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オ
ー
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
に
よ
る
敦
煌
漢
簡
の

発
見
や
フ
ォ
ル
ケ
・
ベ
リ
ィ
マ
ン
に
よ
る
旧
居

延
漢
簡
の
発
見
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
た
中
国
出

土
簡
牘
研
究
は
す
で
に
一
世
紀
近
く
に
わ
た
る

歴
史
が
あ
る
。
そ
の
間
、
一
九
七
〇
年
代
以
降

に
顕
著
に
な
る
墓
葬
出
土
簡
牘
や
二
十
一
世
紀

初
め
に
発
見
さ
れ
た
里
耶
秦
簡
に
代
表
さ
れ
る

古
井
出
土
簡
牘
、
さ
ら
に
は
盗
掘
さ
れ
て
流
出

し
た
も
の
を
博
物
館
や
大
学
の
研
究
機
関
な
ど

が
購
入
収
蔵
し
た
購
蔵
簡
牘
な
ど
、
資
料
の
種

類
と
数
量
も
著
し
い
速
度
で
増
え
続
け
て
お

り
、
西
北
辺
境
の
軍
事
防
衛
施
設
跡
か
ら
出
土

し
た
簡
牘
に
お
い
て
も
肩
水
金
関
漢
簡
が
最
近

公
刊
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
よ

う
な
簡
牘
資
料
は
歴
史
分
野
に
止
ま
ら
ず
、
古

代
中
国
に
関
す
る
研
究
全
般
に
わ
た
っ
て
必
要

不
可
欠
な
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
土
台
と
な
る
従
来
の
簡
牘
研
究
に
は
二
つ

の
欠
陥
、
す
な
わ
ち
簡
牘
の
形
態
に
対
す
る
検

討
の
不
足
と
簡
牘
の
動
き
に
対
す
る
認
識
の
欠

落
が
あ
っ
た
と
い
う
。
本
書
は
こ
れ
に
対
し
て

木
簡
が
考
古
遺
物
で
あ
る
こ
と
を
研
究
の
初
期

段
階
か
ら
明
確
に
意
識
し
て
い
た
日
本
の
木
簡

学
に
倣
い
、
簡
牘
に
対
す
る
「
物
に
即
し
た
精

密
な
考
察
」
を
進
め
、
簡
牘
史
料
固
有
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル（
製
作
・
使
用
・
移
動
・
保
管
・
再
利
用
・

廃
棄
、
形
態
）
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
論

文
集
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。

前
言

第
Ⅰ
部　

調
査
篇

中
村
威
也
「
額
済
納
調
査
報
告
記
」

髙
村
武
幸
「
Ｋ
七
一
〇
遺
跡
の
性
格
に
つ

い
て
―
―「
居
延
県
城
と
漢
代
河
西
社
会
」

補
遺
」

片
野
竜
太
郎
「
漢
代
辺
郡
の
都
尉
府
と
防

衛
線
―
―
長
城
防
衛
線
遺
構
の
基
礎
的
研

究
」

第
Ⅱ
部　

研
究
篇

籾
山
明
「
序
論
―
―
出
土
簡
牘
史
料
の
生

態
的
研
究
に
向
け
て
」

李
均
明
（
青
木
俊
介
訳
）「
簡
牘
文
書
の
種

類
と
遺
址
諸
要
素
の
関
係
」

刑
義
田
（
中
村
威
也
訳
）「
漢
代
簡
牘
文
書

に
お
け
る
正
本
・
副
本
・
草
稿
と
署
名
の
問

題
」

青
木
俊
介
「
候
官
に
お
け
る
簿
籍
の
保
存

と
廃
棄
―
―
Ａ
８
遺
址
文
書
庫
・
事
務
区

画
出
土
簡
牘
の
状
況
を
手
が
か
り
に
」

髙
村
武
幸
「
簡
牘
の
再
利
用
―
―
居
延
漢

簡
を
中
心
に
」

鈴
木
直
美
「
馬
王
堆
三
号
墓
出
土
簡
に
み

る
遣
策
作
成
過
程
と
目
的
」

簡
牘
研
究
の
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
く

森　

和

籾
山
明
・
佐
藤
信
編

文
献
と
遺
物
の
境
界

―
中
国
出
土
簡
牘
史
料
の
生
態
的
研
究
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六一書房
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佐
藤
信
「
日
本
古
代
文
書
木
簡
の
機
能
と

