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本
論
文
は
、
甘
粛
省
武
威
県
磨
咀
子
六
号
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
『
儀
禮
』
の
残
簡
、

及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
主
要
な
論
考
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
三
礼
」
と
し
て
称
さ
れ
る

『
禮
記
』・『
儀
禮
』・『
周
禮
』
が
前
漢
か
ら
後
漢
ま
で
の
時
代
に
か
け
て
、
ど
の
よ
う

に
テ
キ
ス
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
経
書
解
釈
の
態
度
の
も

と
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
論
旨
の
発
端
と
な
っ
た
『
武
威
漢
簡
』
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
九
五

七
年
七
月
か
ら
同
年
十
一
月
に
か
け
て
、
甘
粛
省
博
物
館
は
中
国
科
学
院
の
協
力
の
も

と
漢
代
の
古
墓
を
発
掘
調
査
し
た
。
そ
の
磨
咀
子
六
号
漢
墓
か
ら
は
、
竹
簡
・
木
簡
な

ど
合
わ
せ
て
四
百
六
十
九
簡
が
発
見
さ
れ
、
さ
ら
に
『
儀
禮
』
諸
篇
（
以
下
、「
漢
簡

本
」）
に
相
当
す
る
簡
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
発
掘
調
査
の
後
、
一
九

六
四
年
に
甘
粛
省
博
物
館
と
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
と
が
『
武
威
漢
簡
』
を
共
同
出

版
す
る
に
至
る
。
漢
簡
本
に
関
す
る
研
究
は
発
現
し
た
当
初
に
は
諸
説
紛
々
し
た
も
の

の
、『
武
威
漢
簡
』
の
発
行
に
よ
り
、
代
表
整
理
者
で
あ
る
陳
夢
家
の
推
論
を
ほ
ぼ
定

説
と
す
る
形
で
収
束
し
て
お
り
、
以
降
の
研
究
は
簡
牘
の
釈
読
と
そ
の
思
想
史
上
の
意

味
付
け
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。

　

陳
夢
家
は
『
武
威
漢
簡
』
敘
論
に
お
い
て
、
漢
簡
本
が
抄
写
さ
れ
た
時
期
を
前
漢
成

帝
の
頃
と
す
る
。
ま
た
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
漢
代
礼
学
家
の
い
ず
れ
の
系
統
と
位
置
付
け

ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
前
漢
・
宣
帝
期
の
慶
普
が
伝
え
て
い
た
「
慶
氏
礼
」
に
連
な

る
と
す
る
。
こ
の
論
定
は
概
ね
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
池
田
末
利
が
「
必
ず
し

も
慶
氏
学
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
見
解
を
示
す
よ
う
に
、
そ

の
礼
学
史
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
論
考
の
余
地
が
残
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

出
土
資
料
と
在
来
文
献
と
を
勘
案
し
た
思
想
史
を
描
い
た
上
で
、
改
め
て
漢
簡
本
の
位

置
付
け
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。
本
論
文
は
そ
の
足
が
か
り
で
も
あ
る
。

　

本
論
は
、
全
体
を
大
き
く
二
章
に
分
け
る
。

　

第
一
章
「
武
威
漢
簡
『
儀
禮
』
を
と
り
ま
く
諸
問
題
」
で
は
、「
一
、
武
威
漢
簡
『
儀

禮
』
と
「
記
」
の
問
題
」
に
お
い
て
、『
武
威
漢
簡
』
の
整
理
者
陳
夢
家
が
叙
論
に
て

行
な
っ
た
漢
簡
本
へ
の
基
礎
的
考
察
を
要
訳
・
再
述
し
、
ま
た
後
章
に
も
関
連
す
る
、

田
中
利
明
が
漢
簡
本
を
分
析
し
た
結
果
立
ち
現
れ
て
き
た
、「
記
」
の
問
題
に
つ
い
て

簡
潔
に
整
理
し
た
。

　
「
二
、
武
威
漢
簡
『
儀
禮
』
の
篇
次
問
題
と
儀
礼
の
筆
写
過
程
に
つ
い
て
」
で
は
、

現
在
判
明
し
て
い
る
「
大
戴
礼
」・「
小
戴
礼
」・「
通
行
本
」
三
種
の
篇
次
と
漢
簡
本
と

を
比
較
し
、
こ
れ
を
通
し
て
、
大
戴
礼
系
列
の
篇
が
混
入
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し

