
書

�

永
田
英
正

著

漢
代
�
硏
究

�

山

�

一

本
書
は
一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
居
�
漢
鯵
の
硏
究
﹄
(以
下
﹁
	
著
﹂
と
呼
ぶ
)
に
續
く
永
田
英
正
氏
の
論
集
で
あ
る
︒
�
體
は
第

Ⅰ
・
Ⅱ
部
と
附
�
に
分
か
れ
︑
計
一
八
�
の
論
考
が
收
錄
さ
れ
る
︒
	
著
と
本
書
の
二
册
に
よ
っ
て
︑
著
者
の
學
�
�
な
�
違
は
ほ
と
ん
ど
が

網
羅
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
�
世
紀
に
�
ぶ
永
田
氏
の
漢
代
�
硏
究
は
︑
こ
こ
に
�
容
を
展
�
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︒
書
�
で
は
︑

ま
ず
慣
例
に
從
っ
て
各
違
の
內
容
を
紹
介
し
︑
つ
い
で
論
點
を
三
つ
�
ん
で
論
�
を
加
え
て
み
た
い
︒
大
册
ゆ
え
に
︑
紹
介
に
や
や
紙
幅
を
費

や
す
こ
と
に
な
る
︒
煩
を
�
け
る
た
め
︑
以
下
の
�
中
で
は
敬
語
�
表
現
を
一
切
用
い
な
い
︒

第
Ⅰ
部
﹁
政
治
制
度
�

﹂
に
は
五
�
の
論
�
が
含
ま
れ
る
︒
す
べ
て
正
�
を
中
心
と
す
る
傳
世
�
獻
を
用
い
た
硏
究
で
あ
り
︑
ま
た
第
五
違

を
除
く
各
違
は
	
著
の
刊
行
	
に
發
表
さ
れ
て
い
る
︒
參
考
の
た
め
各
違
の
題
名
の
下
に
初
出
の
年
を
添
え
て
お
く
︒

― 158 ―

388



第
一
違
﹁
漢
代
人
頭
稅
の
�
壞
�
�

︱
︱
特
に
算
賦
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
(
一
九
六
〇
年
)
は
︑
修
士
論
�
に
も
と
づ
く
論
考
で
あ
り
︑

著
者
の
漢
代
�
硏
究
の
原
點
と
い
え
る
︒
漢
の
人
頭
稅

(算
賦
)
は
古
代
の
軍
賦
の
系
�
を
引
く
錢
�
課
稅
で
︑
�
收
の
た
め
に
は
鄕
里
制
と

名
籍
の
完
備
が
不
可
缺
の
條
件
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
後
漢
の
中
�
以
影
︑
液
民
の
發
生
に
よ
り
鄕
里
制
が
�
壞
し
︑
さ
ら
に
特
權
階
 
の
手
中

に
貨
!
が
蓄
積
さ
れ
て
︑
�
稅
"
擔
者
で
あ
る
農
民
は
借
金
の
た
め
に
困
窮
・
沒
落
す
る
に
至
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
#
國
を
維
持
す
る

た
め
に
は
︑
人
頭
稅
�
收
を
强
行
し
て
い
く
必
%
が
あ
っ
た
が
︑﹁
强
行
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
⁝
⁝
一
層
農
民
は
國
家
權
力
か
ら
離
れ
て
豪
族
大

土
地
の
勢
力
の
下
に
隸
屬
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
︑
皮
肉
な
結
果
を
生
じ
た
の
で
あ
る
﹂
(
二
四
頁
)
︒

第
二
違
﹁
後
漢
の
三
公
に
み
ら
れ
る
'
家
と
出
自
に
つ
い
て
﹂
(一
九
六
五
年
)
は
︑
表
題
の
(
り
︑
後
漢
時
代
に
三
公
に
就
任
し
た
人
物
に

つ
い
て
︑
そ
の
'
家
の
方
法
と
出
身
階
層
を
分
析
・
檢
討
し
た
違
で
あ
る
︒
�
高
 
官
僚
で
あ
る
三
公
に
至
る
に
は
︑
孝
廉
に
擧
げ
ら
れ
郞
中

に
除
せ
ら
れ
る
こ
と
を
(
例
と
し
た
が
︑
郞
の
身
分
が
不
安
定
で
あ
っ
た
た
め
︑
や
が
て
確
實
な
昇
+
の
,
と
し
て
辟
召
・
�
召
が
多
く
�
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︒
辟
召
・
�
召
を
-
け
る
場
合
に
.
利
で
あ
る
と
い
う
點
で
︑
孝
廉
の
存
在
價
値
は
依
然
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も

の
の
︑
被
�
擧
者
は
/
第
に
政
治
�
・
社
會
�
.
力
者
に
よ
っ
て
獨
占
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
か
く
し
て
孝
廉
の
�
擧
制
度
は
︑﹁
制
定
さ
れ

た
當
初
の
1
圖
⁝
⁝
と
は
�
く
相
い
反
し
︑
か
え
っ
て
官
2
の
世
襲
3
と
豪
族
の
官
僚
3
を
ま
す
ま
す
促
+
す
る
結
果
と
な
っ
た
﹂
(五
六
頁
)
︒

第
三
違
﹁
漢
代
の
�
擧
と
官
僚
階
 
﹂
(一
九
七
〇
年
)
は
︑
官
僚
�
拔
の
方
法
と
實
態
を
	
漢
と
後
漢
の
對
比
に
よ
っ
て
解
�
し
た
論
考
で

あ
り
︑
	
違
の
續
�
と
い
え
る
︒
結
論
に
あ
た
る
�
違
を
摘
記
す
る
な
ら
︑
/
の
(
り
に
な
る
だ
ろ
う
︒
	
漢
の
�
擧
の
效
用
と
1
義
は
︑
官

僚
層
の
固
定
3
に
は
た
ら
く
任
子
法
の
盛
行
す
る
中
に
あ
っ
て
︑﹁
庶
民
を
4
い
あ
げ
る
一
種
の
ポ
ン
プ
の
役
を
果
た
し
︑
そ
の
固
定
3
を
防

い
だ
點
に
﹂
(九
六
頁
)
あ
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
後
漢
に
な
る
と
︑﹁
�
擧
は
む
し
ろ
任
子
法
3
し
て
兩
者
の
閒
に
ほ
と
ん
ど
區
別
が
つ
か
な
く

な
り
︑
庶
民
の
+
出
は
大
幅
に
制
6
さ
れ
て
再
び
官
僚
層
の
固
定
3
を
促
す
よ
う
に
な
っ
た
﹂
(
同
頁
)
︒
兩
漢
の
�
擧
を
比
べ
て
み
れ
ば
︑

﹁
	
漢
は
7
士
弟
子
員
や
廉
2
や
茂
才
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ば
賢
才
8
義
で
あ
り
能
力
8
義
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
︑
後
漢
の

場
合
は
孝
廉
に
よ
る
門
閥
8
義
で
あ
っ
た
と
言
え
る
﹂
(一
〇
七
頁
)
︒
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第
四
違
﹁
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
﹂
(一
九
七
二
年
)
は
︑﹁
皇
#
と
官
僚
と
が
接
觸
し
ま
た
對
決
す
る
︑
い
わ
ば
兩
者
の
接
點
﹂
(
一
一
三
頁
)

と
し
て
の
集
議
を
と
り
あ
げ
る
︒
漢
代
に
お
い
て
國
政
の
基
本
方
針
の
決
定
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
集
議
す
な
わ
ち
皇
#
と
官
僚
と
の
協
議
を
經
る

