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は
じ
め
に

　

晩
唐
の
劉
中
礼
墓
誌
は
、
二
〇
〇
二
年
に
西
安
東
郊
の
史
家
湾
磚
廠
か
ら
出

土
し
、
現
在
は
西
安
碑
林
博
物
館
に
蔵
さ
れ
る
。
墓
主
の
劉
中
礼
は
、
咸
通
十

三
年
（
八
七
二
）
十
月
五
日
に
歿
し
、
翌
十
四
年
十
月
十
五
日
に
万
年
県
に
葬

ら
れ
た
。
影
印
本
に
『
李
寿
墓
誌
・
南
川
県
主
墓
誌
・
劉
中
礼
墓
誌
』（
西
安

碑
林
名
碑
精
粋
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
）
が
あ
る（
１
）。

　

誌
蓋
は

頂
型
で
、「
唐
故
彭
城
劉
公
墓
誌
銘
」
を
篆
書
で
三
行
、
行
三
字

に
題
す
る
。
誌
石
は
縦
・
横
各
九
十
一
㎝
（
図
１
）。
誌
文
は
四
十
五
行
、
満

行
四
十
五
字
、
誌
文
の
撰
者
は
韋
蟾
、
書
者
は
崔
筠
。
誌
題
に
「
唐
故
河
東
監

軍
使
・
銀
青
光
禄
大
夫
・
守
左
監
門
衛
将
軍
・
上
柱
国
・
彭
城
県
開
国
伯
・
食

邑
七
百
戸
・
賜
紫
金
魚
袋　

劉
公
墓
誌
銘
幷
序
」
と
あ
る
。
誌
文
に
よ
れ
ば
、

邵
建
初
刻
「
劉
中
礼
墓
誌
」
の
鐫
刻
実
態
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劉
中
礼
は
左
神
策
軍
護
軍
中
尉
・
沛
国
公
劉
弘
規
の
孫
で
、
内
侍
監
を
も
っ
て

致
仕
し
た
徐
国
公
劉
公
深
の
次
子
で
あ
る
。
な
お
弟
（
劉
公
深
第
五
子
）
の
劉

遵
礼
に
も
墓
誌
が
あ
る
が
、
影
印
本
を
み
な
い
。
劉
遵
礼
墓
誌
（
八
六
八
）
の

撰
者
は
劉
瞻
、
書
者
は
劉
中
礼
墓
誌
と
同
じ
崔
筠
で
、
誌
題
に
は
「
唐
故
内
荘

宅
使
・
銀
青
光
禄
大
夫
・
行
内
侍
省
内
侍
員
外
置
同
正
員
・
上
柱
国
・
彭
城
県

開
国
子
・
食
邑
五
百
戸
・
賜
紫
金
魚
袋
・
贈
左
衛
門
衛
大
将
軍
劉
公
墓
誌
銘
」

と
あ
る
。
祖
父
の
神
策
軍
、
父
の
内
侍
監
、
弟
の
内
侍
、
ま
た
劉
中
礼
が
歴
任

し
た
掖
庭
宮
博
士
、
内
僕
令
、
内
坊
典
、
内
謁
者
監
、
右
神
策
軍
副
使
、
内
常

侍
、
内
侍
等
も
宦
官
が
任
命
さ
れ
る
職
で
あ
り
、
誌
文
に
み
え
る
長
子
劉
重
諭

の
内
僕
局
丞
、
次
子
劉
重
楚
の
掖
庭
宮
博
士
、
第
三
子
劉
重
暉
の
内
府
局
令
も

ま
た
同
様
で
、
要
す
る
に
こ
の
劉
氏
は
宦
官
を
専
権
し
た
家
族
で
あ
る
。

　

さ
て
、
劉
中
礼
墓
誌
の
鐫
刻
者
は
、
末
行
に
「
玉
冊
官
邵
建
初
刻
」
と
明
記
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す
る
。
邵
建
初
は
、
そ
の
兄
邵
建
和
と
と
も
に
柳
公
権
書
の
名
碑
「
玄
秘
塔

碑
」（
八
四
一
）
の
末
に
「
刻
玉
冊
官
邵
建
和
并
弟
邵
建
初
鐫
」
と
明
記
さ
れ

る
鐫
刻
の
名
工
で
、
劉
遵
礼
墓
誌
も
そ
の
鐫
刻
に
係
り
、
劉
遵
礼
墓
誌
末
行
に

は
「
鐫
玉
冊
官
邵
建
初
刻
」
と
明
記
す
る
。
ま
た
程
章
燦
『
石
刻
刻
工
研
究
』

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
所
刻
に
は
ほ
か
に
「
般
若

波
羅
蜜
多
心
経
」（
八
五
五
）、「
慶
王
李
沂
墓
誌
」（
八
六
〇
）、「
故
徳
妃
王
氏

墓
誌
」（
八
七
一
）、「
馬
公
度
妻
王
氏
墓
誌
」（
八
七
五
）
が
あ
る
。

　

本
稿
は
、
旧
稿
「
柳
公
権
「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」
鐫
刻
初
探
─
「
邵
建
和
刻
」

の
一
実
相
」「
柳
公
権
「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
」
の
鐫
刻
実
態
に
つ
い
て（
２
）」
に

次
い
で
、
邵
建
和
の
弟
「
邵
建
初
刻
」
の
実
相
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で図１　劉中礼墓誌
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図２
刻調混在の状態

あい

うえ
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あ
る
。
当
初
は
研
究
対
象
の
ひ
と
つ
に
「
玄
秘
塔
碑
」
も
想
定
し
て
い
た
が
、

刻
法
の
分
析
に
不
都
合
な
入
墨
や
泐
損
な
ど
の
支
障
が
多
い
こ
と
か
ら
、
当
該

墓
誌
を
対
象
に
選
ん
だ
。

　

本
稿
は
、
平
成
三
十
一
年
度
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
・
基
盤
研
究

