
、
是
也
、
呉
廷
華
金
鶏
説
亦
岡
、
訪
豪
答
弁
、
至
高
得

　
其
捌
、
蒲
謂
三
弁
同
形
、
刷
足
正
鄭
説
之
誤
、
爵
弁
既
為
合
林
之
形
、
鋼

　
無
上
延
、
与
冤
廻
畏
、
鄭
費
説
並
誤
』
と
。

⑭
　
原
田
～
九
三
七
、
　
一
　
七
一
八
頁
。

⑯
　
禁
欲
喬
、
口
縄
裏
柱
巻
（
漢
書
、
張
傲
徴
、
且
当
鉦
柱
後
恵
交
書
治
之

　
騨
の
注
）
、
　
志
謂
綴
為
展
笛
、
然
燗
展
笛
潜
、
即
以
縄
為
笛
、
裏
壁
及
鍵

　
巻
之
名
。

＠＠＠＠＠＠＠＠
原
田
一
九
三
七
、
　
　
○
八
頁
。

同
右
、
　
一
Q
八
頁
。
　
　
　
　
⑱
　
岡
右
、

圃
右
、
　
一
二
三
頁
。

田
中
一
八
九
三
、
二
、
上
、
三
七
頁
。

原
田
一
九
三
七
、
　
一
一
〇
－
一
頁
。

同
右
、
　
一
一
二
買
。

波
上
一
九
三
六
、
二
三
六
i
七
頁
。

王
国
維
一
九
二
一
i
二
。

一
〇
九
頁
。
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⑳
　
原
園
一
九
三
七
、
八
三
i
四
頁
。

⑳
　
こ
こ
に
い
ふ
鵬
と
い
ふ
鳥
は
現
在
何
と
呼
ば
れ
る
鳥
か
明
か
で
な
い
。

　
漢
書
五
行
恋
（
七
、
中
、
上
）
の
注
に
「
張
工
籔
、
鵡
鳥
鳶
足
黄
熱
、
以
其

　
毛
飾
冠
、
葉
昭
臼
、
鵡
今
翠
鳥
、
師
古
日
、
鵡
大
鳥
、
即
戦
国
策
所
云
啄

　
醇
春
也
」
と
あ
る
。
張
婁
が
ど
の
や
う
な
鳥
を
指
し
た
か
わ
ら
な
い
。
し

　
ぎ
で
も
赤
足
と
い
ひ
う
る
も
の
は
紅
脚
鶴
鵬
、
紅
算
筆
、
磯
鵬
な
ど
い
ろ

　
く
あ
る
。
盤
昭
は
青
い
羽
根
を
も
つ
た
小
型
の
鳥
で
あ
る
翠
鳥
だ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
頻
師
古
は
し
ぎ
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
と

　
　
　
　
へ
　
　
あ

　
は
い
へ
し
ぎ
は
大
・
体
茶
色
、
灰
色
、
黒
な
ど
地
味
な
色
合
の
も
の
が
多
く
、

　
冠
の
罷
り
に
は
ば
つ
と
し
な
い
や
う
に
思
ふ
。
シ
ソ
ボ
リ
カ
ル
な
意
味
に

　
重
点
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
差
支
へ
あ
る
ま
い
が
。

．
⑳
　
角
川
版
世
界
美
術
全
集
、
一
三
、
図
版
＝
一
七
。

⑳
　
顔
師
古
、
匡
謬
正
俗
、
巻
四
、
鵡
の
条
に
「
好
聚
鵬
冠
」
は
「
聚
鵬
冠

　
を
好
む
偏
で
は
な
く
「
好
ん
で
鵡
冠
を
聚
む
」
と
よ
む
べ
き
こ
と
が
記
さ

　
れ
て
る
る
。

⑳
　
同
右
、
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
暫
等
一
九
五
六
、
四
〇
頁
。

⑳
　
原
照
氏
が
巾
と
さ
れ
た
も
の
（
原
畷
一
九
三
七
、
　
一
灘
一
頁
）
の
う
ち
、

　
　
一
は
後
に
引
く
笠
で
あ
り
、
同
氏
の
引
か
れ
る
同
氏
書
図
版
一
六
、
4
右

　
端
の
人
物
は
、
そ
の
左
の
方
の
人
物
と
全
く
岡
じ
着
物
を
つ
け
て
を
り
、

　
後
者
は
武
梁
第
円
石
の
家
屋
の
二
階
に
み
る
侍
女
た
ち
と
同
じ
か
ぶ
り
も

　
の
を
つ
け
て
み
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
女
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
巾
は

　
巾
で
も
巾
姻
で
あ
ら
う
。
氏
の
引
か
れ
る
第
三
の
例
、
問
氏
書
図
版
二
三
、

　
2
の
賎
人
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
野
蕃
人
と
さ

　
れ
て
る
る
（
叫
勝
O
劉
O
門
μ
⑩
ω
8
罰
o
o
㎝
）
小
林
太
市
二
値
は
富
麗
の
形
式
の

＠＠＠＠＠
か
ぶ
り
も
の
を
巾
と
さ
れ
た

し
難
い
。

（
小
林
一
九
四
七
・
三
八
八
買
）
の
も
首
肯

南
山
翠
博
継
物
幻
滅
一
九
山
ハ
○
、
　
図
版
1
。

尚
一
九
三
八
、
三
四
頁
。

漢
武
梁
祠
堂
石
刻
画
像
放
、
一
、
二
一
。

O
冨
く
き
降
㊦
ω
這
O
P
榛
・
轡
℃
．
回
ω
蒔

原
田
一
九
三
七
、
二
二
一
頁
。

二
、
一
八
。

挿
図
g
録

1
図
1
　
武
梁
画
像
石
第
一
石
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
蔵
拓
本
（
関
野
一

