
中
国
研
究
集
刊
珍
号
（
第
六
十
四
号
）
平
成

の
竹
簡
排
列
と
凱
痕

竹

田

健

二



の
竹
簡
数
は
合
計
七
十

に
は
欠
け
た
と
こ
ろ
が
な
く
、

こ
と
が
で
き
る
五
1
)
0

に
は
、
残
欠
し
た
部
分
の
比
較
的

て
お
り
、
ま
た
『
越
公
其
事
』
の
竹
簡

ち
序
列
を
示
す
数
字
が
記
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
整
理
者
に
よ
る
竹
簡
の
排
列
の
復
原

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
確
定
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な

は
じ
め
に

『
越
公

三

中
国
研
究
集
刊
珍
号
（
第
六
十
四
号
）
平
成
三
十
年
六
月
四
九
ー
六
七
頁

な
い
。

の の
排
列
の
復
原
が

い
。
こ
の
間
題
を
解
明

ら
れ
る

の
竹
簡
排
列
と
劃
痕

竹
簡
の
排
列
を

竹

部
修
正
す

健

(49) 



第
そ

こ

で

本

稿

で

は

、

の

竹

簡

背

面

の

劃

痕

の

続
性
に
注
目
し
、
そ
の
竹
簡
の
排
列
の
復
原
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
る
こ
と
と
す
る
。

『
越
公
其
事
』
竹
簡
背
面
の
状
況

本

章

で

は

、

（

柴

）

』

に

収

録

さ

れ

て

い
る
『
越
公
其
事
』
の
「
原
大
圏
版
」
原
寸
大
写
真
）
、
「
放
大

圏
版
」
（
拡
大
写
真
）
、
及
び
「
説
明
」
、
並
び
に
巻
末
の
「
竹
簡

恒
息
表
」
に
基
づ
き
、
『
越
公
其
事
』
の
竹
簡
の
形
制
、
及
び
劃

痕
や
竹
節
を
含
む
竹
簡
背
面
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

『
越
公
其
事
』
の
竹
簡
の
形
制
は
、
簡
長
は
約
四
十
一
・
六
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
正
4
)

、
簡
幅
は

O・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
簡
端

は
平
斉
、
編
綬
は
三
道
で
あ
る
。
ま
た
写
真
を
見
る
限
り
、
各
簡

の
契
口
は
す
べ
て
右
契
口
で
あ
る
。

ま
た
『
越
公
其
事
』
の
竹
簡
背
面
に
は
、
竹
節
も
し
く
は
竹
節

を
削
っ
た
痕
跡
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て
の
竹
簡
に
一
箇

所
ず
つ
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
竹
節
の
位
置
に
は
二
通
り
あ
り
、
そ

の
竹
節
の
位
置
か
ら
、
『
越
公
其
事
』
の
竹
簡
は
以
下
の
二
種
類

に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
―
つ
は
、
簡

1
か
ら
簡

68
ま
で

と
、
簡
74
・
簡

75
と
の
七
十
簡
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
竹
簡
に
は
、

編
綬
と
第
三
編
綾
と
の
間
、
竹
簡
下
端
か
ら
概
ね
簡
長
の
三

分
の
上
の
あ
た
り
に
竹
節
が
認
め
ら
れ
る
。
も
う
―
つ
は
、

69
か
ら
簡
73
ま
で
の
五
簡
で
あ
る
。
こ
の
五
簡
の
竹
節
は
、
他
の

簡
よ
り
も
竹
簡
の
中
央
に
近
い
、
第
二
編
綬
の
す
ぐ
下
の
あ
た
り

に
竹
節
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
先
に
も
触
れ
た
通
り
、
『
越
公

其
事
』
の
竹
簡
背
面
や
正
面
に
は
次
序
編
号
、
す
な
わ
ち
序
列
を

示
す
数
字
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

続
い
て
、
『
越
公
其
事
』
の
竹
簡
背
面
の
劃
痕
に
つ
い
て
述
べ

る
。
「
説
明
」
に
お
い
て
整
理
者
は
、
竹
簡
の
背
面
に
劃
痕
が
存

在
す
る
こ
と
に
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
な
状
況
に

つ
い
て
は
特
に
説
明
し
て
い
な
い
。
筆
者
が
「
原
大
圏
版
」
（
原

寸
大
写
真
）
か
ら
確
認
し
た
『
越
公
其
事
』
の
劃
痕
の
状
況
を
、

図
ー
に
示
す
（
注

5
)
0

先
述
の
通
り
、
『
越
公
其
事
』
の
多
く
の
竹
簡
に
は
右
下
が
り

の
劃
痕
が
認
め
ら
れ
る
が
、
図
1
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
そ
も
そ

も
『
越
公
其
事
』
の
す
べ
て
の
竹
簡
に
劃
痕
が
認
め
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
『
越
公
其
事
』
に
は
、

一
部
が
残
欠
し
て
い
る
竹
簡
が
複
数
存
在
し
、
そ
の
残
欠
し
て
い

る
部
分
に
劃
痕
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る

点
、
ま
た
残
欠
の
無
い
完
整
簡
の
中
に
も
、
劃
痕
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ら
の
竹
簡
に
も
と
も
と
劃
痕
が
存
在
し
な
か
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
写
真
で
は
見
え
な
い
だ
け
な
の
か
は
、
判
断
が
困

(50) 
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な
お
、-

つ

ら
竹
簡
の
下
端
右
隅
ま
で

ま
と
め
た
も
の
が
表

1
で
あ
る

の
左
端
か
ら
竹
簡
の

ヽ

と

竹
簡
の

の
方

で
き
る
よ
う
に
、

の
も
の
で
あ

の

て
い

の
右
靖
か
ら
竹
簡
の

の
右
側
面
と
接
し
て
いそ

の

さ
て
、

の
多
く
の
竹
簡

状
況
を
可
能
な
限
り
詳
細
に
把
握
す
べ
く
、

（
原
寸
大
写
真
）
に
よ
り
、

の
左
端
か
ら
竹
簡
の

べ
て
竹
簡
の
下 の

で
あ
る
（
注
6
)
0

て
は
、
｝

な
い
。

な
ら

(51) 
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ま

た

後

述

す

る

通

り

、

の

他

の

の

劃

痕

は

連
続
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
簡
73
の

劃
痕
だ
け
は
連
続
す
る
劃
痕
の
一
部
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
た
め
、
簡
73
の
劃
痕
に
つ
い
て
は
以
下
の
検
討
の
対
象