廃
棄
」

籾
山
明
「
簡
牘
・
縑
帛
・
紙
―
―
中
国
古
代

に
お
け
る
書
写
材
料
の
変
遷
」

劉
増
貴
（
鈴
木
直
美
訳
）「
下
層
の
歴
史
と

歴
史
の
下
層
―
―
台
湾
に
お
け
る
「
中
国

社
会
史
」
研
究
の
回
顧
」

陶
安
あ
ん
ど
「
書
写
材
料
と
モ
ノ
の
狭
間

―
―
日
本
木
簡
学
と
の
比
較
を
通
じ
て
み

た
中
国
簡
牘
学
の
ジ
レ
ン
マ
」

後
記

　

第
Ⅰ
部
の
調
査
報
告
も
新
た
な
知
見
を
多
く

提
供
し
て
く
れ
る
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
含
め
た
こ
の
十
三
篇
全
て
に
つ
い
て
内

容
を
紹
介
し
、
個
別
に
論
評
を
加
え
る
こ
と
は

紙
幅
に
限
り
が
あ
り
、
評
者
の
能
力
不
足
か
ら

も
困
難
な
の
で
、
本
書
の
副
題
に
掲
げ
ら
れ
た

「
簡
牘
史
料
の
生
態
的
研
究
」
と
い
う
や
や
耳

慣
れ
な
い
言
葉
に
引
き
付
け
ら
れ
て
特
に
印
象

の
深
か
っ
た
論
考
数
本
に
つ
い
て
内
容
を
紹
介

し
、
全
体
の
感
想
を
述
べ
る
こ
と
で
書
評
と
し

て
の
責
め
を
果
た
し
た
い
。
編
者
の
籾
山
・
佐

藤
両
氏
を
は
じ
め
各
論
考
の
執
筆
者
諸
氏
、
そ

し
て
本
誌
読
者
の
方
々
に
は
そ
の
点
を
あ
ら
か

じ
め
ご
容
赦
頂
き
た
い
。

　

刑
義
田
論
文
は
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た

簡
牘
文
書
の
正
本
・
副
本
・
草
稿
、
署
名
の
問

題
に
つ
い
て
多
く
の
具
体
例
を
種
々
の
図
版

で
示
し
な
が
ら
検
証
し
、
作
成
・
使
用
・
移
動
・

保
管
と
い
う
一
連
の
過
程
、
す
な
わ
ち
漢
代
の

辺
境
に
お
け
る
文
書
行
政
の
実
態
を
考
察
し
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
居
延
や
敦
煌
で
出
土

し
た
簿
籍
・
文
書
の
ほ
と
ん
ど
は
ル
ー
テ
ィ
ン

ワ
ー
ク
に
属
す
る
も
の
で
、
下
書
き
を
経
ず
に

書
吏
に
よ
っ
て
一
度
に
数
通
書
か
れ
、
そ
の
う

ち
文
書
作
成
の
責
任
を
負
う
属
吏
に
よ
っ
て
長

官
の
名
と
日
付
が
補
筆
さ
れ
て
発
送
さ
れ
た
も

の
が
正
本
と
な
り
、
補
筆
さ
れ
た
上
で
保
存
さ

れ
た
も
の
が
底
本
あ
る
い
は
副
本
と
な
っ
た
。

従
っ
て
署
名
や
日
付
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
文

書
の
一
部
は
発
送
を
待
っ
て
い
る
正
本
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
り
、
正
本
が
発
送
元
の
部
署
か