　
　
　
九
一
山
ハ
、
　
五
一
瓢
図
）

　
　
2
　
陶
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
八
一
一
一
二

　
　
3
　
武
梁
爾
像
論
叢
一
石
、
京
大
人
文
科
糞
石
究
所
蔵
拓
本
（
関
野
一

　
　
　
九
一
六
、
　
五
一
二
図
）

　
　
4
　
　
「
函
谷
関
」
画
像
石
中
の
狩
人
、
O
げ
ρ
ぐ
き
口
。
の
δ
回
企
℃
ピ
目
．

　
　
5
　
陶
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
四
輪
古
資
文
八
八
一
一

　
　
6
　
送
還
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
一
〇
九
七

　
　
7
　
七
二
導
障
壁
照
、
榜
題
「
僻
車
膏
油
」
、
　
北
京
歴
史
博
物
館
等
一

　
　
　
九
五
五
、
図
版
＝
エ

　
　
8
　
　
出
馬
銅
一
回
（
7
・
）
刻
線
｝
麹
、
林
一
九
六
一
、
無
職
凶
一
二

　
　
9
大
理
石
像
、
京
大
人
文
科
学
研
究
贋
考
古
資
料
七
〇
五
〇
（
運
用

　
　
　
版
帯
隅
田
分
外
遅
蒔
A
瓜
集
、
　
一
二
、
　
カ
ラ
ー
㎜
凶
版
ゴ
一
工
）

　
2
図
－
、
2
　
　
僑
一
陽
踊
必
哺
擦
顯
、
林
一
九
六
一
、
挿
図
二
四
［

　
　
3
祈
南
画
像
石
、
曾
昭
橘
等
’
九
五
六
き
図
版
五
二
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2
図
4
　
武
梁
画
像
石
第
一
石
、
榜
題
「
帝
桑
」
、
　
京
大
人
文
科
学
研
究
所

　
　
　
蔵
拓
本
（
関
野
一
・
九
一
六
、
　
五
一
一
藷
凶
）

3
図
1
　
武
梁
蘭
像
石
瀬
一
石
、
毒
茸
「
呉
王
」
、
　
京
大
人
文
科
学
研
究
所

　
　
　
蔵
拓
本
（
関
野
一
九
一
六
、
図
五
三
）

　
　
2
　
波
上
孫
家
村
画
像
石
、
傅
一
九
五
一
、
八
七
図

　
　
3
　
孝
堂
山
画
像
石
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
蔵
拓
本
（
関
野
一
九
一

　
　
　
六
、
九
図
⇔
）

4
図
1
　
玉
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
駈
考
古
資
料
五
〇
一
〇
（
梅
原
　
九

　
　
　
四
一
、
図
版
二
四
、
1
）

　
　
2
　
信
陽
懇
漆
画
、
林
一
九
六
一
、
挿
図
一
四

　
　
3
武
梁
画
像
石
第
看
、
電
火
人
文
科
学
研
究
所
蔵
拓
本
（
関
窒

　
　
　
九
一
六
、
五
三
図
）

5
図
1
、
2
　
信
心
鳶
職
画
、
林
一
九
六
一
、
挿
図
一
匹

　
　
3
　
王
貯
墓
聴
理
小
厘
漆
画
、
原
田
、
田
沢
一
九
三
〇
、
図
版
一
〇
五

　
　
4
　
折
南
画
像
石
、
榜
題
「
周
公
」
、
　
傅
一
九
五
一
、
一
＝
四
丁

　
　
5
　
七
二
左
石
室
画
像
石
第
五
石
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
蔵
拓
本

　
　
　
（
関
野
一
九
一
六
、
九
一
図
）

　
　
6
　
聯
県
画
像
石
、
傅
一
九
五
一
、
二
輔
導
図

　
　
7
　
両
城
山
顕
像
石
、
傅
一
九
五
一
、
二
〇
図

　
　
8
　
菖
県
高
栢
山
画
像
石
、
傅
一
九
五
一
、
二
二
〇
鐵

6
図
1
　
青
銅
盤
爾
像
、
楊
二
九
五
七
、
図
版
二
六
、
一

　
　
2
　
青
銅
鑑
画
像
、
林
一
九
六
一
、
挿
図
1

　
　
3
　
青
銅
桶
、
京
大
人
文
科
学
研
究
駈
考
古
資
料
八
九
一
（
梅
原
一
九

　
　
　
三
七
、
図
版
三
四
）

　
　
壌
青
銅
儒
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
八
九
〇
（
梅
原
一
九

　
　
　
三
七
図
、
版
三
四
）

　
　
5
　
青
鋼
桶
、
京
大
人
文
科
学
研
究
噺
考
古
資
料
八
九
二
（
梅
原
一
九

　
　
　
三
七
、
図
版
三
六
）

　
　
6
　
青
銅
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
八
八
九
（
梅
原
一
九

　
　
　
三
七
、
図
版
三
五
∀

　
　
7
　
空
簿
型
捺
画
像
　
毛
践
さ
一
⑩
Q
。
ρ
娼
ピ
お
・

　
　
8
　
甕
癒
型
捺
画
像
　
タ
茅
野
¢
お
。
。
P
℃
ピ
8
・

　
　
9
空
嬉
型
捺
爾
像
老
鋒
・
お
ω
ρ
導
・
。
o
・

　
　
1
0
　
青
銅
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
七
二
三
四
E
（
角
川

　
　
　
版
世
界
美
術
全
集
、
一
三
、
函
版
一
〇
九
）

　
　
1
1
　
青
銅
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
灰
考
古
資
料
七
二
三
四
G

　
　
1
2
　
孝
堂
由
画
像
石
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
蔵
拓
本
（
関
野
一
九
　

　
　
　
六
、
一
七
図
）

　
　
招
　
　
孝
堂
由
門
下
－
爾
隔
隊
石
、
関
野
一
九
一
六
、
　
一
圃
［
一
図

7
図
1
　
彩
薩
漆
画
、
榜
題
「
添
星
」
、
　
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
一
九
三
四
、
図