か
ら
除
く
こ
と
と
す
る
丘
8
)
0

私
見
で
は
、
『
越
公
其
事
』
の
劃
痕
は
、
以
下
の
二
つ
の
連
続

す
る
劃
痕
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
劃
痕
は
、
簡

34
か
ら
簡
68
に
か
け
て
の
竹
簡
背
面
の
下

部
に
存
在
す
る
、
概
ね
連
続
す
る
右
下
が
り
の
劃
痕
で
あ
る
。
以

下
、
こ
の
劃
痕
を
劃
痕
A
と
呼
ぶ
。

劃
痕
A
に
つ
い
て
、
表
1
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
模
式
的
に
示

し
た
も
の
が
図
2
で
あ
る
。
表
の
横
軸
は
各
簡
（
簡
34
＼
簡

68
）、

縦
軸
は
各
簡
の
劃
痕
の
左
端
・
右
端
か
ら
竹
簡
の
下
端
左
隅
・
下

端
右
隅
ま
で
の
長
さ
（
単
位
[
ミ
リ
メ

l
ト
ル
）
で
あ
る
o

横
軸

の
簡
名
の
上
の
補
助
線
上
に
、
そ
の
簡
名
の
竹
簡
の
劃
痕
の
左
端

の
位
置
を
示
す
点
と
、
そ
の
竹
簡
の
左
隣
に
位
置
す
る
竹
簡
の
劃

痕
の
右
端
の
位
置
を
示
す
点
と
を
取
り
、
そ
し
て
各
簡
の
劃
痕
左

端
の
位
置
の
点
と
劃
痕
の
右
端
の
位
置
の
点
と
を
実
線
で
結
ん
で

あ
る
。
劃
痕
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
簡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一

部
途
切
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
明
ら
か
に
劃
痕
A
は
全
体
と

し
て
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。

に
認
め
ら
れ
る
第
二
の
劃
痕
は
、

Tヽ

1
カ

(52) 



表 1 『越公其事』各簡の劃痕左端・右端の位置

(53) 
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、
つ
しな

る
。
こ
れ
に
対
し

に
つ
い
て
、
冒

の
右
側
に
順
次
並
べ
て

ら
れ
な
い
。

ら

ば

、

の

な
る
。

の

で
い
る
よ

本
の
線
と
し
て
の
連
続
性
は

し
か
し
、
竹
簡
を
排
列
す
る
向
き
を
変
え
る
な

概

ね

一

の

線

と

し

る

形

に

か
ら

つ
ま
り
、
竹
簡
の

ま
で
を
順
次
そ
の

か
ら
簡
33
に
か
け
て
の
竹
簡
の
背
面

B
が
出
現
す
る
。
竹
簡

か
ら
簡
33
ま
で
を
順
次

に
示
し
た
も
の

や
、
残
欠
は
し
て
い
な
い
も
の

な

い

も

の

存

在

し

て

お

り

、

そ

の

状

況

を

十

全

こ
と
は
困
難
だ
が
、
図
2
・
図
4
か
ら
明
ら
か
な
よ

る
竹
簡
の
排
列
の
復
原
は
、
簡
34
か
ら
簡
68

1
か
ら
簡
33
に
か
け
て
の
劃
痕
B
と

に
概
ね
合
致
し
て
い
る
。
恐
ら
く
は

の
竹
簡
の
排
列
の
復
原
に
あ
た
り
、っ

ヵ

る
。
図
3
・
図
1
か
ら
分
か
る
通
り
、
こ

右
下
が
り
の
劃
痕
が
、

に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
を

こ
と
の

通
常
の
劃
痕
と
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」

で

も

触

れ

た

よ

う

に

、

の

竹

簡

に

は

、

こ
と
が
で
き
な
い
と
見
ら
れ
る
も
の

て
お
り
、

と
呼
ん
で
い
る
（

で
は
、
公
其
事
』
の
竹
簡
の
形
制
と
竹
簡

面
状
況
と
に
つ
い
テ
し
た
。
続
い
て
は
、
こ
う
し
た

其
事
』
の
竹
簡
背
面
の
状
況
を
踏
ま
え
、

排

列

の

復

原

つ

い

て

、

゜

そ
れ
ら

(55) 



そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
正
1
0
)
0

但
し
、
劃
痕
A
が
通
常
の
劃
痕
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
劃
痕
[

が
孫
油
陽
氏
の
い
う
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
で
あ
る
点
に
つ
い
て

は
、
な
お
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
整
理
者
に
よ
る
竹
簡
の
排
列
に
よ
れ
ば
、
『
越
公
其
事
』

に
お
い
て
は
通
常
の
劃
痕
と
孫
浦
陽
氏
の
い
う
「
逆
次
簡
冊
背
劃

線
」
と
が
同
一
文
献
に
併
存
し
、
か
つ
連
続
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
が
、
こ
う
し
た
現
象
は
、
竹
簡
の
背
面
の
状
況
に
つ
い
て
確
認

す
る
こ
と
の
で
き
る
出
土
文
献
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
他
に
例
が

な
い
（
注
1
1
)
0

も

と

よ

り

、

の

竹

簡

背

面

に

お

い

て

二

本

の

痕
が
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
一
本
の
連
続
す
る
線
と
な
る
よ
う
に
、
或

い
は
と
も
に
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
と
な
る
よ
う
に
竹
簡
を
排
列

す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
簡
1
か
ら
簡
33
ま
で
、
或
い
は
簡
34
か
ら

簡
68
ま
で
に
つ
い
て
、
竹
簡
の
排
列
を
逆
に
し
て
簡
33
か
ら
簡
ー

へ
、
或
い
は
簡
68
か
ら
簡
34
へ
と
排
列
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
劃

痕
の
あ
り
方
は
揃
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
釈
読
上
の
間
題
が
生