た
。
漢
簡
本
に
お
け
る
燕
禮
篇
、
泰
射
篇
は
十
三
、
十
四
番
目
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し

て
お
り
、
他
の
篇
次
に
比
べ
れ
ば
最
も
大
戴
礼
の
篇
次
に
近
し
い
の
で
あ
る
。
ま
た
通

行
本
『
儀
禮
』
に
は
、
後
漢
の
鄭
玄
が
附
し
た
注
に
今
古
文
の
校
勘
が
残
さ
れ
て
い
る
。

今
回
著
者
が
燕
禮
篇
を
取
り
上
げ
て
テ
キ
ス
ト
の
比
較
を
行
な
っ
た
結
果
、
漢
簡
本
の

ほ
う
は
、
通
行
本
と
異
な
る
今
文
テ
キ
ス
ト
も
勘
案
さ
れ
て
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
見
て

取
れ
た
。
鄭
玄
が
そ
の
注
釈
態
度
に
お
い
て
、
複
数
あ
る
今
文
系
の
テ
キ
ス
ト
を
対
校

に
用
い
て
い
る
こ
と
が
、
漢
簡
本
の
存
在
に
よ
っ
て
改
め
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
鄭
玄
の
学
問
観
を
考
え
る
上
で
大
い
に
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
慶
氏
礼
」

が
細
々
と
伝
承
を
続
け
て
後
漢
に
再
興
し
た
記
録
か
ら
考
え
れ
ば
、
漢
簡
本
が
筆
写
さ

れ
た
時
期
に
「
大
戴
礼
」
が
亡
ん
で
い
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
以
上
の
と
こ
ろ
で
、

漢
簡
本
に
当
時
通
行
し
て
い
た
大
戴
礼
が
交
じ
っ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
陳
夢
家

が
推
定
す
る
よ
う
に
、
慶
氏
礼
で
あ
る
と
は
断
定
し
得
な
い
と
考
え
る
。

　

第
二
章
「
三
礼
成
立
期
に
お
け
る
「
義
」
に
つ
い
て
」
で
は
、
第
一
章
で
示
し
た
問

両
漢
代
に
お
け
る
礼
学
の
展
開

│
│
武
威
漢
簡
『
儀
礼
』
を
手
が
か
り
に
し
て
│
│
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題
の
う
ち
特
に
礼
学
に
お
け
る
「
記
」
と
「
義
」
の
関
係
に
着
目
し
、
漢
代
礼
学
者
が

「
三
礼
」
の
文
献
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
解
釈
し
た
の
か
に
つ
い
て
試
論
し
た
。

「
三
礼
」
に
関
わ
る
問
題
は
時
代
と
概
念
が
錯
綜
し
が
ち
で
あ
る
。
本
論
で
は
、「
三
礼
」

の
呼
称
か
ら
原
典
の
成
立
ま
で
を
、
時
間
軸
を
遡
り
な
が
ら
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
形
で

論
じ
た
。

　
「
一
、『
禮
記
』・『
儀
禮
』・『
周
禮
』
の
呼
称
と
記
録
意
識
」
で
は
、
ま
ず
「
三
礼
」

概
念
に
つ
い
て
、史
書
な
ど
か
ら
わ
か
る
礼
書
の
呼
称
問
題
に
つ
い
て
整
理
し
た
。「
三

礼
」
は
鄭
玄
の
緊
密
な
注
釈
体
系
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
鄭
玄

自
身
の
注
釈
態
度
と
後
世
の
認
識
と
に
は
、い
さ
さ
か
の
乖
離
が
あ
っ
た
。黄
以
周
『
禮

書
通
故
』
で
は
、『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
鄭
志
』
な
ど
に
記
述
さ
れ
る
「
三
礼
」
の
名

称
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
表
記
で
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、『
禮
記
』・『
儀
禮
』・『
周
禮
』

の
呼
称
は
、
東
晋
期
の
儒
学
者
が
好
ん
で
使
う
名
称
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
佐
藤