円
	
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
多
數
者
か
ら
1
見
を
聽
取
す
る
こ
と
で
政
治
に
中
,
を
得
る
と
い
う
理
念
に
基
づ
く
が
︑
召
集
權
は
皇
#
に
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
︑
あ
く
ま
で
も
諮
問
機
關
と
し
て
機
能
し
て
お
り
︑
そ
の
結
果
に
皇
#
が
束
9
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
	
漢
末
�
に
:
づ

く
と
︑
王
厭
の
簒
奪
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
集
議
と
り
わ
け
群
臣
に
よ
る
協
議
と
し
て
の
廷
議
を
惡
用
す
る
;
<
が
現
れ
る
︒
そ
れ
は
﹁
�
議

の
權
威
を
失
=
せ
し
め
︑
廷
議
を
形
骸
3
せ
し
め
る
も
の
だ
っ
た
が
︑
こ
の
こ
と
は
ま
た
	
漢
末
の
尙
書
を
中
心
と
す
る
皇
#
側
:
の
權
力
の

伸
長
と
密
接
な
關
係
が
あ
っ
た
﹂
(一
四
五
～
一
四
六
頁
)
︒

第
五
違
﹁
中
國
古
代
に
お
け
る
�
官
優
位
制
に
つ
い
て
﹂
(一
九
九
六
年
)
は
︑
日
本
歷
�
學
協
會
に
お
け
る
@
演
の
記
錄
で
あ
る
︒
漢
代
に

お
い
て
は
︑
官
秩
の
上
で
武
官
が
一
貫
し
て
�
官
の
下
位
に
置
か
れ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
�
官
優
位
の
制
度
は
︑﹁
中
國
に
お
け
る
一
種
の
シ

ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
﹂
(一
六
八
頁
)
と
も
い
え
よ
う
が
︑
著
者
に
從
え
ば
そ
の
始
ま
り
は
︑
政
治
に
敎
養
を
重
視
す
る
董
仲
舒
の
8
張

が
C
用
さ
れ
︑
ま
た
怨
た
な
曆
法
の
制
定
と
大
幅
な
官
名
改
稱
の
行
わ
れ
た
武
#
時
代
と
考
え
る
の
が
E
當
で
あ
る
と
い
う
︒

第
Ⅱ
部
﹁
出
土
�
字
�

料
�

﹂
は
︑
一
〇
�
の
論
�
か
ら
成
っ
て
い
る
︒
一
�
が
石
刻
を
G
う
以
外
︑
す
べ
て
漢
鯵
に
關
す
る
論
考
で
あ
り
︑

う
ち
二
�
は
	
著
の
刊
行
	
︑
七
�
は
刊
行
後
の
發
表
で
あ
る
︒

第
一
違
﹁
怨
居
�
漢
鯵
の
槪
觀
﹂
(一
九
九
三
年
)
は
︑
一
九
七
二
年
か
ら
七
四
年
に
か
け
て
甘
肅
居
�
考
古
I
が
エ
チ
ナ
河
液
域
の
漢
代
烽

燧
址
か
ら
發
掘
し
た
漢
鯵
の
槪
觀
で
あ
る
︒
甲
渠
候
官
J
址
の
發
掘
鯵
の
う
ち
︑
塢
お
よ
び
そ
の
周
邊
か
ら
出
土
し
た
鯵
が
何
ら
か
の
原
因
で

散
亂
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
に
對
し
︑
塢
東
の
灰
堆
か
ら
の
出
土
鯵
は
1
識
�
に
廢
棄
さ
れ
た
ま
と
ま
り
を
示
し
︑﹁
相
互
に
關
係
の
あ

る
鯵
牘
を
見
出
す
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
こ
と
を
豫
測
せ
し
め
る
﹂
(一
八
四
頁
)
︒
圖
版
册
が
刊
行
さ
れ
る
以
	
の
�
違
で
あ
る
が
︑
傾
聽
に

値
す
る
指
摘
と
い
え
る
︒
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第
二
違
﹁
怨
居
�
漢
鯵
中
の
若
干
の
册
書
に
つ
い
て
﹂
(一
九
八
〇
年
)
は
︑
怨
居
�
漢
鯵
の
中
か
ら
︑
①
橐
他
莫
當
燧
守
御
器
N
︑
②
勞

邊
O
者
�
界
中
費
︑
③
居
�
令
移
甲
渠
2
�
補
牒
の
三
(
の
册
書

(た
だ
し
P
綴
の
紐
が
の
こ
る
の
は
②
の
み
)
を
�
び
考
察
を
加
え
る
︒﹃
�

物
﹄
誌
上
に
鯵
報
と
寫
眞
が
公
表
さ
れ
た
段
階
で
の
執
筆
で
あ
り
︑﹁
補
記
﹂
に
見
る
(
り
︑
今
日
で
は
改
訂
す
べ
き
部
分
も
あ
る
が
︑
Q
水

都
尉
府
に
宛
て
た
①
が
な
ぜ
金
關
址
か
ら
出
土
し
た
の
か
と
い
っ
た
疑
問
は
︑
い
ま
だ
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
︒

第
三
違
﹁
甲
渠
塞
第
四
燧
出
土
鯵
の
分
析
﹂
(一
九
九
三
年
)
は
︑
保
都
格
J
址

(
P
1
)
出
土
の
鯵
牘
中
に
第
四
燧
お
よ
び
第
四
候
長
に
關

す
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
根
據
に
︑
P
1
が
甲
渠
第
四
燧
址
で
あ
り
︑
燧
長
と
と
も
に
第
四
候
長
が
S
屯
し
て
い
た
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
︒

﹁
特
定
の
燧
に
燧
長
と
候
長
が
同
居
し
て
い
た
﹂
(米
田
賢
/
郞
)
︑﹁
部
の
管
T
す
る
數
燧
の
一
つ
が
部
の
治
U
と
な
る
﹂
(陳
夢
家
)
︑
と
い
っ
た

舊
居
�
漢
鯵
に
も
と
づ
く
假
說
は
︑
怨
居
�
漢
鯵
に
よ
っ
て
證
�
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
︒

第
四
違
﹁﹁
候
�
廣
德
坐
罪
行
罰
﹂
檄
に
つ
い
て

︱
︱
X
ね
て
候
�
の
職
掌
を
論
ず
︱
︱
﹂
(
一
九
九
〇
年
)
は
︑﹁
候
�
廣
德
坐
罪
行
罰
﹂

檄
と
(
稱
さ
れ
る
鯵
牘
を
も
と
に
︑
候
�
の
職
掌
と
責
務
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
こ
の
鯵
牘
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
書
記
を
本
務
と
す
る
は
ず
の
候

�
が
︑
諸
燧
の
備
品
不
備
の
責
任
を
問
わ
れ
處
罰
さ
れ
て
い
る
︒
責
任
者
で
あ
る
候
長
で
は
な
く
候
�
が
問
責
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
候
長
が

不
在
か
或
は
空
席
で
彼
が
候
長
の
職
務
を
代
行
し
て
い
た
た
め
か
︑
さ
も
な
け
れ
ば
候
長
と
聯
帶
責
任
を
問
わ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
﹂
(二
四

