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富
田
美
智
江
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

論
文
題
目
「
中
国
古
代
の
声
と
文
字
の
伝
承
」

本
学
位
請
求
論
文
は
、『
詩
経
』
を
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
に
す
え
、
中
国

古
代
に
お
い
て
声
と
文
字
の
伝
承
が
果
た
し
て
い
た
役
割
と
、
声
が
文
字

に
定
着
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
諸
現
象
を
考
察
し
た
研
究
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
中
国
最
古
の
古
典
で
あ
る
『
詩
経
』
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
遂
行
さ
れ
、
そ
の
蓄
積
は
膨
大
な
量
に
達
し
て

い
る
。
現
時
点
で
は
そ
う
し
た
研
究
成
果
を
縦
横
に
利
用
す
る
と
と
も
に
、

新
た
な
研
究
の
視
点
を
提
出
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
研
究
の
細
分
化
が
極
点
に
達
し
た
今
、
発
想
の
自
由
度
は
制
限
さ

れ
、
こ
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で

著
者
は
『
詩
経
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
解
明
に
、
現
代
中
国
の
少
数
民
族

の
間
で
息
づ
い
て
い
る
歌
垣
な
ど
の
声
の
文
化
を
参
考
事
例
と
し
て
導
入

す
る
と
い
う
、
斬
新
な
視
点
を
提
示
し
た
。
本
研
究
は
主
と
し
て
こ
う
し

た
視
点
か
ら
、
春
秋
時
代
の
賦
詩
習
俗
な
ど
に
つ
い
て
新
た
な
解
釈
を
試

み
た
も
の
で
あ
る
。

論
文
の
構
成

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章は

じ
め
に

（
一
）
中
国
に
お
け
る
文
字
の
発
展
と
拡
大

（
二
）
中
国
古
代
の
楽
官

（
三
）
詩
経
研
究
史
と
問
題
点

（
四
）
本
論
の
目
的
と
構
成

第
一
章
『
左
伝
』
賦
詩
と
春
秋
時
代
の
『
詩
』

は
じ
め
に

（
一
）
賦
詩
の
意
味

（
二
）
賦
詩
場
面
の
特
徴

（
三
）
賦
詩
と
言
語
差
異

（
四
）
賦
詩
の
隆
盛
と
衰
退

お
わ
り
に

第
二
章

歌
掛
け
と
し
て
見
る
『
左
伝
』
賦
詩

は
じ
め
に

（
一
）
先
秦
の
歌
掛
け
と
『
左
伝
』
賦
詩

（
二
）
賦
詩
と
社
会
的
評
価

（
三
）「
多
取
首
章
之
義
」
の
是
非

（
四
）
晋
文
公
説
話
と
詩
の
読
み
換
え

（
五
）
�
風
匏
有
苦
葉
の
解
釈

お
わ
り
に

第
三
章

中
国
古
代
の
文
字
と
『
詩
』

―
―
ペ
ー
文
表
記
法
の
検
討
を
通
じ
て

は
じ
め
に

（
一
）
中
国
古
代
の
文
字
―
―
そ
の
共
通
語
と
し
て
の
機
能

（
二
）
音
の
伝
承
と
『
詩
』
の
盛
衰

彙

報彙

報

一
二
七
（
四
七
三
）



（
三
）
ペ
ー
文
表
記
法
の
現
状

（
四
）
音
仮
名
率
と
地
域
性

（
五
）
音
仮
名
と
通
仮
字

（
六
）
伝
承
の
断
絶
が
及
ぼ
す
影
響
―
―
ペ
ー
族
山
花
碑
の
現
状

お
わ
り
に

第
四
章

漢
代
に
お
け
る
詩
歌
の
文
字
化
と
異
文
問
題

は
じ
め
に

（
一
）『
阜
陽
漢
簡
詩
経
』
と
『
毛
詩
』
の
異
同
率

（
二
）
中
国
少
数
民
族
の
語
り
芸
と
台
本

（
三
）
趙
丕
鼎
本
三
種
の
文
字
の
異
同

（
四
）『
阜
詩
』
の
置
き
字
表
記

お
わ
り
に

附
論

出
土
文
字
資
料
と
伝
世
文
献
の
間
―
―
戦
国
時
代
の
后
稷
像

（
一
）
伝
世
文
献
上
の
后
稷

（
二
）
出
土
文
献
の
「
后
禝
」
の
字
体

（
三
）『
孔
子
詩
論
』
の
后
稷

（
四
）『
子
羔
』
の
后
禝

（
五
）『
容
成
氏
』
の
后
禝

お
わ
り
に

終
章

論
文
の
概
要

序
章
は
、
本
論
文
の
地
な
ら
し
と
で
も
い
う
べ
き
個
所
で
あ
る
。
著
者

は
ま
ず
、
春
秋
・
戦
国
時
代
か
ら
秦
・
漢
代
ま
で
を
、
声
の
伝
承
の
比
重

が
文
字
に
よ
る
伝
承
の
そ
れ
に
よ
っ
て
、
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
ゆ
く
時
代

