
書

�

松
崎
つ
ね
子

著

睡
虎
地
秦
鯵
と
墓
葬
か
ら
み
た
楚
・
秦
・
漢

下

倉

涉

一

本
書
は
︑
松
崎
つ
ね
子
氏
が
一
九
八
〇
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
公
表
さ
れ
た
論
考
の
內
︑
長
江
中
液
域
で
發
見
さ
れ
た
楚
墓
・
秦

墓
・
漢
墓
︑
お
よ
び
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
考
古
�
料
に
關
す
る
硏
究
十
點
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
は
そ
の
目
�
を
示
そ
う
︒
な
お
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
違
に
初
出
の
年
�
を
加
え
た
︒

第
一
違

睡
虎
地
一
一
號
秦
墓
竹
鯵
﹁
	
年
記
﹂
よ
り
み
た
墓


﹁
喜
﹂
に
つ
い
て

(一
九
八
〇
年
)

第
二
違

湖
北
に
お
け
る
秦
墓
の
被
葬
者
に
つ
い
て

│
│
睡
虎
地
一
一
號
秦
墓
︑
被
葬
者
﹁
喜
﹂
と
關
聯
し
て
│
│

(一
九
八
八
年
)

第
三
違

楚
・
秦
・
漢
墓
の
變
�
よ
り
秦
の
瓜
一
を
み
る

│
│
頭
向
・
葬
式
・
墓
葬
�
�
等
を
�
じ
て
│
│

(一
九
九
九
年
)

第
四
違

戰
國
楚
の
木
俑
と
鎭
墓
獸
に
つ
い
て

(一
九
九
一
年
)
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第
五
違

戰
國
秦
漢
の
墓
葬
に
見
る
地
下
世
界
の
變
�

│
│
馬
王
堆
漢
墓
を
手
が
か
り
に
│
│

(一
九
九
三
年
)

第
六
違

漆
器
烙
印
�
字
に
見
る
秦
漢
髹
漆
工
藝
經
營
形
態
の
變
�
と
そ
の
�
味

(一
九
九
五
年
)

第
七
違

｢
㳉
﹂
に
つ
い
て

│
│
『秦
律
﹄﹁
效
律
﹂
解
釋
を
�
じ
て
│
│

(一
九
九
五
年
)

第
八
違

睡
虎
地
秦
鯵
に
み
る
秦
の
馬
牛
管
理

│
│
龍
崗
秦
鯵
・
馬
王
堆
一
號
漢
墓
﹁
副
葬
品
目
錄
﹂
も
あ
わ
せ
て
│
│

(二
〇
〇
〇
年
)

第
九
違

睡
虎
地
秦
鯵
よ
り
み
た
秦
の
家
族
と
國
家

(一
九
八
二
年
)

第
十
違

睡
虎
地
秦
鯵
に
お
け
る
﹁
非
公
室
吿
﹂・﹁
家
罪
﹂

(一
九
八
九
年
)

本
書
の
	
集
は
︑
�
治
大
學
に
て
松
崎
氏
の
薰
陶
を
�
け
た
�
�
生
七
名
に
よ
る
︒
冒
頭
に
は
氏
自
身
の
序
に
か
え
て
︑


	
者
で
あ
る
高

村
武
幸
氏
の
﹁
解
題
﹂
が
附
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
本
書
の
出
版
に
至
っ
た
經
雲
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
た
後
︑
各
違
の
內
容
に
關
す
る
�
を

え
た
解
說
が
行
わ
れ
て
い
る

(な
お
第
九
違
・
第
十
違
は
鈴
木
直
美
氏
が
擔
當
)
︒
鯵
牘
�
料
に
限
る
と
︑
松
崎
氏
が
考
察
の
對
象
と
さ
れ
た
の
は
︑

表
題
に
見
え
る
﹁
睡
虎
地
秦
鯵
﹂
(一
九
七
五
年
出
土
)
ま
で
の
も
の
が


で
︑
第
八
違
で
は
﹁
龍
崗
秦
鯵
﹂
(一
九
八
九
年
出
土
)
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
影
に
公
開
さ
れ
た
﹁
二
年
律
令
﹂
(張
家
山
漢
鯵
)
や
﹁
里
耶
秦
鯵
﹂
な
ど
に
は
︑
殘
念
な
が
ら
氏
自
身
檢
討
を
加
え

る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
︒﹁
解
題
﹂
は
︑
現
時
點
か
ら
見
た
こ
う
し
た
松
崎
氏
の
硏
究
の
﹁
不
十
分
さ
﹂
を
�
確
に
指
摘
し
た
上
で
︑
各

論
考
の
硏
究
�
上
に
お
け
る
學
 
�
な
價
値
を
正
し
く
位
置
づ
け
て
い
る
︒
つ
ま
り
本
書
に
は
︑
す
で
に
�
も
優
れ
た
﹁
書
!
﹂
が
備
わ
っ
て

い
る
と
い
い
え
る
の
で
あ
る
︒

お
そ
ら
く
︑
本
書
の
	
者
か
ら
見
れ
ば
︑
以
下
の
駄
�
は
屋
上
屋
を
重
ね
る
蛇
足
に
"
ぎ
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
十
分
自
覺

し
て
い
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
え
て
本
書
!
に
挑
ん
だ
の
は
︑
!
者
の
よ
う
な
︑
松
崎
氏
か
ら
直
接
の
學
恩
を
�
け
て
い
な
い
﹁
第
三

者
﹂
で
あ
れ
ば
こ
そ
氣
づ
く
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
妄
想
し
た
た
め
で
あ
る
︒
#
解
し
て
い
る
點
は
多
々
あ
る
に
$
い
な
い
︒
伏
し

て
松
崎
氏
︑
竝
び
に
	
者
の
海
容
を
乞
う
�
第
で
あ
る
︒
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二

以
下
︑
本
書
を
三
分
し
て
內
容
の
紹
介
と
&
見
の
提
示
を
行
い
た
い
︒
ま
ず
�
初
は
第
一
違
か
ら
第
三
違
に
つ
い
て
︒

こ
の
三
違
は
︑
初
出
に
そ
れ
ぞ
れ
十
年
'
後
の
閒
)
は
あ
る
も
の
の
︑﹁
解
題
﹂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
共
�
し
た
問
題
�
識
に
基
づ
い
て

	
ま
れ
た
一
聯
の
論
考
と
見
な
し
う
る
︒
そ
の
出
發
點
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
出
土
し
た
一
一
號
秦
墓
の
墓


﹁
喜
﹂
の
出
自
に
か
か
わ
る
論
爭

に
あ
っ
た
︒

睡
虎
地
秦
墓
の
&
在
地
は
か
つ
て
﹁
安
陸
﹂
と
呼
ば
れ
て
お
り
︑
も
と
も
と
は
戰
國
楚
の
領
域
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
'
二
七
八
年
に
秦
の

*
攻
を
�
け
︑
當
地
は
そ
の
荏
�
地
へ
と
變
わ
る
︒﹁
喜
﹂
が
生
ま
れ
た
の
は
︑
そ
れ
か
ら
十
六
年
後
の
'
二
六
二
年
の
こ
と
︒
彼
は
や
が
て