五
頁
)
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
著
者
の
推
測
で
あ
る
︒

第
五
違
﹁
禮
忠
鯵
と
徐
宗
鯵
硏
究
の
展
開

︱
︱
居
�
怨
鯵
の
發
見
を
契
機
と
し
て
︱
︱
﹂
(
二
〇
〇
一
年
)
は
︑
一
九
六
九
年
に
發
表
さ
れ

た
﹁
禮
忠
鯵
と
徐
宗
鯵
に
つ
い
て

︱
︱
[
中
氏
の
算
賦
申
吿
書
說
の
再
檢
討
︱
︱
﹂
(
	
著
U
收
)
の
續
�
で
あ
る
︒
	
稿
で
著
者
は
[
中
苓

/
の
說
を
批
]
し
︑
禮
忠
鯵
・
徐
宗
鯵
と
呼
ば
れ
る
二
枚
の
鯵
牘
が
﹁
邊
境
2
卒
の
身
上
書
の
一
種
﹂
で
あ
る
と
の
假
說
を
唱
え
た
︒
怨
居
�

漢
鯵
の
表
題
鯵
に
﹁
纍
重
訾
直
官
N
﹂
(妻
子
家
族
と
_
產
お
よ
び
そ
の
價
額
を
記
し
た
個
人
の
記
錄
N
)
と
見
え
て
い
る
の
は
︑
ま
さ
し
く
そ
う
し

た
身
上
書
を
指
す
に
相
a
な
く
︑
舊
稿
で
の
假
說
が
裏
附
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
身
上
書
に
_
產
を
記
す
必
%
が
あ
っ
た
の
は
︑
一
定
の
_

產
を
.
す
る
こ
と
が
2
の
任
用
_
格
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
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第
六
違
﹁
江
蘇
尹
灣
漢
墓
出
土
鯵
に
つ
い
て
の
考
察

︱
︱
と
く
に
﹁
集
N
﹂
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
(
二
〇
〇
〇
年
)
は
︑
尹
灣
六
號
漢
墓

出
土
の
鯵
牘
類
を
槪
觀
し
た
の
ち
︑﹁
集
N
﹂
と
題
さ
れ
た
一
號
牘
を
取
り
上
げ
て
檢
討
を
加
え
︑
そ
れ
が
二
號
牘
の
﹁
2
員
N
﹂
と
表
裏
一

體
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
種
類
の
衣
な
る
複
數
の
N
書
を
作
成
し
︑
相
互
に
照
合
し
て
精
確
を
�
す
こ
と
は
︑﹁
漢

代
の
N
書
作
成
上
の
一
つ
の
大
き
な
特
�
で
あ
っ
た
﹂
(二
九
四
頁
)
︒
本
木
牘
の
發
見
に
よ
り
︑
縣
の
提
出
し
た
計
N
が
郡
で
ど
の
よ
う
に
整

理
集
計
さ
れ
た
か
を
知
り
え
た
こ
と
は
︑
上
計
制
度
の
末
端
を
解
�
し
た
	
著
の
成
果
を
補
完
す
る
と
い
う
1
義
が
あ
る
︒
本
違
は
本
書
の
中

で
唯
一
︑
墓
葬
出
土
の
鯵
牘
を
對
象
と
し
た
論
考
で
あ
り
︑
考
察
は
さ
ら
に
官
�
書
副
葬
の
理
由
に
も
�
ん
で
い
る
が
︑
こ
の
問
題
は
�
者
の

1
見
と
あ
わ
せ
て
後
段
で
詳
営
し
た
い
︒

第
七
違
﹁
居
�
漢
鯵
に
見
え
る
卒
家
族
廩
名
籍
に
つ
い
て
﹂
(二
〇
一
〇
年
)
は
︑
戍
卒
の
家
族
に
對
す
る
食
糧
荏
給
N
を
整
理
し
て
︑
戍
卒

の
本
來
勤
務
す
る
烽
燧
に
同
居
す
る
家
族
に
荏
給
さ
れ
た
﹁
見
署
用
穀
﹂
と
︑
戍
卒
の
出
張
先
の
烽
燧
に
同
居
す
る
家
族
に
荏
給
さ
れ
た
﹁
居

署
用
穀
﹂
の
二
形
式
が
存
在
す
る
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
︒
こ
う
し
た
家
族
は
戍
卒
が
內
郡
か
ら
隨
g
し
て
來
た
と
い
う
よ
り
も
︑
邊
境
勤
務

に
就
い
て
の
ち
現
地
の
女
性
と
結
婚
し
た
結
果
と
見
る
の
が
穩
當
で
あ
り
︑
名
籍
に
﹁
見
署
﹂﹁
居
署
﹂
と
記
さ
れ
る
(
り
︑
烽
燧
內
に
居
h

し
た
︒
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
時
�
は
︑
漢
と
匈
奴
が
和
[
關
係
に
あ
っ
た
紀
元
	
五
一
年
か
ら
紀
元
後
八
年
ま
で
の
6
六
〇
年
閒
で
あ
ろ
う

と
い
う
の
が
著
者
の
推
測
で
あ
る
︒

第
八
違
﹁
鯵
牘
の
古
�
書
學
﹂
(一
九
九
六
年
)
は
︑
著
者
が
	
著
で
展
開
し
た
鯵
牘
の
古
�
書
學
�
硏
究
の
解
說
で
あ
る
︒
N
籍
鯵
牘
は
た

と
え
斷
片
で
あ
っ
て
も
古
�
書
學
で
言
う
と
こ
ろ
の
�
書
で
あ
っ
た
こ
と
︑
候
官
が
行
政
�
書
を
作
成
す
る
�
末
端
機
關
で
あ
っ
た
こ
と
︑
民

政
機
關
で
あ
る
縣
も
ま
た
同
樣
に
行
政
�
書
作
成
の
�
末
端
機
關
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
︑
古
�
書
學
�
硏
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
i
識
が
確
i
さ
れ
る
︒

第
九
違
﹁
圖
書
︑
�
書
﹂
(一
九
七
七
年
)
と
第
一
〇
違
﹁
漢
代
の
石
刻
﹂
(一
九
九
四
年
)
は
各
々
︑
鯵
牘
と
石
刻
に
つ
い
て
の
槪
論
で
あ
る
︒

	
者
は
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
U
の
共
同
硏
究
報
吿
書
﹃
漢
代
の
�
物
﹄
の
﹁
書
契
﹂
と
題
す
る
一
違
を
︑﹁
�
j
具
﹂
の
部
分
を
除
い
て
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獨
立
さ
せ
た
も
の
︒
本
書
﹁
序
�
﹂
に
﹁
王
國
維
の
﹁
鯵
牘
檢
署
考
﹂
の
現
代
版
を
目
指
し
て
執
筆
し
た
﹂
(
x
v
iii
頁
)
と
営
べ
ら
れ
る
(
り
︑

漢
鯵
�
般
に
つ
い
て
の
槪
觀
を
提
供
し
て
い
る
︒
後
者
は
同
じ
く
人
�
硏
共
同
硏
究
の
報
吿
書
﹃
漢
代
石
刻
集
成
﹄
の
總
論
と
し
て
執
筆
さ
れ

た
︒
石
刻
の
時
代
別
・
地
域
別
分
布
や
形
狀
・
內
容
の
み
な
ら
ず
︑
立
石
の
動
機
と
時
代
の
風
潮
と
の
關
係
な
ど
に
つ
い
て
も
︑
關
聯
�
獻
の

涉
獵
を
も
と
に
論
�
さ
れ
て
い
る
︒

附
�

に
は
︑
1
﹁
き
れ
い
な
木
鯵

汚
い
木
鯵
﹂
(二
〇
〇
四
年
)
︑
2
﹁
鯵
牘
硏
究
事
始
の
記
﹂
(二
〇
〇
四
年
)
︑
3
﹁
續

鯵
牘
硏
究
事
始

の
記
﹂
(二
〇
一
一
年
)
の
三
�
が
含
ま
れ
る
︒
1
は
大
庭
脩
p
悼
記
念
@
座
に
お
け
る
@
演
記
錄
で
︑
大
庭
・
永
田
兩
者
の
鯵
牘
硏
究
を
對
比

