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文
字
瓦
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み
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高
句
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出
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を
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に
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田

誠

一

序
言

　

高
句
麗
の
第
二
の
王
都
で
あ
っ
た
集
安
（
中
国
吉
林
省
集
安
市
）
に
所
在
す
る

高
句
麗
時
代
の
古
墳
群
は
歴
代
の
王
陵
を
含
み
、
高
句
麗
社
会
を
王
都
と
墳
墓
の

両
面
か
ら
考
究
で
き
る
点
で
、
高
句
麗
研
究
の
多
く
の
基
礎
的
知
見
を
包
摂
し
て

い
る
。
と
く
に
集
安
の
高
句
麗
古
墳
群
に
関
し
て
は
二
一
世
紀
の
初
め
に
詳
細
な

分
布
調
査
と
地
表
調
査
の
記
録
が
刊
行
さ
れ
た
（
以
下
で
は
報
告
書
と
略
記）

（
（

）。

そ
こ
に
は
墓
制
の
み
な
ら
ず
高
句
麗
の
社
会
階
層
を
知
る
う
え
で
も
重
要
な
成
果

が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
集
安
市
街
の
南
西
約
三
・
五
キ
ロ
の
鴨
緑
江

西
岸
に
位
置
し
、
四
世
紀
後
半
頃
の
高
句
麗
王
陵
と
さ
れ
る
千
秋
塚
（
一
辺
約
六

三
メ
ー
ト
ル
）
の
外
表
施
設
に
関
す
る
遺
物
の
う
ち
、
文
字
瓦
を
対
象
と
す
る
。

具
体
的
に
は
築
造
当
初
の
み
な
ら
ず
修
築
時
に
も
用
い
ら
れ
る
た
め
に
、
王
陵
の

造
営
お
よ
び
用
材
で
あ
る
瓦
に
記
さ
れ
た
人
名
を
含
む
字
句
や
文
章
の
検
討
を
通

し
て
、
高
句
麗
王
陵
の
修
築
に
際
し
て
な
さ
れ
た
瓦
の
調
達
と
い
う
力
役
徴
発
体

制
の
実
態
の
一
端
を
考
察
す
る
。　

　

高
句
麗
の
階
層
や
社
会
構
成
に
関
し
て
は
、
広
開
土
王
碑
の
第
Ⅳ
面
の
内
容
に

〔
抄
　
録
〕

　

高
句
麗
王
陵
と
み
ら
れ
る
千
秋
塚
出
土
文
字
瓦
に
記
さ
れ
た
人
名
や
官

職
・
階
層
な
ど
を
検
討
し
、
瓦
を
用
い
た
王
陵
の
修
築
に
は
漢
人
の
将
軍
を

称
す
る
人
士
や
王
と
称
さ
れ
る
階
層
ま
た
は
姓
と
す
る
漢
人
が
参
加
し
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
あ
わ
せ
て
そ
の
他
の
高
句
麗
古
墳
出
土
の
銘
文
瓦
で

修
築
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
資
料
と
の
相
関
的
検
討
に
よ
っ
て
、「
永
楽
」

銘
か
ら
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、「
民
」
か
ら
漢
人
「
将
軍
」

を
含
む
階
層
へ
と
推
移
お
よ
び
拡
大
し
た
こ
と
を
示
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

高
句
麗
、
王
陵
、
瓦
、
広
開
土
王
、
漢
人
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瓦
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祖
先
王
の
陵
墓
に
関
す
る
維
持
・
管
理
に
ふ
れ
た
「
守
墓
人
烟
戸
」
条
と
呼
ば
れ

る
内
容
が
み
ら
れ
、
こ
こ
に
は
王
陵
守
護
の
た
め
の
力
役
徴
発
に
関
す
る
文
章
が

あ
り
、
種
々
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
こ
の
よ
う
な
高
句
麗

王
陵
の
維
持
・
管
理
な
ど
を
含
む
守
墓
を
媒
介
と
し
た
力
役
徴
発
に
関
し
て
は
、

広
開
土
王
碑
に
み
え
る
「
国
烟
」「
看
烟
」
を
は
じ
め
と
し
た
守
墓
を
担
っ
た
集

団
の
徴
発
体
制
に
つ
い
て
、
検
討
材
料
と
な
る
遺
物
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
な
か