三
度
の
從
軍
を
經
驗
し
︑
か
つ
安
陸
縣
の
令
�
や
鄢
縣
の
令
�
・
治
獄
な
ど
と
い
っ
た
地
方

(
當
時
の
行
政
區
劃
で
い
え
ば
南
郡
)
の
下
+
役
人

を
歷
任
︒
秦
の
官
僚
機
�
の
末
端
に
つ
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
-
で
き
る

(以
上
は
同
墓
出
土
の
﹁
	
年
記
﹂
に
よ
る
)
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑

﹁
喜
﹂
な
る
人
物
は
︑
こ
の
地
の
.
合
に
と
も
な
っ
て
や
っ
て
來
た
﹁
秦
人
﹂
か
︑
は
た
ま
た
被
征
/
民
で
あ
る
本
地
出
身
の
﹁
楚
人
﹂
で

あ
っ
た
か
︒
當
該
秦
墓
の
發
見
か
ら
閒
も
な
い
時
0
︑
こ
う
し
た
疑
問
を
め
ぐ
っ
て
硏
究
者
の
閒
で
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の


�
な
論
者
・
論
考
に
つ
い
て
は
︑
第
二
違
の
1
五

(七
一
～
七
二
頁
)
に
一
覽
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
松
崎
氏
は
﹁
楚
人
﹂
說
を
提

唱
し
て
お
り
︑
第
一
違
で
は
﹁
	
年
記
﹂
の
分
析
を
�
じ
て
�
の
よ
う
に
論
じ
る
︒

五
三
枚
の
竹
鯵
か
ら
な
る
﹁
	
年
記
﹂
に
は
︑
昭
王
元
年

('
三
〇
六
)
か
ら
始
皇
三
十
年

('
二
一
七
)
ま
で
の
秦
の
3
戰
記
錄
を
中
心
と

し
た
記
事
に
︑﹁
喜
﹂
と
そ
の
家
族
の
履
歷
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
6
者
が
誰
で
あ
る
か
に
關
し
て
も
硏
究
者
の
閒
で
�
見
が
わ
か

れ
て
い
る
が
︑
松
崎
氏
は
︑
こ
の
記
錄
を
﹁
喜
﹂
一
人
の
手
に
な
る
も
の
と
'
提
し
た
上
で
︑
秦
王
政
十
一
年

('
二
三
六
)
ま
で
の
記
営
と

十
二
年
以
影
と
の
閒
に
筆
跡
の
$
い
が
-
め
ら
れ
る
と
す
る
整
理
小
組
の
指
摘
を
重
視
し
て
︑﹁
	
年
記
﹂
の
作
成
時
0
を
十
一
年
以
'

('

0
)
と
以
後

(後
0
)
の
二
0
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
だ
と
営
べ
る

(こ
の
見
解
も
ま
た
整
理
小
組
の
�
見
に
從
っ
た
も
の
)
︒
記
載
內
容
の
面
か
ら
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見
て
も
︑
'
0
で
は
﹃
�
記
﹄
六
國
年
表
等
に
記
さ
れ
て
い
る
戰
爭
の
記
錄
が
ほ
と
ん
ど
6
錄
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
︑
後
0
で
は
こ
れ
が

激
減
し
︑
し
か
も
六
國
滅
7
の
記
事
で
す
ら
︑
十
分
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
︒
代
わ
っ
て
︑
こ
の
時
0
に
は
﹁
楚
と
關
わ
り
の
深
い
人
物
の

死
﹂
に
つ
い
て
の
記
載
が
增
え
て
お
り
︑
後
0
で
は
も
っ
ぱ
ら
喜
の
關
心
は
﹁
楚
﹂
の
地

(自
ら
の
9
む
世
界
)
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
指
摘
す
る
︒
彼
は
も
と
も
と
﹁
安
陸
﹂
の
人
で
︑
當
時
成
長
を
見
せ
た
在
地
:
力
層
の
一
員
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
秦
の
官
僚
組
織

の
末
端
に
つ
ら
な
り
な
が
ら
も
︑
<
始
自
ら
の
世
界
を
守
っ
て
︑
體
制
と
は
一
線
を
劃
し
て
い
た
と
︑
そ
の
人
物
宴
を
氏
は
推
定
す
る
︒

松
崎
氏
は
﹁
喜
﹂
を
當
地
の
:
力
者
と
見
な
す
わ
け
だ
が
︑
そ
の
論
證
も
本
違

(
第
一
=
)
で
試
み
ら
れ
て
い
る
︒
右
の
﹁
	
年
記
﹂
の
檢

討

(第
二
=
以
下
)
に
先
立
っ
て
︑
氏
は
睡
虎
地
で
發
見
さ
れ
た
十
二
基

(こ
れ
は
本
稿
初
出
時
の
發
掘
件
數
で
︑
後
に
三
十
基
が
加
わ
る
)
の
秦
墓

>
體
に
對
し
て
︑
墓
の
規
模
や
�
置
︑
副
葬
品
の
點
數
・
種
類
な
ど
と
い
っ
た
面
か
ら
分
析
を
加
え
る
︒
そ
し
て
そ
の
結
果
を
時
代
の
'
後
す

る
@
A
の
墓
群

│
│
具
體
�
に
は
江
陵
縣
の
太
暉
觀
楚
墓
群

(春
秋
末
0
～
戰
國
中
0
)
・
拍
馬
山
楚
墓
群

(戰
國
中
0
～
後
0
)
・
鳳
凰
山
漢
墓

群

('
漢
�
B
0
～
景
B
0
)
│
│

の
狀
況
と
比
�
し
て
︑
睡
虎
地
秦
墓
十
二
基
が
﹁
一
定
水
準
以
上
の
內
容
を
も
っ
た
墓
群
﹂︑
す
な
わ
ち
:

力
な
一
家
の
墓
で
あ
っ
た
と
論
定
す
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
一
員
で
あ
る
﹁
喜
﹂
は
﹁
あ
る
D
度
以
上
の
經
濟
�
基
盤
を
も
っ
た
一
家
の
長
﹂
で

あ
り
︑
そ
の
﹁
經
濟
�
基
盤
は
︑
體
制
と
は
關
係
な
く
楚
の
時
代
か
ら
ひ
き
つ
い
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
(四
三
～
四
四
頁
)
と
推
斷
す
る
︒

E
に
氏
は
︑
こ
う
し
た
考
古
學
�
な
手
法
を
用
い
て
﹁
喜
﹂
の
出
自
に
關
す
る
議
論
を
深
め
よ
う
と
す
る
︒
第
二
違
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
︑

從
來
の
﹁
楚
人
﹂
說
は
︑
自
說
も
含
め
て
︑


に
﹁
	
年
記
﹂
の
內
容
分
析

(そ
こ
に
屈
折
し
た
﹁
楚
人
﹂
の
心
F
を
讀
み
取
る
)
に
依
據
し
て
お

り
︑
考
古
學
�
な
見
地
に
基
づ
く
﹁
喜=

秦
人
﹂
說
に
比
べ
る
と
︑
說
得
力
の
上
で
見
劣
り
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
︑
と
自
省
す
る
︒﹁
秦
人
﹂