じ
、
整
合
的
な
解
釈
が
成
立
し
な
い
。

「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
に
つ
い
て
孫
湘
陽
氏
は
、
仮
説
に
過
ぎ

な
い
と
し
な
が
ら
も
、
「
這
一
現
象
也
許
説
明
簡
冊
可
能
有
小
部

分
従
左
往
右
編
的
情
況
。
」
（
こ
う
し
た
現
象
は
、
簡
冊
は
そ
の
中

の

―

つ

い

て

は

の

文

字

列

が

〕

左

か

ら

右

に

編

綴

さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
）
と
述
べ
て

い
る
正
12)

。
そ
こ
で
、
仮
に
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
の
劃
痕
B
の

竹
簡
群
の
排
列
が
、
竹
簡
正
面
の
文
字
列
が
左
か
ら
右
に
並
ぶ
よ

う
に
編
綴
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
通
常
の
劃
痕
で
あ
る
劃

痕
A
の
竹
簡
群
、
す
な
わ
ち
竹
簡
正
面
の
文
字
列
が
右
か
ら
左
に

並
ぶ
よ
う
に
編
綴
さ
れ
て
い
た
竹
簡
群
と
連
続
し
て
一
冊
の
冊
書

と
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
冊
書
は
、
簡
1
か
ら
簡
33

ま
で
は
竹
簡
正
面
の
文
字
列
を
左
か
ら
右
に
読
み
、
続
く
簡
34
か

ら
簡
68
ま
で
は
文
字
列
を
右
か
ら
左
に
読
む
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
極
め
て
不
自
然
で
あ
り
、
到
底
首
肯
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
『
越
公
其
事
』
に
お
い
て
、
通
常
の
劃
痕
と
「
逆

次
簡
冊
背
劃
線
」
と
が
同
一
文
献
に
併
存
し
、
か
つ
連
続
し
て
い

る
現
象
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
良
い
で
あ
ろ
う
か
。

可
能
性
と
し
て
は
、
劃
痕
A
を
有
す
る
竹
簡
群
と
劃
痕
B
を
有

す
る
竹
簡
群
と
は
連
続
し
て
編
綴
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

別
々
の
冊
書
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
竹
簡
群
に
お
け
る

竹
簡
の
編
綴
の
向
き
、
つ
ま
り
文
字
列
の
並
び
方
が
同
じ
で
は
な

く
逆
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
一
応
は
あ
り
得
る
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
但
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
二
つ
の
竹
簡
群
の
正
面
の

文
字
列
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
冊
書
と
し
て
成
立

す
る
に
足
る
だ
け
の
、
何
ら
か
の
完
結
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(56) 



て
い
る
こ
と

な
お
、

の

の

だ

が

、

こ

の

十

の

の

に

あ

た

る

8
・
簡

15
．
簡

25
．
簡

2

9

.

4

3

.

4

9

．
簡

52
．

59
．
簡

68
．
簡

75
に
お
い
て
、

9

の
文
字
列
に
続
い

、

そ

し

て

そ

れ

ら

い

ヂ

い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

で つ

す

な

わ

ち

、

の

は
文
献
全
体
と
し
て
基
本
的
に
は
欠
け
た
と
こ
ろ
が
な

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る

で
あ
る
。

ら
れ
な
い
こ
と
か

•
B

の
連
続
性
と
、
そ
れ
ぞ
れ
て
い

空
止
面
の
文
字
列
の
内
容
の
ま
と
ま
り
と
の
間
に
対
応

関

係

が

な

い

こ

と

は

、

の

竹

簡

正

面

に

記

さ

れ

て

い

る

本

文

の

章

の

の

劃

線

と

の

間

に

、

緊

密

な

対

応

関

係

は

る

こ

と

が

で

き
る
。

、
そ
の

あ
り
、
そ
の
留
白
を
挟
む
形
で
同

記
さ
れ
て
い
る
（
簡
15
・
簡

59)
。

こ
の
よ
う
に
、
留
白
の
あ
り
方
に
は

末
尾
の
部
分
は
そ
の
形
式
と
し
て
、

白
を
伴
う
墨
鉤
が
付
さ
れ
て
い

章
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
完

る
。
）
の
概
要
は
、
以
下
の

章
（
簡
ー
＼
簡

8
)

山
へ-

い
て
留 の

て
い
る
竹
簡
群
の

の
ま
と
ま
り
と
の
間
に
は
、

係

は

な

い

る

。

に
お
い

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

ゲ
あ
る
と
は
認
め
ら
れ

連
続
性
と
、
そ
れ
ぞ
れ

に
お
け
る
文
字
列
の
内

が
留
白
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
、

で
、
同
一
竹
簡
上
で
次
の

i

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二

は
、
章
の
最
後
の
文
字

下
が
竹
簡
の
下
端
ま
で

次
の
章

（簡

8
.

簡

75)

下

て
い
な
い
留
白
と
な
り
、

い
て
い
る
も
の
と
の

を
除
く
九
つ
の

、
そ

の

の
下
の

(57) 



（簡
26
＼
簡

29
）
旬
賤
は

内
政
の
立
て
直
し
に
取
り
組
み
、

先
し
た
政
策
を
行
っ
た
。

五
章
（
簡
30
＼
簡
36
）
句
賤
は
五
政
を
開
始
し
、
先
ず
第

一
段
階
と
し
て
、
農
業
の
振
興
に
取
り
組
み
、
そ
の
結
果

越
国
は
食
料
が
非
常
に
豊
か
に
な
っ
た
。

六
章
（
簡
37
＼
簡
43
）
旬
賤
は
五
政
の
第
二
段
階
と
し

て
、
信
義
を
大
切
に
し
、
市
場
の
取
引
を
正
し
た
。
そ
の

結
果
、
国
全
体
が
皆
信
義
を
大
切
に
す
る
に
至
っ
た
。

第
七
章
（
簡
44
＼
簡
49
）
旬
賤
は
五
政
の
第
三
段
階
と
し

て
、
人
々
を
集
め
て
越
国
の
人
口
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

を
大
切
に
し
、
そ
の
結
果
、
越
の
地
は
非
常
に
人
口
が
増

加
し
た
。

第
八
章
（
簡
50
＼
簡
52
）
旬
賤
は
五
政
の
第
四
段
階
と
し

て
、
軍
事
を
大
切
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
越
国
は
国
全
体

が
皆
軍
事
を
重
視
し
、
武
器
が
十
分
に
備
わ
る
に
至
っ
た
。

九
章
（
簡
53
＼
簡
59
上
）
旬
賤
は
五
政
の
第
五
段
階
と
し

て
、
法
令
を
整
備
し
、
刑
罰
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
結

ヘの
生
活
の
安
寧
を
優

（簡
15
下
＼
簡
25)
夫
差
は
大
夫
種
と
会
見
し
、
こ

れ
ま
で
の
経
緯
を
述
べ
て
、
越
を
滅
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
伝