で
も
、
王
陵
の
一
つ
と
さ
れ
る
千
秋
塚
出
土
の
瓦
に
記
さ
れ
た
文
字
に
は
人
名
と

官
職
や
称
号
、
元
号
な
ど
が
み
ら
れ
、
瓦
そ
の
も
の
の
焼
造
と
供
給
お
よ
び
そ
れ

を
通
し
た
古
墳
の
維
持
管
理
と
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
出
土
文
字
資
料
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
千
秋
塚
出
土
の
文
字
瓦
に
は
「
永
楽
」
の
高
句
麗
年
号
を
併
記
し

た
「
将
軍
」
や
「
王
」
な
ど
の
官
職
銘
や
王
号
を
含
む
文
字
瓦
が
出
土
し
て
お
り

（
以
下
で
は
千
秋
塚
文
字
瓦
と
略
称
）、
広
開
土
王
碑
文
の
守
墓
人
烟
戸
条
に
み

え
る
王
陵
の
守
墓
役
を
検
討
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
千
秋
塚
文
字
瓦
を
用
い

た
高
句
麗
王
陵
の
維
持
・
管
理
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
こ
れ
ま
で
若
干
の
言
及
が

あ
る
程
度
で
、
そ
の
後
の
深
化
や
展
開
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
論
で
は

こ
れ
ら
を
千
秋
塚
文
字
瓦
と
し
て
、
釈
字
と
釈
読
を
行
っ
た
後
、
語
句
の
検
討
に

よ
り
、
高
句
麗
王
陵
の
維
持
・
管
理
す
な
わ
ち
広
開
土
王
碑
文
に
い
う
と
こ
ろ
の

「
守
墓
」
の
実
態
の
一
面
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一　

千
秋
塚
出
土
文
字
瓦
と
先
行
研
究

　

千
秋
塚
文
字
瓦
の
語
句
と
文
章
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
の

解
釈
と
史
的
意
味
に
関
す
る
先
行
研
究
と
関
連
す
る
高
句
麗
文
字
瓦
に
対
す
る
研

究
を
整
理
し
て
お
く
。
報
告
書
で
は
集
安
所
在
の
高
句
麗
古
墳
の
う
ち
、
大
型
で

王
陵
と
み
ら
れ
る
も
の
を
主
体
と
し
て
、
精
密
な
墳
丘
測
量
に
よ
る
図
面
や
発
見

さ
れ
た
遺
物
の
詳
細
な
知
見
が
公
表
さ
れ
た
。
従
来
よ
り
知
ら
れ
て
お
り
、
千
秋

塚
の
命
名
の
端
緒
と
な
っ
た
「
千
秋
萬
歳
」
銘
塼
の
採
集
資
料
は
複
数
個
体
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
と
も
に
新
た
な
銘
文
瓦
塼
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
な
か
に
、
本
論
で
検
討
す
る
人
名
な
ど
の
記
さ
れ
た
線
刻
文
字
瓦
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
報
告
書
で
は
、
千
秋
塚
出
土
文
字
瓦
は
漢
人
名
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も

に
記
さ
れ
て
い
る
「
永
楽
」
は
報
告
書
で
は
広
開
土
王
代
の
年
号
と
さ
れ
、
字
体

の
類
似
か
ら
、
こ
れ
ら
は
同
一
人
に
よ
る
刻
字
と
断
じ
て
い
る
。

　

報
告
書
の
事
実
記
載
と
考
察
に
関
し
て
、
総
合
的
な
再
検
討
を
行
っ
た
の
が
井

上
直
樹
氏
で
あ
る
。
以
下
に
本
論
の
論
旨
に
関
わ
る
点
に
限
っ
て
、
井
上
氏
の
論

考
を
紹
介
し
た
い
。
井
上
氏
は
千
秋
塚
文
字
瓦
に
み
え
る
「
永
楽
」
と
い
う
広
開

土
王
代
の
高
句
麗
年
号
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
に
記
さ
れ
た
将
軍
の
語