（
Ｃ
）「
北
朝
隋
唐
碑
に
お
け
る
鐫
刻
実
態
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（
終
了
年

度
）
課
題
番
号
：17K

02323
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
一
）
刻
者
は
邵
建
初
一
人
で
は
な
い

　

結
論
か
ら
い
え
ば
、
劉
中
礼
墓
誌
の
各
字
を
分
析
し
た
結
果
、
鐫
刻
は
末
行

に
い
う
邵
建
初
一
人
で
は
な
く
、
複
数
の
刻
者
が
分
担
し
た
も
の
で
あ
る
。
複

数
の
刻
者
に
よ
る
刻
が
誌
中
に
混
在
す
る
状
態
に
は
、
刻
者
間
の
境
界
を
瞬
時

に
見
極
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
一
方
で
、
熟
視
し
て
も
な
お
見

極
め
が
つ
け
づ
ら
い
部
分
も
あ
る
。
図
２
の
あ
～
う
は
、
刻
者
が
異
な
る
境
界

が
比
較
的
分
か
り
や
す
い
四
箇
所
を
、
全
搨
本
に
復
元
し
て
例
示
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
傍
ら
に
は
当
該
範
囲
に
混
在
す
る
刻
調
の
符
号
（
後
述
（
三
）
参

照
）
と
釈
文
を
掲
載
し
た
。
劉
中
礼
墓
誌
の
鐫
刻
に
関
わ
っ
た
刻
者
数
は
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
一
定
の
範
囲
を
分
担
し
て
い
る
主
な
刻
者
だ
け
で
も
十
九
名

を
数
え
、
十
二
字
か
ら
七
字
の
小
範
囲
に
と
ど
ま
る
刻
者
九
名
を
加
え
る
と
、

そ
の
数
は
二
十
八
名
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
に
は
明
ら
か
に
奏
刀
技
術
が
未
熟

で
鑿
の
運
び
（
奏
刀
）
が
ま
ま
な
ら
な
い
も
の
ま
で
含
ま
れ
る
。

　

旧
稿
で
再
三
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
お
り
、
北
魏
墓
誌
に
は
、
ま
っ
た
く
相

容
れ
な
い
別
書
法
が
一
誌
中
に
複
雑
に
混
在
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い（
３
）。
そ
の

刻
出
さ
れ
た
相
容
れ
な
い
書
法
は
、
筆
画
の
肥
痩
の
差
、
骨
力
の
有
無
、
格
調

の
高
下
等
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
、
始
筆
収
筆
の
用
筆
法
、
あ
る
い
は
結
構
ま

で
も
が
全
く
相
違
す
る
事
例
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
特
定
の
書
法
を
刻
出
す
る
刻

者
が
他
者
の
刻
法
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
、
書
丹
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

原
稿
の
筆
跡
に
従
属
す
る
意
識
す
ら
持
た
な
い
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
手

に
覚
え
た
刻
法
を
貫
い
た
結
果
で
あ
る
。
隋
や
初
唐
の
名
碑
に
は
、
ま
っ
た
く

相
容
れ
な
い
別
書
法
が
混
在
す
る
よ
う
な
極
端
な
事
例
は
少
な
く
な
り
、
混
在

す
る
諸
刻
法
間
に
も
、
あ
る
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
多
く
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
書
法
上
の
決
定
的
な
相
違
を
指
摘
し
う
る
も
の

が
あ
る（
４
）

　

一
般
に
墓
誌
の
場
合
は
、
混
在
す
る
諸
刻
法
間
の
書
法
上
の
相
違
の
程
度
が

碑
に
比
べ
て
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
が
、
劉
中
礼
墓
誌
の
場
合
は
、
晩
唐
に
ま
で

時
代
が
下
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
鐫
刻
を
分
担
し
た
刻
者
が
そ
れ
ぞ
れ
刻
出

す
る
書
法
に
は
、
練
達
の
程
度
差
に
よ
る
筆
画
の
形
状
の
差
や
、
性
分
に
由
来

す
る
精
粗
や
風
趣
に
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
始
筆
や
収
筆
に
お
け
る
書
法
上
の

表
現
技
術
が
明
ら
か
に
異
な
る
よ
う
な
著
し
い
相
違
は
影
を
潜
め
て
お
り
、
原

稿
で
あ
る
筆
跡
の
書
法
に
対
す
る
各
刻
者
の
理
解
に
は
大
差
が
な
い
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
各
刻
法
間
に
認
め
ら
れ
る
相
違
は
、
刻
法
の
違
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い
と
い
う
よ
り
も
刻
調
の
差
違
と
呼
ぶ
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
本
稿
で

は
、
以
下
、
基
本
的
に
は
該
誌
に
お
け
る
諸
刻
法
間
の
相
違
を
刻
調
の
相
違
と

よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
二
）
諸
刻
調
の
分
布

　

劉
中
礼
墓
誌
の
各
字
の
刻
調
を
分
析
し
た
結
果
、
混
在
す
る
刻
調
に
は
、
後

の
（
三
）
に
図
４
５
６
に
列
挙
す
る
A
～
X
、
ア
～
コ
、
サ
～
ホ
が
あ
る
。
そ

の
各
刻
調
の
特
色
は
（
三
）
に
譲
っ
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
れ
ら
諸
刻
調
の
該

誌
に
お
け
る
分
布
を
掲
示
す
る
。
図
３
に
は
誌
文
を
該
誌
の
布
字
と
お
り
に
示

し
、
そ
の
左
に
該
字
の
刻
調
を
A
～
X
、
ア
～
ホ
の
符
号
で
記
し
た
（
た
だ
し
、

影
印
本
原
寸
剪
装
本
に
は
第
八
行
の
「
行
而
」
二
字
を
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
そ
の

二
字
に
つ
い
て
は
刻
調
の
判
断
が
で
き
ず
符
号
を
空
に
し
た
）。
な
お
、
先
述
し
た

と
お
り
、
諸
刻
調
間
の
境
界
に
は
瞬
時
に
見
極
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
一
方