說
が
ほ
ぼ
定
說
G
し
た
か
に
感
じ
ら
れ
る
と
そ
の
優
位
を
-
め
た
上
で
︑
そ
れ
で
も
な
お
﹁
吹
っ
切
れ
な
い
も
の
﹂
が
あ
る
と
し
て
︑
當
該
說

の
考
古
學
�
な
論
據
に
つ
い
て
本
違
で
は
檢
討
を
加
え
る
︒

｢秦
人
﹂
說
が
:
力
視
さ
れ
る
理
由
は
︑﹁
喜
﹂
の
埋
葬
さ
れ
て
い
た
墓
が
﹁
秦
式
墓
﹂
で
あ
っ
た
點
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
被
葬
者
の
葬
ら
れ

方
や
副
葬
さ
れ
た
器
物
の
種
類
な
ど
を
見
る
と
︑
そ
れ
は
當
地
の
戰
國
楚
墓
で
は
な
く
︑
秦
の
故
地
の
傳
瓜
に
準
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
か
か
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る
事
實
を
ふ
ま
え
れ
ば
︑
こ
の
墓


は
︑
楚
人
と
衣
な
る
H
俗
を
も
っ
た
怨
來
の
秦
人
で
あ
っ
た
︑
と
推
測
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
し
か

し
松
崎
氏
は
︑
こ
の
よ
う
な
考
古
學
�
な
知
見
に
よ
っ
て
秦
墓
の
被
葬
者
を
す
ぐ
さ
ま
秦
人
と
斷
定
す
る
見
方
に
疑
問
を
I
す
る
︒
以
下
︑
そ

の
&
說
を
本
違
第
四
=
に
基
づ
い
て
紹
介
す
る
と
︑
楚
墓
か
ら
秦
墓
へ
の
墓
葬
の
移
行
形
態
を
秦
墓
か
ら
漢
墓
へ
の
そ
れ
と
比
�
し
た
と
き
︑

'
者
の
J
行
は
後
者
よ
り
も
は
る
か
に
K
激
で
あ
っ
た
と
い
い
え
る
︒
こ
う
し
た
地
下
の
世
界
に
見
ら
れ
る
K
激
な
變
G
は
︑﹁
地
上
に
お
け

る
�
G
の
斷
絕
﹂
│
│
秦
に
よ
る
﹁
戰
國
六
國
の
傳
瓜
を
否
定
し
て
の
軍
事
�
瓜
一
｣
│
│

を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
占
領
地
の
民

に
與
え
た
征
/
者
の
影
N
を
重
視
す
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
秦
國
の
壓
力
に
よ
っ
て
楚
人
が
從
來
の
埋
葬
H
俗
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
狀

況
を
も
想
定
す
る
こ
と
が
必
�
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
喜
﹂
が
死
歿
し
た
の
は
秦
が
こ
の
地
を
.
合
し
て
か
ら
六
十
年
後
の
こ
と
︒
こ
の
閒
に
秦

に
よ
る
政
治
�
瓜
一
が
推
J
さ
れ
︑
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
各
地
の
�
G
�
な
瓜
一
・
融
合
も
J
ん
だ
に
$
い
な
い
︒
'
漢
初
0
に
お
い
て
墓
葬

の
形
式
が
>
國
�
に
劃
一
G
し
て
い
く
事
實
は
︑
こ
う
し
た
歷
�
�
推
移
の
歸
結
で
あ
り
︑
そ
の
例
證
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
秦
も
�
末
0

の
﹁
喜
﹂
の
墓
に
つ
い
て
﹁
秦
の
傳
瓜
の
:
無
を
檢
證
す
る
事
に
︑
そ
れ
ほ
ど
重
き
を
置
く
必
然
性
は
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
氏
は
営
べ
る
︒

第
三
違
で
も
︑
引
き
續
き
埋
葬
H
俗
の
問
題
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
そ
の
分
析
も
﹁
頭
向
﹂
な
ど
と
い
っ
た
考
古
學

�
な
デ
ー
タ
に
集
計
處
理
を
施
す
手
法
で
J
め
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
本
違
で
は
﹁
喜
﹂
の
出
自
問
題
よ
り
も
︑
秦
の
瓜
一
が
舊
楚
地
に
O
ぼ
し

た
�
G
�
な
變
G
に
關
心
の
比
重
が
移
っ
て
い
る
︒

｢頭
向
﹂
と
は
︑
P
體
の
頭
が
向
い
て
い
る
方
向
の
こ
と
で
︑
怨
石
器
時
代
の
族
墓
以
來
︑
そ
れ
に
は
何
ら
か
の
規
則
性
が
あ
っ
た
︒
春
秋

時
代
か
ら
漢
初
の
墓
群
に
も
﹁
頭
向
﹂
に
は
そ
れ
ぞ
れ
傾
向
が
あ
り
︑
し
か
も
そ
こ
に
は
地
域
�
な
差
衣
が
存
在
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
秦
で
は

西
向
が
優
位
で
あ
り
︑
楚
で
は
大
型
墓
が
東
向
︑
中
型
墓
以
下
が
南
向
を


と
し
た
︒
ま
た
︑
秦
墓
と
楚
墓
に
は
埋
葬
時
の
Q
勢

(中
國
人
硏

究
者
は
こ
れ
を
﹁
葬
式
﹂
と
呼
ぶ
)
と
墳
墓
の
�
�
に
も
$
い
が
あ
り
︑
'
者
は
屈
肢
葬
・
土
洞
墓
︑
後
者
は
仰
身
直
肢
葬
・
竪
穴
棺
槨
墓
を
特

R
と
し
た
︒
こ
う
し
た
對
照
�
な
兩
地
域
の
葬
俗
は
︑
秦
の
楚
.
合
に
よ
り
舊
楚
地
に
て
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

當
地
の
秦
墓
を
見
る
と
︑
頭
向
・
葬
式
・
墳
墓
�
�
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
秦
の
H
俗
の
影
N
は
看
取
さ
れ
な
い
︒
こ
の
三
條
件
か
ら
S
斷
す
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れ
ば
︑﹁
こ
の
地
に
秦
人
墓
は
な
い
に
等
し
い
﹂
と
い
い
え
よ
う
︒﹁
喜
﹂
の
墓
に
つ
い
て
も
こ
れ
は
共
�
す
る
︒
し
か
も
同
墓

(周
邊
の
睡
虎

地
秦
墓
も
含
め
て
)
に
は
大
量
の
漆
器
が
埋
U
さ
れ
て
お
り
︑
か
よ
う
な
副
葬
の
H
俗
は
楚
の
傳
瓜
に
由
來
し
た
︒
つ
ま
り
以
上
の
事
實
を
ふ

ま
え
る
と
︑
こ
の
墓
の
﹁
被
葬
者
を
楚
人
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
﹂
と
︑
氏
は
論
じ
る
︒
舊
楚
地
の
秦
墓
か
ら
は
﹁
楚
の
H
俗
が
よ
り
V
っ
た