は
中
国
王
朝
的
な
官
職
で
は
な
く
、
高
句
麗
王
を
頂
点
と
す
る
世
界
を
前
提
と
し

て
記
さ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
、「
将
軍
」
銘
瓦
が
「
永
楽
」「
乙
未
」（
永
楽
五
、

三
九
五
）
な
ど
の
年
号
瓦
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
広
開
土
王
代
の

王
陵
整
備
過
程
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
、
具
体
的
に
は
瓦
の
発
注
や
点
検

な
ど
を
含
め
た
造
瓦
と
関
連
す
る
作
業
に
関
連
し
た
と
推
測
し
た
。
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
人
名
瓦
の
属
性
か
ら
も
、
虚
職
を
記
す
特
段
の
理
由
は
見
い
だ
せ
な
い
と

し
、
将
軍
号
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
中
国
王
朝
に
お
い
て
序
列
化

さ
れ
た
将
軍
号
は
、
広
開
土
王
代
の
高
句
麗
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
た
。
こ

う
し
た
高
句
麗
の
「
将
軍
」
銘
文
字
瓦
の
存
在
に
よ
っ
て
、
楽
浪
・
帯
方
の
故
地

に
所
在
す
る
安
岳
三
号
墳
や
徳
興
里
古
墳
の
墨
書
に
み
え
る
将
軍
な
ど
の
職
位
の
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い
く
つ
か
は
高
句
麗
の
も
の
で
は
な
く
、
虚
職
で
あ
る
と
し
、
当
該
時
期
の
楽

浪
・
帯
方
故
地
が
広
開
土
王
碑
文
に
「
平
穣
城
」
と
し
て
み
え
、「
城
支
配
」
と

い
う
城
を
単
位
と
し
た
支
配
方
式
と
の
関
連
を
注
視
し
た）

（
（

。

　

本
論
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
多
大
な
示
唆
を
え
て
お

り
、
と
く
に
将
軍
号
意
味
と
そ
れ
を
保
持
す
る
人
士
の
属
性
お
よ
び
高
句
麗
王
陵

修
築
に
お
け
る
彼
ら
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
契
機
と
な
っ
た
。

二　

千
秋
塚
文
字
瓦
の
釈
字
・
釈
読

　

千
秋
塚
文
字
瓦
は
報
告
書
と
こ
れ
を
参
照
し
た
井
上
直
樹
氏
に
よ
っ
て
釈
字
と

釈
読
が
行
わ
れ
て
い
る）

（
（

。
語
句
や
文
字
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
、
本
論
で

対
象
と
す
る
資
料
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
私
釈
を

示
し
、
次
項
以
降
の
考
察
に
資
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
釈
字
・
釈
読
の
表
記
に
際

し
て
、
報
告
書
に
示
さ
れ
た
釈
読
を
そ
の
ま
ま
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
文
字
瓦

の
資
料
ご
と
に
私
釈
を
掲
げ
、
そ
の
よ
う
な
釈
字
・
釈
読
に
い
た
っ
た
裏
付
け
に

つ
い
て
、
個
々
に
説
明
す
る
。

①
ａ
「
楽□
浪
趙
将
軍
」

　

ｂ
「
□
夫
任
永
楽
」（
図
（
―
（
）

　

報
告
書
で
は
泥
質
灰
陶
さ
れ
る
通
有
の
高
句
麗
平
瓦
の
凸
面
に
ヘ
ラ
ま
た
は
棒

状
の
器
具
で
記
さ
れ
た
縦
横
約
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
文
字
で
あ
り
、

大
き
さ
を
除
い
た
特
徴
は
以
下
に
ふ
れ
る
文
字
瓦
に
共
通
し
て
い
る
。

　

報
告
書
で
は
こ
の
資
料
に
残
存
し
て
い
る
文
字
と
し
て
凸
面
に
二
行
に
わ
た
っ

て
、
九
字
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
判
読
可
能
な
文
字
は
六
字
と
さ
れ
て
い