で
あ
る
と
の
認
識
を
示
す
。
そ
し
て
こ
の
過
程
に
お
い
て
発
生
し
た
諸
現

象
を
、
特
に
「
お
と
」
を
重
視
す
る
詩
歌
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
集
成
で
あ

る
『
詩
経
』
を
中
心
に
見
て
ゆ
く
こ
と
を
宣
言
す
る
。
著
者
に
よ
る
と
、

中
国
古
代
の
声
の
文
化
の
実
態
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
中
国
古
代
に

あ
っ
て
、
春
秋
時
代
ま
で
は
、
明
ら
か
に
声
の
文
化
が
優
越
し
て
い
た
時

代
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
楽
師
で
あ
る
。『
左
伝
』
に

み
え
る
楽
師
は
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
音
楽
の
演
奏

者
で
は
な
く
、
そ
の
奏
で
る
音
楽
は
未
来
を
予
知
し
、
さ
ら
に
は
暗
愚
な

君
主
の
性
向
を
矯
め
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
視
覚
不
自
由

者
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
楽
師
の
伝
承
は
声
を
媒
体
に
し
て
な
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
春
秋
時
代
に
「
お
と
」
の
持
っ
て
い
た
神
秘
性

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
声
に
よ
る
伝
承
が
な
お
大
き
な

比
重
を
も
っ
て
い
た
社
会
を
そ
こ
に
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
う
し
た
楽
師
の
司
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
の
一
部
が
、
時
代
を
経

る
と
と
も
に
『
詩
経
』
と
し
て
集
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
の
推
測
を
、
著
者

は
展
開
し
て
い
る
。
続
い
て
著
者
は
以
下
の
よ
う
に
、『
詩
経
』
の
研
究

史
を
整
理
す
る
。
儒
家
の
経
典
と
し
て
い
わ
ば
中
国
の
学
術
上
に
確
固
た

る
位
置
を
占
め
た
『
詩
経
』
に
関
し
て
は
、
時
代
ご
と
に
膨
大
な
研
究
が

な
さ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
清
朝
考
証
学
は
詩
の
一
字
一
句
を
厳
密
に
検

討
し
て
ゆ
く
手
法
を
駆
使
し
て
精
緻
な
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
手
堅
い
研
究
も
あ
っ
た
が
、
前
近
代
に
お
け
る
『
詩

経
』
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
経
典
解
釈
と
い
う
範
疇
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
詩
経
』
の
原
義
的
な
意
味
を
追
求
す
る
研

史

学

第
八
六
巻
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四
号

一
二
八
（
四
七
四
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究
は
、
近
代
以
降
に
な
っ
て
初
め
て
登
場
す
る
。
画
期
と
な
っ
た
の
は
フ

ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
、
マ
ル
セ
ル
・
グ
ラ
ネ
の
研
究
で
あ
る
。
グ
ラ
ネ
は

従
来
道
徳
的
に
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
『
詩
経
』
の
国
風
篇
を
、
歌
垣

の
場
に
お
い
て
か
わ
さ
れ
た
、
男
女
の
歌
謡
と
し
て
大
胆
に
解
釈
し
な
お

し
た
。
こ
う
し
た
グ
ラ
ネ
の
研
究
は
特
に
我
が
国
に
あ
っ
て
批
判
的
に
継

承
さ
れ
、
多
く
の
豊
穣
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
白

川
静
は
金
文
と
の
相
互
照
射
と
い
う
視
点
を
導
入
し
、
ま
た
松
本
雅
明
は

我
が
国
南
島
の
古
歌
謡
と
の
比
較
か
ら
『
詩
経
』
の
成
立
の
問
題
を
考
え

よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
『
詩
経
』
の
民
謡
的
側
面
を
強
調
し
た
目
加
田
誠

の
研
究
、『
詩
経
』
の
宗
教
詩
的
性
格
に
着
目
し
た
赤
塚
忠
ら
の
研
究
が

陸
続
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
著
者
は
こ
う
し
た
研
究
成
果
を
十
分
に
咀
嚼

し
た
う
え
で
、
自
ら
の
よ
っ
て
立
つ
研
究
の
ス
タ
ン
ス
を
、
聞
一
多
が
導

入
し
た
民
俗
学
的
手
法
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
言
明
し
て
、
序
章
の
し

め
く
く
り
に
か
え
て
い
る
。

第
一
章
は
『
左
伝
』
に
み
え
る
春
秋
時
代
の
賦
詩
習
俗
に
つ
い
て
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
ま
ず
「
賦
詩
」
の
正
確
な
意
味
の
確
定
を
試
み