ら
出
土
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。「
副
」
と
称

さ
れ
る
副
本
に
は
複
数
の
性
格
が
あ
り
、
保
存

用
書
類
と
し
て
用
い
ら
れ
る
一
方
、
再
度
書
き

写
さ
れ
て
他
の
部
署
に
発
送
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
う
ち
主
要
な
対
象
で
は
な
い
関
連
部

署
に
発
送
さ
れ
た
も
の
が
「
副
」
と
称
さ
れ

た
。
そ
の
た
め
同
一
文
書
で
も
受
領
・
保
存
・
再

発
送
と
い
う
過
程
の
中
で
占
め
る
位
置
と
機
能

に
よ
っ
て
正
・
副
の
性
格
が
重
複
し
た
り
転
換

し
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
書
写
・
伝
送
・
複
数

部
署
へ
同
時
発
送
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
複
雑

な
状
況
に
お
い
て
文
書
の
正
本
と
副
本
は
、
理

論
上
、
内
容
だ
け
で
な
く
標
題
簡
ま
で
一
致
す

べ
き
も
の
で
、
相
違
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
有

無
や
発
送
・
受
領
記
録
に
お
け
る
時
間
差
の
発

生
、
封
題
、
発
送
・
受
領
者
の
相
対
的
地
位
に

よ
る
異
な
る
用
語
の
使
用
ぐ
ら
い
に
し
か
見
ら

れ
ず
、
そ
の
区
別
は
困
難
で
あ
る
。「
草
」
と

称
さ
れ
る
草
稿
は
訂
正
の
痕
跡
が
あ
る
こ
と
、

代
替
符
号
が
あ
る
こ
と
、
書
写
が
や
や
草
卒
で

あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
が
、
当
該
地
区
の
部

署
が
日
常
的
に
多
く
取
り
扱
う
ル
ー
テ
ィ
ン
な

事
務
に
関
係
す
る
公
文
書
に
は
定
型
の
書
式
が

あ
っ
て
下
書
き
を
必
要
と
せ
ず
、
ま
た
正
本
や

保
存
用
の
副
本
が
完
成
す
れ
ば
草
稿
を
わ
ざ
わ

ざ
保
存
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
た
め
、
明
ら
か

に
草
稿
と
判
断
で
き
る
出
土
例
は
非
常
に
少
な

い
。
こ
れ
ら
は
「
暫
定
的
な
仮
説
」
と
し
て
提

示
さ
れ
て
い
る
が
、
同
一
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

簡
牘
資
料
に
作
成
段
階
の
異
な
る
文
書
が
存
在
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さ
れ
て
き
た
の
は
遺
跡
単
位
で
の
出
土
地
点
で