る
が
、
残
存
字
画
や
行
間
か
ら
少
く
と
も
一
行
五
字
ず
つ
二
行
十
字
が
記
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
便
宜
的
に
右
行
の
文
字
群
を
ａ
、
左
行
の
そ

れ
を
ｂ
と
し
て
お
く
。
報
告
書
で
は
ａ
「
□
浪
」
は
楽
浪
で
あ
り
、
ｂ
の
「
永

楽
」
が
広
開
土
王
の
元
号
で
あ
る
と
し
て
、
広
開
土
王
が
楽
浪
郡
の
故
地
を
新

羅
・
百
済
と
争
っ
た
と
し
て
、「
楽□
浪
」
の
語
を
時
期
的
限
定
の
根
拠
と
し
た
。

「
趙
将
軍
」
の
「
趙
」
は
漢
人
の
姓
で
あ
り
、「
将
軍
」
は
漢
人
の
官
名
で
あ
り
、

瓦
を
造
る
工
匠
あ
る
い
は
そ
れ
を
監
督
し
た
漢
人
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
た
。
井

上
直
樹
氏
も
異
体
字
で
は
あ
る
が
「
浪
」
と
釈
字
し
て
お
り
、
こ
の
上
の
文
字
は

不
明
と
し
つ
つ
も
、
楽
浪
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。

　

左
行
ｂ
の
「
□
夫
任
永
楽
」
は
報
告
書
で
は
三
字
め
の
「
任
」
に
つ
い
て
、

広
開
土
王
碑
文
の
字
体
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、「
在
」
と
釈
字
し
て
お
り
、
四
画

め
の
横
画
が
貫
通
し
て
い
な
い
と
し
て
、「
任
」
と
区
別
し
、
こ
と
さ
ら
に
誤
認

を
誡
め
て
は
い
る
が
、「
□
未
在
永
楽
」
と
釈
字
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

井
上
直
樹
氏
は
筆
画
の
点
で
「
未
在
」
で
は
な
く
「
夫
任
」
で
あ
る
と
し
、
広
開

土
王
碑
な
ど
の
金
石
文
と
の
字
形
の
違
い
に
加
え
て
「
永
楽
」
が
広
開
土
王
代
の

元
号
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
石
文
な
ど
に
み
え
る
高
句
麗
の
年
次
表
記
が
高
句
麗

元
号
・
年
・
干
支
と
い
う
書
式
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
報
告
書
の
釈
読
で
は

干
支
・「
在
」
と
な
り
、
表
記
方
法
が
異
な
る
こ
と
か
ら
疑
問
で
あ
る
と
し
、
字

形
か
ら
暫
定
的
に
「
夫
任
」
と
解
し
た
。
ま
た
、
井
上
氏
は
「
在
」
に
つ
い
て
は
、

第
一
画
の
横
画
が
第
二
画
の
斜
画
と
交
わ
ら
ず
、「
任
」
に
も
み
え
る
と
し
、「
在
」

の
釈
字
に
は
疑
問
を
呈
し
た
。

　

「
在
」
字
に
関
し
て
は
筆
者
も
同
じ
見
方
で
あ
り
、
広
開
土
王
碑
第
Ⅰ
面
七
行

五
字
め
の
「
永
楽
五
年
歳
在
乙
未
」
の
「
在
」
は
諸
本
と
も
に
一
画
め
の
横
線
と
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四

二
画
目
の
縦
線
が
交
わ
っ
て
お
り）

（
（

、
ｂ
の
三
文
字
目
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い

る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
当
該
文
字
は
「
任
」
と
釈
字
で
き
る
。
お
そ
ら
く
報
告
書

で
は
「
永
楽
」
の
年
号
に
続
く
文
字
で
あ
る
た
め
、「
未
在
」
と
い
う
時
制
を
示

す
字
句
と
判
読
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
井
上
氏
の
指
摘
す

る
よ
う
に
同
時
代
の
金
石
文
な
ど
と
の
整
合
性
が
検
証
し
え
な
い
た
め
、
こ
の
文

字
が
干
支
の
一
部
と
す
る
と
い
う
限
定
条
件
は
担
保
さ
れ
な
い
。
字
画
そ
の
も
の

を
み
る
と
、「
未
」
と
し
た
場
合
の
三
画
め
が
一
、
二
画
を
貫
通
し
て
真
下
に
伸

び
て
い
な
い
点
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、「
夫
」
と
解
さ
れ
る
。
よ
っ
て
ｂ
の
私