し
て
︑
た
が
い
に
﹁
棲
み
分
け
の
よ
う
な
も
の
﹂
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒
2
・
3
は
表
題
の
(
り
︑
著
者
が
た
ど
っ
た
居
�
漢
鯵
硏
究
の
步

み
を
囘
r
し
た
�
違
で
あ
り
︑
日
本
に
お
け
る
鯵
牘
硏
究
�
を
跡
附
け
る
上
で
_
料
�
價
値
を
.
す
る
︒

二

｢序
�
﹂
に
営
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
第
Ⅰ
部
第
一
違
﹁
漢
代
人
頭
稅
の
�
壞
�
�
﹂
の
論
�
は
︑﹁
後
の
﹁
禮
忠
鯵
︑
徐
宗
鯵
﹂
硏
究
や

﹁
鳳
凰
山
十
號
漢
墓
﹂
硏
究

(以
上
は
	
著
﹃
居
t
漢
鯵
の
硏
究
﹄
U
收
)
︑
さ
ら
に
は
本
書
の
﹁
尹
灣
漢
墓
出
土
鯵
﹂
硏
究
な
ど
の
諸
硏
究
の
出

發
點
﹂
(
x
iii
頁
)
で
あ
る
と
い
う
︒
確
か
に
こ
れ
ら
の
論
考
は
︑
國
家
に
よ
る
"
擔
課
�
を
對
象
と
し
て
い
る
點
で
︑
同
じ
系
列
の
硏
究
と
い

え
る
︒
し
か
し
他
方
で
︑
第
一
違
の
%
點
が
﹁
錢
�
を
円
	
と
す
る
人
頭
稅
を
現
實
に
は
�
收
不
可
能
な
狀
態
に
p
い
u
み
な
が
ら
も
�
收
し

續
け
た
と
こ
ろ
に
漢
王
v
の
特
質
を
見
出
そ
う
と
し
た
﹂
(同
	
頁
)
と
說
か
れ
る
こ
と
も
w
目
さ
れ
る
︒
#
國
を
荏
え
た
諸
制
度
が
や
が
て

�
壞
の
%
因
に
轉
3
す
る
と
い
う
i
識
は
︑
	
x
で
の
%
6
に
見
る
(
り
︑
第
Ⅰ
部
の
他
の
諸
�
に
も
共
(
し
て
い
る
︒
著
者
の
漢
代
�
硏
究

は
︑
�
體
を
ひ
と
つ
の
筋
,
の
も
と
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

�
初
の
學
�
論
�
で
あ
る
﹁
漢
代
人
頭
稅
の
�
壞
�
�
﹂
は
︑
一
九
六
〇
年
に
發
表
さ
れ
て
い
る
︒﹁
鯵
牘
硏
究
事
始
の
記
﹂
に
從
え
ば
︑
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居
�
漢
鯵
と
關
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
同
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
著
者
の
漢
代
�
硏
究
は
︑
鯵
牘
硏
究
と
は
別
の
學
問
�
刺
激
の
も
と
で

開
始
さ
れ
た
に
a
い
な
い
︒
中
で
も
大
き
な
影
y
を
-
け
て
い
る
の
が
宮
崎
市
定
の
都
市
國
家
論
で
あ
る
こ
と
は
︑
本
書
の
隨
U
に
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
︑
も
う
ひ
と
つ
無
視
で
き
な
い
の
は
︑
一
九
五
〇
年
代
に
高
潮
を
み
た
秦
漢
#
國
論

(
秦
漢
#
國
形
成
�
論
な
ら
び
に

古
代
#
國
�
壞
論
)
と
の
關
係
で
あ
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
戰
後
日
本
の
中
國
�
硏
究
は
︑
停
滯
�
社
會
論
の
批
]
・
克
z
を
目
�
と
し
て
開

始
さ
れ
た
が
︑
そ
の
際
に
硏
究
課
題
の
一
つ
に
擧
げ
ら
れ
た
の
は
﹁
春
秋
・
戰
國
時
代
の
變
動
を
經
て
秦
#
國
お
よ
び
漢
#
國
と
い
う
中
國
�

初
の
瓜
一
國
家
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
の
歷
�
�
1
義(1

)
﹂
の
解
�
で
あ
っ
た
︒﹁
漢
代
人
頭
稅
の
�
壞
�
�
﹂
の
論
�
が
︑
人
頭
稅
の
實
態
究
�

に
よ
り
﹁
秦
と
竝
ん
で
中
國
�
上
�
初
の
瓜
一
國
家
で
あ
る
漢
#
國
の
歷
�
�
性
格
を
︑
一
層
�
確
な
ら
し
む
る
一
つ
の
手
掛
り
を
得
る
﹂

(五
頁
)
と
い
う
�
違
を
も
っ
て
始
ま
り
︑﹁
算
賦

(人
頭
稅
)
は
古
代
國
家
の
歷
�
�
產
物
で
あ
り
︑
古
代
#
國
の
�
壞
と
{
命
を
共
に
す
べ

く
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
﹂
(二
四
頁
)
と
結
ば
れ
て
い
る
の
は
︑
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
秦
漢
#
國
論
の
動
向
を
著
者
は
熟
知
し

て
い
た
は
ず
で
あ
り
︑
そ
れ
と
の
|
離
を
測
り
つ
つ
�
ん
だ
,
が
制
度
�
硏
究
な
の
で
は
な
い
か
︒
一
九
五
九
年
に
執
筆
さ
れ
た
學
界
展
�

(
著
書
未
收
錄
)
に
︑﹁
秦
漢
#
國
の
歷
�
�
性
格
と
か
國
家
權
力
と
い
っ
た
問
題
を
究
�
す
る
時
︑
そ
こ
に
は
や
は
り
�
料
�
な
制
6
も
あ
っ

て
︑
制
度
�
�
硏
究
が
一
層
重
%
と
な
っ
て
來
る(2

)
﹂
と
い
う
言
葉
が
見
え
て
い
る
︒
秦
漢
�
硏
究
の
趨
勢
と
�
料
の
量
�
・
質
�
狀
況
と
を
勘

案
し
た
結
果
︑
著
者
は
制
度
�
を
�
擇
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
硏
究
の
力
點
は
︑
制
度
の
靜
態
�
な
復
元
で
は
な
く
︑
{
用
の
實
態
を
(
し

て
漢
#
國
の
變
容
を
見
(
す
こ
と
に
置
か
れ
た
︒﹁
制
度
の
中
に
本
來
�
に
內
在
す
る
制
度
�
缺
陷
﹂
(
五
七
頁
)
ゆ
え
に
︑
#
國
を
荏
え
た
諸

制
度
が
や
が
て
�
壞
の
%
因
に
轉
3
す
る
と
い
う
i
識
は
︑
秦
漢
#
國
論
に
對
す
る
著
者
の
應
答
で
あ
る
と
も
い
え
る
︒

一
九
六
九
年
に
發
表
さ
れ
た
﹁
禮
忠
鯵
と
徐
宗
鯵
に
つ
い
て
﹂
(
	
著
U
收
)
に
よ
っ
て
︑
著
者
は
﹁
鯵
牘
硏
究
の
第
一
步
を
踏
み
出
し
た
﹂

(五
二
一
頁
)
︒
こ
の
論
�
は
︑
鯵
牘
硏
究
に
お
け
る
寫
眞
圖
版
の
重
%
性
を
學
界
に
示
し
た
點
で
學
�
�
1
義
を
.
す
る
が
︑
續
�
の
﹁
禮
忠