る
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
、
著
者
が
最
初
に
注
目
し
た
の
が
、『
左
伝
』
襄

公
一
四
年
に
み
え
る
、「
歌
」
と
「
誦
」
を
対
比
さ
せ
た
文
章
で
あ
る
。

こ
の
文
章
に
お
け
る
注
釈
の
検
討
か
ら
著
者
は
、「
歌
」
が
「
歌
う
こ

と
」
あ
る
い
は
「
声
を
伸
ば
し
て
発
声
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
、「
誦
」

が
「
と
な
え
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
漢
字
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
。
そ

し
て
「
賦
」
と
「
誦
」
の
対
比
体
を
と
る
襄
公
二
七
・
二
八
年
の
記
載
を

俎
上
に
載
せ
、「
賦
」
が
「
歌
」
に
類
似
し
た
語
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
推
定
し
、「
賦
」
の
基
本
義
を
「
歌
う
こ
と
」
と
し
、
あ
る
い
は
『
詩

経
』
の
篇
名
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
も
、「
賦
」
と
表
記
す
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
著
者
は
、
詩
が
己
の
心
情
を
吐
露
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
解
釈
を
再
確
認
し
、
そ
の
た
め
に

「
賦
」
さ
れ
た
詩
が
、
自
分
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、『
詩
経
』
か
ら

の
引
用
で
あ
る
点
に
、
賦
詩
習
俗
の
特
異
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
強
調
す

る
。
こ
う
し
た
点
を
お
さ
え
た
の
ち
に
著
者
は
、
賦
詩
の
行
わ
れ
た

「
場
」
の
吟
味
に
着
手
す
る
。
こ
の
時
に
参
考
に
な
る
の
は
、
自
作
の
詩

を
即
興
と
し
て
詠
ず
る
の
が
、『
左
伝
』
に
お
い
て
同
国
人
の
間
に
限
ら

れ
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
逆
に
詩
を
賦
し
た
場
合
、
そ
れ
は
他
国
人
の

間
に
お
け
る
、
外
交
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
推
測
さ
れ

る
。
そ
し
て
著
者
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
春
秋
時
代
に
お
け
る
諸
侯
国
間

で
の
方
言
差
は
相
当
の
程
度
に
達
し
て
お
り
、
そ
れ
は
お
互
い
の
意
思
の

疎
通
が
不
可
能
な
ほ
ど
に
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
に

あ
っ
て
、『
詩
経
』
は
異
国
間
の
君
主
や
貴
族
た
ち
の
公
用
語
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
著
者
は
推
測
す
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
公
用
語
と

は
一
体
何
か
。『
論
語
』
に
は
、『
詩
経
』
を
周
の
言
語
で
と
な
え
る
旨
の

記
載
が
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
賦
詩
で
応
酬
さ
れ

た
『
詩
経
』
が
、
か
つ
て
中
国
を
統
一
し
て
い
た
周
の
言
葉
で
発
音
さ
れ

て
い
た
と
の
仮
説
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
母
語
を
異
に
す
る
住
民
間
で
の

共
通
語
を
「
超
民
族
語
」
と
し
て
整
理
し
た
カ
ル
ベ
の
理
論
を
援
用
し
、

カ
ル
ベ
が
「
超
民
族
語
」
と
な
る
言
語
の
持
っ
て
い
る
特
徴
の
一
つ
と
し

て
挙
げ
た
「
歴
史
的
威
信
」
が
、
賦
詩
の
事
例
に
該
当
す
る
と
い
う
。
つ

ま
り
外
交
を
行
う
時
に
『
詩
経
』
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
侯
た
ち

が
周
の
文
化
と
い
う
同
じ
歴
史
的
土
壌
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
、
宗
教
的

彙

報

一
二
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な
色
彩
の
濃
厚
な
宴
席
の
場
で
確
認
し
た
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
春
秋
時
代
に
あ
っ
て
『
詩
経
』
が
生
き
た
「
声
の
文
化
」
と
し
て
機

能
し
て
い
た
代
表
的
な
事
例
と
し
て
、
賦
詩
習
俗
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能

な
の
で
あ
る
が
、
詩
を
賦
す
る
と
い
う
行
為
は
、
昭
公
期
か
ら
激
減
す
る
。

こ
れ
は
春
秋
時
代
と
戦
国
時
代
と
い
う
、
時
代
の
激
流
の
は
ざ
ま
に
あ
っ

て
、
中
国
の
社
会
構
造
が
大
き
な
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
密
接

な
関
連
が
あ
る
と
、
著
者
は
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
生
活
全
般
か
ら
宗

教
色
が
急
速
に
退
潮
し
て
ゆ
く
春
秋
時
代
の
末
期
に
あ
っ
て
、
諸
侯
の
外

交
の
場
に
お
け
る
宴
席
か
ら
祭
祀
色
が
退
潮
し
て
い
っ
た
こ
と
が
一
つ
、

楽
曲
と
し
て
の
『
詩
経
』
が
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
の
が
二
つ
目
の
理