釈
は
「
□
夫
任
永
楽
」
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
語
句
の
解
釈
に
関
す
る
私
見
と
し
て
、
ま
ず
「
永
楽
」
に
つ
い
て
は
、

報
告
書
、
井
上
氏
と
も
に
高
句
麗
の
元
号
と
し
、
筆
者
も
基
本
的
に
異
論
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
資
料
の
原
形
を
復
元
す
る
な
ら
ば
、
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
実
測
図
か

ら
、
ａ
、
ｂ
の
文
字
の
記
さ
れ
た
平
瓦
は
破
片
で
あ
り
、
当
該
時
期
に
お
け
る
通

有
の
高
句
麗
平
瓦
の
大
き
さ
と
比
較
し
た
う
え
で
完
形
と
し
て
の
本
来
的
な
長
辺

の
大
き
さ
を
勘
案
す
る
と
、
残
存
部
分
か
ら
本
来
は
少
な
く
と
も
現
状
の
倍
は

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
残
存
す
る
文
字
に
続
く
文
字
な
い
し
は
文
章
が

あ
っ
た
可
能
性
が
排
除
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
は
高
句
麗
の
金
石
文
の
例
で
は
永

楽
は
単
な
る
元
号
と
し
て
年
次
表
記
に
使
用
さ
れ
る
ほ
か
に
も
「
永
楽
太
王
」
と

し
て
広
開
土
王
碑
に
現
れ
、
広
開
土
王
そ
の
人
を
表
す
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
お
り
、
ｂ
の
「
永
楽
」
に
続
く
文
字
や
語
句
と
し
て
、「
太
王
」
な
ど
の
語
が

あ
っ
た
場
合
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

「
夫
任
」
は
史
料
・
文
献
に
頻
出
し
、
例
え
ば
『
後
漢
書
』
王
充
伝
に
は
法
誡

篇
に
曰
く
と
し
て
「
夫
れ
一
人
に
任
ず
れ
ば
則
ち
政
専
ら
な
る
も
、
数
人
に
任
ず

れ
ば
則
ち
相
倚
る
」（
現
代
語
訳
：
そ
も
そ
も
一
人
に
任
せ
れ
ば
政
務
は
集
中
し
、

数
人
に
任
せ
れ
ば
互
い
に
よ
り
か
か
る
）
と
あ
る
よ
う
に）

（
（

、「
夫
れ
…
に
任
ず
れ

ば
」
と
し
て
、
文
頭
に
用
い
、
新
た
に
説
き
起
こ
す
と
き
に
用
い
る
語
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
、
ま
た
は
、
い
っ
た
い
、
な
ど
と
同
義
の
順
接
の
接
続
詞
と
し
て
問
題

な
い
。
こ
の
よ
う
に
釈
読
す
る
と
「
夫
任
永
楽
」
は
「
夫
れ
…
任
ず
れ
ば
」
の
間

に
あ
る
「
永
楽
」
は
永
楽
年
間
と
い
う
時
制
あ
る
い
は
永
楽
太
王
す
な
わ
ち
広
開

土
王
と
い
う
対
象
を
特
定
し
た
趙
将
軍
と
の
関
係
を
示
す
こ
と
と
な
る
。
後
者
の

場
合
に
永
楽
大
王
が
主
語
と
な
り
、
目
的
語
な
ど
が
続
く
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、

そ
の
際
に
は
「
趙
将
軍
」
を
目
的
語
の
対
象
と
し
、
こ
れ
を
含
む
場
合
が
想
定
さ

れ
る
。

②
「
胡□
将
軍
」（
図
１
―
２
）

　

①
の
資
料
と
同
じ
く
丸
瓦
の
凸
面
に
刻
線
で
右
か
ら
左
に
か
け
て
、
縦
方
向
に

三
行
五
字
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
判
読
可
能
な
文
字
は
四
字
で
あ
る
。
文
字