鯵
と
徐
宗
鯵
硏
究
の
展
開
﹂
と
あ
わ
せ
て
見
れ
ば
︑
�
}
�
な
關
心
が
邊
境
の
2
の
任
用
_
格
と
い
う
制
度
�
�
事
實
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
︒
同
樣
に
︑﹁
江
陵
鳳
凰
山
十
號
漢
墓
出
土
の
鯵
牘
﹂
(
	
著
U
收
)
は
算
錢
の
課
�
︑﹁
怨
居
�
漢
鯵
中
の
若
干
の
册
書
に
つ
い
て
﹂
は
候
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官
U
屬
の
2
の
人
事
權
︑﹁
江
蘇
尹
灣
漢
墓
出
土
鯵
に
つ
い
て
の
考
察
﹂
は
上
計
N
の
作
成
と
︑
著
者
の
鯵
牘
硏
究
の
焦
點
は
一
貫
し
て
制
度

の
解
�
に
あ
る
︒
の
み
な
ら
ず
︑
	
著
の
核
心
と
な
る
居
�
出
土
N
籍
鯵
牘
の
集
成
も
ま
た
︑
制
度
�
硏
究
と
し
て
自
覺
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の

こ
と
は
︑
本
書
附
�
の
﹁
續

漢
鯵
硏
究
事
始
の
記
﹂
に
︑﹁
私
の
硏
究
の
關
心
は
N
籍
の
分
類
や
集
成
の
段
階
で
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
︑

N
籍
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
か
と
い
う
作
成
手
續
き
の
解
�
で
あ
り
︑
~
に
ま
た
政
治
に
お
け
る
N
籍
の
し
め
る
位
置
な
ど
漢
代
の

N
籍
制
度
�
般
に
わ
た
る
制
度
�
�
解
�
で
あ
っ
た
﹂
(五
三
四
頁
)
と
�
言
さ
れ
て
い
る
︒
制
度
�
へ
の
志
向
は
鯵
牘
硏
究
に
お
い
て
も
變
わ

ら
な
い
︒
著
者
の
漢
代
�
硏
究
は
︑
鯵
牘
硏
究
を
も
含
め
た
�
體
を
︑﹁
漢
代
制
度
�
硏
究
﹂
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
鯵
牘
硏
究
﹁
第
二
世
代
﹂
に
あ
た
る
著
者
の
漢
鯵
硏
究
は
︑﹁
第
一
世
代
﹂
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
﹁
漢
鯵
の
古
�
書
學

�
硏
究
﹂
の
繼
承
・
發
展
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
候
官
出
土
の
N
籍
鯵
牘
を
古
�
書
學
�
に
整
理
し
て
︑﹁
漢
代
上
計
制
度
の
底
邊
を
探

り
あ
て
た
﹂
(
�
映
晃
の
表
現
)
業
績
は
︑
日
本
に
お
け
る
居
�
漢
鯵
硏
究
の
ひ
と
つ
の
到
�
點
で
あ
っ
た
と
い
え
る(3

)
︒
し
か
し
同
時
に
︑
鯵
牘

硏
究
に
第
一
步
を
踏
み
出
す
以
	
の
,
の
り
︑
秦
漢
#
國
論
の
動
向
を
見
据
え
つ
つ
實
證
�
な
制
度
�
硏
究
に
向
か
っ
た
經
驗
が
︑
底
液
と

な
っ
て
い
る
事
實
も
看
�
で
き
な
い
︒
こ
の
底
液
が
著
者
の
漢
鯵
硏
究
に
特
色
を
與
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
︑﹁
第
二
世
代
﹂
の
學
問
形
成

を
理
解
す
る
に
は
︑
鯵
牘
硏
究
內
部
の
繼
承
關
係
だ
け
で
な
く
︑
外
部
の
硏
究
潮
液
と
の
關
係
も
視
野
に
收
め
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
本
書
刊
行
の

ひ
と
つ
の
1
義
は
︑
そ
の
よ
う
な
�
學
�
�
課
題
の
存
在
に
氣
附
か
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
あ
る
︒

三

第
Ⅱ
部
第
六
違
﹁
江
蘇
尹
灣
漢
墓
出
土
鯵
に
つ
い
て
の
考
察

︱
︱
と
く
に
﹁
集
N
﹂
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
は
︑
	
著
U
收
の
﹁
雲
夢
秦

鯵
の
發
見
と
中
國
の
硏
究
﹂︑﹁
江
陵
鳳
凰
山
十
號
漢
墓
出
土
の
鯵
牘
﹂
の
二
�
と
と
も
に
︑
墓
葬
出
土
の
鯵
牘
を
對
象
と
し
た
硏
究
で
あ
る
︒

尹
灣
六
號
漢
墓
出
土
鯵
牘
は
︑
官
�
書
と
思
わ
れ
る
テ
ク
ス
ト
を
含
む
と
こ
ろ
か
ら
︑
つ
と
に
硏
究
者
の
關
心
を
引
い
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑

も
し
內
容
が
公
�
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
が
な
ぜ
一
個
人
の
墓
に
副
葬
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
�
け
て
は
(
れ
な
い
︒
�
策
や
吿
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地
策
な
ど
の
葬
禮
�
書
と
衣
な
っ
て
︑
官
�
書
に
由
來
す
る
テ
ク
ス
ト
は
︑
副
葬
品
自
體
が
原
本
・
轉
寫
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
︑
現
實
の
行

政
に
お
い
て
果
た
し
た
機
能
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
右
の
疑
問
に
對
し
て
は
︑
二
つ
の
面
か
ら
答
え
る
こ
と
が
%
求

さ
れ
よ
う
︒
第
一
は
生
者
に
と
っ
て
テ
ク
ス
ト
が
も
っ
て
い
た
1
味
︑
す
な
わ
ち
現
實
世
界
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
と
生
	
の
墓
8
と
の
關
係
で

あ
り
︑
第
二
に
は
死
者
に
と
っ
て
の
テ
ク
ス
ト
の
1
味
︑
す
な
わ
ち
副
葬
品
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
と
墓
8
と
の
關
係
で
あ
る
︒

あ
ら
た
め
て
第
六
違
を
一
讀
す
る
と
︑
著
者
が
二
つ
の
關
係
を
聯
續
�
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
氣
附
く
で
あ
ろ
う
︒
六
號
墓
の
墓
8
が
生

	
に
東
海
郡
功
曹
を
務
め
た
師
饒
と
い
う
人
物
で
あ
る
こ
と
は
︑
副
葬
さ
れ
た
名
謁
と
衣
物
駅
と
か
ら
疑
い
が
な
い
︒
官
�
書
と
見
ら
れ
る
六

枚
の
木
牘
の
う
ち
︑
二
號
牘
か
ら
五
號
牘
ま
で
の
四
枚
は
︑
人
事
を
擔
當
す
る
郡
の
%
職
で
あ
る
功
曹
の
﹁
ま
さ
し
く
本
務
に
か
か
わ
る
內

容
﹂
で
あ
り
︑﹁
集
N
﹂
の
表
題
を
も
つ
一
號
牘
も
﹁
二
號
牘
か
ら
五
號
牘
の
如
き
樣
式
の
N
書
を
作
成
す
る
必
%
か
ら
上
計
用
の
集
N
の
寫