あ
っ
た
が
、
本
論
考
は
遺
跡
内
部
の
出
土
地
と

内
容
と
を
組
合
わ
せ
る
こ
と
で
簡
牘
資
料
の
よ

り
ミ
ク
ロ
な
生
態
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
そ

の
点
に
意
義
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

髙
村
論
文
は
居
延
漢
簡
の
実
見
調
査
を
踏
ま

え
、
札
や
両
行
な
ど
一
般
的
な
書
写
材
料
と
し

て
の
簡
牘
の
製
作
・
再
利
用
・
廃
棄
と
い
う
一
連

の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
う
ち
再
利
用
に
重
点
を

置
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
簡

牘
の
製
作
に
つ
い
て
、
候
官
・
都
官
を
含
む
県

級
官
府
で
消
費
さ
れ
る
簡
牘
は
基
本
的
に
当
該

官
府
が
戍
卒
の
雑
役
と
し
て
原
材
料
の
調
達

（「
作
簿
」
に
見
え
る
「
伐
木
」・「
伐
財
用
」）
か
ら

加
工
製
作
（
同
じ
く
「
木
工
」・「
削
工
」）
ま
で
を

行
っ
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
原
材
料
や
す
で

に
書
写
材
料
と
し
て
加
工
さ
れ
た
も
の
が
購
入

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
烽
燧
な
ど
の
簡

牘
製
作
に
必
要
な
労
働
力
を
確
保
す
る
こ
と
が

困
難
な
末
端
組
織
に
は
候
官
な
ど
か
ら
製
作
さ

れ
た
簡
牘
が
定
期
的
に
供
給
さ
れ
た
。
次
に
製

作
さ
れ
た
新
品
の
簡
牘
が
当
初
の
使
用
目
的
を

終
え
た
後
の
再
利
用
に
つ
い
て
は
多
様
な
形
態

が
あ
り
、
最
初
に
書
写
さ
れ
た
内
容
を
削
り
落

す
る
こ
と
や
、
正
本
・
副
本
と
い
う
性
格
が
文

書
行
政
の
過
程
の
中
で
変
化
す
る
と
い
っ
た
指

摘
な
ど
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
一
石
を
投
じ
る

も
の
で
あ
り
、
非
常
に
重
要
な
論
点
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

青
木
論
文
は
漢
代
に
甲
渠
候
官
が
置
か
れ
、

俗
に
破
城
子
と
呼
ば
れ
る
遺
跡
（
Ａ
８
）
か
ら

一
九
七
〇
年
代
に
出
土
し
た
新
居
延
漢
簡
七
七

〇
〇
枚
余
り
を
主
た
る
史
料
と
し
、
そ
の
内
容

と
遺
跡
内
部
の
出
土
地
点
や
出
土
状
況
と
の
分

析
を
通
じ
て
、
候
官
内
部
に
お
け
る
文
書
の
傾

向
や
保
存
・
整
理
・
廃
棄
な
ど
の
業
務
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
Ａ
８
遺
跡
全
体
を

塢
墻
の
内
外
の
二
区
に
分
け
、
さ
ら
に
内
部
を

東
西
南
北
の
四
区
、
計
五
つ
に
区
分
し
、
各
区

画
で
の
簡
牘
の
出
土
状
況
を
整
理
す
る
。
次
に

甲
渠
候
官
に
勤
務
す
る
吏
卒
の
生
活
区
画
と
さ

れ
る
塢
内
東
部
か
ら
は
現
代
の
ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー
に
相
当
す
る
籌
木
な
ど
、
再
利
用
さ

れ
た
簡
牘
が
多
く
出
土
し
て
い
る
一
方
で
、
文

書
庫
と
目
さ
れ
て
い
る
Ｆ
22
か
ら
は
四
十
組
の

冊
書
を
含
む
九
〇
〇
枚
近
く
の
簡
牘
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
、
対
し
て
吏
卒
の
事
務
区
画
と
さ

れ
る
塢
内
西
部
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
の
八
〇

パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
一
一
六
〇
枚
余
り
が
Ｔ

40
・
43
・
65
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
、
文
書
庫
お
よ
び
事
務
区
画
出
土
の
簡
牘
資

料
の
傾
向
を
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
文
書

庫
出
土
の
簿
籍
簡
は
同
一
の
筆
跡
で
複
数
の
部

（
候
官
の
下
部
組
織
）
に
ま
た
が
る
「
吏
廩
食
名

籍
」
の
よ
う
な
冊
書
や
甲
渠
候
官
か
ら
発
信
さ

れ
た
簿
籍
の
送
り
状
な
ど
内
容
に
一
定
の
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
甲
渠
候
官