由
だ
と
著
者
は
述
べ
、
本
章
の
幕
を
閉
じ
て
い
る
。

第
二
章
も
ま
た
、
賦
詩
習
俗
に
つ
い
て
研
究
し
た
論
文
で
あ
る
。
著
者

は
こ
こ
で
、
春
秋
時
代
の
賦
詩
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
雲
南
省

の
モ
ソ
族
が
挙
行
す
る
歌
垣
行
事
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
素
材
と
し
て
参
照
す

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
歌
垣
と
は
、
若
い
男
女
の
間
に
お
け
る
恋
愛
の
成

就
を
か
け
た
歌
の
応
酬
で
あ
る
。「
恋
愛
」
と
い
う
事
象
に
拘
泥
し
て
し

ま
え
ば
、
中
国
古
代
に
恋
愛
感
情
を
背
景
に
歌
を
掛
け
た
故
事
は
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
な
い
。
わ
ず
か
に
『
穆
天
子
伝
』
に
み
え
る
周
の
穆
王
と
西
王

母
と
の
や
り
と
り
、
そ
し
て
『
左
伝
』
襄
公
二
五
年
の
、
斉
の
荘
公
が
お

の
れ
の
密
通
す
る
女
性
に
む
か
っ
て
歌
っ
た
歌
が
数
え
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
。
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
い
て
は
、
研
究
は
前
に
進
ま
な
い
。
そ
こ
で

著
者
は
、
歌
垣
の
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
歌
掛
け
を
求
愛
習
俗
の
み
に
限

定
せ
ず
、
広
く
意
思
伝
達
の
手
段
と
し
て
と
ら
え
、
中
国
古
代
の
歌
謡
の

再
解
釈
に
援
用
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
従
来
の
賦
詩

研
究
が
濃
厚
に
ま
と
い
つ
か
せ
て
い
た
経
学
的
立
場
か
ら
の
決
別
を
も
意

味
し
て
い
る
。
さ
て
賦
詩
を
意
思
伝
達
の
手
段
と
し
て
見
た
場
合
、
ま
ず

問
題
と
な
る
の
は
「
多
取
首
章
之
義
」
と
い
う
従
来
の
定
説
で
あ
る
。
著

者
は
こ
の
定
説
を
批
判
的
に
継
承
し
、『
左
伝
』
の
賦
詩
場
面
に
詳
細
な

検
討
を
加
え
た
結
果
、
賦
詩
に
お
い
て
込
め
ら
れ
た
意
図
は
何
も
第
一
章

に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
。
そ
し
て
詩
の
何
章
の

意
味
を
採
用
す
る
か
は
、
受
け
手
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い

う
、
新
解
釈
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
モ
ソ
族
の
歌
垣
の
歌
謡
を
参
照
し
な

が
ら
、
詩
の
意
味
は
そ
れ
が
応
酬
さ
れ
る
当
初
か
ら
確
定
し
た
も
の
で
は

な
く
、
歌
を
掛
け
あ
う
中
で
自
在
に
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
主
張
す
る
。

そ
し
て
歌
垣
の
歌
謡
が
予
祝
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
賦

詩
に
も
将
来
を
予
言
す
る
機
能
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
秦
の
穆
公
と

晋
の
重
耳
と
の
賦
詩
場
面
に
お
い
て
、
秦
の
穆
公
の
賦
し
た
詩
が
出
兵
を

約
束
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
耳
の
従
者

に
よ
っ
て
、
重
耳
が
将
来
天
子
の
補
佐
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
に

読
み
か
え
ら
れ
、
そ
れ
が
更
に
覇
者
と
し
て
の
文
公
を
予
言
す
る
構
造
に

な
っ
て
い
る
と
の
解
釈
を
提
示
し
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
、『
詩

経
』
の
研
究
で
は
い
わ
ば
白
眼
視
さ
れ
て
き
た
「
断
章
取
義
」
も
、
賦
詩

に
あ
っ
て
は
常
套
的
な
手
段
で
あ
っ
た
と
し
、
著
者
は
第
二
章
を
結
ん
で

い
る
。

第
三
章
は
『
詩
経
』
が
文
字
化
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
起
こ
っ
た
、
通

仮
と
い
う
現
象
に
着
目
し
た
論
文
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
問
題
を
考
え
る

前
提
と
し
て
、
中
国
古
代
に
お
け
る
文
字
の
歴
史
を
、
先
行
研
究
を
要
約

し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
中
国
に
お
け
る
文
字
の
始
原
は

史
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複
数
の
系
統
の
あ
っ
た
こ
と
が
現
在
で
は
定
説
で
あ
る
。
し
か
し
甲
骨
文