　
　
　
版
四
五

23456
8
図
1

2

折
南
画
像
石
、
佃
蒲
等
一
九
五
六
、
図
版
五
六

折
爾
燭
像
石
、
組
題
「
斉
桓
公
」
、
曾
等
一
九
五
六
、
図
版
五
三

顧
凱
之
、
女
史
箴
図
巻
、
元
帝
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
蔵
写
真

営
城
子
鯨
墓
壁
画
、
東
亜
考
古
学
会
一
九
三
四
、
図
版
三
八

三
礼
図
、
三
、
五

空
纂
墓
壁
爾
、
角
川
版
世
界
美
術
全
集
二
二
、
カ
ラ
～
図
版
一
六

空
導
墓
壁
画
国
。
。
魯
禽
一
8
一
り
β
O
や
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漢代勇子のかぶりもの（林）

　
　
3
　
望
都
鯨
墓
壁
画
、
榜
題
「
主
簿
」
、
北
京
歴
史
博
物
館
等
一
九
五

　
　
　
五
、
図
版
一
七

　
　
4
孝
堂
山
胸
像
石
、
o
鍔
く
碧
塞
§
㊤
ら
二
9

　
　
5
　
〃
・
　
〃
　
　
　
京
大
人
文
科
学
研
究
所
蔵
拓
本
（
開
野
一
九
一

　
　
　
六
、
九
図
⇔
）

　
　
6
　
　
長
沙
義
円
磁
…
備
、
轟
叉
物
一
九
六
〇
、
　
三
、
表
紙

　
　
7
空
顯
型
捺
画
像
≦
翼
。
這
ω
ρ
箕
①
メ

　
　
8
　
彩
簾
漆
画
、
榜
題
「
湯
父
」
、
　
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
一
九
三
四
、
図

　
　
　
版
四
八

　
　
9
　
帯
電
漆
画
、
霜
解
「
令
父
」
、
　
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
一
九
三
四
、
図

　
　
　
版
四
八

　
　
1
0
　
鱈
城
子
螺
墓
壁
画
、
東
亜
考
古
学
会
一
九
三
四
、
図
版
三
七

　
　
1
1
　
蝉
騒
、
平
凡
社
版
世
界
美
術
全
集
七
用
写
真

　
　
1
2
　
武
氏
後
石
室
画
像
石
、
傅
一
九
五
一
、
図
一
三
五

　
　
1
3
　
折
南
画
像
石
、
曾
等
一
九
五
六
、
図
版
五
〇

　
　
1
4
　
窒
轡
型
捺
画
像
、
王
一
九
三
五
、
下
、
人
物
一
一

9
図
1
、
2
　
青
銅
壷
蓋
画
像
、
林
一
九
六
一
、
挿
麟
四
B

　
　
3
空
華
墓
壁
画
薫
ω
畠
魯
お
。
。
8
8
ミ
・

　
　
4
　
望
都
鯨
墓
壁
画
、
榜
題
「
門
下
小
史
」
、
　
北
京
歴
史
博
物
館
等
一

　
　
　
九
五
五
、
図
版
一
五

　
　
5
　
　
折
南
画
像
石
、
〔
響
等
一
九
五
山
ハ
、
図
版
九
五

　
　
6
　
青
銅
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
四
一
一
九
（
梅
原
一

　
　
　
九
三
七
、
図
版
三
九
）

　
　
7
　
青
銅
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
七
一
一
三
三
（
角
用
版

　
　
　
世
界
奨
術
全
集
、
　
一
三
、
麟
版
一
一
〇
）

10

}
1
　
青
銅
鼎
画
像
、
梅
原
一
九
三
六
、
図
版
四
一

　
　
2
　
青
銅
鑑
（
？
）
画
像
、
林
一
九
六
一
、
挿
図
一
二

　
　
3
空
聾
蕪
壁
画
霊
ω
9
魯
這
ω
封
B
鶏
．

　
4
　
武
氏
後
石
室
第
五
石
画
像
、
京
大
人
文
科
学
石
楼
所
蔵
拓
本
（
関

　
　
　
野
…
九
「
幽
ハ
、
　
七
七
図
）

　
　
5
　
青
銅
曄
画
像
、
山
西
丈
態
態
一
九
五
七
、
図
二

　
　
6
　
折
南
画
像
石
、
曾
等
一
九
五
六
、
図
版
一
一
九

n
図
1
　
玉
桶
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
一
九
八
九

　
　
2
　
空
簿
型
捺
画
像
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
石
刻
資
料
一
三
六

　
　
3
　
空
麺
墓
壁
画
　
霊
ω
9
霞
お
ω
押
8
．
刈
ω
．

　
　
4
　
1
図
2
に
同
じ

　
　
5
　
望
都
導
墓
壁
画
、
軍
事
「
門
下
游
激
」
、
北
京
歴
史
博
物
館
等
｝

　
　
　
九
五
五
、
図
版
一
一

　
　
6
　
臨
活
爾
像
石
、
傅
一
九
五
一
、
二
一
九
図

　
　
7
　
訴
南
諏
像
石
、
榜
題
「
斉
侍
郎
」
曾
等
一
九
五
六
、
図
版
五
三

　
　
8
　
折
南
画
像
石
、
曾
等
一
九
五
七
、
図
版
五
七

　
　
9
　
彩
簸
漆
繭
、
榜
題
「
侍
岩
」
、
　
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
一
九
三
四
、
図

　
　
　
版
四
八

　
　
1
0
　
武
氏
前
石
室
第
四
石
、
京
大
人
文
科
学
石
究
所
蔵
拓
本
（
関
野
「

　
　
　
九
一
山
ハ
、
　
山
ハ
一
図
）

　
　
1
1
　
空
簿
型
置
画
像
　
芝
三
苗
お
ω
P
娼
ピ
認
●

　
　
1
2
　
画
像
鏡
、
榜
題
「
侍
郎
」
、
梅
原
一
九
三
九
、
図
版
六
〇
r

毘
園
1
　
青
銅
儒
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
七
二
三
四
F
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2
　
陶
儒
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
七
五
四
九