で
、
熟
視
し
て
も
な
お
判
断
に
迷
う
箇
所
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
３
に
掲

示
し
た
分
布
は
正
確
を
期
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
細
部

に
お
い
て
か
り
に
正
確
を
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
誌
中
に
混
在
す

る
A
～
X
、
ア
～
ホ
の
各
刻
調
の
分
布
の
複
雑
な
状
態
は
、
こ
の
分
布
図
を
も

っ
て
十
分
に
示
し
え
た
と
考
え
て
い
る
。

（
三
）
混
在
す
る
各
刻
調
の
特
色

　

こ
こ
で
は
混
在
す
る
全
て
の
刻
調
を
図
４
５
６
に
図
示
し
て
、
そ
の
特
色
を

述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
図
示
す
る
刻
調
A
～
X
、
ア
～
コ
、
サ
～
ホ
各
図
の
下

欄
に
挙
げ
た
数
字
は
、
図
中
の
当
該
字
の
所
在
行
数
で
あ
る
。
混
在
す
る
各
刻

調
を
図
示
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
特
定
の
一
行
に
だ
け
認
め
ら
れ
る
刻
調
以
外

図
３　

劉
中
礼
墓
誌
全
文
（
右
）
と
刻
調
符
号
（
左
）
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は
、
複
数
行
に
わ
た
っ
て
特
徴
的
な
箇
所
を
十
八
字
内
で
収
集
し
、
十
八
字
に

満
た
な
い
場
合
は
そ
の
全
字
を
列
挙
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
分
担
範
囲
が
十
八

字
以
上
に
わ
た
る
A
～
S
の
各
刻
調
に
お
い
て
は
、
各
刻
調
の
特
徴
が
凝
縮
し

て
現
れ
る
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
該
誌
全
体
を
俯
瞰
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
特

色
が
図
ほ
ど
に
は
顕
著
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
一
定
の
範
囲
を
刻
し
て
い

る
A
～
S
の
刻
調
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
練
達
で
あ
る
も
の
を
先
に
未
熟
で
あ

る
も
の
を
後
に
列
し
、
T
～
X
と
ア
～
コ
は
所
刻
字
数
の
多
い
順
、
同
字
数
で

あ
る
場
合
は
所
刻
字
の
所
在
行
の
若
い
順
に
列
し
た
。
サ
～
チ
は
所
刻
字
数
が

二
字
に
限
ら
れ
る
も
の
、
ツ
～
ホ
は
一
字
に
限
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
所

刻
字
の
所
在
行
の
若
い
順
に
列
し
た
。
こ
れ
ら
に
列
し
た
異
な
る
刻
調
の
総
数

は
五
十
四
に
の
ぼ
る
が
、
ア
～
ホ
の
ほ
と
ん
ど
は
鐫
刻
技
能
が
き
わ
め
て
未
熟

な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
未
熟
者
が
一
字
の
一
部
分
だ
け
を
刻
し
た
他
者
と
の

混
合
刻
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
劉
中
礼
墓
誌
の
主
な
鐫
刻
者
は
、
一
定
の

範
囲
を
分
担
し
た
A
～
S
の
十
九
名
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
十
九
で
あ
る

に
し
ろ
五
十
四
で
あ
る
し
ろ
、
こ
れ
ら
各
図
が
示
す
刻
調
間
の
差
異
は
、
容
易

に
察
知
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
該
誌
が
一
人
の
手
で
刻
さ
れ
た
も
の
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
図
示
し
た
刻
調
の
数
は
、
稿
者
の
観
察
に
係
る
も

の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
再
分
類
あ
る
い
は
統
合
が
必
要
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
か
り
に
稿
者
が
提
示
し
た
数
に
多
少
の
増
減
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、

列
挙
し
た
刻
調
の
数
に
近
い
刻
者
が
鐫
刻
を
分
担
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
図
４
５
６
に
列
挙
し
た
諸
刻
調
の
様
子
と
、
図
３
に

示
し
た
諸
刻
調
の
分
布
す
な
わ
ち
諸
刻
者
の
担
当
範
囲
の
状
況
と
を
照
合
し
て

み
れ
ば
、
劉
中
礼
墓
誌
の
刻
に
は
、
練
達
者
と
未
熟
者
が
入
り
混
じ
っ
た
複
雑

な
状
態
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
複
雑
な
状
態

は
特
殊
の
事
例
で
は
な
く
、
稿
者
が
こ
れ
ま
で
対
象
と
し
て
き
た
墓
誌
や
碑
に

も
常
々
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

以
下
に
、
混
在
す
る
諸
刻
調
の
特
色
に
つ
い
て
、
若
干
の
説
明
を
加
え
た
い
。

［ 

Ａ
］
諸
刻
中
も
っ
と
も
巧
妙
で
、
そ
の
筆
画
は
遒
勁
で
あ
り
、
収
筆
は
比
較

的
険
し
く
、
結
構
も
緊
密
で
あ
る
。

［ 

Ｂ
］
Ａ
に
比
肩
す
る
熟
練
で
あ
る
が
、
Ａ
が
刻
出
す
る
筆
画
に
比
べ
る
と
穏

や
か
で
、
そ
の
分
、
趣
は
平
和
で
あ
る
。

［ 

Ｃ
］
混
在
す
る
諸
刻
中
、
も
っ
と
も
欧
法
的
要
素
が
強
く
勁
抜
の
筆
画
と
緊

密
の
結
構
を
刻
出
す
る
熟
達
者
で
あ
る
が
、
筆
画
に
は
Ａ
ほ
ど
の
奥
行
が
な

い
。

［ 

Ｄ
］
混
在
諸
刻
中
、
欧
法
の
要
素
を
多
分
に
有
す
る
が
、
虞
法
を
思
わ
せ
る

と
こ
ろ
も
あ
り
、
Ｃ
の
険
し
さ
に
比
べ
る
と
趣
は
穏
や
か
で
あ
る
。

［ 

Ｅ
］
結
構
に
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
ほ
ど
の
緊
密
さ
が
な
く
、
筆
画
も
Ａ
Ｂ
Ｃ
ほ
ど
の
充