文
四
郎
「
鄭
玄
別
傳
輯
考
」
を
繙
く
か
ぎ
り
、
本
伝
と
も
書
物
の
表
記
に
揺
れ
が
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
揺
れ
は
、
史
書
編
纂
者
ら
が
当
時
の
学
風
に
適
合
す

る
史
料
を
無
意
識
の
う
ち
に
採
択
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
二
、
鄭
玄
礼
学
に
お
け
る
「
記
」・「
義
」
の
連
結
性
」
で
は
、
前
節
に
紹
介
し
た

黄
以
周
の
礼
学
史
整
理
に
沿
っ
て
、
改
め
て
鄭
玄
礼
学
の
「
記
」
と
「
義
」
に
対
す
る

認
識
を
確
認
し
た
。『
鄭
目
錄
』
の
な
か
で
解
説
さ
れ
た
「
記
」
と
「
義
」
を
篇
題
に

冠
す
る
も
の
を
列
挙
し
、
そ
こ
か
ら
分
か
る
大
体
の
特
徴
を
分
析
し
た
。『
鄭
目
錄
』

で
は
、「
記
」
を
冠
す
る
篇
で
も
、
内
容
に
お
い
て
「
義
」
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
「
義
を
記
す
」
と
述
べ
て
、
篇
の
大
題
に
は
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
鄭
玄
礼
学
に
と
っ

て
、「
記
」
は
「
礼
経
の
補
記
」
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
三
、『
禮
記
』
に
見
え
る
「
義
」
篇
の
性
格
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
言
説
を
踏
ま
え
、

『
禮
記
』
燕
義
篇
お
よ
び
郷
飲
酒
義
篇
の
経
文
の
記
述
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
本
来

「
記
」
と
「
義
」
と
は
、
あ
る
程
度
弁
別
可
能
な
記
述
体
裁
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
を
試
論
し
た
。

　

燕
義
篇
は
、『
儀
禮
』
燕
禮
篇
に
書
か
れ
た
礼
の
義
を
説
く
篇
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

公
以
下
の
諸
子
の
爵
位
・
官
職
な
ど
が
明
確
に
叙
述
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
禮
記
』
燕

義
篇
を
分
析
す
る
と
、
所
々
に
曖
昧
な
記
述
が
な
さ
れ
、
そ
の
経
文
全
体
は
す
で
に
、

燕
礼
と
は
一
人
の
君
主
と
多
数
の
臣
下
と
の
間
で
行
な
う
礼
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
の

も
と
に
書
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
通
行
本
の
燕
禮
篇
が
「
記
」
を
含
め
て
伝
わ
っ
て

い
た
の
は
、「
記
」
に
よ
っ
て
「
君
」
に
対
す
る
扱
い
な
ど
を
補
記
す
る
こ
と
で
、
爵

制
に
と
ら
わ
れ
な
い
理
念
的
な
儀
礼
を
作
ろ
う
と
し
た
結
果
、
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。そ
う
し
て
成
っ
た
燕
禮
篇
と
附
会
さ
せ
な
が
ら
、通
行
本
の
燕
義
篇
は
、『
周
禮
』

諸
子
職
篇
の
文
章
と
そ
の
意
義
が
累
加
さ
れ
、
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
郷
飲
酒
篇
の
経
文
を
分
析
す
る
と
、
そ
こ
に
は
「
義
」
篇
を
定
義
す
る

に
足
る
特
徴
的
な
書
式
が
二
点
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
冒
頭
で
「
郷
飲
酒
之
義
」
と
こ

と
わ
っ
た
の
ち
、
次
に
儀
礼
の
作
法
を
列
挙
し
た
直
後
で
「
所
以
致
尊
讓
也
」、「
所
以

致
絜
也
」、「
所
以
致
敬
也
」
と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
法
が
有
す
る
意
義
を
「
所
以
□

□
也
」
の
句
で
終
え
る
。
列
挙
さ
れ
る
所
作
は
概
ね
『
儀
禮
』
経
文
の
記
述
に
基
づ
い

て
い
る
た
め
、
こ
う
し
た
記
述
の
形
式
は
、「
礼
経
」
に
対
す
る
「
義
」
を
説
く
目
的

で
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
「
義
」
に
特
徴
的
な
書
式
の
一
で
あ
る
。