13

}
　
　
武
県
蔵
像
石
、
傅
一
九
五
一
、
二
二
六
図

14

}
1
信
陽
悪
漆
画
、
林
一
九
六
一
、
挿
図
一
四

　
　
2
　
空
麺
型
捺
画
像
　
芝
匡
富
一
⑩
。
。
P
℃
ド
露
匿

　
　
3
　
空
螺
墓
壁
画
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
四
四
七
四

　
　
4
　
　
祈
南
｝
幽
像
石
、
曾
等
一
九
五
六
、
岡
竿
立
五
六

　
　
5
折
雛
画
像
石
、
曾
等
一
九
五
六
、
図
版
五
七

　
　
6
　
滑
南
顧
像
石
、
榜
題
「
孟
轟
」
、
曾
等
一
九
五
六
、
図
版
五
五

　
　
7
　
　
祈
南
画
像
石
、
二
等
一
九
五
六
、
図
版
五
七

　
　
8
　
折
南
画
像
石
、
榜
題
「
令
二
尊
」
、
二
等
一
九
五
穴
、
図
版
五
五

　
　
9
営
城
子
簿
墓
壁
画
、
東
亜
考
古
学
会
一
九
三
四
、
図
版
四
〇

15

}
1
　
空
語
型
捺
画
像
芝
践
富
お
ω
ρ
箕
①
。
。
・

　
　
2
空
二
尊
壁
画
匹
ω
魯
曾
H
り
ω
回
u
6
9
①
P

　
　
3
　
営
城
子
塚
墓
壁
画
、
東
亜
考
古
学
会
一
九
三
四
、
図
版
四
〇

　
　
4
　
空
穂
型
捺
画
像
　
麟
ω
。
冨
『
お
ω
ど
日
b
。
伊

　
　
5
空
簿
型
捺
画
像
芝
弾
①
お
。
。
O
ら
ピ
①
①
．

　
　
6
　
空
簿
型
捺
画
像
　
奢
露
8
一
⑩
ω
ρ
騨
。
。
“
っ
’

16

}
1
　
青
銅
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
七
二
三
二
B
（
要
用

　
　
　
版
世
界
美
術
全
集
　
三
、
カ
ラ
ー
図
版
八
右
）

　
　
2
　
青
銅
偽
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
七
二
三
一
一
C
（
角
川

　
　
　
版
世
界
美
術
全
集
一
三
、
カ
ラ
ー
図
版
八
左
）

　
　
3
、
4
　
王
肝
墓
縫
理
小
里
羽
撃
、
原
田
、
田
沢
一
九
三
〇
、
図
版
一

　
　
　
〇
五

　
　
5
　
陶
備
、
京
大
人
文
科
学
研
究
考
古
資
料
一
一
二
〇
四
（
京
都
大
学

　
　
　
交
学
都
博
物
館
考
古
学
資
料
目
録
、
第
三
部
、
二
一
〇
）

！7

}
1
　
「
函
谷
関
」
颪
像
石
、
携
題
「
刑
渠
」
Ω
旧
く
磐
コ
⑦
。
。
お
置
も
劉
ω
．

　
　
2
　
清
繭
画
傾
石
、
曾
等
一
九
五
六
、
図
版
六
〇

　
　
3
　
祈
南
画
像
石
、
曾
等
一
九
五
六
、
図
版
八
二

　
　
4
　
武
梁
画
像
石
第
一
石
、
榜
題
「
神
農
」
、
　
京
大
人
文
科
学
研
究
所

　
　
　
蔵
拓
本
（
関
野
一
九
一
六
、
懸
盤
図
）

⑱
図
－
　
　
平
度
甫
く
丘
慨
石
村
蜘
山
土
幽
岡
鷹
㈱
。
中
園
【
科
灘
†
院
前
皐
果
発
掘
隊
一
九
六
二
、

　
　
図
一
〇
、
1

　
　
2
　
武
梁
画
像
石
第
一
石
、
榜
題
「
夏
萬
」
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所

　
　
　
蔵
拓
本
（
関
野
一
九
ニ
ハ
、
五
三
図
）

　
　
3
　
四
川
宝
成
鉄
路
沿
線
出
土
陶
備
、
全
国
基
建
図
録
、
図
版
二
一
六

　
　
4
孝
堂
山
下
画
像
石
第
三
石
、
関
野
一
九
一
六
、
一
四
三
図

　
　
5
　
陶
儒
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
考
古
資
料
一
ご
一
一
五

挿
國
引
用
資
料
の
年
代

玉
桶
、
大
理
石
像

　
玉
備
を
股
と
し
た
の
は
長
編
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
西
周
ま
で
降
る
か

　
も
し
れ
な
い
が
、
便
宜
上
通
説
に
従
っ
た
。
大
理
石
像
は
般
櫨
出
土
と
伝

　
へ
ら
れ
、
体
に
つ
け
ら
れ
た
紋
様
か
ら
み
て
股
と
し
て
差
麦
へ
な
い
と
思

　
は
れ
る
。

戦
国
青
銅
器
画
像
紋

　
林
誌
九
六
一
に
記
し
た
ご
と
く
、
こ
れ
ら
の
像
は
前
五
世
紀
中
頃
一
四
世

　
紀
前
半
頃
、
戦
国
時
代
前
期
に
属
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

戦
国
青
銅
備
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漢代男子のかぶりもの（林）

　
こ
x
に
引
用
し
た
も
の
は
み
な
盗
掘
に
よ
っ
て
出
土
し
た
も
の
で
洛
陽
金

　
村
か
ら
出
た
と
伝
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
隅
様
な
遺
物
は
洛
陽
中
州

　
路
西
門
段
の
東
周
第
四
期
（
戦
国
初
期
）
の
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
て
を
り
（
中