し
が
必
%
と
な
り
﹂︑﹁
自
ら
郡
の
副
本
か
ら
書
寫
し
︑
參
考
と
し
て
手
許
に
置
い
て
い
た
﹂
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(
三
〇
九
頁
)
︒
と
こ
ろ
で
名

謁
の
木
牘
に
よ
れ
ば
︑
師
饒
は
晚
年
に
病
氣
を
患
っ
て
い
た
︒
功
曹
在
任
中
に
病
身
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
以
後
は
自
宅
を
執
務
の
場
と
し

て
︑
必
%
な
N
籍
の
類
を
手
許
に
置
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒﹁
そ
し
て
永
康
が
囘
復
す
る
こ
と
な
く
病
死
し
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
彼
が
書

寫
し
た
り
自
ら
作
成
し
た
官
�
書
を
棺
の
中
に
�
め
る
こ
と
は
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
﹂
(三
一
一
頁
)
︒
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
﹁
墓
8
が
來
世
に
お
い
て
も
生
	
と
同
樣
に
自
ら
の
職
務
を
�
行
す
る
も
の
と
考
え
︑
か
つ
そ
れ
を
願
っ
て
の
こ
と
﹂
(
同
頁
)
と
解

せ
る
か
ら
で
あ
る
︒
著
者
自
身
﹁
あ
く
ま
で
も
假
說
﹂
と
斷
わ
る
(
り
︑
確
か
な
證
據
に
も
と
づ
い
た
議
論
で
は
な
い
が
︑
官
�
書
の
副
葬
理

由
を
﹁
墓
8
が
來
世
に
お
い
て
も
生
	
と
同
樣
に
自
ら
の
職
務
を
�
行
す
る
﹂
こ
と
に
求
め
る
見
解
は
︑
多
く
の
硏
究
者
に
も
荏
持
さ
れ
る
︒

副
葬
品
と
は
﹁
死
者
が
永
�
に
O
用
す
る
た
め
に
墓
中
に
入
れ
ら
れ
た
品
じ
な
﹂
(三
一
二
頁
)
で
あ
る
と
の
	
提
に
立
て
ば
︑
死
者
に
と
っ
て

の
テ
ク
ス
ト
の
1
味
は
生
	
と
變
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
見
解
に
つ
い
て
�
者
が
疑
問
に
思
う
の
は
︑
功
曹
の
擔
う
べ
き
多
樣
か
つ
大
量
の
職
務
を
�
行
す
る
上
で
︑
限
ら
れ
た
數
の
副
葬
鯵
牘

が
ど
れ
ほ
ど
の
役
に
立
っ
た
の
か
︑
想
宴
し
が
た
い
點
で
あ
る
︒
一
件
の
靑
銅
禮
器
で
も
祖
先
祭
祀
は
可
能
で
あ
る
が
︑
わ
ず
か
な
數
の
木
牘
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で
必
%
な
職
務
の
す
べ
て
に
對
應
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
テ
ク
ス
ト
は
確
か
に
上
計
に
か
か
わ
る
內
容
で
あ
る
が
︑
副
葬
さ
れ
た
事
�
に
つ

い
て
は
︑
職
務
の
�
行
と
切
り
離
し
︑
象
�
�
機
能
を
想
定
す
る
の
が
自
然
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
か
つ
て
甘
肅
省
武
威
の
漢
墓
か
ら
﹃
儀

禮
﹄
を
記
し
た
鯵
牘
が
出
土
し
た
際
︑
そ
の
整
理
・
釋
讀
を
擔
當
し
た
陳
夢
家
は
解
說
の
中
で
﹃
後
漢
書
﹄
周
磐
傳
の
逸
話
を
引
い
て
い
る(4

)
︒

儒
師
と
し
て
多
く
の
門
徒
に
經
書
を
@
じ
た
周
磐
は
︑
臨
}
に
あ
た
り
﹁
二
尺
四
寸
の
鯵
を
P
み
て
堯
典
一
�
を
寫
し
︑
刀
・
筆
各
一
を
幷
せ
︑

以
て
棺
	
に
置
き
︑
�
,
を
忘
れ
ざ
る
を
示
せ
﹂
と
J
言
し
た
と
い
う
︒
陳
夢
家
が
こ
の
逸
話
を
紹
介
し
た
1
圖
は
︑
武
威
の
﹃
儀
禮
﹄
鯵
が

周
磐
の
場
合
と
衣
な
っ
て
︑
墓
8
が
生
	
に
O
用
し
て
い
た
書
物
を
そ
の
ま
ま
副
葬
し
た
と
思
わ
れ
る
點
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
︑
�

者
は
む
し
ろ
﹁
以
て
棺
	
に
置
き
︑
�
,
を
忘
れ
ざ
る
を
示
せ
﹂
と
い
う
部
分
に
w
目
し
た
い
︒﹁
堯
典
一
�
﹂
に
�
待
さ
れ
て
い
る
の
は
︑

�
,
を
象
�
す
る
役
割
な
の
で
あ
り
︑
棺
	
に
置
く
の
で
あ
れ
ば
︑
示
す
相
手
は
會
葬
者
を
お
い
て
他
に
な
い
︒
鯵
牘
は
そ
の
後
︑
棺
に
�
め

ら
れ
副
葬
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
が
來
世
で
の
@
學
の
た
め
で
な
い
こ
と
は
�
白
だ
ろ
う
︒
武
威
﹃
儀
禮
﹄
鯵
の
よ
う
な
墓
8
生
	

の
J
品
の
場
合
も
︑
�
待
さ
れ
た
役
割
は
同
樣
で
あ
っ
た
に
a
い
な
い
︒

學
界
の
8
液
�
見
解
と
は
衣
な
る
も
の
の
︑
こ
の
よ
う
な
視
點
に
立
っ
て
尹
灣
漢
墓
の
副
葬
鯵
牘
を
眺
め
て
み
れ
ば
︑
�
體
を
葬
�
と
い
う

�
�
の
中
で
瓜
一
�
に
解
釋
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
︒
�
者
の
見
る
と
こ
ろ
︑
一
號
牘
か
ら
六
號
牘
ま
で
の
N
籍
は
︑
東
海
郡
の
隆
盛
と

そ
れ
を
荏
え
た
功
曹
師
饒
の
功
績
を

︱
︱
お
そ
ら
く
は
會
葬
者
に
對
し
て
︱
︱

示
す
象
�
�
な
1
味
を
も
つ
︒
一
號
牘
に
記
さ
れ
た
﹁
如

	
﹂
や
﹁
多
	
﹂
な
ど
の
w
記
が
﹁
郡
太
守
や
國
相
な
ど
の
功
績
を
顯
示
す
る
﹂
た
め
で
あ
る
と
の
高
恆
の
說
は
︑
著
者
も
贊
同
す
る
(
り
︑

正
し
い
理
解
と
思
わ
れ
る
︒
武
庫
の
閏
實
も
隆
盛
の
重
%
な
一
�
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
六
號
牘
﹁
武
庫
永
始
四
年
兵
車
器
集
N
﹂
を
﹁
他
の
N
書

と
は
內
容
や
性
格
を
衣
に
す
る
﹂
(三
〇
九
頁
)
も
の
と
と
ら
え
る
必
%
は
な
い(5

)
︒
同
樣
に
︑
N
籍
以
外
の
鯵
牘
に
つ
い
て
も
︑
名
謁
の
類
は
墓

8
生
	
の
�
際
關
係
を
︑﹁
神
烏
賦
﹂
は
そ
の
�
才
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
象
�
す
る
役
割
を
想
定
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
葬
�
の
場
に
置
か