で
ま
と
め
ら
れ
た
上
呈
簿
籍
の
写
し
と
考
え
ら

れ
る
。
事
務
区
画
出
土
の
簿
籍
簡
は
筆
跡
が
異

な
っ
た
り
、
食
糧
受
領
の
印
「
卩
」
が
書
か
れ

た
り
し
た
部
燧
か
ら
提
出
さ
れ
た
簿
籍
や
候
官

内
部
の
記
録
と
い
っ
た
も
の
の
原
本
で
あ
り
、

ま
と
ま
り
の
な
さ
や
広
範
な
年
代
分
布
、
あ
る

い
は
背
面
の
習
書
と
い
っ
た
点
を
考
え
合
わ
せ

る
と
、
事
務
区
画
の
Ｔ
40
な
ど
は
廃
棄
さ
れ
た

簡
牘
を
再
利
用
に
供
す
る
た
め
の
退
蔵
庫
と
位

置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
候
官
で
は
上

呈
簿
籍
の
写
し
だ
け
を
保
存
し
、
そ
れ
を
ま
と

め
る
際
に
利
用
さ
れ
た
部
燧
提
出
の
簿
籍
原
本

は
廃
棄
し
て
い
た
と
結
論
し
、
辺
境
の
軍
事
防

衛
組
織
に
お
け
る
報
告
・
監
査
責
任
の
あ
り
か

た
を
展
望
す
る
。
従
来
の
簡
牘
研
究
で
重
要
視
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検
討
さ
れ
た
札
や
両
行
な
ど
の
簡
牘
の
製
作
・

再
利
用
・
廃
棄
と
い
う
一
連
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
は
表
４
（
一
七
九
頁
）
と
し
て
結
実
し
、
従

来
の
研
究
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
簡
牘
の
動
態
的
側
面
を
私
た
ち
の
眼
前

に
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
て
く
れ
る
。

　

鈴
木
論
文
は
他
の
論
考
と
は
異
な
り
、
馬
王

堆
三
号
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
遣
策
と
い
う
墓
葬

出
土
簡
牘
を
用
い
て
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
作
成

か
ら
埋
葬
ま
で
に
至
る
遣
策
特
有
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
を
検
討
し
、
そ
の
性
格
や
目
的
を
考
察

す
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
『
儀
礼
』
既
夕
礼
篇
な

ど
の
伝
世
文
献
と
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
遣
策

は
葬
礼
の
準
備
リ
ス
ト
と
し
て
書
き
起
こ
さ

れ
、
途
中
改
訂
が
加
え
ら
れ
た
後
に
点
検
に
使

用
さ
れ
る
も
の
と
推
測
す
る
。
次
に
馬
王
堆
三

号
漢
墓
遣
策
の
記
載
内
容
と
実
際
の
副
葬
品
と

を
対
照
し
、
遣
策
記
載
の
品
目
・
数
と
小
計
が

し
ば
し
ば
合
わ
な
い
こ
と
、
料
理
・
食
品
を
盛

る
鼎
・
卑
虒
数
は
部
分
的
に
漆
鼎
や
卑
虒
の
数

と
一
致
す
る
こ
と
、
ご
く
一
部
に
遣
策
と
副
葬

品
の
照
合
を
示
す
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
や
記
載
数

の
訂
正
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
竹
笥
や
帛
嚢
に
入
れ
ら
れ
た
食
品
や
絹

と
し
て
再
び
書
写
材
料
と
し
て
利
用
す
る
場
合

と
書
写
材
料
以
外
の
再
利
用
に
大
別
さ
れ
、
後

者
は
さ
ら
に
木
（
籌
木
）・
木
製
品
に
細
分
さ
れ

る
。
籌
木
と
し
て
再
利
用
す
る
場
合
は
斜
め
切

断
加
工
や
焦
が
し
加
工
が
施
さ
れ
、
そ
の
よ
う

な
居
延
漢
簡
は
比
較
的
多
く
存
在
す
る
が
、
そ

れ
は
甲
渠
候
官
管
轄
下
の
全
吏
卒
三
百
人
近
く

の
日
々
の
生
理
現
象
か
ら
説
明
が
可
能
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
簡
牘
の
再
利
用
の
形
態
か
ら

「
異
処
簡
」（
内
容
か
ら
は
本
来
出
土
す
る
は
ず
の

な
い
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
簡
牘
）
が
主
と
し
て
籌

木
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
書
写
面
削
除
加
工

が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
適
宜
貰
い
受
け
ら
れ
て
き

た
使
用
済
み
の
簡
牘
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘

す
る
。
木
製
品
と
し
て
の
再
利
用
に
は
木
匙
と

動
物
を
捕
ら
え
る
罠
の
一
部
を
例
示
す
る
一

方
、
従
来
そ
の
よ
う
な
簡
牘
の
再
利
用
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
遺
物
の
中
に
は
木
製
品
や
そ