　
國
科
学
院
考
古
研
究
所
一
九
五
七
、
鴎
版
七
〇
）
そ
の
年
代
が
確
か
め
ら

　
れ
る
。

空
墨
型
捺
画
像

　
こ
Σ
に
引
用
し
た
や
う
な
、
型
に
よ
っ
て
大
ぶ
り
の
図
像
を
陰
絞
で
表
は

　
し
た
簿
の
年
代
に
つ
い
て
、
ホ
ワ
イ
ト
は
（
ぞ
耳
Φ
お
ω
㊤
も
や
ば
凸
一
）

　
紋
様
、
銘
文
の
字
体
か
ら
戦
国
宋
頃
の
も
の
と
考
へ
た
。
こ
れ
は
少
し
古

　
く
し
す
ぎ
た
感
が
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
の
塞
に
は
こ
の
式
の
画
像
を
表
は
し

　
た
題
”
の
裏
側
に
、
菱
形
の
中
に
蕨
手
紋
を
納
め
た
紋
様
単
位
を
多
数
並
べ

　
て
捺
し
た
例
が
出
て
み
る
」
（
箕
二
H
）
。
　
こ
の
式
の
紋
様
の
塚
は
洛
陽
焼

　
溝
－
型
墓
に
多
数
使
は
れ
て
を
り
（
洛
陽
区
考
古
発
掘
隊
、
一
九
五
九
、

　
八
四
一
九
一
）
そ
の
年
代
は
前
漢
中
期
お
よ
び
そ
れ
よ
り
少
し
降
る
無
代

　
と
さ
れ
て
み
る
。
儲
蓄
ホ
ワ
イ
ト
の
例
は
前
漢
中
頃
ま
で
型
捺
画
像
簿
が

　
行
は
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
洛
陽
焼
講
か
ら
は
型
捺
画
像
蝉

　
は
出
て
み
な
い
し
、
型
捺
画
像
簿
の
丁
字
組
合
雷
紋
な
ど
戦
国
時
代
に
類

　
例
が
求
め
ら
れ
、
焼
溝
の
空
螺
よ
り
時
代
の
遡
る
こ
と
を
示
し
て
み
る
。

　
さ
う
す
る
と
こ
x
に
引
用
し
た
型
捺
画
像
空
嬉
の
年
代
は
前
漢
中
期
を
下

　
限
と
し
、
そ
れ
よ
り
古
い
時
代
、
大
凡
前
漢
前
半
ご
ろ
に
あ
て
る
の
が
妥

　
褻
で
あ
ら
う
。

忍
辱
簿
墓
壁
画

　
型
捺
し
紋
様
の
空
聴
が
洛
陽
で
は
前
漢
中
期
お
よ
び
そ
れ
よ
り
や
Σ
降
る

蒔
代
に
使
は
れ
た
こ
と
は
前
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。
た
罫
し
こ
の
や
う
な

　
壁
画
の
あ
る
例
は
正
式
の
発
掘
に
よ
っ
て
出
て
み
な
い
の
で
年
代
を
確
か

　
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
引
い
た
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
の
例
に
は
、

　
破
風
形
の
導
に
態
と
虎
の
害
獣
の
図
が
あ
り
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
上
院
巳
δ
醜

　
お
ω
野
獣
や
。
。
①
i
刈
）
は
こ
れ
を
、
武
帝
が
上
林
苑
で
始
め
た
闘
獣
の
光
景

　
を
画
い
た
も
の
と
し
て
み
る
。
妥
当
と
考
へ
ら
れ
る
。
さ
う
す
る
と
大
ま

　
か
に
い
っ
て
、
こ
の
や
う
な
壁
画
塚
は
前
漢
後
半
に
属
す
る
と
し
て
差
支

　
へ
な
か
ら
う
。

漢
青
銅
備

　
漢
で
あ
る
こ
と
は
問
題
な
い
が
、
顔
の
表
現
な
ど
を
み
る
と
、
・
戦
国
の
青

　
銅
備
に
梢
似
た
と
こ
ろ
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
大
体
前
漢
暗
代
の
も
の
と

　
推
定
さ
れ
る
。
同
類
で
四
川
資
陽
出
土
の
例
が
全
国
基
本
建
設
工
程
中
出

　
土
文
物
展
覧
図
録
、
図
版
二
一
五
に
の
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
出
土
状
況
の

　
記
録
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

楽
浪
王
肝
慕
出
土
聴
瑠
小
義

　
こ
の
墓
か
ら
は
後
漢
、
建
武
一
永
平
の
銘
の
あ
る
漆
器
が
出
て
み
る
か
ら

　
（
原
田
・
田
沢
一
九
三
〇
）
、
　
こ
の
器
も
後
漢
前
半
の
も
の
で
あ
る
こ
と

　
が
知
ら
れ
る
。

楽
浪
彩
筆
塚
出
土
堂
々

　
報
告
書
に
は
こ
の
墓
の
年
代
を
後
漢
語
頃
と
し
て
み
る
。
そ
の
根
拠
は
、

　
こ
の
墓
の
や
x
特
殊
な
木
榔
の
構
造
が
こ
の
時
代
に
対
応
す
る
と
思
は
れ
、

　
漆
器
の
紋
様
が
後
漢
初
と
考
へ
ら
れ
る
石
巌
婁
二
六
〇
号
墓
、
二
〇
一
号

　
墓
の
も
の
と
異
っ
て
を
り
、
鏡
の
形
式
が
後
漢
中
期
を
遡
ら
な
い
、
と
い

　
ふ
こ
と
で
あ
る
（
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
一
九
三
四
、
　
〇
七
－
一
〇
頁
）
。

　
漆
器
か
ら
み
て
こ
の
塞
が
後
漢
初
よ
り
も
時
代
が
降
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
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し
か
し
木
榔
の
形
式
の
対
応
す
る
年
代
に
つ
い
て
は
再
検
討
を
要
す
る
と