え

る

と

、

大

夫

種

は

旬

賤

に

復

命

し

、

い

を

立

て
た
。

越
国
の
民
は
整
然
と
な
っ
た
。

（簡
59
下
＼
簡
68)
五
政
が
す
べ
い
、
旬
賤
は

越
の
民
の
力
を
試
し
た
上
で
、
呉
を
挑
発
し
、
呉
が
出
陣

す
る
と
、
夜
間
に
戦
闘
を
仕
掛
け
て
呉
軍
を
大
混
乱
に
陥

れ
、
更
に
追
撃
し
た
。

十
一
章
（
簡
69
＼
簡
75
）
夫
差
が
旬
賤
に
講
和
を
求
め
る

と
、
旬
賤
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
が
、
夫
差
の
命

だ
け
は
救
お
う
と
す
る
。
夫
差
は
そ
れ
を
拒
絶
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
整
理
者
が
『
越
公
其
事
』
を
十
一
の
章

に
区
分
し
て
い
る
点
は
、
全
く
問
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

『
越
公
其
事
』
の
本
文
に
お
け
る
十
一
の
章
の
区
分
と
、
劃
痕

A
.
B
と
の
関
係
を
見
る
な
ら
ば
、
劃
痕
B
の
竹
簡
群
は
第
一
章

か
ら
第
五
章
の
途
中
ま
で
で
あ
り
、
劃
痕
A
の
竹
簡
群
は
第
五
章

の
途
中
か
ら
第
十
章
の
末
尾
ま
で
で
あ
る
。
そ
し
て
、
劃
痕
A
と

劃
痕
B
と
の
接
続
箇
所
に
あ
た
る
と
こ
ろ
は
、
整
理
者
に
よ
る
竹

簡
の
排
列
の
復
原
に
従
う
な
ら
ば
、
簡

33
と
簡

34
と
の
間
で
あ

る
。
第
五
章
で
は
、
旬
賤
が
越
国
を
再
建
し
復
讐
〖
を
実
行
す
べ
く

開
始
し
た
「
五
政
」
の
一
っ
と
し
て
、
先
ず
農
業
の
振
興
に
取
り

組
み
、
そ
の
成
果
が
上
が
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
続
い

て
第
六
章
か
ら
第
九
章
の
四
つ
の
章
に
、
旬
賤
の
実
施
し
た
「
五

政
」
の
中
の
他
の
四
つ
政
策
が
、
そ
れ
ぞ
れ
―
つ
ず
つ
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
第
五
章
が
内
容
上
一
っ
し
て

(58) 



い

た

こ

の

で

は

な

い

こ

と

に

な

る

。

の
排
列
は
、
必
ず
し
も
そ
の
背
面
に
お
け
る
劃
幸
一
の
線
と

し
て
連
続
す
る
よ
う
に
排
列
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な

く

、

の

形

に

な

る

よ

う

に

排

列

す

る

場

合

の
竹
簡
の
排
列
に
つ
い
て
、

る。

つ
ま
り
、

ら
れ
る

従
っ
て
、

群

と

が

別

々

の

っ

た

と

は

考

え

ら

れ

ず

、

る
竹
簡
の
排
列
の
復
原
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

が
同
一
冊
書
に
お
い
て
併
存
し
、
か
つ

い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、

に
お
い
て
、
「
逆
次
簡
冊

―
つ
の
竹
簡
群

て
良

て
い
る
こ
と
は
、

の
内
容
の
ま
と
ま
り
に
、

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
竹

続
性
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
劃
痕

て
い
る
竹
簡
詳
の
に
お
け
る
文
字
列
の
内
容
の
ま

と
ま
り
と
の
間
に
は
、
対
応
関
係
が
な
い
と
理
解
す
べ

中
の
と
こ
ろ
で
、

て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ

の
途

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、

と
比
較
し
て
、
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
の
劃
痕
は
少
な
い
。U

従
っ
て
、
文
字
の
書
写
及
び
編
綴
は
、
通
常
は
一
本
の
線
に
連
続

す
る
形
に
な
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
通
常
の
劃
痕
に
な
る
よ
う
に
行

わ
れ
た
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
逆
の
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
に
な

る
場
合
が
例
外
的
に
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

通
常
の
劃
痕
と
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
と
が
併
存
し
、
か
つ
渾

続
し
て
い
る
『
越
公
其
事
』
は
、
通
常
の
劃
痕
で
あ
れ
「
逆
次
簡

冊
背
劃
線
」
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
竹
簡
の
排
列
の
復
原
に
あ
た
っ

て
十
分
に
有
効
な
手
が
か
り
で
あ
る
こ

な
例
と
考
え
ら
れ
る
。

陳
剣
氏
の
見
解

は

、

の

排

列

え
た
、
陳
剣
氏
の
見
解
を
取
り
上
げ
、
劃
痕

点
か
ら
そ
（
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

陳
氏
は
、
に
よ
り
上
部
と
下
部
と
を
と
も

に

「

人

復

苧

の

討
を
加
え
、

列
し
て
、

そ
し
て
、

の

(59) 



33
と
簡
35
と
は
連
続
す
る
形
に
排
列
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
ま