字
を
除
く
他
の
文
字
群
は
正
当
な
継
承
者
を
持
つ
こ
と
な
く
死
に
絶
え
て

し
ま
い
、
結
局
最
後
に
生
き
残
っ
た
の
は
甲
骨
文
字
で
あ
っ
た
。
甲
骨
文

字
は
周
原
甲
骨
な
ど
の
亜
種
を
生
み
出
し
な
が
ら
周
代
に
受
け
継
が
れ
た
。

周
代
は
金
文
の
盛
行
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
そ
の
文
字
に
は
天
子
作
器
と

諸
侯
作
器
と
の
区
別
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
文
字
の
使
用
層
は
な
お
一

部
の
人
々
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
続
く
春
秋
時
代
に
文
字
の
文
化
が
広
が

り
を
見
せ
た
こ
と
は
、
侯
馬
盟
書
の
存
在
が
、
こ
れ
を
証
す
る
。
さ
ら
に

戦
国
時
代
に
な
る
と
、
文
書
行
政
の
進
展
な
ど
の
理
由
に
よ
り
文
字
は
さ

ら
に
普
及
の
度
合
い
を
増
し
て
ゆ
き
、
そ
の
傾
向
は
漢
代
に
な
る
と
一
層

加
速
し
た
。
し
か
し
漢
代
に
声
の
伝
承
が
な
お
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
、
張
家
山
漢
簡
に
、
史
や
祝
が
五
千
字
以
上
口
ず
さ
む
こ
と
を
必
須
と

さ
れ
た
、
と
あ
る
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
字
の
文
化
が

一
見
優
勢
に
み
え
な
が
ら
、
漢
代
に
い
た
っ
て
も
な
お
声
の
文
化
が
根
強

く
息
づ
い
て
い
た
点
に
著
者
は
注
目
す
る
。
そ
し
て
漢
代
に
成
書
さ
れ
た

『
阜
陽
漢
簡
詩
経
』（
以
下
『
阜
詩
』
と
略
称
）
に
お
け
る
通
仮
の
問
題
を

取
り
上
げ
る
。
著
者
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
雲
南
省
に
居
住

す
る
ペ
ー
族
の
ペ
ー
文
を
参
考
事
例
と
し
て
供
す
る
。
ペ
ー
文
は
漢
字
を

用
い
て
ペ
ー
語
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
記
法
の
中
に
、
音

仮
名
と
称
す
る
も
の
が
あ
る
。
音
仮
名
と
は
漢
字
の
意
味
は
無
視
し
て
音

だ
け
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
大
理
地
方
の
大
本
曲
「
梁
山
伯
与

祝
英
台
」、
剣
川
地
方
の
本
子
曲
「
月
里
桂
花
」
に
お
け
る
音
仮
名
の
使

用
率
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
三
割
、
八
割
と
な
る
。
こ
の
よ
う

に
問
題
を
展
開
さ
せ
た
う
え
で
著
者
は
、
漢
文
に
お
け
る
通
仮
が
、
実
は

音
仮
名
と
全
く
同
じ
現
象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
『
阜
詩
』

と
現
行
『
詩
経
』
の
通
仮
に
よ
る
文
字
の
異
同
率
が
三
割
で
あ
る
こ
と
を

挙
げ
、
こ
れ
が
大
本
曲
「
梁
山
伯
与
祝
英
台
」
の
音
仮
名
率
と
同
じ
で
あ

る
こ
と
に
注
目
し
、
漢
代
に
お
け
る
『
詩
経
』
文
字
化
の
動
き
が
、
漢
化

の
進
ん
だ
大
理
の
ペ
ー
族
と
類
似
し
た
状
況
下
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
推
測

し
て
い
る
。

第
四
章
は
、
第
三
章
に
続
い
て
『
詩
経
』
の
文
字
化
の
問
題
を
取
り
上

げ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
の
相
克
と
い
う
問
題

に
他
な
ら
な
い
。
す
で
に
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
阜
詩
』
と
現
行

『
詩
経
』
の
文
字
の
異
同
率
は
三
割
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
阜
詩
』

は
現
行
『
詩
経
』
と
は
系
統
を
異
に
す
る
、
完
全
な
異
本
で
あ
っ
た
と
い

う
考
え
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
は
正
し
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
著
者
は
こ
の
点
を
検
証
す
る
た
め
、
ぺ
ー
族
の
大
本
曲
の
台
本
を

取
り
上
げ
る
。
著
者
が
利
用
し
た
の
は
「
梁
山
伯
与
祝
英
台
」
の
台
本
の

中
で
趙
丕
鼎
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
趙
丕
鼎
本
に
は
手
稿
本

（
著
者
は
こ
れ
を
、
趙
丕
鼎
本
人
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
際
に
入
手

し
て
い
る
）、『
簡
志
』
本
、『
釈
読
』
本
の
三
種
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で