　
思
は
れ
る
。
こ
玉
か
ら
出
た
五
鉄
銭
に
つ
い
て
報
告
書
に
は
事
体
的
な
年

．
代
を
与
へ
て
る
な
い
（
前
引
、
五
七
頁
）
。
　
こ
れ
は
後
漢
初
か
ら
後
二
世

　
記
中
頃
ま
で
に
多
く
使
は
れ
た
形
式
の
五
懸
銭
で
あ
る
（
洛
陽
考
古
発
掘

　
隊
一
九
五
九
、
二
一
六
i
二
一
、
ニ
ニ
三
一
六
頁
。
こ
の
報
告
書
の
第
三

　
型
式
に
該
当
す
る
）
。
　
し
か
も
そ
れ
よ
り
薪
し
い
形
式
の
五
種
が
混
っ
て

　
み
な
い
こ
と
は
、
こ
の
墓
の
年
代
が
大
体
後
一
一
世
紀
中
頃
よ
り
も
降
ら
な

　
い
こ
と
を
示
す
。
す
な
は
ち
漆
器
上
五
境
銭
に
よ
っ
て
考
へ
る
と
こ
の
慕

　
は
後
漢
中
頃
の
も
の
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
時
に
出
土
し
て

　
み
る
鏡
の
形
式
は
後
漢
後
半
と
は
い
へ
る
が
、
宋
期
ま
で
は
降
る
ま
い
。

　
こ
れ
ら
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
こ
の
墓
は
後
漢
中
期
頃
と
い
ふ
こ
と
に
な

　
ら
う
。

孝
堂
山
石
室

　
石
室
の
壁
に
窯
元
四
年
（
＝
一
九
年
）
の
題
記
が
あ
る
の
で
そ
れ
よ
り
古

　
く
作
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
関
野
一
九
一
六
、
～
穴
頁
）
。
　
さ
う
は

　
い
っ
て
も
、
画
像
石
と
い
ふ
様
式
か
ら
み
て
、
さ
う
時
代
の
遡
る
も
の
で

　
は
あ
る
ま
い
。

祈
爾
画
像
石
墓

　
こ
の
墓
の
年
代
に
つ
い
て
安
志
敏
（
安
一
九
五
五
）
は
構
造
、
装
飾
の
主

　
題
な
ど
か
ら
魏
晋
時
代
に
あ
て
た
。
二
連
橘
等
（
曾
等
一
九
五
六
、
五
二

　
一
六
七
）
は
こ
れ
ら
の
点
を
詳
細
に
検
討
し
、
こ
の
地
方
の
政
治
経
済
情

　
勢
を
も
考
慮
し
た
上
で
後
漢
末
の
も
の
と
み
た
。
李
文
意
（
李
一
九
五
七
）

　
は
こ
x
に
画
か
れ
た
器
物
、
服
制
等
が
轡
に
ま
で
降
る
こ
と
を
八
項
目
に

　
つ
い
て
論
じ
た
。
し
か
し
曾
昭
橘
が
反
駁
し
て
み
る
ご
と
く
（
曾
一
九
五

　
八
）
李
文
儒
の
議
論
は
あ
ら
か
た
拠
り
難
い
。
こ
の
墓
は
大
体
後
漢
最
末

　
期
ご
ろ
と
み
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

武
玩
祠

　
碑
、
刻
銘
に
よ
っ
て
後
漢
後
半
期
、
桓
、
霊
の
頃
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
知

　
ら
れ
て
る
る
（
関
野
一
九
二
黒
、
二
六
－
三
〇
頁
）
。

そ
の
他
の
畷
像
石

　
紀
年
の
あ
る
若
干
の
例
と
の
類
比
に
よ
っ
て
、
大
体
画
像
石
墓
と
い
ふ
形

　
式
が
後
漢
後
半
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
誰
も
異
存
は
な
か
ら
う
。
中
に

　
は
そ
れ
よ
り
も
多
少
時
代
の
つ
れ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
は
、
楽
然
あ
り
う

　
る
こ
と
で
あ
る
が
。

営
城
子
簿
墓
壁
画

　
報
告
書
に
は
こ
の
墓
と
同
性
質
の
墓
か
ら
出
た
遺
物
、
こ
の
墓
の
導
、
明

　
器
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
年
代
を
後
漢
と
し
て
み
る
（
東
亜
考
古
学
会
一

　
九
三
四
、
三
五
i
六
買
）
。
　
拗
物
線
状
の
天
井
を
も
つ
た
紅
熱
は
、
洛
陽

　
焼
溝
の
例
で
み
る
と
四
、
五
型
に
当
り
、
後
漢
後
期
に
多
い
（
洛
陽
区
考

　
古
発
掘
隊
一
九
五
九
、
二
三
五
－
九
頁
）
。
　
漢
文
化
の
均
一
性
を
考
慮
す

　
れ
ば
、
こ
の
営
域
子
の
墓
も
後
漢
後
半
の
も
の
と
み
て
差
回
へ
な
か
ら
う
。

望
都
簿
墓
壁
画

　
林
樹
中
（
林
樹
中
一
九
五
八
、
六
六
一
八
頁
）
は
墓
の
銘
賛
に
「
墜
彼
浮

　
陽
」
と
あ
る
身
金
は
浮
陽
侯
で
、
陽
嘉
元
年
（
一
三
二
年
）
に
死
ん
だ
浮

　
陽
侯
孫
程
で
あ
る
と
し
た
。
陳
直
（
陳
一
九
六
二
、
　
一
六
一
頁
）
も
銘
文

　
の
字
体
な
ど
の
傍
認
を
あ
げ
て
こ
の
説
に
岡
済
し
て
み
る
。
妥
嶺
で
あ
ら

　
㌧
り
。

陶
　
備
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漢代男子のかぶりもの（林）

　
譜
代
の
陶
桶
の
形
式
に
よ
る
時
代
区
分
は
、
後
漢
前
半
、
岡
後
半
程
度
の

　
区
別
が
で
き
る
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
み
な
い
。
大
体
潮
干
前
後
よ
り
後
に