実
が
な
い
。
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｎ
Ｏ
ほ
ど
の
肉
付
き
も
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
結
構
・

筆
画
と
も
緩
く
も
な
い
。
諸
刻
中
も
っ
と
も
平
均
的
な
刻
調
と
い
え
る
。

［ 

Ｆ
］
比
較
的
肉
豊
か
な
諸
刻
調
（
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｎ
Ｏ
）
の
う
ち
で
は
、
も
っ
と
も



─ 51─

図４（１）混在する諸刻調
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図４（２）混在する諸刻調
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図４（３）混在する諸刻調
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腴
潤
で
均
質
の
筆
画
を
刻
出
す
る
。

［ 

Ｇ
］
比
較
的
肉
豊
か
な
諸
刻
の
う
ち
で
は
、
筋
質
を
思
わ
せ
て
雄
々
し
い
が
、

筆
画
に
は
Ｆ
ほ
ど
の
安
定
感
が
な
い
。

［ 
Ｈ
］
比
較
的
肉
豊
か
な
諸
刻
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
Ｆ
の
腴
潤
さ
は
な
く
、

Ｇ
ほ
ど
の
筋
質
も
感
じ
さ
せ
な
い
。
や
や
骨
力
に
欠
け
る
が
、
Ｏ
ほ
ど
に
は

軟
弱
で
は
な
い
。

図４（４）混在する諸刻調
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［ 
Ｉ
］
混
在
す
る
諸
刻
法
の
な
か
で
は
比
較
的
穏
や
か
で
、
も
っ
と
も
虞
法
を

思
わ
せ
る
が
、
総
じ
て
筆
画
は
細
く
や
や
弱
さ
が
あ
る
。

［ 

Ｊ
］
欧
法
の
要
素
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
は
Ｃ
に
比
肩
す
る
が
、
刻
出
す
る
筆

画
は
Ｃ
ほ
ど
温
潤
で
な
く
、
扁
削
に
陥
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

図４（５）混在する諸刻調
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［ 

Ｋ
］
比
較
的
筋
質
の
筆
画
を
刻
出
し
て
Ｅ
に
近
似
す
る
が
、
Ｅ
に
比
べ
て
秀

麗
で
な
い
。
石
版
の
状
態
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
が
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｆ
に
比
し
て

鑿
の
運
び
に
滑
ら
か
さ
を
欠
く
。

［ 

Ｌ
］
欧
・
虞
・
顔
の
三
法
、
特
に
虞
・
顔
の
要
素
に
徐
浩
を
加
味
し
た
か
の

よ
う
な
筆
画
を
刻
出
す
る
。
諸
刻
中
で
は
比
較
的
厚
重
の
趣
を
刻
出
し
て
、

薄
弱
妍
麗
で
な
い
。

［ 

Ｍ
］
骨
力
に
や
や
不
足
す
る
が
、
几
帳
面
に
鑿
を
運
ん
で
謹
飭
の
趣
が
あ
る
。

ま
た
Ｄ
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

［ 

Ｎ
］
Ｈ
や
Ｏ
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
両
者
よ
り
も
い
っ
そ
う
肉
付

き
が
あ
る
。
骨
力
に
不
足
が
あ
る
が
、
Ｌ
よ
り
は
筆
力
の
あ
る
筆
画
を
刻
出

す
る
。

［ 

Ｏ
］
筆
画
に
肥
痩
を
交
え
る
が
、
総
じ
て
肉
豊
か
で
Ｎ
に
類
似
し
て
骨
力
に

乏
し
く
、
Ｎ
よ
り
も
い
っ
そ
う
柔
弱
で
あ
る
。

［ 

Ｐ
］
Ｈ
や
Ｎ
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
筆
鋒
が
や
や
覗
い
て
Ｈ
や
Ｎ

に
比
し
て
呼
吸
が
短
く
、
や
や
円
満
さ
に
不
足
す
る
。

［ 

Ｑ
］
諸
刻
法
中
、
比
較
的
虞
法
を
思
わ
せ
る
類
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
抑
揚

に
乏
し
く
、
ま
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
結
構
が
右
上
が
り
気
味
で
あ
る
。

Ｖ
Ｘ
と
同
類
と
思
わ
れ
る
が
、
Ｖ
Ｘ
よ
り
は
技
能
に
勝
る
。

［ 

Ｒ
］
刻
出
す
る
筆
画
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
側
鋒
が
覗
い
て
、
幾
分
の
浅
薄

さ
が
あ
り
、
特
に
始
筆
収
筆
部
分
に
筆
力
を
欠
く
向
き
が
あ
る
。

［ 

Ｓ
］
Ｅ
や
Ｉ
に
似
る
要
素
が
あ
る
が
、
Ｅ
の
筆
力
が
な
い
。
ま
た
Ｉ
よ
り
も

筆
画
に
肉
が
あ
る
が
、
Ｉ
よ
り
も
筆
力
が
な
く
軟
弱
で
あ
る
。

［ 

Ｔ
］
筆
画
は
軟
弱
で
な
い
が
、
未
熟
の
感
を
免
れ
ず
、
刻
出
す
る
筆
画
に
安

定
感
が
な
い
。
あ
る
い
は
T
を
再
分
類
す
る
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

［ 

Ｕ
］
Ｆ
や
Ｇ
に
近
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
Ｆ
Ｇ
と
異
な
っ
て
始
筆
か
ら