の
破
損
品
に
適
宜
文
字
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い

る
事
例
が
複
数
あ
る
こ
と
を
実
見
の
結
果
か
ら

指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
遺
物
を
日
本
木

簡
学
の
分
類
に
倣
い
、
記
さ
れ
た
内
容
と
は
別

個
に
分
類
す
る
か
、
広
義
の
習
字
簡
に
分
類
す

る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
提
案
す
る
。
本
論
考
で

織
物
の
小
計
と
提
供
元
の
内
訳
が
記
さ
れ
た
簡

二
三
六
と
副
葬
品
の
竹
笥
や
楬
、
ま
た
死
者
に

贈
ら
れ
る
衣
類
「
裞
衣
」
に
関
係
す
る
簡
に
対

し
て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
考
察
が
加
え
ら
れ
、
以

上
の
検
討
結
果
か
ら
遣
策
の
作
成
過
程
が
次
の

よ
う
に
導
き
出
さ
れ
る
。
個
々
の
品
目
を
書
い

た
遣
策
は
葬
礼
の
計
画
段
階
に
お
い
て
喪
家
が

作
成
し
た
必
要
な
副
葬
品
や
祭
奠
の
準
備
リ
ス

ト
で
あ
り
、
そ
の
リ
ス
ト
に
従
っ
て
物
品
が

整
っ
た
段
階
で
小
計
簡
が
作
成
さ
れ
る
。
食
品

に
つ
い
て
言
え
ば
、
喪
家
が
用
意
す
べ
き
も
の

の
リ
ス
ト
化
、食
品
の
用
意
、竹
笥
へ
の
収
納
、

楬
と
封
印
の
添
付
と
い
う
流
れ
と
、
そ
れ
と
は

別
の
贈
品
の
内
容
確
認
、
リ
ス
ト
へ
の
追
加
と

い
う
流
れ
が
あ
り
、
両
者
が
と
も
に
そ
ろ
っ
て

か
ら
小
計
簡
が
作
成
さ
れ
、
埋
葬
直
前
ま
で
に

副
葬
す
る
か
否
か
が
最
終
的
に
判
断
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
準
備
リ
ス
ト
兼
贈
品
リ
ス
ト
と
し

て
の
遣
策
は
副
葬
品
埋
納
の
最
終
段
階
で
告
地

策
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
軑
侯
家
の
家

丞
奮
か
ら
墓
主
が
死
後
に
赴
く
地
下
の
世
界

の
「
主
贓
郎
中
」
宛
て
に
「
移
」
さ
れ
た
「
贓

物
一
編
」
と
い
う
冥
府
宛
て
の
擬
制
文
書
へ
と

性
格
が
転
換
さ
れ
る
。
本
論
考
の
魅
力
は
何
と
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言
っ
て
も
遣
策
と
い
う
墓
葬
出
土
簡
牘
を
分
析

対
象
と
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
論
証

さ
れ
た
遣
策
の
作
成
過
程
や
葬
送
儀
礼
に
お
け

る
機
能
は
、
簡
牘
の
形
態
に
さ
し
た
る
特
徴
が

あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
目
立
っ
た
動
き
も
な
く

静
態
的
に
見
え
る
遣
策
も
、籾
山「
序
論
」で「
多

様
な
生
物
が
各
々
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
維
持

し
つ
つ
、
相
互
に
重
な
り
合
い
補
完
し
合
っ
て

形
成
し
て
い
る
一
個
の
生
態
系
」
に
例
え
ら
れ

た
出
土
簡
牘
の
世
界
に
生
息
す
る
「
生
物
」
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

　

以
上
に
紹
介
し
た
四
本
を
含
め
、
本
書
所
収

の
論
考
お
よ
び
調
査
報
告
は
い
ず
れ
も
冒
頭
に

挙
げ
た
二
つ
の
欠
陥
を
踏
ま
え
た
「
一
片
の
簡

牘
を
扱
う
方
法
は
、
一
篇
の
典
籍
に
対
す
る
場

合
と
異
な
っ
て
然
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
」

（
籾
山「
序
論
」）
と
い
う
問
題
関
心
を
共
有
し
、

そ
こ
か
ら
具
体
的
な
史
料
分
析
を
そ
れ
ぞ
れ
進

め
て
注
目
す
べ
き
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ

は
取
り
も
直
さ
ず
、
本
論
集
で
提
起
さ
れ
た
視

点
や
方
法
、
史
料
論
が
従
来
の
簡
牘
研
究
で
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
展
開
を
も
た
ら
す
可