た
整
理
者
が
二
枚
の
残
簡
を
綴
合
し
た
簡
36
は
、
二
枚
の
別
々
の

竹
簡
の
一
部
と
見
な
し
、
更
に
簡
36
上
・
簡
18
・
簡
34
の
三
枚
の

残
簡
は
一
枚
の
竹
簡
が
断
裂
し
た
も
の
と
す
る
。
こ
う
し
て
陳
氏

は
、
「
簡
31
ー
簡
32
ー
簡
33
ー
簡
35
ー
簡
36
上
ー
簡
18
ー
簡
3
4
|

簡
36
下
」
と
の
竹
簡
の
排
列
の
復
原
を
主
張
す
る
。

先
ず
、
陳
氏
が
簡
17
と
簡
19
と
を
直
接
連
続
さ
せ
て
読
む
べ
き

と
す
る
点
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
陳
氏
は
簡
17
と
簡
19
と
を
直

接
連
続
さ
せ
る
な
ら
ば
、
両
簡
を
ま
た
ぐ
部
分
の
語
が
「
於
今
三

年
」
と
な
る
が
、
こ
の
旬
は
無
理
な
く
意
味
が
通
り
、
ま
た
、

「
:
・
・
：
よ
り
今
に
到
る
ま
で
の
若
干
年
」
を
意
味
す
る
「
於
今
…

年
」
と
の
表
現
は
、
『
詩
経
』
・
『
左
伝
』
・
『
国
語
』
に
も
認
め
ら

れ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
簡
17
の
末
尾
の
部
分
の
「
用
事
（
使
）

徒
遠
連
（
趣
）
聖
（
麗
）
命
於
」
と
の
語
に
つ
い
て
は
、
簡
21
に

「
余
聴
命
於
門
」
と
の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
整
理
者
が

注
且
に
述
べ
る
よ
う
に
、
簡
17
に
続
く
簡
の
冒
頭
部
に
「
君
」
の

字
が
あ
り
、
「
聰
命
於
[
君
二
(
命
を
君
に
聴

-v)
と
の
表
現
で

あ
っ
た
可
能
性
も
確
か
に
あ
り
、
そ
の
釈
読
の
方
が
よ
い
よ
う
に

も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
に
は
「
聴
命
」
で

句
が
切
れ
て
、
他
の
語
が
そ
の
下
に
続
か
な
い
例
も
少
な
く
な
い

と
し
、
簡
17
と
簡
19
と
を
直
接
連
続
さ
せ
る
釈
読
の
妥
当
性
は
否

定
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。

簡
17
．
簡
18.
簡
19
の
連
続
性
に
つ
い
て
劃
痕
か
ら
考
え
る
に

あ
た
り
注
意
す
べ
き
点
は
、
簡
17
は
残
欠
の
な
い
完
整
簡
で
あ
る

が
、
写
真
か
ら
は
そ
の
背
面
に
劃
痕
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
点
、
ま
た
、
簡
18
は
残
欠
に
よ
り
竹
簡
の
上
部
と
下
部
と
を
と

も
に
失
っ
て
お
り
、
劃
痕
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
あ

る
。
こ
う
し
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
簡
17
＼
簡
19
の
部
分
の
竹
簡

の
排
列
案
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

図
5
は
、
図
4
の
一
部
を
抽
出
し
た
も
の
で
、
整
理
者
に
よ
る

竹
簡
の
排
列
の
復
原
に
基
づ
い
て
、
簡
20
か
ら
簡
11
に
か
け
て
の

劃
痕
を
模
式
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
図
6
は
、
陳
剣

氏
の
見
解
に
従
い
、
簡
18
を
除
い
て
、
簡
20
か
ら
簡
且
に
か
け
て

の
劃
痕
を
模
式
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
両
図
と
も
、

補
助
線
と
し
て
、
簡
20
の
劃
痕
左
端
と
簡
且
の
劃
痕
右
端
と
を
結

ん
だ
点
線
を
挿
入
し
て
い
る
。

図
5
と
図
6
と
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
整
理
者
に
よ
る
竹
簡
の

排
列
よ
り
も
、
陳
剣
説
に
従
っ
た
竹
簡
の
排
列
の
方
が
、
劃
痕
の

連
続
性
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
簡

19
と
簡
16
と
の
間
に
、
簡
18
・
簡
17
と
い
う
二
枚
の
竹
簡
が
入
る

と
し
た
場
合
、
簡
16
か
ら
簡
認
ま
で
の
四
枚
の
竹
簡
の
劃
痕
の
位

置
は
、
補
助
線
か
ら
や
や
上
に
離
れ
る
。
し
か
し
、
簡
19
と
簡
16

と
の
間
に
簡
17
の
一
枚
だ
け
が
入
る
と
し
た
場
合
は
、
劃
痕
が
補

助
線
と
ほ
ぼ
重
な
り
、
そ
の
連
続
性
に
無
理
が
な
い
よ
う
に
見
受

(60) 
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図5 簡11~ 20の劃痕

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

も
、
陳
剣
氏
に
よ
る
竹
簡
の
排
列
の
復
原
の
方
が
、

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
、
陳
剣
氏
が
簡
33
と
簡
35
と
は
連
続
し
一

あ
る
と
し
て
い
る
点
、
ま
た
簡
36
上
人
間
18
．
簡
~

簡
が
も
と
も
と
一
枚
の
竹
簡
で
あ
り
、
「
簡
3
1
|鈷

簡
35
ー
簡
36
上
ー
簡
18
ー
簡
34
ー
簡
36
下
」
と
排
rd

い
る
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

図
7
は
、
整
理
者
に
よ
る
竹
簡
の
排
列
の
復
原
[
い
て
、

簡
30
か
ら
簡
47
に
か
け
て
の
劃
痕
を
模
式
的
に
示
L

の
で
あ

る
。
ま
た
、
図
8
及
び
図
9
は
、
陳
氏
の
見
解
に
従
い
、
簡
30
か

ら
簡
47
に
か
け
て
の
劃
痕
を
模
式
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
陳
氏
は
、
簡
34
と
簡
36
下
と
の
間
に
さ
ほ
ど
多
く
の
欠
文
は

な
い
で
あ
ろ
う
、
簡
36
下
は
竹
簡
の
上
端
に
位
置
し
て
い
て
、
簡

34
と
直
接
接
続
し
て
い
た
可
能
性
も
完
全
に
は
排
除
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
図

8
は
、
簡
34
と
簡

36
下
と
の
間
に
一
枚
の
脱
簡
が
存
在
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
図