手
稿
本
を
基
準
と
し
て
『
簡
志
』
本
と
比
較
し
た
時
、
文
字
の
異
同
率
は

一
割
、『
釈
読
』
本
の
場
合
は
二
割
五
分
で
あ
る
。
同
一
人
物
の
手
に
な

る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
声
の
伝
承
を
文
字
に
定
着
さ
せ

た
と
き
、
そ
の
異
同
率
が
時
に
は
二
割
五
分
に
も
及
ぶ
こ
と
に
著
者
は
注

目
す
る
。
そ
し
て
『
阜
詩
』
と
現
行
『
詩
経
』
の
異
同
率
は
、
口
承
の
文

化
を
背
景
に
お
い
て
考
え
て
み
る
と
決
し
て
高
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
著
者
は
『
阜
詩
』
と
現
行
『
詩
経
』
を
同
一
系
統
に
属
す
る

彙
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も
の
で
あ
る
と
す
る
新
見
解
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

附
論
は
、
第
三
・
四
章
で
『
阜
詩
』
と
い
う
出
土
文
字
資
料
を
取
り
上

げ
た
関
係
か
ら
、
附
論
と
し
て
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
簡
略

な
紹
介
の
み
に
と
ど
め
る
。
こ
れ
ま
で
も
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、『
詩

経
』
の
本
質
は
、
声
の
文
化
を
結
晶
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
点
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
詩
経
』
は
文
字
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
文
字
の
文
化
に
よ
る
濾
過
を
経
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
し
か
し
そ
の
中
に
は
確
か
に
声
の
文
化
が

息
づ
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
こ
う

し
た
観
点
か
ら
『
詩
経
』
に
見
え
る
后
稷
像
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
周
の

始
祖
神
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
続
い
て
著
者
は

戦
国
時
代
の
出
土
文
字
資
料
に
見
え
る
后
稷
に
つ
い
て
検
討
を
く
わ
え
、

そ
れ
が
農
学
を
推
進
し
た
官
僚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
て
い
る
と
考

え
た
。
そ
し
て
始
祖
神
と
官
僚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
中
に
、

声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
の
落
差
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

審
査
要
旨

著
者
の
研
究
は
大
別
し
て
二
部
に
分
か
た
れ
る
。『
左
伝
』
賦
詩
を
研

究
し
た
第
一
・
二
章
が
第
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
古
代
の
声
の
文
化

を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
ペ
ー
族
の
口
承
文
芸
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
素
材
と

し
た
第
三
・
四
章
が
第
二
部
と
い
え
る
。

ま
ず
第
一
部
の
第
一
章
か
ら
は
じ
め
る
。
従
来
賦
詩
習
俗
に
つ
い
て
は
、

そ
こ
で
歌
わ
れ
た
詩
の
意
味
を
単
に
追
求
す
る
だ
け
の
研
究
に
終
始
し
が

ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
詩
が
賦
さ
れ
た
「
場
」
の
吟
味

か
ら
開
始
す
る
。
そ
し
て
賦
詩
が
国
内
に
お
け
る
貴
族
間
の
会
話
で
は
ほ

と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
従
来
の
指
摘
に
逢
着
す
る
。
そ
こ
か
ら

賦
詩
習
俗
を
他
国
間
で
の
や
り
取
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、

外
交
の
場
で
の
応
酬
で
あ
る
が
ゆ
え
に
詩
に
公
用
語
と
し
て
の
役
割
が
与

え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
仮
説
を
提
出
す
る
。
伝
統
的
な
解
釈
学
の
地
平
に

あ
り
な
が
ら
、
斬
新
な
解
釈
を
打
ち
出
し
た
卓
論
と
い
え
る
。
第
一
章
の

意
義
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
公
用
語
が
周
の
言
語
で
あ
り
、
そ

れ
が
歴
史
的
威
信
を
持
つ
が
故
に
諸
侯
の
間
で
通
用
し
た
と
い
う
著
者
の

見
解
は
、
周
と
い
う
国
家
の
春
秋
時
代
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
再
考
を
迫

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
従
来
の
周
代
史
研
究
で
は
、
周
王
朝
の
末
期
に
お

い
て
、
す
で
に
周
は
関
中
の
一
地
方
政
権
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ

て
き
た
。
続
く
春
秋
時
代
に
お
い
て
も
事
態
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
ず
、

周
は
諸
侯
達
か
ら
い
く
ば
く
か
の
敬
意
は
は
ら
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
権

威
は
限
定
的
な
面
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
外
交
の
場

で
諸
侯
た
ち
が
あ
ま
ね
く
、
賦
詩
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
周
の
言
語
を

用
い
て
い
た
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、
そ
れ
が
た
と
え
文
化
的
方
面
に
と

ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
周
の
権
威
が
諸
侯
の
間
で
か
な
り
な