能
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
後
は
そ
れ
が
ど
の
程
度

有
効
で
あ
る
の
か
を
対
象
と
な
る
簡
牘
資
料
の

種
類
を
広
げ
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
例

え
ば
、
辺
境
出
土
簡
牘
と
類
似
し
た
行
政
文
書

で
あ
る
里
耶
秦
簡
や
走
馬
楼
漢
簡
な
ど
の
古
井

出
土
簡
牘
で
は
ど
う
な
の
か
、
の
よ
う
に
。
勿

論
こ
れ
は
本
書
執
筆
者
諸
氏
へ
の
要
求
な
ど
で

は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
機
に
、
簡
牘
資
料
を

扱
っ
て
い
る
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

検
証
し
、
そ
の
結
果
を
重
ね
合
い
補
完
し
合
っ

て
体
系
的
な
出
土
簡
牘
の
世
界
の
構
築
を
目
指

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
い
う
大
そ
れ
た
夢
想

で
あ
る
。
か
く
言
う
評
者
も
本
書
で
主
に
用
い

ら
れ
た
簡
牘
よ
り
も
一
篇
の
典
籍
に
近
い
墓
葬

出
土
簡
帛
を
研
究
し
て
い
る
一
人
と
し
て
ど
の

よ
う
に
応
え
ら
れ
る
の
か
、
読
み
終
え
て
か
ら

い
ま
だ
に
模
索
中
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
も
、
中
国
に
限
ら
ず
、
ま
た
簡
牘
に

限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
出
土
文
字
資
料
に
関
わ
る

研
究
者
が
一
人
で
も
多
く
本
書
を
読
ま
れ
る
こ

と
を
切
に
願
っ
て
い
る
。な
お
後
記
に
よ
れ
ば
、

す
で
に
漢
簡
の
史
料
分
析
を
中
心
と
す
る
本
書

の
続
編
の
出
版
計
画
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
。

本
書
読
書
中
の
知
的
興
奮
と
今
も
続
く
墓
葬
出

土
簡
帛
で
は
と
い
う
自
問
を
思
う
と
、
嬉
し
く

も
悩
ま
し
い
予
告
で
あ
る
。

（
も
り
・
ま
さ
し　

早
稲
田
大
学
長
江
流
域
文
化
研

究
所
・
招
聘
研
究
員
）

中
國
出
土
資
料
學
會

平
成
二
四
年
度
第
一
回
例
会

▼
日
時
：
7
月
21
日
（
土
）、
受
付
開
始
12
時
半

～
、
研
究
報
告
13
時
～
17
時
▼
場
所
：
流
通
経

済
大
学
・
新
松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス
高
層
棟
202
教
室

＊
Ｊ
Ｒ（
常
磐
線
・
武
蔵
野
線
）
新
松
戸
駅
よ
り

徒
歩
4
分
▼
報
告
：「
无
」「

」
字
の
使
用
域

―
―
馬
王
堆
帛
書
・
銀
雀
山
漢
簡
の
斉
・
晋
系
要

素
（
北
條
立
記
）、
後
漢
時
代
に
お
け
る
顔
回
像

（
井
ノ
口
哲
也
）、「
武
威
醫
簡
注
釋
及
相
關
問

題
研
究
舉
隅
」
提
要（
袁
國
華
）
▼
参
加
費（
資

料
代
を
含
む
）
500
円
＊
非
会
員
の
来
聴
を
歓
迎

し
ま
す
▼
連
絡
先
：
山
梨
県
立
大
学
国
際
政
策

学
部･

名
和
研
究
室　
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