れ
る
こ
と
で
︑
テ
ク
ス
ト
の
1
味
は
變
3
す
る
︒
本
書
第
Ⅱ
部
第
八
違
﹁
鯵
牘
の
古
�
書
學
﹂
に
は
︑﹁
箇
々
の
事
項
の
記
錄
の
集
積
で
あ
る

N
籍
そ
の
も
の
を
も
っ
て
︑
こ
れ
を
�
書
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
そ
の
N
籍
も
︑
そ
こ
に
�
り
狀
が
附
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
�
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書
に
變
わ
る
の
で
あ
る
﹂
(三
五
五
頁
)
と
い
う
i
識
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
墓
葬
出
土
の
鯵
牘
類
に
對
し
て
も
同
樣
に
︑
テ
ク
ス
ト
の
機
能
變
3

と
い
う
觀
點
が
.
效
で
あ
ろ
う
と
考
え
る(補

w
)︒

四

大
庭
脩
﹃
漢
鯵
硏
究
﹄
の
﹁
書
後
私
語
﹂
に
︑﹁
永
田
英
正
氏
の
﹃
居
�
漢
鯵
の
硏
究
﹄
に
p
加
す
べ
き
い
く
つ
か
の
鯵
は
出
て
も
︑
永
田

氏
の
方
法
を
修
正
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
鯵
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
�
違
が
見
え
て
い
る(6

)
︒
こ
こ
に
い
う
﹁
永
田
氏
の
方

法
﹂
と
は
︑
	
著
で
C
用
さ
れ
た
N
籍
の
集
成
方
法
︑
す
な
わ
ち
表
題
が
記
さ
れ
た
鯵
を
ま
ず
集
成
・
分
類
し
︑
そ
の
分
類
に
基
づ
い
て
本
�

に
あ
た
る
鯵
牘
を
整
理
す
る
と
い
う
方
法
を
指
す
︒
そ
れ
は
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
古
�
書
學
の
手
法
で
あ
る
が
︑
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

で
あ
る
だ
け
に
衣
論
の
生
じ
る
餘
地
が
な
い
か
に
見
え
る
︒
現
.
�
料
に
よ
る
限
り
︑﹃
居
�
漢
鯵
の
硏
究
﹄
で
C
用
さ
れ
た
方
法
が
�
も
�

合
�
で
あ
る
こ
と
を
︑
大
庭
は
i
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
そ
の
上
で
大
庭
は
さ
ら
に
︑﹁
願
わ
く
は
そ
の
よ
う
な
刺
戟
�
な
出
土

鯵
が
現
れ
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
﹂
と
附
け
加
え
る
こ
と
も
忘
れ
て
い
な
い
︒

本
書
第
Ⅱ
部
第
五
違
﹁
禮
忠
鯵
と
徐
宗
鯵
硏
究
の
展
開

︱
︱
居
�
怨
鯵
の
發
見
を
契
機
と
し
て
︱
︱
﹂
は
︑
大
庭
の
發
言
か
ら
一
〇
年
の

ち
の
論
�
で
あ
る
が
︑
そ
の
﹁
む
す
び
﹂
に
お
い
て
著
者
は
︑
怨
居
�
漢
鯵
の
出
現
に
よ
り
自
己
の
集
成
方
法
が
﹁
怨
た
な
問
題
を
�
え
u
む

こ
と
に
な
っ
た
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
	
著
に
お
け
る
居
�
漢
鯵
の
集
成
は
︑﹁
一
事
一
N
︑
す
な
わ
ち
一
つ
の
內
容
に
つ
い
て
一
つ
の
N
書
が

作
成
さ
れ
て
い
る
﹂
こ
と
を
	
提
と
し
て
+
め
ら
れ
た
︒
し
か
る
に
﹁
伐
閱
纍
重
訾
直
官
N
﹂
と
い
う
表
題
鯵
の
出
現
は
︑
こ
の
	
提
に
再
考

を
�
る
結
果
と
な
っ
た
︒﹁
纍
重
訾
直
は
徐
宗
鯵
と
禮
忠
鯵
が
該
當
す
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
に
伐
閱
が
附
加
し
た
伐
閱
訾
直
纍
思
官
N
と
は
一

體
ど
の
よ
う
な
樣
式
を
備
え
て
い
た
の
か
︒
別
に
伐
閱
N
が
單
獨
で
存
在
す
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
は
纍
重
訾
直
N
に
伐
閱
N
を
足
し
た
も
の
な

の
か
︑
そ
れ
と
も
�
く
樣
式
を
衣
に
す
る
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
N
書
な
の
か
﹂
と
著
者
は
自
問
す
る
︒﹁
怨
_
料
の
發
見
が
問
題
を
解
決

す
る
一
方
で
︑
怨
た
な
疑
問
や
問
題
を
生
み
出
す
︒
そ
れ
が
木
鯵
硏
究
の
も
つ
宿
命
で
あ
り
︑
ま
た
難
し
さ
で
も
あ
る
﹂
と
い
う
の
が
本
違
の
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結
び
に
示
さ
れ
た
i
識
で
あ
る

(以
上
︑
二
六
六
～
二
六
七
頁
)
︒

思
う
に
﹁
伐
閱
纍
重
訾
直
官
N
﹂
と
は
︑﹁
�
く
樣
式
を
衣
に
す
る
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
N
書
﹂
で
は
な
く
︑﹁
纍
重
訾
直
N
に
伐
閱
N

を
足
し
た
も
の
﹂
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
同
じ
現
象
は
︑
た
と
え
ば
﹁
戍
卒
病
死
爰
書
旁
行
衣
物
�
﹂
(
E
P
T
4
8
:
1
3
6
)
と
い
っ
た
呼
稱
に
つ
い

て
も
當
て
は
ま
る
︒
そ
れ
が
戍
卒
の
病
死
を
證
し
た
爰
書
と
J
品
を
箇
條
書
き
に
し
た
衣
物
�
と
を
合
わ
せ
た
册
書
で
あ
る
こ
と
は
︑
お
そ
ら

く
疑
い
な
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
敦
煌
馬
圈
灣
漢
鯵
793
に
﹁
兵
守
御
器
戍
卒
名
籍
一
P
﹂
(
7
9
.D
.M
.T
9
:
2
5
)
と
見
え
て
い
る
の
は
︑
兵
守
御
器
N

と
戍
卒
名
籍
と
を
一
P
に
綴
じ
合
わ
せ
た
册
書
に
相
a
な
い(7

)
︒
と
は
い
え
︑
問
題
は
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
︒
著
者
に
先
立
ち
邊
境
の
2
の
人

事
制
度
を
檢
討
し
た
邢
義
田
は
︑﹁
伐
閱
纍
重
訾
直
官
N
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
單
獨
の
“
伐
閱
N
”
が
あ
る
以
上
︑
獨
立
し
た
“
纍
重
N
”
と
“
訾

直
N
”
も
當
然
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
営
べ
た
の
ち
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
三
事
を
一
N
に
合
わ
せ
る
現
象
﹂
は
︑﹁
衣
な
っ
た
內
容
の
斷
鯵
を

ど
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の
N
册
に
復
元
す
る
の
か
︑
人
々
に
再
考
を
�
る
﹂
も
の
だ
と
指
摘
す
る(8

)
︒
2
卒
の
身
上
書
で
あ
る
こ
と
が
確
實
な
斷

鯵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
本
來
﹁
纍
重
訾
直
官
N
﹂
(も
し
く
は
﹁
纍
重
N
﹂
ま
た
は
﹁
訾
直
N
﹂
)
と
い
う
單
獨
の
N
册
を
¯
成
し
て
い