　
盛
に
作
ら
れ
て
み
る
ら
し
い
の
で
、
便
筑
上
後
漢
と
し
た
。

長
沙
青
磁
桶

　
長
沙
、
二
一
号
墓
出
土
の
も
の
で
、
こ
の
墓
に
は
永
寧
二
年
（
三
〇
二
年
）

　
の
年
号
嬉
が
使
は
れ
て
る
る
の
で
年
代
が
は
っ
き
り
知
ら
れ
る
（
湖
南
省

　
博
物
館
一
九
五
九
、
七
七
頁
）
。

引
用
文
献
罠
録

　
日
本
（
著
者
名
五
〇
音
順
）

江〃tl・’〃梅

上　　 原

波　　 末

夫　　 治

　
村
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
』

『
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
考
古
学
資
料
際
録
』
第
三
部
、

　
三
、
京
都

小
林
太
市
郎
　
一
九
四
七
『
漢
唐
古
俗
と
甥
器
土
偶
』
京
都

『
批
界
美
術
全
集
』
一
二
、
一
三
、
角
川
書
店
版
、
一
九
六
二
、
東
京

関
野
　
　
貞
　
一
九
一
六
『
支
那
山
東
省
に
於
け
る
漢
代
墳
墓
の
表
飾
』

田
中
尚
募
　
一
八
九
三
『
歴
代
服
飾
考
』
故
実
叢
書

朝
鮮
古
蹟
研
究
会
　
一
九
三
四
『
楽
浪
彩
縫
塚
』
京
城

東
亜
考
古
学
会
　
～
九
三
四
『
営
城
子
』
東
京

一
九
三
六
『
戦
国
式
銅
器
の
研
究
出
京
都

一
九
三
七
『
洛
陽
金
村
古
墓
聚
英
』
京
都

一
九
三
九
『
紹
興
古
鏡
聚
英
』
京
都

一
九
四
一
『
河
南
安
陽
遺
物
の
研
究
』
京
都

一
九
三
三
「
漢
代
の
狩
猟
・
動
物
の
図
様
に
つ
き
て
」
、
『
市

　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
一
二
四
九
頁
、
東
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
国
、
一
九
六

林
　
巳
奈
夫
　
一
九
六
一
「
戦
函
時
代
の
醸
像
紋
偏
e
『
考
古
学
雑
誌
』
四

　
七
、
三
、
二
七
i
四
九

原
田
淑
人
、
田
沢
金
吾
　
一
九
三
〇
『
楽
浪
』
京
都

原
田
淑
人
　
一
九
三
七
『
漢
六
朝
の
服
飾
』
東
京

宮
本
馨
太
郎
　
一
九
五
九
「
被
物
の
種
類
と
変
遷
」
糊
講
座
臼
本
風
俗
史
』

　
十
一
、
四
一
一
九
六
頁
、

　
中
国
（
著
者
名
五
〇
音
順
）

安
志
　
敏
　
一
九
五
五
「
論
滑
南
画
像
石
墓
的
年
代
問
題
」
『
考
古
通
訊
』

　
一
九
五
五
、
　
二
、
　
一
六
一
二
〇

王
　
国
　
維
　
一
九
二
一
－
二
「
胡
服
考
」
　
『
歓
堂
集
林
』

王
振
鐸
一
九
三
五
『
誌
代
塀
聴
集
録
』

窪
中
溶
『
漢
武
豊
祠
堂
石
刻
爾
像
放
』

湖
南
省
博
物
館
　
一
九
五
九
「
長
沙
両
灘
南
朝
晴
墓
発
掘
報
告
」
　
『
考
古
学

　
報
』
一
九
五
九
、
三
、
、
七
五
一
一
〇
三

山
西
省
文
物
管
理
委
員
会
　
一
九
五
七
「
山
西
長
治
分
水
嶺
古
墓
的
溝
理
」

　
『
考
古
学
報
』
一
九
五
七
、
一
、
一
〇
三
一
一
一
八
頁

尚
　
藁
　
和
　
一
九
三
八
『
歴
代
社
会
風
俗
事
物
考
』

『
全
国
基
本
建
設
工
程
中
出
土
丈
物
展
覧
図
録
』
一
九
五
五
、
北
京

櫓
日
昭
矯
、
｛
將
宝
臨
ハ
、
黎
忠
義
　
　
一
九
五
六
『
祈
南
…
古
墨
圓
一
団
石
曹
盤
発
掘
報
止
口
』

　
北
京

曾
　
昭
　
橘
　
一
九
五
八
「
此
面
游
魚
画
像
石
古
墓
年
代
的
討
論
一
答
李

　
交
信
先
生
1
」
　
『
考
古
通
訊
』
一
九
五
八
、
五
、
四
六
一
五
〇

孫
　
誌
　
譲
　
一
九
〇
五
『
周
礼
正
義
』

中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
　
　
九
五
七
『
鯉
濃
中
州
路
』
北
京
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中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
山
東
発
掘
隊
一
九
六
二
、
　
「
山
東
四
度
東
猛
石
村