で
あ
り
、
こ
れ
を
陳
剣

A
案
と
す
る
。
図

9
は
、
簡
34
と
簡
36
下

と
が
直
接
接
続
し
て
い
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
図
で
あ
り
、
こ
れ

を
陳
剣

B
案
と
す
る
。
な
お
、
図

7
.
8
.
9
は
い
ず
れ
も
、
簡

34
の
劃
痕
左
端
と
簡
47(

と
し
て
挿
入
し
て
い
る
。

(61) 
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簡
30
ー
簡
47
の
劃
痕
（
陳
剣
A
案）

図
7
.
8
.
9
の
三
枚
の
図
の
う
ち
、
の
復
原
を
示
し

た
図
7
と
陳
剣
A
案
の
図
8
と
は
、
実
は
簡
34
と
簡
37
と
の
間
に

二
枚
の
竹
簡
が
位
置
し
て
い
た
と
す
る
点
で
違
い
が
な
い
。
こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
図

7
.
8
に
お
い
て
は
、
簡
37
・
簡
38.

簡
39
の
三
枚
の
劃
痕
の
位
置
が
、
補
助
線
の
や
や
上
に
位
置
し
て

お
り
、
こ
の
た
め
劃
痕
の
連
続
性
が
い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
る
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
陳
剣

B
案
の
図

9
は
、
簡
34
と
簡
37
と
の
間

36
下
の
一
枚
の
竹
簡
だ
け
が
位
置
し
て
い
た
と
す
る
も
の

0
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図
9

簡
30
ー
簡
47
の
劃
痕
（
陳
剣
B
案）
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で、簡37．簡38．簡39の三枚の劃痕の位置が、さほど補

助線から離れておらず、全体として劃痕が無理なく自然

に連続しているように見受けられる。このことは、整理

者による復原や陳剣A説よりも、陳剣B説による竹簡の

排列の復原の方が、蓋然性が高いことを示していると考

えられる。

以上、劃痕の状況から竹簡の排列の復原に関して検討

を加えた結果、簡17と簡19とは直接連続するとする陳剣

氏の説は蓋然性が高いと考えられること、また「簡31|
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お
わ
り
に

通
り
、

れ

の

国

て

い

内
容
の
ま
と
ま
り
と
の
間
に
は
、

い

る

。

た

。

に

つ

い

て

は

、

で
ど
ち
ら
が
後
な
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
ど

ち
ら
の
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
文
字
の
書

写
・
竹
簡
の
編
綴
は
、
基
本
的
に
は
各
竹
簡
の
劃
痕
が
一
本
の
線

と
し
て
つ
な
が
り
連
続
す
る
形
で
、
つ
ま
り
劃
痕
の
連
続
性
に
従

う
形
で
、
順
次
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
時
に
は
そ
の
向
き
を
取

り
違
え
て
し
ま
い
、
各
竹
簡
の
劃
痕
が
一
本
の
線
と
し
て
つ
な
が

り
連
続
す
る
形
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
＜
逆
の
順
に
行
わ

れ

て

し

ま

い

、

と

な

る

場

合

も

あ

っ

た

と

考
え
ら
れ
る
。

の
と

は
同
じ
で
あ
り
、

簡
32ー
簡

33ー
簡
35
ー
簡
36
上
ー
簡
18
ー
簡
34
ー
簡
36
下
」
と
竹

簡
を
排
列
し
、
簡
34
と
簡
36
下
と
が
直
接
連
続
し
て
い
た
と
す
る

陳
剣

B
説
も
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

な
お
、
陳
剣

B
説
に
よ
る
竹
簡
の
排
列
の
復
原
及
び
釈
読
に
お

い
て
は
、
劃
痕
B

（
簡
ー
ー
簡

33)
か
ら
簡
18
が
抜
け
、
ま
た
劃

痕
A
に
お
い
て
は
、
簡
34
と
簡
35
と
の
排
列
の
順
序
が
入
れ
替
わ

る
。
簡
35
に
つ
い
て
は
写
真
か
ら
は
劃
痕
を
確
認
で
き
な
い
こ
と

か
ら
、
可
能
性
と
し
て
は
、
①
劃
痕

B
が
簡

33
か
ら
で
は
な
く
、

簡
35
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
、
②
劃
痕

A
が
簡
34
の
前
に
位
置
す
る

簡
35
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
、
と
の
二
つ
の
可
能
性
が
一
応
は
考
え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

い

に

し

て

も

、

の

中

の

竹

簡

に

は
、
そ

ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

て
、
現
時
点
で
は
十
分
に
解
明
す
る
こ
と
は

ね
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
多
く
の
竹
簡
は
、
そ
れ
が
制
作
さ
れ

ら
く
は
竹
筒
の
状
態
に
お
い
て
、
の
竹
簡

る
よ
う
に
劃
痕
が
刻
ま
れ
た

ヽ`し

-)よ、

.~~: 

が
行
わ
れ

がに
、っ

し‘

(63) 



に
、
そ
の
前
の
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
の
竹
簡
群
と
連
続
す
る
形

で
、
し
か
も
劃
痕
の
連
続
性
に
従
う
形
で
、
順
次
文
字
の
書
写
・

竹
簡
の
編
綴
が
行
わ
れ
た
（
簡
35
＼
簡
68
、
も
し
く
は
簡
34
＼
簡

68)
。
以
上
が
『
越
公
其
事
』
に
お
い
て
通
常
の
劃
痕
と
「
逆
次

簡
冊
背
劃
線
」
と
が
併
存
し
、
か
つ
連
続
す
る
現
象
が
生
じ
た
経

緯
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
右
の
よ
う
な
経
緯
で
文
字
の
書
写
・
竹
簡
の
編
綴
が
簡

ー
＼
簡
68
に
行
わ
れ
た
際
、
用
い
ら
れ
た
竹
簡
は
い
ず
れ
も
背
面

の
竹
節
の
位
置
が
同
じ
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
『
越
公
其
事
』