の
大
き
さ
は
縦
横
約
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
右
端
の
行
に
は
「
年
」
が
、

中
間
に
は
「
胡□
将
軍
」
の
三
文
字
が
あ
り
、
左
行
の
末
尾
に
は
釈
読
不
明
の
文

字
が
あ
る
と
す
る
。
文
字
は
資
料
ａ
と
近
似
し
て
お
り
、
同
一
人
が
刻
し
た
も
の

と
判
断
し
て
い
る
。「
胡
」
字
は
偏
と
旁
が
逆
に
な
っ
て
い
る
と
み
て
お
り
、
井

上
直
樹
氏
も
初
唐
・
褚
遂
良
の
筆
に
な
る
『
伊
闕
仏
龕
之
碑
』（
六
四
一
）
の
例

を
あ
げ
て
、
正
字
の
他
に
も
偏
と
旁
の
入
れ
替
わ
っ
た
文
字
が
あ
り
、
な
お
か
つ

①
の
「
趙
将
軍
」
が
姓
と
将
軍
か
ら
な
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の
表
記
方
法
と
し
て

月
偏
に
旁
が
古
の
漢
字
で
あ
る
可
能
性
も
示
唆
し
つ
つ
、「
胡
」
と
釈
字
し
て
い

る）
（
（

。
字
体
と
し
て
偏
と
旁
が
逆
に
な
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
篆
書
お
よ

び
そ
れ
以
前
の
書
体
で
は
、
左
右
逆
の
漢
字
が
散
見
さ
れ
る
。「
胡
」
に
関
し
て
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文
字
瓦
に
み
る
高
句
麗
王
陵
修
築
体
制
―
千
秋
塚
出
土
資
料
を
中
心
に
―
（
門
田
誠
一
）�

六

は
、
清
・
康
煕
年
間
の
撰
に
な
る
『
隷
弁
』
所
出
の
隷
書
に
偏
と
旁
が
逆
の
事
例

が
み
え
、
字
体
は
異
な
る
が
、
後
世
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
異
体
字
が
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

（
（

。

　

報
告
書
で
は
「
胡
将
軍
」
に
つ
い
て
、「
胡
」
は
高
句
麗
の
姓
で
は
な
く
、
楽

浪
故
地
や
鮮
卑
に
出
自
を
も
つ
か
は
不
明
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、「
趙
将
軍
」
と

同
じ
く
造
瓦
に
関
係
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
断
定
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、「
胡
将
軍
」
の
文
字
か
ら
、
千
秋
塚
の
造
営
あ
る
い
は
修
築
に
は
高
句
麗

の
官
職
あ
る
い
は
亡
命
人
ま
た
は
虚
職
で
あ
る
か
を
と
わ
ず
、「
将
軍
」
が
関
与

し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
右
上
の
部
分
に
つ
い
て
は
未
釈
と
し
て
お
き

た
い
。

③
「
一
王
」（
図
１
―
３
） 

④
「
王
」（
図
１
―
４
）

　

こ
れ
ら
の
文
字
瓦
は
①
②
の
資
料
と
同
様
に
丸
瓦
の
凸
面
に
棒
状
の
器
物
で
刻

字
さ
れ
て
お
り
、
文
字
の
大
き
さ
は
縦
横
が
③
は
約
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
×
二
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
④
が
約
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
約
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、

③
が
二
文
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
字
の
大
き
さ
そ
の
も
の
に
大
き
な
違
い
は
な

い
。

　

こ
れ
ら
の
「
王
」「
一
王
」
の
文
字
瓦
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
く
に
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
本
論
で
は
後
述
す
る
千
秋
塚
の
造
瓦
体
制
に

関
連
す
る
称
号
と
し
て
着
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
釈
字
に
異
論
は
な
く
、「
王
」

に
関
し
て
は
、
こ
れ
以
外
に
知
り
う
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
千
秋
塚
が
具
体
的
な
被

葬
者
が
い
ず
れ
の
王
で
あ
る
か
は
異
説
が
あ
る
が
、
大
型
の
古
墳
で
あ
り
、
高
句

麗
王
陵
の
一
つ
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
加
え
て
、
千
秋
塚
の
近
傍
に
も
、