か
た
ち
で
は
あ
る
が
葬
俗
の
融
合
が
K
W
に
J
﹂
ん
だ
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
り
︑﹁
墓
葬
か
ら
そ
の
被
葬
者
を
︑
土
着
の
舊
楚
人
か
︑

來
9
の
秦
人
か
︑
あ
る
い
は
そ
の
子
孫
か
︑
區
別
は
困
難
で
︑
ど
ち
ら
と
も
し
が
た
い
﹂︒
そ
し
て
こ
れ
は
﹁
地
下
世
界
の
現
象
で
は
な
く
︑

む
し
ろ
地
上
世
界
に
お
け
る
�
G
融
合
の
反
映
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
︒

か
な
り
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
第
一
違
か
ら
第
三
違
ま
で
の
內
容
を
ま
と
め
れ
ば
︑
右
の
如
く
に
な
ろ
う
か
︒
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
︑
そ
の
初
出
の
年
�
に
は
そ
れ
ぞ
れ
十
年
'
後
の
閒
)
が
あ
る
︒
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
︑
各
違
ご
と
の
見
解
に
些
か
の
齟
齬
が
確
-
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
細
々
と
し
た
綻
び
を
一
々
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
し
な
い
︒
た
だ
一
點
︑
こ
の
三
違
を
�
覽
し
て
感
じ
た
松
崎
氏
の
學
�
變

�
に
關
す
る
印
象
に
つ
い
て
の
み
ふ
れ
て
お
こ
う
︒

�
初
︑
氏
は
﹁
	
年
記
﹂
の
中
に
墓


で
あ
る
﹁
喜
﹂
の
屈
折
し
た
感
F
を
讀
み
取
ろ
う
と
し
た
︒
六
國
滅
7
が
し
っ
か
り
と
記
錄
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
︑
と
り
わ
け
秦
の
天
下
瓜
一
と
い
う
記
載
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
︑
大
き
な
衝
擊
を
�
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒
K
激
に
推
し
J
め
ら

れ
た
秦
に
よ
る
軍
事
�
・
强
制
�
な
瓜
合
に
對
す
る
被
征
/
民
の
冷
や
や
か
で
批
S
�
な
眼
差
し

│
│
つ
ま
り
分
裂
か
ら
瓜
一
へ
向
か
う
狹

閒
の
時
代
に
生
き
た
人
々
の
リ
ア
ル
な
心
F
│
│

が
︑
こ
こ
か
ら
く
み
取
れ
る
と
直
感
し
た
に
$
い
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
た
め
に
は
﹁
喜

=

楚
人
﹂
と
い
う
'
提
が
不
可
缺
と
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
考
古
學
�
な
見
地
か
ら
は
﹁
秦
人
﹂
說
が
:
力
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
氏
は
﹁
楚
人
﹂

說
を
裏
附
け
る
べ
く
︑
考
古
學
�
な
手
法
を
積
極
�
に
用
い
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
が
氏
の
硏
究
の
特
色
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ

の
考
察
は
﹁
瓜
一
﹂
(漢
の
成
立
も
含
め
て
)
ま
で
の
紆
餘
曲
折
を
具
現
G
す
る
方
向
に
J
む
の
で
は
な
く
︑
[
に
そ
の
必
然
性
と
地
域
差
の
縮

小
を
强
\
す
る
結
果
に
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
︒
第
三
違
の
�
後
で
﹁
こ
の
よ
う
に
営
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
︑﹁
瓜
一
﹂
が
﹁
中
國
世
界
の
成

立
﹂
を
準
備
し
た
と
は
み
て
も
︑
そ
の
地
域
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
附
け
加
え
ら
れ
る
點
に
︑
中
國
古
代
�
硏
究
に
お
い
て
﹁
瓜
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一
﹂
と
﹁
地
域
性
﹂
を
同
時
に
俎
上
に
の
ぼ
す
こ
と
が
い
か
に
一
筋
繩
で
は
い
か
な
い
難
題
で
あ
る
か
を
︑
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
︒

三

�
に
第
四
違
か
ら
第
六
違
を
取
り
上
げ
よ
う
︒
こ
の
三
違
も
ま
た
︑
考
古
學
�
な
手
法
を
分
析
の
メ
イ
ン
と
し
た
論
考
で
あ
る
︒
行
論
の
都

合
上
︑
ま
ず
は
第
六
違
か
ら
︒

第
二
違
と
第
三
違
で
は
﹁
喜
﹂
の
墓
か
ら
出
土
し
た
漆
器
に
つ
い
て
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
違
は
こ
の
方
面
に
關
す
る
專
論
で
あ
る
︒

﹁
喜
﹂
の
出
自
問
題
と
の
關
わ
り
か
ら
そ
の
內
容
を
ま
と
め
る
と
︑
同
墓
か
ら
出
土
し
た
漆
器
に
は
咸
陽
で
製
�
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
烙
印
が

確
-
で
き
︑
�
樣
な
ど
か
ら
も
︑
副
葬
さ
れ
て
い
る
漆
器
は
>
て
秦
器
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
︒
そ
し
て
こ
の
點
が
﹁
喜=

秦
人
﹂
說
の
一

つ
の
:
力
な
根
據
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
秦
占
領
下
に
つ
く
ら
れ
た
舊
楚
地
の
墓
か
ら
は
こ
う
し
た
烙
印
を
も
っ
た
秦
系
瓜
の
漆

器
ば
か
り
が
發
見
さ
れ
︑
從
來
の
楚
器
は
完
>
に
跡
を
絕
つ
︒
か
か
る
事
實
は
︑
.
合
と
同
時
に
秦
が
當
地
の
漆
器
生
產
組
織
を
接
收
し
て
︑

自
ら
の
管
理
下
に
組
み
_
ん
だ
こ
と
を
�
味
す
る
の
で
あ
り
︑
重
�
な
技
 
・
手
工
業
は
當
時
常
に
國
家
權
力
と
の
關
係
の
も
と
に
存
在
し
て

い
た
と
理
解
し
う
る
︒
つ
ま
り
︑
權
力
の
介
入
に
よ
っ
て
楚
系
漆
器
は
Q
を
`
し
︑
以
後
秦
器
し
か
入
手
で
き
な
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
︑
墓
中

に
も
っ
ぱ
ら
秦
地
製
�
の
漆
器
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
墓


が
秦
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
決
め
手
に
は
な
ら
な

い
︑
と
松
崎
氏
は
営
べ
る
︒
な
お
︑
E
に
氏
は
︑
漢
代
に
な
る
と
漆
器
生
產
の
據
點
は
咸
陽
か
ら
成
都
に
移
る
こ
と
に
な
り
︑
こ
れ
も
ま
た
國

家

(漢
王
a
)
が
技
 
・
工
人
を
移
動
し
て
生
產
組
織
を
再
	
し
た
結
果
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
︑
烙
印
等
々
の
分
析
か
ら
推
測
す
る
︒
本
違
で