の
本
文
は
な
お
続
き
が
あ
り
、
そ
の
続
く
部
分
に
つ
い
て
は
、
今

度
は
先
ず
竹
節
の
位
置
の
異
な
る
五
枚
の
竹
簡
に
記
さ
れ
た
（
簡

69
＼
簡
73
）
。
そ
し
て
更
に
続
く
部
分
に
つ
い
て
は
、
再
び
簡
ー

＼
簡

68
と
竹
節
の
位
置
が
同
じ
竹
簡
が
用
い
ら
れ
て
記
さ
れ
た

（簡
74
・
簡
75)
。

劃
痕
の
連
続
す
る
順
に
文
字
の
書
写
・
竹
簡
の
編
綴
が
行
わ
れ

る
の
が
基
本
で
あ
り
な
が
ら
も
、
時
に
そ
の
向
き
を
誤
っ
た
と
い

う
の
は
、
い
さ
さ
か
粗
忽
に
過
ぎ
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
竹
簡
資
料
に
つ
い
て
は
、
書
写
や
編
綴
に
お
け
る
何
ら

か
の
過
誤
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
見
ら
れ
る
現
象
が
他
に
も
存
在
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
左
契
口
」
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
た
戦
国
竹
簡
の
ほ
と
ん
ど
の

契
口
は
、
竹
簡
正
面
に
向
か
っ
て
右
側
に
位
置
す
る
所
謂
「
右
契

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
部
の
竹
簡
に
つ
い
て
は
、
竹
簡
正
面

に
向
か
っ
て
左
側
に
契
口
が
位
置
す
る
（
注
15)

。
こ
の
「
左
契
口
」

は
、
私
見
で
は
、
そ
の
形
状
等
か
ら
判
断
し
て
、
初
め
か
ら
竹
簡

正
面
に
向
か
っ
て
左
側
に
刻
み
込
も
う
と
し
て
で
き
た
も
の
で
は

な
い
。
文
字
の
書
写
・
竹
簡
の
編
綴
を
行
う
際
に
、
竹
簡
の
上
下

の
位
置
を
間
違
え
た
結
果
生
じ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
が
書
写
や
編
綴
に
お
け
る

何
ら
か
の
過
誤
に
よ
っ
て
生
じ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

も
と
よ
り
、
文
字
・
竹
簡
の
編
綴
が
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が
多
い
。
そ
う
し
た
問
題

の
解
明
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
1
)
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
染
）
』
『
越
公
其
事
』
の
「
説
明
」
に
、

「
経
絣
綴
，
全
篇
七
十
五
支
竹
簡
，
文
義
基
本
完
整
。
全
篇
共
十

と
あ
る
。

(
2
)
「
《
越
公
其
事
》
残
簡
18
的
位
置
及
相
関
的
簡
序
調
整
問
題
」
（
二

0
1

七
年
五
月
十
四
日
、
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
網
姑

http
ミ
w
w
w
.
g
w
z
.
f
u
d
a
n
.
e
d
u
.
c
n¥
 We
b
 ¥
 Sh
o
w
 ¥
 
3
0
4
4
)

参
照
。

(
3
)
劃
痕
が
竹
簡
の
排
列
を
復
原
す
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
も

注

章」
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゜

の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
は
、
北
京
大
学
が

前
漢
時
代
の
竹
簡
に
つ
い
て
、
孫
湘
陽
氏
が
劃
痕
を
発
見
し
て
以
来
の

こ
と
で
あ
る
。
＞
孫
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
「
簡
冊
背
劃
線
初
探
」
（
『
出

土
文
献
与
古
文
字
研
究
』
第
四
輯
、
四
四
九
＼
四
六

年
十
二
月
）
参
照
。

(
4
)
『
越
公
其
事
』
の
竹
簡
に
つ
い
て
、
「
竹
簡
信
息
表
」
に
示
さ
れ
て
い

る
簡
長
の
数
値
に
基
づ
き
、
残
欠
が
無
く
、
か
つ
綴
合
を
行
っ
て
い
な

い
完
整
簡
の
み
を
抽
出
し
て
、
簡
長
の
平
均
を
算
出
し
た
と
こ
ろ
、
四

•
六
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。

(
5
)
図
ー
に
お
い
て
は
、
以
下
の
図
の
よ
う
に
、
劃
痕
の
左
端
、
つ
ま
り

訓
痕
が
竹
簡
背
面
の
左
側
面
と
接
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
訓
痕
の
右
端
、

つ
ま
り
劃
痕
が
竹
簡
背
面
の
右
側
面
と
接
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
黒
い
直
角
二
等
辺
三
角
形
を
、
三
角
形
の
斜
辺
が
劃
痕
の
方
向

と
概
ね
合
致
す
る
形
で
、
竹
簡
の
左
右
に
添
え
て
示
し
た
。

(
6
)
写
真
に
よ
る
劃
痕
の
把
握
に
困
難
さ
が
伴
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
北

京
大
学
が
二

0
0
九
年
に
収
蔵
し
た
前
漢
時
代
の
竹
簡
の
竹
簡
背
面
の

0
0
九
年
に
収
蔵
し
た

／
 

訓

痕

左

端

下

端

左

隅

劃痕

竹簡下端

劃

痕

右

端

）
と
か
ら
も
窺
え
る
。
）

下

端

右

隅

劃
痕
の
状
況
に
つ
い
て
、
『
北
京
大
学
蔵
西
漢
竹
書
』
（
壼
＼
伍
）
（
上
海

古
籍
出
版
社
、
二

0
―
二
年
十
二
月

1
二
0
一
五
年
十
月
）
が
、
訓
痕

の
位
置
を
す
べ
て
図
に
よ
っ
て
示
し
て
お
り
、
写
真
を
用
い
て
い
な
い

(
7
)
竹
簡
の
下
端
左
端
か
ら
罰
痕
の
左
端
ま
で
の
長
さ
、
及
び
竹
簡
の
下

靖
右
端
か
ら
訓
痕
の
右
端
ま
で
の
長
さ
を
図
示
す
る
と
、
以
下
の
図
の

よ
う
に
な
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
訓
痕
を
模
式
的
に
示
す
場
合
、

竹
簡
の
幅
と
長
さ
等
の
比
率
は
、
実
際
の
も
の
と
同
じ
で
は
な
い
。
玉
ま
た
、

簡
10
．
簡
44
．
簡

57
に
つ
い
て
は
、
写
真
か
ら
は
罰
痕
が
確
認
で
き
る

も
の
の
、
竹
簡
の
下
端
が
残
欠
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
三
簡
に