西
大
塚
な
ど
の
王
陵
と
推
定
さ
れ
る
古
墳
が
存
在
し
、
な
に
よ
り
も
集
安
そ
の
も

の
が
こ
こ
に
在
位
し
た
高
句
麗
王
陵
が
造
営
さ
れ
た
王
都
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一

般
論
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
「
王
」
を
含
む
文
字
瓦
が
高
句
麗
王

の
称
号
そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
千
秋
塚
の
被
葬
者
を
指
す

場
合
の
ほ
か
に
、
文
字
瓦
の
「
永
楽
」
銘
か
ら
広
開
土
王
を
指
す
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

　

「
一
王
」
に
関
し
て
は
、
上
記
の
意
味
か
ら
一
人
の
王
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
に
は
完
結
し
た
語
で
は
な
く
、
文
章
の
一
部
と
し
て
漢
籍
に
若
干
の
参

照
例
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
は
、
孔
子
の
時
、
上
に

は
明
君
が
無
く
、
下
に
は
任
用
で
き
る
も
の
が
な
く
、
故
に
春
秋
を
作
り
、
空
し

い
文
を
垂
れ
て
礼
義
を
断
ず
る
を
以
っ
て
、
一
王
の
法
に
当
て
た
、
と
い
う
内
容

が
あ
る）

（
（

。「
一
王
之
法
」
に
つ
い
て
、
一
に
王
の
法
に
当
て
た
と
す
る
場
合
も
あ

る
が
、「
王
法
」
の
語
と
は
異
な
る
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

字
義
通
り
、
一
王
の
法
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
儒
教
に
い

う
聖
王
の
制
定
し
た
法
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
王
法
の
施
行
を
社
会

の
再
生
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
、
こ
の
場
合
の
一
王
は
、
一
代
の
王
朝
の
意
味
と

解
さ
れ
る）

（
（

。
資
料
④
「
一
王
」
の
語
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
一
王
」
の
文
字
の
あ
る
平
瓦
は
法
量
と
し
て
は
高
句
麗
瓦
通
有
の
も
の
で
あ
り
、

前
後
に
若
干
の
字
句
が
あ
る
程
度
で
長
文
は
考
え
に
く
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、「
一
王
」
が
高
句
麗
王
で
は
な
く
、
王
氏
な
ど
の
人
名
の
前
に
文

字
が
つ
け
ら
れ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
参
考
と
な
る
出
土
文
字
資
料
と
し
て
、

時
期
は
さ
か
の
ぼ
る
が
楽
浪
地
域
で
発
掘
さ
れ
た
貞
柏
洞
三
七
七
号
墓
出
土
の
漆

耳
杯
を
は
じ
め
と
し
た
二
〇
点
の
漆
器
に
「
巨
王
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、

同
じ
く
貞
柏
洞
一
六
六
号
墓
か
ら
出
土
し
た
一
三
点
の
漆
耳
杯
に
は
い
ず
れ
も
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「
利
王
」
の
文
字
が
線
刻
さ
れ
て
い
た）
（1
（

。
こ
の
う
ち
、「
巨
王
」
に
つ
い
て
は
、

こ
の
墓
の
被
葬
者
を
「
王
」
姓
の
東
夷
系
土
着
民
官
人
と
し
、「
巨
王
」
は
「
巨
」

大
な
「
王
」
氏
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
地
域
支
配
勢
力
層
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る）
（（
（

。
貞
柏
洞
三
七
七
号
墓
か
ら
は
楽
浪
系
土
器
の
な
か
で
も
花

盆
形
土
器
と
さ
れ
る
も
の
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
楽
浪
郡
治
代
（
紀
元
前
一
〇

八
～
紀
元
三
一
三
年
）
の
う
ち
、
前
漢
代
併
行
期
の
う
ち
紀
元
前
一
世
紀
か
ら
紀

元
一
世
紀
頃
の
所
産
と
み
ら
れ
る）
（1
（

。

　