収
筆
ま
で
が
単
一
で
抑
揚
に
乏
し
い
。
ま
た
、
筆
画
に
厚
み
が
あ
る
が
、

「
武
」
の
三
横
画
、「
不
」
の
左
払
い
な
ど
に
生
硬
さ
が
残
る
。
そ
れ
ら
生
硬

の
箇
所
は
他
者
が
部
分
的
に
介
在
し
た
混
合
刻
の
結
果
か
も
し
れ
な
い
。

［ 

Ｖ
］
や
や
抑
揚
に
乏
し
く
秀
麗
さ
に
も
乏
し
い
。
風
趣
は
Ｑ
に
通
ず
る
と
こ

ろ
が
あ
る
が
、
Ｑ
と
は
や
や
結
構
が
異
な
る
。

［ 

Ｗ
］
一
定
の
技
能
を
有
し
て
刻
出
す
る
筆
画
に
安
定
感
が
あ
る
が
、
す
べ
て

の
筆
画
の
肥
痩
が
同
じ
で
、
ま
た
同
質
で
あ
る
。
な
お
「
蔡
」
に
は
生
硬
さ

が
あ
り
、
同
類
の
別
手
の
可
能
性
、
あ
る
い
は
一
部
に
別
手
が
加
わ
っ
た
混

合
刻
の
可
能
性
が
あ
る
。

［ 

Ｘ
］
Ｑ
と
同
類
で
、
抑
揚
に
乏
し
く
、
ま
た
右
上
が
り
気
味
に
構
え
る
と
こ

ろ
も
同
じ
で
あ
る
が
、
技
能
は
明
ら
か
に
Ｑ
よ
り
も
劣
る
。

［ 

ア
］
未
熟
で
、
刻
出
す
る
筆
画
が
生
硬
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
字
形
に
崩
れ

も
あ
る
。
わ
ず
か
に
欧
法
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
、
未
熟
ゆ
え
か
。

［ 

イ
］
Ｉ
と
類
似
す
る
が
、
Ｉ
ほ
ど
の
技
量
が
な
く
、
刻
出
す
る
筆
画
は
い
っ

そ
う
ひ
弱
で
あ
る
。
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［ 
ウ
］
ア
以
下
の
未
熟
者
の
な
か
で
は
、
鑿
の
運
び
に
慣
れ
て
い
る
が
、
筆
画

は
軟
弱
で
結
構
も
不
安
定
で
あ
り
通
俗
で
も
あ
る
。

［ 

エ
］
鑿
の
運
び
に
た
ど
た
ど
し
さ
が
あ
る
が
、
拙
劣
の
割
に
は
比
較
的
字
形

を
崩
す
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

［ 

オ
］
エ
と
同
等
の
未
熟
さ
が
あ
る
が
、
担
当
し
た
字
形
の
筆
画
が
縦
横
画
に

偏
っ
て
い
る
た
め
か
、
エ
ほ
ど
の
抑
揚
が
な
い
。

［ 

カ
］
イ
に
近
似
す
る
が
、
刻
出
す
る
筆
画
は
イ
よ
り
も
筆
力
が
な
い
。
た
だ

し
結
構
に
つ
い
て
は
丁
寧
な
気
遣
い
が
あ
る
。

［ 

キ
］「
帝
」
の
第
二
画
、「
内
」
の
左
右
の
縦
画
、「
庭
」
の
壬
部
末
画
に
拙

さ
が
あ
る
の
は
、
石
版
の
問
題
で
は
な
く
、
E
の
刻
と
未
熟
者
と
の
混
合
刻

で
あ
ろ
う
。

［ 

ク
］
カ
と
同
等
の
未
熟
者
で
、
横
画
の
始
筆
の
筆
抑
え
を
カ
よ
り
も
大
き
く

表
現
す
る
こ
と
か
ら
、
カ
と
は
別
手
と
み
ら
れ
る
。

［ 

ケ
］
イ
・
エ
・
カ
と
同
等
の
未
熟
者
で
あ
る
。

［ 

コ
］
キ
の
一
部
を
刻
し
た
未
熟
者
を
除
け
ば
、
も
っ
と
も
初
心
者
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。「
夫
」
の
筆
画
の
交
叉
箇
所
で
も
、
縦
画
を
分
断
し
な
が
ら

図
６

混
在
す
る
諸
刻
調

図
５　

混
在
す
る
諸
刻
調
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繋
ぐ
と
こ
ろ
も
拙
い
。

［ 
サ
］「
掖
」
の
右
旁
第
一
画
の
点
、
第
二
画
の
横
画
、「
庭
」
の
第
一
画
の
点
、

第
二
画
の
横
画
を
未
熟
者
が
刻
し
た
混
合
刻
で
あ
る
。

［ 

シ
］「
正
」
の
第
一
画
、「
考
」
の
第
三
画
の
横
画
を
未
熟
者
が
刻
し
た
混
合

刻
で
あ
る
。

［ 

ス
］
鑿
の
運
び
が
著
し
く
劣
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
画
と
画
と
の
有
機
的
関