た
の
か
︑
そ
れ
と
も
﹁
伐
閱
纍
重
訾
直
官
N
﹂
と
い
う
複
合
N
册
の
一
部
で
あ
っ
た
の
か
︑
]
斷
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
︒

同
樣
の
こ
と
は
﹁
伐
閱
N
﹂
に
も
E
當
す
る
︒
複
合
N
册
の
出
現
が
鯵
牘
集
成
の
方
法
に
再
考
を
�
っ
て
い
る
と
の
i
識
は
︑
邢
義
田
と
著
者

に
共
.
さ
れ
て
い
る
︒

�
者
は
し
か
し
︑
複
合
N
册
の
存
在
が
鯵
牘
集
成
の
方
法
に
修
正
を
�
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
︒﹁
伐
閱
纍
重
訾
直
官
N
﹂
に
せ
よ
﹁
兵
守

御
器
戍
卒
名
籍
﹂
に
せ
よ
︑
複
合
N
册
は
單
獨
の
N
册
の
集
合
體
な
の
で
あ
る
か
ら
︑﹁
伐
閱
N
﹂
や
﹁
纍
重
訾
直
N
﹂︑﹁
兵
守
御
器
N
﹂
や

﹁
戍
卒
名
籍
﹂
そ
れ
ぞ
れ
の
表
題
を
も
と
に
︑
本
�
に
相
當
す
る
鯵
を
集
成
す
れ
ば
よ
い
︒
そ
れ
が
本
來
︑
複
合
N
册
の
一
部
で
あ
っ
た
か
否

か
の
Ç
索
は
︑
]
斷
の
基
準
が
な
い
以
上
︑
ひ
と
ま
ず
放
棄
す
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
複
合
N
册
の
出
現
が
﹁
怨
た
な
問
題
﹂
を
提
'
し
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
N
册
が
複
合
さ
れ
る
と
い
う
事
實
そ
の
も
の
の
1
味
︑
す
な
わ
ち
複
數
の
單
獨
N
册
が
︑
ど
の
よ
う
な
場
合
に
︑
ど
の

よ
う
な
機
關
に
よ
っ
て
︑
ど
の
よ
う
な
形
で
セ
ッ
ト
に
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
︑
い
わ
ば
“
作
業
と
し
て
の
�
書
行
政
”
の
實
態
を
解
�
す
る
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こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒﹁
伐
閱
纍
重
訾
直
官
N
﹂
は
﹁
永
田
氏
の
方
法
を
修
正
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
鯵
﹂
で
は
な
い
が
︑
制
度
を
動

き
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
の
必
%
性
に
w
1
を
喚
'
し
て
く
れ
る
︒
著
者
の
漢
代
制
度
�
硏
究
は
︑
鯵
牘
に
よ
る
動
態
�
な
制
度
�
硏
究
へ
展

開
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
未
來
を
見
渡
す
立
脚
點
を
讀
者
に
與
え
て
く
れ
る
こ
と
も
ま
た
︑
本
書
刊
行
の
大
き
な
1
義
に

a
い
な
い
︒

�(1
)

西
嶋
定
生
﹁
中
國
古
代
瓜
一
國
家
の
特
質

︱
︱
皇
#
荏
	
の
出

現
︱
︱
﹂︑﹃
中
國
古
代
國
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄︑
東
京
大
學
出
版

會
︑
一
九
八
三
年
︑
三
七
〇
頁
︒

(2
)

永
田
英
正
﹁
秦
漢
時
代
�
に
關
す
る
二
・
三
の
問
題
﹂︑﹃
東
洋
�

硏
究
﹄
第
一
八
卷
第
一
號
︑
一
九
五
九
年
︑
八
一
頁
︒

(3
)

著
者
の
漢
鯵
硏
究
の
方
法
と
1
義
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
日
本
に

お
け
る
居
�
漢
鯵
硏
究
の
囘
r
と
展
�

︱
︱
古
�
書
學
�
硏
究
を

中
心
に
︱
︱
﹂︑﹃
秦
漢
出
土
�
字
�
料
の
硏
究

︱
︱
形
態
・
制

度
・
社
會
︱
︱
﹄︑
創
�
社
︑
二
〇
一
五
年
︑
に
お
い
て
論
じ
た
︒

(4
)

甘
肅
省
7
物
館
・
中
國
科
學
院
考
古
硏
究
U
P
﹃
武
威
漢
鯵
﹄︑

中
華
書
局
︑
一
九
六
四
年
︒

(5
)

成
都
曾
家
±
後
漢
墓
の
畫
宴
石
に
は
︑
機
織
り
や
酒
²
り
︑
脫
穀

や
老
人
の
扶
養
と
い
っ
た
農
村
の
光
景
の
中
に
﹁
架
に
掛
け
た
武

器
﹂
が
見
え
て
い
る
︒
.
事
へ
の
備
え
を
怠
ら
な
い
こ
と
も
ま
た
︑

理
想
�
鄕
里
社
會
の
條
件
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
成
都
市
�
物
管
理

處
﹁
四
川
成
都
曾
家
±
東
漢
畫
宴
磚
石
墓
﹂︑﹃
�
物
﹄
一
九
八
一
年

第
一
〇
�
︑
參
照
︒

(6
)

大
庭
脩
﹃
漢
鯵
硏
究
﹄
︑
同
´
舍
出
版
︑
一
九
九
二
年
︑
三
二
二

頁
︒

(7
)

邢
義
田
﹁
從
居
�
鯵
看
漢
代
軍
I
�
若
干
人
事
制
度
︱
︱
讀

︽
居
�
怨
鯵
︾
札
記
之
一
﹂︑﹃
治
國
安
邦

︱
︱
法
制
︑
行
政
與
軍

事
︱
︱
﹄︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
一
年
︑
五
五
四
頁

(初
出
は
一
九

九
二
年
)︒

(8
)

同
	
︒

(補
w
)

二
〇
一
七
年
に
山
東
省
靑
島
市
で
發
掘
さ
れ
た
土
山
屯
一
四
七

號
漢
墓
か
ら
︑
尹
灣
六
號
漢
墓
と
よ
く
似
た
六
枚
の
計
N
木
牘
が
出

土
し
た
︒
譯
�
は
未
發
表
で
あ
る
が
︑
鯵
報
に
よ
れ
ば
﹁
堂
邑
盜
µ

命
N
﹂
や
﹁
盜
µ
命
N
﹂︑
﹁
君
視
事
以
來
捕
得
他
縣
盜
µ
小
盜
傷
人

N
﹂
と
い
っ
た
表
題
の
木
牘
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
單
な

る
﹁
盜
µ
の
多
少
﹂
で
は
な
く
﹁
命
﹂
(定
罪
)
や
﹁
捕
得
﹂
の
結

果
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
治
安
の
維
持
を
功
績
と
し
て
示
す
た

め
だ
と
思
わ
れ
る
︒
靑
島
市
�
物
保
護
考
古
硏
究
U
﹁
靑
島
土
山
屯
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墓
群
考
古
發
掘
穫
重
%
怨
發
現
﹂︑﹃
中
國
�
物
報
﹄
二
〇
一
七
年
一

二
¶
二
二
日
︑
參
照
︒

二
〇
一
八
年
三
¶

東
京

·
古
書
院

二
二
糎

二
〇

+

五
四
八

+

二
〇
頁

一
三
〇
〇
〇
圓

+

稅
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