程
度
の
認
知
と
尊
敬
を
取
り
付
け
て
い
た
事
実
を
語
っ
て
余
り
あ
る
も
の

で
あ
り
、『
左
伝
』
の
「
尊
王
」
を
裏
づ
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
示

唆
す
る
と
こ
ろ
の
多
い
論
文
で
あ
る
。

第
二
章
は
、
賦
詩
研
究
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
中
国
少
数
民
族
の

声
の
文
化
を
相
互
照
射
の
素
材
と
し
て
採
用
し
、
論
を
展
開
し
た
も
の
で

あ
る
。
雲
南
省
・
モ
ソ
族
の
歌
垣
で
、
最
初
は
流
動
的
で
あ
っ
た
歌
の
意

味
が
、
歌
詞
の
応
酬
に
つ
れ
て
次
第
に
固
定
化
し
て
ゆ
く
事
例
を
参
照
し

史

学
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な
が
ら
、『
左
伝
』
賦
詩
も
、
最
初
に
詩
が
う
た
わ
れ
た
時
点
で
詩
の
解

釈
が
決
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
詩
を
歌
い
継
い
で
行
く
う
ち
に
、
意
味

が
縦
横
に
動
い
て
ゆ
く
と
い
う
視
点
を
導
入
し
、
経
学
的
な
解
釈
に
傾
き

が
ち
で
あ
っ
た
賦
詩
の
先
行
研
究
に
対
し
て
こ
れ
を
軽
々
と
跳
躍
し
、
賦

詩
の
場
面
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
背
景
を
想
定
し
た
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。

ま
た
著
者
が
賦
詩
解
釈
に
あ
た
っ
て
歌
垣
の
慣
行
を
参
照
し
た
の
は
、

著
者
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
の
い
く
つ
か
の
中
国
少
数
民
族
と

同
じ
く
、
春
秋
時
代
の
貴
族
層
が
な
お
声
の
文
化
の
中
に
生
き
て
い
た
と

い
う
見
方
を
前
提
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
国
語
』
を
ひ
も
解
い
て
み
る

な
ら
ば
、
春
秋
五
覇
の
一
人
で
あ
り
、
名
君
の
誉
れ
高
い
晋
の
文
公
が
文

字
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
故
事
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
字
と

無
縁
で
あ
っ
た
文
公
が
声
の
文
化
の
中
で
呼
吸
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間

違
い
の
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
し
、
こ
う
し
た
状
況
を
春
秋
時
代
の
貴
族
全

般
に
当
て
は
め
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
な
解
釈
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。
声
と
と
も
に
生
き
る
中
国
古
代
人
と
い
う
、
従
来
は
全
く
考
慮
さ
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
前
提
条
件
を
あ
い
だ
に
お
い
て
み
る
と
、『
詩
経
』

の
声
に
よ
る
習
熟
度
が
貴
族
の
社
会
的
評
価
を
左
右
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク

タ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
、
今
ま
で
解
釈
の
困
難
で
あ
っ
た
現
象
も
、
そ
の

本
質
的
な
意
味
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
し
て
氷
解
す
る
。『
詩
経
』
を
発
声
さ

れ
て
そ
の
内
容
が
理
解
で
き
ず
に
嘲
弄
さ
れ
る
貴
族
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、

従
来
は
『
左
伝
』
研
究
者
か
ら
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
も
春
秋
時
代
が
な
お
声
の
文
化
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

逸
話
と
し
て
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
賦
詩
の
場
面

は
ご
く
わ
ず
か
な
例
外
を
除
き
、『
左
伝
』
に
独
占
的
に
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
賦
詩
研
究
者
の
間
で
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
賦
詩
と

『
左
伝
』
と
の
間
に
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
が
取
り
結
ば
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
『
左
伝
』
が
重
層
的
な
成
立
過
程
を
持
っ
て
い
る
こ
と

は
定
説
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
著
者
が
、『
左
伝
』
の
成
立
を
、

賦
詩
習
俗
が
な
お
肌
で
感
じ
ら
れ
る
時
点
に
求
め
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

賦
詩
習
俗
は
春
秋
時
代
に
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
議
論
は
『
左
伝
』
の
形

成
論
に
発
展
し
て
ゆ
く
可
能
性
を
も
秘
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

続
く
第
三
・
四
章
は
、
著
者
の
面
目
が
も
っ
と
も
躍
如
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
は
長
期
に
わ
た
り
、
雲
南
省
の
ペ
ー
族
や
湖
南
省
の

ミ
ャ
オ
族
の
口
承
文
芸
の
調
査
に
従
事
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
ペ
ー
族
の