係
が
欠
如
し
て
、
運
動
が
硬
直
で
あ
る
。

［ 

セ
］「
英
」
の
全
画
と
「
皇
」
の
王
の
第
一
画
を
含
む
上
半
の
筆
画
が
生
硬

で
、
運
動
も
硬
い
。「
皇
」
は
混
合
刻
と
み
ら
れ
る
。

［ 

ソ
］
Ｌ
と
同
類
で
、
そ
の
未
熟
者
で
あ
ろ
う
。
鑿
の
運
び
に
た
ど
た
ど
し
さ

が
あ
る
。

［ 

タ
］
二
字
中
、「
竭
」
の
第
一
～
四
画
は
周
囲
を
囲
う
Ｃ
の
所
刻
で
あ
ろ
う
。

そ
の
四
画
を
除
く
ほ
か
は
未
熟
者
の
所
刻
に
係
る
混
合
刻
で
あ
る
。

［ 

チ
］
イ
と
同
等
の
未
熟
者
で
あ
る
が
、
比
較
的
細
や
か
な
配
慮
が
あ
る
。
基

盤
と
す
る
刻
法
は
Ｉ
の
類
で
あ
ろ
う
。

［ 

ツ
］
第
二
・
三
画
の
交
叉
よ
り
左
側
を
未
熟
者
が
刻
し
た
混
合
刻
で
あ
る
。

［ 

テ
］
左
偏
「
金
」
の
末
の
横
画
を
未
熟
者
が
刻
し
た
混
合
刻
で
あ
る
。

［ 

ト
］
左
偏
「
禾
」
の
第
一
・
三
画
を
刻
し
た
も
の
と
、
そ
れ
以
外
の
画
及
び

右
旁
全
て
を
刻
し
た
も
の
と
が
別
手
の
混
合
刻
で
、
周
囲
の
状
況
か
ら
み
て
、

前
者
は
Ｇ
、
後
者
は
Ｉ
の
所
刻
で
あ
ろ
う
。

［ 

ナ
］「
尹
」
部
の
左
払
い
を
未
熟
者
が
刻
し
た
混
合
刻
で
、
周
囲
の
状
況
か

ら
み
て
、
そ
の
他
は
Ｇ
の
所
刻
で
あ
る
。

［ 

二
］
石
版
に
欠
損
が
あ
る
た
め
詳
細
を
え
な
い
が
、
第
三
画
の
右
払
い
を
除

く
ほ
か
は
オ
・
ク
な
ど
と
同
等
の
未
熟
者
の
手
に
な
る
混
合
刻
で
あ
ろ
う
。

［ 

ヌ
］
Ｏ
に
類
す
る
が
、
当
該
字
の
周
囲
に
Ｏ
の
所
刻
が
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、

Ｏ
と
は
別
手
と
み
ら
れ
る
。

［ 

ネ
］
未
熟
者
と
の
混
合
刻
で
、
未
熟
者
の
所
刻
は
恐
ら
く
左
偏
「
扌
」
の
第

二
画
下
半
と
第
三
画
、
右
旁
の
横
画
及
び
「
勿
」
の
第
一
・
三
画
で
あ
ろ
う
。

そ
の
未
熟
者
は
刻
調
と
位
置
か
ら
み
て
右
隣
の
ヌ
「
軍
」
の
刻
者
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
そ
の
他
は
Ｂ
の
所
刻
か
も
し
れ
な
い
。

［ 

ノ
］
鑿
の
運
び
は
さ
ほ
ど
拙
く
な
い
が
、
刻
出
す
る
筆
画
は
生
硬
で
円
潤
を

欠
く
。

［ 

ハ
］「
盾
」
部
の
第
三
画
以
下
が
未
熟
者
の
所
刻
の
混
合
刻
で
あ
る
。
未
熟

者
の
刻
は
之
繞
に
も
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。

［ 

ヒ
］
ケ
・
チ
と
も
近
似
す
る
が
、
両
者
よ
り
も
稚
拙
で
あ
り
、
側
鋒
露
鋒
で

終
始
し
た
筆
画
を
刻
出
し
て
ひ
弱
で
あ
る
。

［ 

フ
］
こ
れ
も
混
合
刻
で
あ
ろ
う
。「
皿
」
の
末
画
は
左
・
下
を
分
担
す
る
Ｃ

の
所
刻
と
思
わ
れ
る
が
、「
益
」
の
第
一
画
か
ら
第
四
画
ま
で
を
除
く
ほ
か

は
、
す
べ
て
Ｃ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

［ 

ヘ
］
中
央
の
二
横
画
は
、
縦
画
と
の
交
叉
で
の
繋
ぎ
が
拙
く
、
ま
た
中
央
の
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縦
画
二
本
の
右
の
一
本
も
他
の
縦
画
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
画
は

未
熟
者
の
手
に
な
る
混
合
刻
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
は
Ｍ
の
所
刻
と
み
ら
れ

る
。

［ 

ホ
］
鑿
の
運
び
は
さ
ほ
ど
拙
く
な
い
が
、
刻
出
す
る
筆
画
に
抑
揚
が
な
く
平

板
で
あ
る
。

（
四
）
諸
刻
調
の
分
類
と
複
合
刻
に
つ
い
て

　

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
刻
出
す
る
書
法
の
点
で
は
、
明
確
な
刻
法
（
特
定
の

書
法
を
表
現
す
る
奏
刀
）
の
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

例
え
ば
、
C
と
F
と
I
と
L
の
刻
調
が
相
容
れ
な
い
風
趣
を
醸
し
だ
し
て
い
る

よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
風
趣
に
区
分
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
い
ま
七
字
以
上
を

刻
し
て
い
る
A
～
エ
か
ら
、
と
り
わ
け
未
熟
な
ア
～
エ
を
除
い
た
各
刻
調
に
つ

い
て
、
そ
れ
ら
を
大
分
す
る
と
、（
三
）
の
各
刻
調
の
特
徴
に
も
言
及
し
た
よ

う
に
、
以
下
の
い
く
つ
か
の
属
性
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅰ
類
：
A　

Ｂ　

Ｅ　

Ｆ　

Ｇ　

Ｈ　

Ｋ　

Ｎ　

Ｏ　

Ｐ　

Ｒ　

Ｓ

Ⅱ
類
： 

Ｃ　

Ｄ　
Ｊ　

Ｔ 

Ⅲ
類
： 

Ｉ　

Ｍ　
Ｑ　

Ｘ

Ⅳ
類
： 

Ｌ　

Ｕ　

Ｖ　

Ｗ

　

右
の
Ⅰ
類
は
、
各
刻
調
間
に
肥
痩
、
剛
柔
、
険
穏
な
ど
の
相
違
が
あ
る
も
の

の
、
基
盤
と
な
る
書
法
に
は
一
種
の
属
性
が
あ
り
、
劉
中
礼
墓
誌
中
に
も
っ
と

も
広
く
認
め
ら
れ
る
類
で
あ
る
。
か
り
に
そ
の
属
性
を
唐
代
楷
書
石
刻
の
特
徴

的
な
六
書
法
（
欧
法
・
虞
法
・
褚
法
・
徐
法
・
顔
法
・
柳
法
）
に
求
め
た
場
合
、

他
の
類
に
比
べ
て
、
Ⅰ
類
に
は
時
代
が
近
接
す
る
柳
公
権
（
七
七
八
～
八
六
五
）

の
書
法
に
通
ず
る
要
素
が
あ
る
。
Ⅱ
類
も
同
様
に
他
の
書
法
要
素
も
含
有
し
、

筆
画
の
骨
肉
比
や
温
潤
の
程
度
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
他
に
比
し
て
欧
法
の
要