の
氏
の
關
心
は
﹁
喜
﹂
の
出
自
問
題
を
超
え
て
︑
は
る
か
に
廣
い
︒

�
に
第
四
違
へ
戾
ろ
う
︒
こ
の
違
で
も
ま
た
副
葬
品
に
つ
い
て
檢
討
が
加
え
ら
れ
る
︒
對
象
と
さ
れ
る
の
は
秦
墓
で
は
な
く
︑
楚
墓
か
ら
の

出
土
物
︒
具
體
�
に
は
木
俑

(楚
俑
)
と
鎭
墓
獸
が
c
わ
れ
る
︒

氏
は
こ
の
兩
者

(ど
ち
ら
か
一
方
も
含
め
て
)
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
楚
墓
の
一
覽
を
作
成
し
︑
そ
こ
か
ら
戰
國
中
0
を
境
に
埋
U
の
割
合
が
[
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轉
す
る
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
︒
そ
れ
ま
で
は
鎭
墓
獸
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ー
で
楚
俑
を
埋
U
す
る
墓
が
一
般
�
で
あ
っ
た
の
に
︑
や
が
て
'

者
を
副
葬
す
る
ケ
ー
ス
は
減
少
し
︑
代
わ
っ
て
俑
葬

(木
俑
の
副
葬
)
の
比
e
が
一
〇
〇
％
に
@
く
な
っ
た
︒
こ
う
し
た
轉
奄
が
お
こ
っ
た
の

は
﹁
鎭
墓
獸
が
楚
人
固
:
の
信
仰
・
宗
敎
・
死
生
觀
等
の
具
體
�
表
現
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
︑
木
俑
は
そ
の
形
か
ら
い
っ
て
︑
時
代
と
と
も

に
そ
れ
を
�
容
す
る
人
々
に
よ
っ
て
︑
�
味
を
變
G
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
の
出
來
る
�
g
性
を
も
っ
て
い
た
か
ら
﹂
で
あ
っ
て
︑
後
者
は
そ
の
後

﹁
漢
代
に
隆
盛
を
i
え
る
陶
俑
﹂
の
副
葬
H
俗
へ
と
繫
が
っ
て
い
っ
た
︑
と
氏
は
見
�
す
︒

ま
た
︑﹁
斷
言
は
差
j
え
る
が
﹂
と
'
置
き
し
た
上
で
︑﹁
鎭
墓
獸
に
一
時
0
遲
れ
て
楚
墓
に
登
場
し
た
俑
が
�
初
に
與
え
ら
れ
た
役
割
は

﹁
鎭
墓
神
﹂
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
推
測
す
る
︒
こ
れ
は
︑
鎭
墓
獸
が
本
源
�
に
は
﹁
神

(鎭
墓
神
)
﹂
で
あ
っ
た
と
す
る
陳
l
均
・

院
�
淸
兩
氏
の
見
解
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
︑
か
か
る
理
解
を
補
强
す
る
た
め
に
氏
は
︑
當
初
の
俑
葬
が
�
低
二
點
セ
ッ
ト
の
埋
U
を
原
則
と
し

て
い
た

(つ
ま
り
木
俑
は
鎭
墓
神
の
左
右
に
伺
候
す
る
侍
從
と
し
て
U
れ
ら
れ
た
)
と
强
\
す
る
︒
あ
わ
せ
て
︑
初
0
の
楚
俑
に
つ
い
て
︑
そ
れ
は
立

俑
が


體
で
︑
物
を
捧
げ
持
つ
侍
俑
が
大
n
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
︑
こ
う
し
た
事
實
も
ま
た
如
上
の
推
測
の
例
證
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
︒

さ
て
︑
本
違
の
議
論
は
︑
そ
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
を
見
る
と
︑
漢
代
以
影
の
陶
俑
副
葬
H
俗
が
楚
の
木
俑
埋
U
に
淵
源
し
た
と
見
な
す
こ
と
か

ら
出
發
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
戰
國
時
代
以
'
の
中
原
地
域
で
俑
葬
の
痕
跡
が
未
確
-
の
︑
本
稿
初
出
時
の
狀
況
に
基
づ
い
た
發
想
な
わ
け
だ
が
︑

﹁
解
題
﹂
で
高
村
氏
が
ふ
れ
る
よ
う
に
︑
發
掘
\
査
の
J
展
に
と
も
な
っ
て
︑
今
日
そ
の
'
提
は
o
れ
始
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
小
澤
正
人
﹁
荊

州
地
區
に
お
け
る
楚
俑
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
(﹃
社
會
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
硏
究
﹄
二−

二
︑
二
〇
〇
七
年
)
も
︑
鎭
墓
獸
の
出
土
數
が
增
加
し
て
い

る
た
め
︑
松
崎
氏
の
&
論
に
は
再
檢
討
の
必
�
が
あ
る
と
1
記
す
る
︒

中
國
考
古
學
の
發
展
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
批
S
が
現
れ
る
に
至
っ
た
の
は
︑
そ
の
分
析
の
手
法
か
ら
し
て
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
か

よ
う
な
問
題
點
は
見
�
け
ら
れ
る
も
の
の
︑
そ
れ
で
も
本
違
の
&
說
に
は
な
お
も
傾
聽
す
べ
き
指
摘
が
多
々
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
鎭
墓
獸
の
衰

r
に
竝
行
し
て
︑
各
墓
に
U
れ
ら
れ
る
木
俑
の
數
が
增
え
て
い
る
こ
と
を
確
-
し
た
上
で
︑
こ
の
よ
う
な
俑
數
の
增
大
が
そ
の
種
類
の
多
樣
G

│
│
當
初
は
�
形
上
劃
一
�
な
侍
俑
だ
け
で
あ
っ
た
の
が
︑
司
厨
や
歌
舞
な
ど
︑
仕
事
の
內
容
が
直
感
�
に
う
か
が
え
る
俑
に
細
分
G
し
て
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い
っ
た
│
│

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
變
G
は
﹁
被
葬
者
が
こ
の
世
の
世
界
で
享
�
し
て
い
た
生
活
の
︑
地
下
で
の
再
現
﹂
を

目
指
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
說
く
︒

ま
た
︑
鎭
墓
獸
の
`
滅
と
聯
動
し
た
現
象
と
し
て
︑
武
士
俑

(あ
る
い
は
そ
れ
と
セ
ッ
ト
と
な
る
武
器
)
が
副
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

に
氏
は
1
�
を
促
す
︒
こ
の
點
は
小
澤
'
揭
論
�
も
着
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
︑
小
澤
氏
は
そ
れ
を
墓
の
守
護
者
が
3
替
し
た
こ
と
の
表
れ

と
位
置
づ
け
る
︒
如
上
の
變
G
は
墓
の
守
護
を
呪
 
�
な
鎭
墓
獸
で
は
な
く
︑
實
際
の
人
閒
型
を
し
た
俑
に
託
そ
う
と
︑
人
々
が
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
結
果
で
あ
っ
て
︑
そ
の
背
景
に
は
﹁
墓
葬
內
の
あ
り
方
を
生
'
の
生
活
に
あ
わ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
﹂
が
讀
み
取
れ
る
と
︑
小