つ
い
て
は
、
表
ー
に
数
値
を
入
れ
て
い
な
い
。

(
8
)
簡
73
の
劃
痕
が
連
続
す
る
訓
痕
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て

は
、
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る

C

す
な
わ
ち
、

簡
69
か
ら
簡
73
ま
で
の
五
簡
は
、
他
の
簡

1
か
ら
簡

68
ま
で
、
及
び
簡

74・

簡
75
と
、
竹
簡
背
面
の
竹
節
の
位
置
が
異
な
る
。
同
一
文
献
に
属

す
る
竹
簡
に
お
い
て
、
竹
節
の
位
置
が
異
な
る
も
の
が
用
い
ら
れ
る
場

(65) 



合
、
竹
節
の
位
置
が
異
な
る
竹
簡
と
竹
簡
と
の
上
に
連
続
す
る
劃
痕
が

ま
た
が
っ
て
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
た
め
竹
節
の

位
置
が
異
な
る
簡
73
と
簡
74
と
の
間
に
連
続
す
る
劃
痕
が
存
在
し
な
い

現
象
は
、
甚
だ
自
然
な
現
象
と
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
簡
73
と
竹
節

の
位
置
が
同
じ
簡
69
か
ら
簡
72
に
つ
い
て
は
、
四
簡
と
も
竹
簡
上
部
に

残
欠
が
あ
る
。
こ
の
残
欠
し
た
箇
所
に
、
も
と
も
と
簡
73
の
劃
痕
と
連

続
す
る
劃
痕
が
存
在
し
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
竹

節
の
位
置
の
異
な
る
竹
簡
の
上
に
ま
た
が
っ
て
連
続
す
る
劃
痕
が
存
在

す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
清
華
簡
『
楚

居
』
の
劃
線
・
墨
線
と
竹
簡
の
排
列
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
十
六
号
、

六
五
＼
八
一
頁
、
二

0
一
三
年
六
月
）
注
12
参
照
。

(
9
)
注

(
3
)
前
掲
の
孫
湘
陽
「
簡
冊
背
劃
線
初
探
」
参
照
。
孫
氏
は
清

華
簡
（
壼
）
の
中
で
は
、
『
皇
門
』
と
『
楚
居
』
と
に
「
逆
次
簡
冊
背
劃

線
」
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

(10)
甚
だ
興
味
深
い
こ
と
に
、
整
理
者
は
第
五
章
の
釈
読
に
お
い
て
、
簡

33
と
簡
34
と
の
間
で
改
行
し
て
い
る
。
こ
の
改
行
は
、
簡
34
の
上
半
部

が
残
欠
し
、
そ
の
結
果
文
字
が
比
較
的
多
数
欠
落
し
て
い
る
こ
と
と
も

関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
『
越
公
其
事
』
の
釈
読
の
他
の
部
分
を
見

る
限
り
、
残
欠
し
て
い
る
箇
所
の
直
前
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
改
行
が
行

わ
れ
て
い
る
例
は
他
に
な
い
。
こ
の
た
め
、
整
理
者
の
釈
文
に
お
け
る

簡
33
と
簡
34
と
の
間
の
改
行
は
、
恐
ら
く
単
な
る
残
欠
が
理
由
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
改
行
に
関
し
て
、
整
理
者
は
特
に
説
明
し
て

〇
二
頁
、

い
な
い
が
、
整
理
者
が
実
は
竹
簡
背
面
の
劃
痕
A
.
B
の
存
在
を
認
識

し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
竹
簡
正
面
の
文
字
列
の
内
容
に
も
、

簡
33
ま
で
と
そ
の
後
と
の
間
に
何
ら
か
の
区
別
が
存
在
す
る
と
考
え
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

(11)
買
連
翔

竹
簡
為
中
心
ー
』
（
中
西
書
局
、
八

0
一
五
年
十
月
）

は
、
「
第
六
章
簡
背
刻
劃
工
芸
的
発
現
与
研
究
」
に
お
い
て
、
清
華
簡

に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
劃
痕
に
関
し
て
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、
通
常

の
劃
痕
と
「
逆
次
簡
冊
背
劃
線
」
と
の
併
存
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。

(12)
注

(
3
)
前
掲
の
孫
浦
陽
「
簡
冊
背
劃
線
初
探
」
参
照
。

（
認
）
同
様
の
状
況
は
、
清
華
簡
『
繋
年
』
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
拙

稿
「
劃
線
小
考
ー
北
京
簡
『
老
子
』
と
清
華
簡
『
繋
年
』
と
を
中
心
に
ー
」

（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
十
七
号
、
―
二
六
＼
一
四
四
頁
、
二

0
一
三

年
十
二
月
）
参
照
。

(14)
韓
嶺
「
西
漢
竹
書
《
老
子
》
簡
背
劃
痕
初
歩
分
析
」
（
『
北
京
大
学
蔵

西
漠
竹
書
（
戴
）
』
〔
上
海
古
籍
出
版
社
、
ニ
ニ
七
＼
二
三
五
頁
、
二
〇

―
二
年
十
二
月
〕
所
収
）
、
注

(13)
前
掲
拙
稿
「
劃
線
小
考
ー
北
京
簡

『
老
子
』
と
清
華
簡
『
繋
年
』
と
を
中
心
に
ー
」
参
照
。

(15)
拙
稿
「
『
曹
沫
之
陳
』
に
お
け
る
竹
簡
の
綴
合
と
契

□

」
（
『
東
洋
古
典

学
研
究
』
第
一
九
集
、
三
二
＼
二
九
頁
‘
1
0
0
五
年
五
月
）
参
照
。
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[
附
記
]
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究

(
B
)

「
中
国
新
出
土
文
献
の
思
想
史
的
研
究
ー
戦
国
簡
・
秦
簡
・
漢
簡
ー
」
（
研

究
代
表
者
・
湯
浅
邦
弘
、
課
題
番
号
六
二
八
四

0
0
九
」
）
に
よ
る

部
で
あ
る
。

研
究
成
果
の

(67) 