　
新
石
器
時
代
遺
肚
与
戦
国
塞
」
　
『
考
古
』
一
九
六
二
、
一
〇
、
五
〇
九
！

　
一
八

張
　
末
　
尤
　
一
九
五
九
『
漢
代
服
飾
参
考
資
料
』
北
京

陳
　
　
　
直
　
一
九
六
二
「
望
都
漢
慕
壁
画
題
字
通
釈
」
『
考
古
』
一
九
六

　
二
、
三
、
　
一
六
一
一
四

南
晶
承
博
物
院
、
噛
閑
山
駅
文
物
阿
保
管
委
尉
貝
ム
竃
　
　
一
九
穴
○
「
南
｛
思
西
出
q
橋
申
豊
崎
一
雨

　
総
量
刻
壁
画
」
　
『
文
物
』
一
九
六
〇
、
八
・
九
、
三
七
一
四
二

傅
　
惜
　
華
　
一
九
五
〇
『
漢
代
画
象
全
集
』
初
編
、
北
京

〃
　
　
　
　
　
一
九
五
一
『
食
代
画
象
全
集
』
一
一
編
、
北
京

北
京
歴
史
博
物
館
、
河
北
省
文
物
管
理
委
員
会
　
一
九
五
五
『
望
都
漢
墓
壁

　
画
』
北
京

楊
　
宗
　
栄
　
一
九
五
七
『
戦
国
絵
画
資
料
』
北
京

洛
陽
区
考
畜
発
掘
隊
　
．
一
九
五
九
『
洛
陽
焼
溝
漢
墓
』
北
京

李
　
文
　
儒
　
一
九
五
七
「
沃
南
画
象
石
古
墓
年
代
的
管
見
」
『
考
古
通
訊
』
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of　the　small　clans　“in　the　second　group”　realizing　the　clan’s

opinion　through　them　and　growing　to　the　anti－Shogunate　faction．

On　the　Reigning　Period　of　King　Dar－ma　of　Ancient　Tibet

　　　　　by

Hisashi　Sat6

　　There　have　been　many　opinions　about　the　reigning　period　of

king　Dar－ma，　such　as　Peeech，　Tucci，　Aoki，　Nal〈ane，　Richardson，

and　so　on　；　each　of　which　is　wrong　or　unsatisfactory，　because　of

many　kinds　of　description　in　the　Chinese　and　Tibetan　literatures

which　were　used　for　its　researching．　The　essential　reason，　as

the　writer　thinks，　is　as　follows；　the　mistaken　description　iB　the

Pu－kblo－shih補国史was　adopted　in　the　Hsin－t’ang－shu新唐書and

Tzu－ch’ih－t’％％9－chien資治通鑑and　introduced　int6　the　Tibetan　re－

source　as　lt　was．　lt　is　right　to　consider　that　the　reignlng　period

of　1〈ing　Dar－ma　should　be　841－846，　and　the　time　of　that　famous

abolitiQn　of　Buddhisin　shou1d　be　in　843．　Though　the　king　was

said　to　be　a　tyrant，　as　his　intellect　was　low，　he　might　be　made

use　of　by　the　anti－Buddhism　faction，　drawn　into　the　struggle　for

powei’　between　aRti一　and　pro－Buddhism　in　the　court．

M：en’s　Head－gears　in　the　Han漢DyRasty

by

Minao　Hayashi

　　There　are　many　pictorlal　and　sculptural　materials　as　an　impor－

tant　researching　source　on　the　cominunity，　economics　and　daily

llfe　i1？the　Han漢era．　When　we　try　to　use　them　as　a　material

・of　our　historical　study　and　consider　the　expressed　content，　it　is

essential　for　us　to　judge　the　position　and　occupation　of　the　ex一

．　pressed　persons　in　t13em；　especia11y　headgears　are　to　be　its　chlef

standard．　The　writer，　according　to　the　description　of　”Treatise

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　867　）



oa　Carrages　and　Dress輿羅艮志”in’f‘Hou－Ha’n－Sh”後漢書，”trace

the　fittest　ones　iR　the　pictoi’ial　and　sculptural　materials，　and　ar－

range　thern　into　a　kind　of　corpus．

　　Fig．　i……Tst，1陵，　Fig。2……ノ協6η鑑，　Fig．3……C〃α㎎．feuan．長冠，

and　Ch’uehプfei－kuan谷賜1三冠，　Fig．4……Wei．mao．feuan委貌冠，　Fig．5．

…… o’i－pien皮弁，　Fig．6……Chueh－pien爵弁and　Wei－pien章弁，己

Fig．7……T’％㎎一t’ien－leuan通天冠，　Fig。8∴…・Chin－hsien－kuan進賢冠．

gnd　Ch’ueh－ti．leasan郡敵冠，　Fig．9……Tsu．PZt．leuan系簸布冠，　Fig．10…

…Fα．伽伽法門，Fig．11……Wa－kuan三冠，　Fig．12……Chien－hz｛a．feuan．

建響町，Fig．13……Fau－le’uai－kuan奨櫓冠，　Fig．17……Chin巾，　Fig．

18……．乙i笠，Fig．14－16……are　not　identified　with　the　names　of

Han｝es一；Fig．　1，　2，　7，　11　have　already．　been　identified　by　Mr．　Yo－

shi　to　Harada　and　others　by　the　wrlter　for　the　first　time．

On　the　notes　of　“　Shifeimofeu　”

by

Yoshisul〈e　lkeuchi

　　The　present　paper　deals　with　the　writer’s　informati．ons　on　the・

systematic　arrangement　and　bibliography　due　to　some　references．

which　were　researched　during　editing　the　history　of　laxv　in　the

middle　age　of　Japan，　vol．　1　（law　of　the　“　Kamakura”　Shogunate）．

no．　2　（compilation　of　supplementary　law）．　Why　did　the　annota－

tion　of　”Shifeimofeu”　become　popular　’from　the　last　period　of

“Maromachi”　when　“Shifaimofezt　”　lost　its　effect　as　an　active　law？’

　　Why　did　the　way　of　annotatioR　not　a｝ways　belong　to　so－called

“the　history　of　law　”　but　an　exegetics　like　Chinese　classics　？　How

many　lineages　were　there　among“S励珈。々％”annotators　？W1ユy

did　only　”Seifee”　lineage　develop　after　other　lineages，　“lio”　aRd

“　Saitb　”，　had　declined　？　This　seems　to　depended　upon　the　method．

of　family　study　of　”　Seike　”．

　The　writer　is　very　sorry　to　find　that　the　present　paper

many　logical’　errors，　so　he　hopes　some　advancement　in　the

sent　papey　throtigk　guidances　of　yeaders．
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