澤
氏
は
論
じ
る
︒

こ
こ
で
小
澤
氏
が
い
う
﹁
墓
葬
內
﹂
と
は
︑
楚
墓

(す
な
わ
ち
竪
穴
木
槨
墓
)
の
槨
室
內
を
指
す
が
︑
そ
こ
に
う
か
が
え
る
歷
�
�
な
變
�
に

つ
い
て
︑
松
崎
氏
も
﹁
こ
の
世
G
﹂
と
い
う
表
現
で
そ
の
趨
勢
を
槪
括
す
る
︒
以
下
︑
第
五
違
の
&
論
に
話
題
を
移
そ
う
︒

槨
墓
に
は
︑
閒
仕
切
り
に
よ
っ
て
棺
室
の
周
り
に
﹁
邊
箱
﹂
と
呼
ば
れ
る
收
U
室
が
設
け
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
中
で
鎭
墓
獸
が
安
置
さ
れ
て

い
た
場
&
は
︑
被
葬
者
の
頭
上
に
位
置
す
る
﹁
頭
箱
﹂
で
あ
っ
て

(以
上
の
指
摘
は
第
四
違
第
四
=
に
見
え
る
)
︑
そ
の
狀
態
は
あ
た
か
も
鎭
墓
獸

が
被
葬
者
の
庇
護
者
と
し
て
墓
內
に
君
臨
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
と
︑
氏
は
解
說
す
る
︒
と
こ
ろ
が
や
が
て
頭
箱
は
︑
樣
々
な
膳
が
�
さ
れ
︑

種
々
の
俑
が
傅
く
︑
被
葬
者
の
居
室
へ
と
變
容
し
て
い
く
︒
鎭
墓
獸
は
頭
箱
か
ら
t
放
さ
れ
︑
代
わ
っ
て
被
葬
者
が
そ
こ
の


と
な
っ
た
︒
す

な
わ
ち
﹁
墓
葬
が
完
>
に
被
葬
者
の
世
界
と
な
っ
た
﹂
の
で
あ
り
︑
こ
れ
が
舊
楚
地
に
お
け
る
墓
葬
の
﹁
こ
の
世
G
﹂
で
あ
っ
た
と
松
崎
氏
は

結
論
す
る
の
で
あ
る
︒

本
違
で
は
︑
右
の
よ
う
に
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
漢
初
の
長
沙
馬
王
堆
墓
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
︒
同
墓
に
U
め
ら
れ
て
い
た

﹁
P
策
﹂
(副
葬
品
一
覽
)
の
記
載
と
出
土
品
の
種
類
や
そ
の
安
置
さ
れ
て
い
た
位
置
と
を
照
合
し
な
が
ら
︑
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
同
樣
の

手
法
を
用
い
て
︑
後
に
'
揭
の
小
澤
氏
や
佐
原
康
夫
氏
・
鈴
木
直
美
氏
な
ど
が
優
れ
た
論
考
を
發
表
し
て
お
り
︑
本
違
は
こ
う
し
た
硏
究
の
先

驅
と
い
い
え
る
︒
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馬
王
堆
漢
墓
の
檢
討
を
�
じ
て
氏
は
�
の
よ
う
に
も
営
べ
る
︒
同
墓
は
棺
室
を
中
心
に
四
つ
の
邊
箱
が
�
さ
れ
て
お
り
︑
北
箱

(頭
箱
)
が

墓


の
居
室
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
東
箱
は
厨
u
︑
南
箱
は
日
用
品
の
收
藏
庫
︑
西
箱
は
食
品
の
長
0
貯
藏
庫
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
:
機
�
な
役
割

を
備
え
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
槨
墓
は
︑
墓


の
黃
泉
の
生
活
を
物
�
に

│
│
木
俑
も
U
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
人
�
に
も
│
│

荏
え
る

﹁
館
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑﹁
こ
の
世
﹂
の
そ
れ
を
忠
實
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︑
と
︒
こ
の
よ
う
な
理
解
は
先
の
小
澤
氏
の

見
解
と
相
�
じ
る
︒
小
澤
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
馬
王
堆
漢
墓
の
中
に
も
ま
さ
に
﹁
生
'
の
生
活
に
あ
わ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
﹂
が
讀

み
取
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
趨
勢
を
松
崎
氏
は
﹁
こ
の
世
G
﹂
と
槪
括
す
る
の
で
あ
っ
た
︒

兩
氏
の
硏
究
は
︑
そ
の
結
論
だ
け
を
見
る
と
ほ
ぼ
共
�
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と
も
一
點
︑
大
き
な
$
い
が
看
取
さ
れ
る
︒
そ
れ
は

上
営
の
鎭
墓
獸
を
め
ぐ
る
見
解
に
お
い
て
で
あ
る
︒
松
崎
氏
は
︑
鎭
墓
獸
が
墓
內
か
ら
`
え
た
こ
と
を
以
て
﹁
墓
葬
が
完
>
に
被
葬
者
の
世
界

と
な
っ
た
﹂
こ
と
の
表
れ
と
解
釋
し
︑
か
か
る
變
G
を
舊
楚
地
域
に
お
け
る
﹁
こ
の
世
G
﹂
の
具
體
�
樣
相
と
位
置
づ
け
た
︒
こ
れ
に
對
し
て

小
澤
氏
は
︑
鎭
墓
獸
の
`
滅
を
武
士
俑
の
出
現
に
聯
動
し
た
事
象
で
あ
る
と
見
る
︒
お
そ
ら
く
︑
後
者
の
理
解
が
x
當
で
あ
ろ
う
︒
墓
の
警
護

擔
當
者
は
︑
衣
形
の
靈
�
な
存
在
か
ら
﹁
生
'
の
生
活
﹂
と
同
じ
く
y
用
人
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
︒
こ
う
し
た
解
釋
を
!
者
も
荏
持
し
た
い
︒

さ
て
﹁
解
題
﹂
を
見
る
と
︑
高
村
氏
は
﹁
こ
の
世
G
﹂
と
い
う
表
現
を
﹁
日
常
�
世
界
G
﹂
と
言
い
奄
え
て
い
る
︒﹁
こ
の
世
﹂
は
�
常

﹁
あ
の
世
﹂
の
對
槪
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
︑
松
崎
氏
の
用
法
は
た
ぶ
ん
こ
れ
と
衣
な
る
︒
そ
れ
は
﹁
生
'
に
お
い
て
日
常
�
に
目
に
し
て

き
た
現
實
世
界
﹂
を
�
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
高
村
氏
は
嚴
密
を
0
し
て
﹁
日
常
�
世
界
﹂
な
る
語
に
置
き
奄
え
た
と
思
わ
れ
る
︒

そ
の
﹁
日
常
�
世
界
G
﹂
は
漢
代
に
至
っ
て
一
つ
の
歸
結
を
見
た
︒
こ
の
時
代
に
橫
穴
の
室
墓
が
>
國
�
に


液
と
な
り
︑
墓
>
體
が
地
下

の
9
宅
と
G
し
て
︑﹁
生
'
の
生
活
﹂
を
そ
の
ま
ま
死
後
で
も
繼
續
で
き
る
﹁
日
常
�
世
界
﹂
の
コ
ピ
ー
G
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し