つ
づ
く
後
段
の
文
章
で
は
「
尊
讓
・
絜
・
敬
也
者
、
君
子
之
所
以
相
接
也
」
と
切
り
出

し
、
先
に
説
い
た
「
尊
讓
」・「
絜
」・「
敬
」
の
義
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
「
斯
君
子
所
以
免
於
人
禍
也
」
に
至
る
ま
で
の
文
章
は
、
君
子
た
る
者
が
な
ぜ
そ
の

よ
う
に
行
な
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
移
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
『
儀
禮
』

郷
飲
酒
禮
篇
と
直
接
に
関
わ
る
成
分
は
少
な
く
、
礼
経
の
文
章
か
ら
離
れ
て
、
君
子
に

な
ろ
う
と
す
る
者
へ
の
訓
戒
の
文
章
、
つ
ま
り
礼
の
意
義
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
の

文
章
は
「
礼
経
」
の
「
義
」
を
下
地
に
し
て
、
儀
礼
を
習
う
者
達
を
教
導
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
「
義
」
に
特
徴
的
な
書
式
の
二
で
あ

り
、
そ
の
特
徴
は
燕
義
篇
に
も
共
通
し
て
見
て
取
れ
る
。
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今
回
分
析
し
た
燕
義
篇
、
郷
飲
酒
義
篇
の
よ
う
な
儀
礼
の
意
義
を
説
く
篇
は
、
通
行

本
『
禮
記
』
四
十
九
篇
に
あ
っ
て
は
特
に
後
半
に
集
中
し
て
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
著
者
は
、
通
行
本
『
禮
記
』
編
纂
の
過
程
に
は
、「
記
」
が
果
た
し
て
い
た
役
割
が

限
界
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
「
義
」
の
役
割
が

注
目
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
そ
の
時
期
は
、
今
文
礼
学
家
が
す
で

に
活
躍
し
て
い
た
時
代
か
ら
、
鄭
玄
が
「
三
礼
」
の
注
釈
を
始
め
る
よ
り
以
前
で
あ
る

と
考
え
る
。

　

以
上
の
考
察
を
元
に
す
れ
ば
、
通
行
本
『
禮
記
』
の
「
義
」
篇
は
、『
儀
礼
』
の
意

義
を
説
く
目
的
に
お
い
て
、
複
数
の
礼
文
献
が
随
処
に
累
加
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
つ
の

編
纂
意
識
の
も
と
に
変
成
さ
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
出
来
上
が
っ
た
「
義
」
篇
は
、
も
と
も
と
有
し
て
い
た
「
記
」・「
義
」
本
来
の
思
想

的
意
義
の
上
に
、
さ
ら
に
別
の
思
想
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
複
合
的
性
格
を
有
す
る
経

文
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
、
鄭
玄
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
注
釈
者
た
ち
に
解
釈
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。
通
行
本
『
禮
記
』
は
、
こ
の
よ
う
に
両
漢
代
礼
学
家
の
思
想
が
漸
次

加
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
代
に
『
五
經
正
義
』
が
編
纂
さ
れ
る
に
あ
た

り
礼
学
の
中
心
的
位
置
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

【
主
要
参
考
文
献
】

○
池
田
末
利
『
儀
禮
Ⅴ
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）。

○
小
南
一
郎
「
射
の
儀
禮
化
を
め
ぐ
っ
て
│
│
そ
の
二
つ
の
段
階
│
│
」（『
中
國
古
代
禮
制
研

究
』
所
収
、
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
、
一
九
九
五
年
）。

○
佐
藤
文
四
郎
「
鄭
玄
別
傳
輯
考
」（『
服
部
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
』
所
収
、
富
山
房
、

一
九
三
六
年
）。

○
末
永
高
康
「『
儀
礼
』
の
「
記
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
東
洋
古
典
學
研
究
』
第
三
十
九
集
、

二
〇
一
五
年
）。

○
田
中
利
明
「
儀
礼
の
「
記
」
の
問
題
│
│
武
威
漢
簡
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』

第
十
九
集
、
一
九
六
七
年
）。

○
甘
肅
省
博
物
館
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
武
威
漢
簡
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）。