ム
ラ
に
入
っ
た
時
、
ペ
ー
文
の
音
仮
名
に
「
遭
遇
」
し
、
更
に
音
仮
名
が

漢
文
の
通
仮
と
同
じ
現
象
で
あ
る
こ
と
を
「
発
見
」
す
る
。
こ
の
点
は
著

者
の
功
績
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
著
者
は
、
大
理
地

方
の
大
本
曲
で
あ
る
「
粱
山
伯
与
祝
英
台
」、
剣
川
地
方
の
本
子
曲
で
あ

る
「
月
里
桂
花
」
の
音
仮
名
率
が
そ
れ
ぞ
れ
三
割
、
八
割
で
あ
る
こ
と
を

算
出
す
る
。
そ
し
て
『
阜
詩
』
と
現
行
『
詩
経
』
の
通
仮
に
よ
る
文
字
の

異
同
率
を
三
割
と
は
じ
き
出
し
、「
粱
山
伯
与
祝
英
台
」
の
音
仮
名
率
が

こ
れ
と
同
じ
値
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、『
阜
詩
』
の
伝
承
が
、
大
理

の
ペ
ー
族
と
同
じ
く
、
な
お
声
の
文
化
の
中
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推

測
し
て
い
る
。

続
く
第
四
章
も
口
承
の
テ
ク
ス
ト
を
素
材
と
し
て
調
理
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
著
者
の
関
心
は
、『
阜
詩
』
と
現
行
『
詩
経
』
の
三
割
と
い
う
文

字
の
異
同
率
に
あ
る
。
従
来
は
こ
の
数
値
の
「
高
さ
」
に
基
づ
い
て
、

『
阜
詩
』
が
現
行
『
詩
経
』
と
は
系
統
を
異
に
す
る
異
本
で
あ
る
と
の
主

彙

報
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張
が
定
説
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
ペ
ー
族
の
趙
丕
鼎

と
い
う
同
一
人
物
の
手
に
な
る
「
梁
山
伯
与
祝
英
台
」
の
台
本
三
種
（
手

稿
本
、『
釈
読
』
本
、『
簡
志
』
本
）
を
参
照
し
、
手
稿
本
を
基
準
に
し
て

『
釈
読
』
本
と
の
文
字
の
異
同
率
が
一
割
、『
簡
志
』
本
と
の
間
で
は
二
割

五
分
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
そ
し
て
、
口
承
の
文
化
を
文
字
に
定
着
さ

せ
た
と
き
、
同
一
人
物
の
手
に
な
る
テ
ク
ス
ト
で
す
ら
こ
れ
だ
け
の
異
同

率
を
示
す
の
だ
か
ら
、『
阜
詩
』
が
現
行
『
詩
経
』
の
異
本
で
あ
る
と
は

軽
率
に
断
定
で
き
な
い
と
す
る
。
考
え
て
み
れ
ば
文
字
の
異
同
率
が
三
割

で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
別
系
統
の
テ
ク
ス
ト
の
存
在
を
想
定
す
る
の
は
、

文
字
の
文
化
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
た
現
代
の
研
究
者
が
お
ち
い
る
予

断
に
す
ぎ
な
い
。
中
国
古
代
に
声
の
文
化
が
な
お
脈
々
と
息
づ
い
て
い
た

こ
と
に
想
い
を
い
た
す
な
ら
ば
、
た
と
え
同
系
統
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
て

も
、
声
を
文
字
に
定
着
さ
せ
る
過
程
で
三
割
の
異
同
が
生
じ
た
こ
と
は
見

や
す
い
道
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来
の
安
易
な
思
い
込
み
に
反
省
を
う

な
が
す
好
論
で
あ
る
。

以
上
、
本
論
文
の
意
義
に
つ
い
て
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
て
き
た
。
著
者

最
大
の
特
色
と
強
み
は
、『
詩
経
』
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
中
国
少
数
民

族
の
声
の
文
化
を
援
用
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
従
来
や
や
閉
塞
気
味
で

あ
っ
た
『
詩
経
』
研
究
が
こ
れ
に
よ
っ
て
大
き
く
前
進
し
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
著
者
最
大
の
功
績
は
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
同
時

に
、
問
題
点
の
所
在
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中

国
古
代
の
『
詩
経
』
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
時
代
情
況
の
異
な

る
現
代
の
事
例
を
た
だ
ち
に
あ
て
は
め
て
良
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。
こ
の
点
は
確
か
に
、
著
者
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
著
者
の
み
せ
た
大
胆
な
想
像
力
の
飛
翔
は
こ
れ
に
よ
っ
て
い
さ
さ

か
も
損
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
本
論
文
の
学
術
的
な
価
値
は
不
動
で

あ
る
と
考
え
る
。

以
上
に
よ
り
審
査
員
一
同
は
本
論
文
が
博
士
（
史
学
）
に
ふ
さ
わ
し
い

成
果
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

論
文
審
査
担
当
者

主
査

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授

桐
本
東
太

副
査

東
海
大
学
文
学
部
特
任
教
授

齋
藤
道
子

副
査

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授

博
士（
文
学
）
山
本
英
史

学
識
確
認

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授

桐
本
東
太

史

学
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