た
趨
勢
の
直
接
�
な
淵
源
と
し
て
そ
れ
ま
で
は
秦
墓

(橫
穴
の
洞
室
墓
)
が
1
目
さ
れ
て
き
た
が
︑
松
崎
氏
は
楚
系
の
竪
穴
槨
墓
に
お
い
て
も

槨
室
內
の
變
G
に
同
樣
の
志
向
が
見
�
け
ら
れ
る
と
論
じ
る
︒
こ
の
指
摘
は
重
�
で
あ
る
︒
で
は
︑
か
か
る
氏
の
見
解
を
ふ
ま
え
て
︑
E
に
時

代
を
s
っ
て
考
え
て
み
よ
う
︒
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た
と
え
ば
殷
代
の
大
型
墓
の
場
合
︑
そ
の
內
部
が
﹁
生
'
の
生
活
﹂
と
は
か
け
離
れ
た
非
﹁
日
常
�
世
界
﹂
と
し
て
築
か
れ
て
い
た
か
と
い

え
ば
︑
お
そ
ら
く
そ
う
と
は
斷
言
で
き
ま
い
︒
多
數
の
殉
死
者
も
︑
ま
た
あ
ま
た
の
靑
銅
製
禮
器
も
︑
被
葬
者
で
あ
る
王
が
墓
中

(な
い
し
は

死
後
世
界
)
で
生
'
と
同
じ
日
常
生
活
を
お
く
れ
る
よ
う
願
っ
て
︑
埋
U
さ
れ
た
に
$
い
な
い
︒
副
葬
さ
れ
た
靑
銅
器
が
墓


の
日
用
品
で

あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
︒
戰
國
か
ら
秦
漢
時
代
の
墓
葬
の
變
G
を
﹁
日
常
�
世
界
G
﹂
と
稱
す
る
た
め
に
は
︑
春
秋
以
'
の
狀
況

が
そ
れ
と
衣
な
る
こ
と
を
證
�
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
だ
が
︑
そ
れ
を
歸
U
で
き
る
事
例
は
本
當
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒

實
は
そ
の
よ
う
な
墓
の
實
例
と
し
て
か
つ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
が
︑
ほ
か
で
も
な
い
︑
馬
王
堆
漢
墓
で
あ
っ
た
︒
~
口
隆
康
﹃
古
代

中
國
を
發
掘
す
る

│
│
馬
王
堆
︑
滿
城
他
│
│
﹄
(
怨
潮
社
・
一
九
七
五
年
)
は
同
墓
を
例
に
︑
殷
代
以
來


液
で
あ
っ
た
竪
穴
木
槨
墓
は

﹁
死
者
を
地
下
に
埋
め
て
︑
と
じ
こ
め
る
だ
け
の
も
の
﹂
(二
五
四
頁
)
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
が
單
な
る
﹁
埋
め
こ
む
穴
﹂
(同
頁
)
で
な
く
︑
生
者

と
同
じ
よ
う
な
生
活
を
す
る
死
者
の
9
居
に
變
わ
る
の
は
︑
橫
穴
室
墓
の
出
現
に
至
っ
て
か
ら
だ
と
說
い
た
︒
し
か
し
︑
馬
王
堆
漢
墓
が
た
だ

死
者
を
封
鎭
す
る
た
め
に
の
み
築
か
れ
た
地
下
施
設
で
な
い
こ
と
は
︑
松
崎
氏
の
&
論
か
ら
も
は
や
�
ら
か
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
︑
漢
墓
に
至

る
如
上
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
墨
守
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
馬
王
堆
漢
墓
に
代
わ
る
怨
た
な
﹁
始
點
﹂
を
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
い

ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
漢
墓
以
'
﹂
に
關
す
る
園
底
�
な
再
檢
討
は
今
後
の
大
き
な
課
題
と
い
え
よ
う
︒

四

す
で
に
こ
こ
ま
で
で
か
な
り
の
紙
幅
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
︒
驅
け
足
で
殘
り
の
四
違
を
紹
介
し
よ
う
︒
以
下
で
も
順
番
を
入
れ
替
え
て
︑

先
に
第
九
違
と
第
十
違
を
取
り
上
げ
る
︒

こ
の
兩
違
は
︑
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
家
族
�
に
あ
た
る
︒
そ
の
初
出
年
�
を
確
-
す
る
と
︑
第
九
違
は
第
一
違
に
�
ぎ
︑
本
書
の
論
考
の
中

で
は
初
0
の
も
の
に
屬
す
︒
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
一
聯
の
タ
ー
ム

│
│
｢同
居
﹂﹁
室
人
﹂﹁
家
人
﹂﹁
家
罪
﹂﹁
非
公
室
吿
｣
│
│

は
︑

睡
虎
地
秦
鯵
の
公
表
後
︑
硏
究
者
の
1
目
を
集
め
た
法
制
用
語
ば
か
り
で
︑
松
崎
氏
も
こ
う
し
た
槪
念
の
解
�
に
取
り
組
ん
だ
第
一
世
代
の
一
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員
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
同
じ
く
第
一
世
代
の
論
者
と
し
て
は
︑
古
賀
登
・
佐
竹
靖
彥
・
好
竝
隆
司
・
太
田
幸
男
・
冨
谷
至
・
堀
敏
一
・
岡
田
功

の
諸
氏
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
よ
う
︒
そ
の
後
︑﹁
二
年
律
令
﹂
(張
家
山
漢
鯵
)
の
公
開
に
刺
激
さ
れ
て
︑
我
が
國
で
は
鷲
尾
祐
子
・
鈴
木
直
美
・

劉
欣
寧
の
三
氏
な
ど
が
論
考
を
發
表
さ
れ
て
い
る
︒
�
@
で
は
︑
多
田
�
希
子
氏
の
專
論
も
あ
る
︒

第
九
違
で
は
︑
如
上
の
用
語
を
檢
討
す
る
以
外
に
︑﹁
法
律
答
問
﹂﹁
封
診
式
﹂﹁
	
年
記
﹂
に
分
析
を
加
え
て
︑
睡
虎
地
秦
鯵
に
う
か
が
え

る
家
族
形
態
に
つ
い
て
も
論
じ
る
︒
考
察
の
結
果
︑
こ
の
三
�
書
の
示
す
家
族
は
夫
妻
と
そ
の
子
か
ら
な
る
單
婚
家
族
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
︑

こ
れ
が
當
時
の
一
般
�
な
家
族
形
態
で
あ
っ
た
と
說
く
︒
ま
た
︑﹁
同
居
﹂﹁
家
人
﹂﹁
室
人
﹂
の
語
に
關
し
て
︑﹁
同
居
﹂﹁
家
人
﹂
の
兩
語
は

同
じ
實
體
を
指
し
て
お
り
︑
'
者
は
本
來
動
詞
�
表
現
と
し
て
︑
後
者
は
名
詞
�
表
現
と
し
て
︑
奴
婢
を
も
そ
の
中
に
含
む
﹁
家
族
﹂
を
表
し