素
が
多
分
に
認
め
ら
れ
る
点
で
一
つ
の
属
性
を
有
す
る
。
Ⅲ
類
も
Ⅱ
類
同
様
、

他
の
書
法
要
素
も
含
有
し
て
、
風
貌
に
さ
ま
ざ
ま
な
差
は
あ
る
も
の
の
、
他
に

比
し
て
虞
法
を
思
わ
せ
る
要
素
が
多
分
に
認
め
ら
れ
る
。
Ⅳ
類
は
そ
れ
ぞ
れ
他

の
類
の
要
素
を
含
有
し
な
が
ら
も
、
な
お
他
類
と
は
異
な
る
風
貌
を
呈
し
て
い

て
、
L
・
Ｕ
・
Ｖ
・
W
の
四
者
は
孤
立
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
混
在
す
る
各
刻
調
全
般
に
は
、
底
辺
に
あ
る
属
性
が
認

め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
Ⅰ
～
Ⅲ
類
の
よ
う
に
各
類
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
刻
調
の
混
在
状
態
は
、
該
誌
を
鐫
刻
し
た
チ
ー
ム
の

何
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
複
数
の
刻
者
が
一
字
を
分
担
す
る
混
合
刻
は
、
稿
者
の
こ
れ
ま
で
の

観
察
に
よ
れ
ば
、
複
数
の
刻
法
が
混
在
す
る
こ
と
と
一
連
の
現
象
で
、
そ
の
事

例
は
し
ば
し
ば
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
、
旧
稿
に
こ
れ
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る（
５
）。

劉
中
礼
墓
誌
も
例
外
で
は
な
く
、
す
で
に
（
三
）
で
述
べ
た
い
く
つ
か
の
刻
調

中
に
言
及
し
た
と
お
り
、
混
合
刻
と
み
ら
れ
る
事
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
い

ま
一
度
そ
の
混
合
刻
と
考
え
ら
れ
る
刻
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
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刻
を
、
刻
調
符
号
で
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

 
Ｕ  

Ｗ　

キ　

サ　

セ　

ツ　

テ　

ト　

ナ　

ニ　

ネ　

ハ　

フ　

ヘ

　

一
字
の
一
部
に
き
わ
め
て
未
熟
な
刻
者
が
か
か
わ
る
混
合
刻
が
少
な
か
ら
ず

認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
劉
中
礼
墓
誌
の
鐫
刻
過
程
で
、
未
熟
者
に
実
践
を
積
ま

せ
る
意
図
が
働
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
の
よ
う

な
意
図
を
考
え
る
と
、
明
ら
か
に
稚
拙
な
技
能
者
で
あ
っ
て
も
ア
～
コ
（
混
合

刻
キ
を
除
く
）
の
よ
う
に
九
字
か
ら
三
字
を
刻
し
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
混
合
刻
は
、
該
誌
を
鐫
刻
し
た
チ
ー
ム
の
ど
の
よ
う
な
一
面
を
明

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

一　

末
尾
に
「
玉
冊
官
邵
建
初
刻
」
と
明
記
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
劉
中
礼

墓
誌
の
鐫
刻
の
実
態
は
複
数
の
刻
者
が
分
担
し
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
邵
建

初
一
人
の
刻
で
は
な
い
。
こ
の
実
態
は
、
旧
稿
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
末

尾
に
「
華
原
県
常
長
寿
・
范
素
鐫
」
と
明
記
す
る
欧
陽
通
書
「
道
因
法
師
碑
」

（
六
六
三
）
が
主
な
刻
者
五
名
他
の
分
担
で
あ
る
こ
と
、
末
尾
に
「
邵
建
和
刻
」

と
明
記
す
る
柳
公
権
書
「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」（
八
三
六
）
が
主
な
刻
者
五
名
他

の
分
担
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
末
尾
に
「
強
演
・
邵
建
和
刻
」
と
明
記
す
る
柳
公

権
書
「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
」（
八
二
四
）
が
主
な
刻
者
七
名
他
の
分
担
で
あ

る
こ
と
と
、
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鐫
刻
者
と
し
て
明
記
さ

れ
る
刻
者
が
当
該
石
刻
の
鐫
刻
の
実
態
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

稿
者
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
右
の
わ
ず
か
四
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
慎
重
を
期

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
刻
者
を
明
記
す
る
一
定
規
模
の
石
刻
の
鐫
刻

に
つ
い
て
は
、
こ
の
実
態
を
普
遍
し
て
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

二　

劉
中
礼
墓
誌
中
の
鐫
刻
を
分
担
し
た
刻
者
の
奏
刀
技
術
が
一
定
で
な
い

実
態
も
、「
道
因
法
師
碑
」「
廻
元
観
鐘
楼
銘
」「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
」
に
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鐫
刻
技
能
水
準
が
鐫
刻
チ
ー
ム
へ
の
参
画
の
絶
対

条
件
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
加
え
て
、
劉
中
礼
墓
誌
の
場
合
は
、

極
端
に
未
熟
な
者
ま
で
も
が
鐫
刻
に
関
与
し
て
い
る
。
稿
者
の
こ
れ
ま
で
の
観

察
に
よ
れ
ば
、
極
端
に
未
熟
な
者
の
参
画
は
墓
中
に
置
か
れ
る
墓
誌
に
よ
り
顕

著
な
場
合
が
多
い
が
、
未
熟
者
の
参
画
も
鐫
刻
チ
ー
ム
へ
の
参
画
条
件
の
寛
容

さ
と
一
連
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
墓
誌
の
鐫
刻
チ
ー
ム
に
は
、
鐫
刻
の