て
い
た
︒
一
方
︑﹁
室
人
﹂
は
︑
そ
こ
か
ら
奴
婢
を
差
し
引
い
た
﹁
血
緣
と
し
て
の
家
族
﹂
を
�
味
す
る
呼
稱
で
あ
っ
た
と
営
べ
る
︒
續
く
第

十
違
は
︑
堀
敏
一
氏
の
批
S
を
�
け
て
﹁
非
公
室
吿
﹂﹁
家
罪
﹂
の
兩
言
を
再
考
し
た
も
の
︒
い
ず
れ
も
父−

子

(

人−

奴
隸
)
閒
の
﹁
殺
・

傷
・
盜
﹂
に
關
す
る
犯
罪
で
︑
子

(奴
隸
)
に
よ
る
吿
訴
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
︑﹁
非
公
室
吿
﹂
に
屬
す
る
犯
罪
の
一
部
が
﹁
家
罪
﹂
で
あ
っ

た
と
︑
氏
は
論
じ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
睡
虎
地
秦
鯵
中
の
用
語
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
直
美
氏
が
﹁
解
題
﹂
で
正
し
く
解
說
す
る
よ
う
に
︑
今
な
お
盤
石
の
定
義
を
見

て
い
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
金
燁
﹁︽
秦
鯵
︾
&
見
之
〝
非
公
室
吿
〟
與
〝
家
罪
〟﹂
(﹃
中
國
�
硏
究
﹄
一
九
九
四
年
一
0
)
は
︑﹁
家
罪
﹂
を
妻
子
の

緣
坐
な
ど
に
關
わ
る
語
と
解
釋
し
︑
こ
れ
を
吿
發
の
�
理
・
不
�
理
に
關
わ
る
非
公
室
吿
と
區
別
す
べ
き
こ
と
を


張
す
る
︒
兩
語
を
同
一
の

槪
念
と
理
解
す
る
松
崎
氏
と
は
︑
>
く
好
對
照
な
�
見
と
い
え
よ
う
︒
現
在
提
示
さ
れ
て
い
る
見
解
の
う
ち
︑
ど
れ
が
正
し
い
か
は
︑
將
來
の

硏
究
に
そ
の
S
斷
を
委
ね
る
し
か
な
い
︒

�
後
に
第
七
違
と
第
八
違
︒
と
も
に
睡
虎
地
秦
鯵
中
の
秦
律
規
定
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
︒
第
七
違
は
︑
'
違
の
第
六
違
と
同
じ
く
漆
器

を
c
っ
た
論
考
で
あ
る
が
︑
モ
ノ
を
對
象
に
考
古
學
�
な
考
察
を
行
う
六
違
に
對
し
て
︑
本
違
で
は
律
�
の
解
釋
を
め
ぐ
る
�
獻
�
學
�
な
硏

究
が
展
開
さ
れ
る
︒
具
體
�
に
は
﹁
效
律
﹂
中
に
見
え
る
﹁
㳉
﹂
字
の
檢
討
を
中
心
に
議
論
が
J
め
ら
れ
る
︒
こ
の
字
は
漆
塗
り
の
�
<
工
D
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を
�
味
す
る
語
で
︑
下
塗
り

(
�
初
の
工
D
)
の
�
で
あ
る
﹁
髹
﹂
字
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
︑﹁
髹
㳉
﹂
(
漆
塗
る
)
と
い
う
熟
語
を
形
成
し
た
︒

そ
の
具
體
�
な
工
D
と
は
︑
一
定
の
濕
度
・
溫
度
を
保
っ
た
空
閒

(﹁
蔭
室
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
設
備
)
に
入
れ
て
漆
器
を
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
で

あ
っ
た
︑
と
氏
は
推
定
す
る
︒

こ
う
し
た
解
釋
に
つ
い
て
﹁
解
題
﹂
(高
村
氏
)
は
當
否
の
S
斷
を
保
留
す
る
︒
當
然
!
者
に
も
そ
の
能
力
は
な
い
︒
こ
れ
も
ま
た
後
の
硏

究
に
0
待
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑﹁
效
律
﹂
の
一
條
﹁
馬
牛
#
職

(識
)
耳
︑
O
物
之
不
能
相
易
者
︑
貲
官
嗇
夫
一
盾
﹂
(四
四
鯵
)

に
關
し
て
︑
本
違
で
氏
は
﹁
O
﹂
字
を
動
詞
と
見
な
し
て
讀
み
解
く
が
︑
こ
の
字
は
接
續
詞
で
あ
っ
て
︑﹁
馬
牛
#
識
耳
﹂
(馬
牛
に
標
識
番
號

を
捺
し
#
っ
た
場
合
)
と
﹁
物
之
不
能
相
易
﹂
(訂
正
措
置
を
施
せ
な
い
物
品
に
標
識
番
號
を
捺
し
#
っ
た
場
合
)
の
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解

す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

第
八
違
で
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
に
見
え
る
馬
牛
管
理
に
關
す
る
規
定
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
後
︑
E
に
龍
崗
秦
鯵
中
の
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
︒

本
違
で
興
味
深
い
の
は
︑
國
家
に
よ
る
﹁
死
馬
牛
の
處
理
策
に
︑
肉
を
含
め
た
固
體
利
用
へ
の
强
い
�
志
﹂
が
感
じ
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
點
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
發
想
は
︑
漢
代
に
お
い
て
男
子
に
民
�
が
賜
與
さ
れ
る
際
に
女
子
に
對
し
て
は
﹁
百
戶
ご
と
に
牛
酒
﹂
が
下
賜
さ
れ

て
い
た
こ
と
︑
す
な
わ
ち
當
時
國
家
に
は
膨
大
な
數
の
牛
を
確
保
す
る
必
�
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
想
定
に
基
づ
く
︒
氏
が
着
目
す
る
民
�

關
聯
の
ほ
か
に
も
︑﹃
�
記
﹄﹃
漢
書
﹄﹃
後
漢
書
﹄
を
繙
く
と
︑
三
老
へ
の
給
付
︑
ま
た
伏
日
や
臘
日
な
ど
に
お
け
る
官
員
へ
の
惠
賜
︑
な
ど

と
い
っ
た
事
例
が
確
-
で
き
る
︒
か
か
る
定
0
�
・
臨
時
�
な
下
賜
の
た
め
に
食
肉

(つ
ま
り
荏
給
品
の
現
物
)
の
供
給
源
を
準
備
し
て
い
た
こ

と
が
︑
秦
漢
B
國
の
一
特
R
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
氏
の
指
摘
は
そ
う
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒

さ
て
以
上
︑
當
を
え
な
い
紹
介
を
重
ね
た
︒
�
中
差
し
挾
ん
だ
私
見
も
︑
見
當
$
い
の
#
解
ば
か
り
で
あ
ろ
う
︒
松
崎
氏
が
復
歸
さ
れ
︑
本

書
!
の
非
が
�
一
�
ら
か
に
な
る
こ
と
を
︑
今
は
唯
々
恐
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
︒

二
〇
一
七
年
四
�

東
京

�
古
書
院

二
二
糎

二+

二
五
一+

九
頁

八
︑
〇
〇
〇
圓+

稅
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