実
践
時
に
後
進
育
成
を
図
る
こ
と
を
許
容
す
る
体
制
で
あ
っ
た
と
み
ざ
る
を
え

な
い
。
と
い
っ
て
も
、
劉
中
礼
墓
誌
の
鐫
刻
に
携
わ
っ
た
チ
ー
ム
が
、
邵
建
初

を
看
板
と
す
る
専
属
者
の
チ
ー
ム
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
邵
建
初
（
も
し
く

は
別
人
）
が
臨
時
に
集
め
た
チ
ー
ム
で
あ
っ
た
か
は
、
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。

仮
に
後
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
後
進
育
成
機
能
は
集
ま
っ
た
小
単
位
（
す
な
わ

ち
統
領
と
そ
の
門
弟
）
内
に
あ
っ
て
、
鐫
刻
チ
ー
ム
も
こ
れ
を
容
認
す
る
体
制

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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三　

劉
中
礼
墓
誌
の
鐫
刻
を
分
担
し
た
主
な
刻
者
が
刻
出
す
る
刻
調
を
あ
え

て
分
類
す
れ
ば
、
Ⅰ
類
十
二
種
、
Ⅱ
類
四
種
、
Ⅲ
類
四
種
、
そ
の
他
の
Ⅳ
類
四

種
に
大
別
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
鐫
刻
チ
ー
ム
に
は
、
専
属
で
あ
る
か
臨
時

の
集
結
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
系
統
が
共
存
す
る
小
単
位
の

集
合
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

劉
中
礼
墓
誌
に
混
在
す
る
刻
調
の
主
流
は
数
の
う
え
で
は
Ⅰ
類
の
可
能
性
が

高
く
、
ま
た
Ⅰ
類
が
刻
出
す
る
風
が
当
該
墓
誌
の
筆
者
崔
筠
の
書
風
を
伝
え
て

い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
の
は
穏
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
崔
筠
の
書
名

は
伝
わ
ら
ず
、
そ
の
風
を
伝
え
る
記
事
も
み
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
可
能

性
は
あ
く
ま
で
確
率
に
す
ぎ
ず
、
傍
証
は
な
い
。
ま
た
、
当
該
墓
誌
の
刻
者
と

し
明
記
さ
れ
る
邵
建
初
の
所
刻
も
Ⅰ
類
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
が
、
こ
れ
も
現
在
の
と
こ
ろ
傍
証
は
な
い
。
さ
ら
に
、
邵
建
初
の
鐫
刻
技

術
が
も
っ
と
も
練
達
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
の
所
刻
は
A
と
推
定
で
き
る

が
、
該
誌
の
刻
者
と
し
て
明
記
さ
れ
る
者
が
も
っ
と
も
練
達
者
で
あ
っ
た
か
否

か
は
不
明
で
、
明
記
さ
れ
る
刻
者
が
実
際
に
奏
刀
し
た
か
否
か
を
含
め
て
、
い

ま
な
お
こ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
劉
中
礼
墓
誌
と
同
筆

者
で
、
同
刻
者
名
を
明
記
す
る
弟
劉
遵
礼
の
墓
誌
と
の
照
合
に
よ
っ
て
は
、
こ

れ
ら
を
解
決
す
る
糸
口
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
当
初
、
劉
遵
礼
墓

誌
と
の
照
合
に
よ
る
こ
の
糸
口
の
発
見
を
期
し
て
い
た
が
、
劉
中
礼
墓
誌
の
刻

調
の
分
布
の
分
析
に
予
想
外
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
と
、
本
稿
の
紙
幅
の
関
係

で
、
初
期
の
目
的
を
達
し
え
な
か
っ
た
。
次
の
課
題
と
し
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
〇
一
九
・
一
〇
・
一
五
）

　

注
１　

図
１
の
全
搨
本
の
縮
印
、
つ
い
で
剪
装
本
を
原
寸
掲
載
す
る
。
た
だ
し
剪
装
本

に
は
第
八
行
第
二
十
九
字
「
行
」・
三
十
字
「
而
」
を
欠
洛
す
る
。

２　
『
大
東
書
道
研
究
』
第
二
五
号
（
二
〇
一
八
）、
第
二
六
号
（
二
〇
一
九
）
掲
載

３　
『
大
東
書
道
研
究
』
第
七
号
（
一
九
九
九
）「
北
魏
墓
誌
の
鐫
刻
に
つ
い
て
」、「
書

法
史
に
お
け
る
刻
法
・
刻
派
と
い
う
新
た
な
視
座
─
北
魏
墓
誌
を
中
心
に
」（『
魏

晋
南
北
朝
史
の
い
ま
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
）
参
照
。
個
々
の
北
魏
墓
誌
に
関
す
る

拙
稿
名
は
割
愛
す
る
。

４　

旧
稿
「
碑
に
お
け
る
刻
法
の
混
在
─
寧
贙
碑
・
孟
法
師
碑
の
場
合
─
」『
書
学
文

化
』
15
（
淑
徳
大
学
書
学
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
四
）
に
明
ら
か
に
し
た
両
碑
、
と

り
わ
け
寧
贙
碑
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。

５　

特
に
取
り
上
げ
て
論
じ
て
は
い
な
い
が
、『
大
東
書
道
研
究
』
第
一
五
号
（
二
〇

〇
七
）「
北
朝
墓
誌
の
書
者
と
刻
者
に
つ
い
て
─
元
勰
墓
誌
と
元
詳
墓
誌
─
」、
同

誌
第
一
八
号
（
二
〇
一
〇
）「
北
魏
楊
鈞
墓
誌
の
書
法
と
刻
法
─
特
徴
あ
る
刻
法

［001
］
を
中
心
に
─
」
に
、
混
合
刻
の
所
在
に
つ
い
て
言
及
し
た
。