貞
柏
洞
一
六
六
号
墓
に
つ
い
て
は
、
共
伴
し
た
土
器
や
鏡
な
ど
と
、
漆
器
と
銘

文
の
関
係
か
ら
み
て
、
同
様
の
年
代
が
推
定
さ
れ
、「
利
王
」
も
王
姓
に
「
利
」

が
付
さ
れ
た
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
研
究
史
の
な
か
で
も
楽
浪
の
王
氏
の
勢
力

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
彼
ら
は
楽
浪
郡
滅
亡
後
も
一
定
の
勢
力
を
も
っ
た
と
さ
れ

る）
（1
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
銘
文
は
と
も
に
、
王
氏
の
勢
力
や
富
を
示
す
も

の
と
し
て
王
姓
の
前
に
「
巨
」「
利
」
な
ど
の
文
字
が
冠
さ
れ
た
と
み
て
大
過
な

い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
漆
器
銘
よ
り
時
期
的
に
は
下
る
が
千
秋
塚
出
土
の

「
一
王
」「
王
」
も
、
王
と
い
う
漢
人
姓
に
文
字
が
付
い
た
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
推
定
し
て
も
、「
一
王
」「
王
」
は
、
現
状
で
は
、
以
上
の
二
つ

の
解
釈
の
い
ず
れ
と
も
断
ず
る
証
左
は
な
く
、
高
句
麗
王
や
王
族
を
示
す
可
能
性

と
と
も
に
楽
浪
王
氏
に
代
表
さ
れ
る
姓
で
あ
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
瓦
に
刻
字
さ
れ
た
「
趙
将
軍
」「
胡
将
軍
」
以
外

に
「
王
」
と
い
う
称
号
ま
た
は
人
名
を
有
す
る
人
物
が
「
永
楽
」
年
間
に
行
わ
れ

た
千
秋
塚
の
瓦
の
焼
造
・
供
給
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の

線
刻
文
字
瓦
の
語
句
か
ら
は
、
千
秋
塚
の
造
営
ま
た
は
修
築
に
高
句
麗
の
構
成
民

以
外
の
漢
人
の
「
将
軍
」
や
あ
る
い
は
称
号
ま
た
は
人
名
と
み
ら
れ
る
「
王
」
な

ど
の
複
数
の
社
会
的
階
層
に
属
す
る
人
士
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
千
秋
塚
が
王
陵
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
名
と

称
号
を
も
つ
人
々
が
高
句
麗
王
陵
の
造
営
ま
た
は
修
築
に
伴
う
力
役
徴
発
体
制
の

一
端
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
力
役
徴
発
が
な
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、

千
秋
塚
文
字
瓦
の
語
句
を
含
む
干
支
や
紀
年
の
記
さ
れ
た
高
句
麗
瓦
と
の
比
較
検

討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
次
に
関
連
す
る
資
料
を
提
示

し
て
詳
述
す
る
。

　

加
え
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
干
支
や
年
号
を
記
す
も
の
や
高
句
麗
社
会
の
階
層

ま
た
は
集
団
を
示
す
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
集
安
出
土
瓦
の
焼
造
年
代
の
上
限

を
示
す
と
と
も
に
焼
造
体
制
や
社
会
構
成
を
検
討
す
る
資
料
と
な
る
。
論
旨
と
関

係
す
る
高
句
麗
瓦
の
研
究
史
に
関
し
て
、
千
秋
塚
文
字
瓦
と
の
比
較
・
検
討
資
料

を
あ
げ
つ
つ
、
次
項
で
ふ
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

三　

千
秋
塚
文
字
瓦
に
関
連
す
る
紀
年
銘
瓦

　

千
秋
塚
文
字
瓦
を
含
め
、
集
安
の
高
句
麗
遺
跡
・
古
墳
か
ら
は
相
当
数
の
文
字

瓦
お
よ
び
塼
が
出
土
し
て
お
り
、
全
体
の
集
成
的
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る）
（1
（

。
文
字

を
有
す
る
高
句
麗
瓦
塼
の
な
か
で
も
、
紀
年
銘
や
瓦
の
焼
造
や
こ
れ
を
用
い
た
墳

墓
の
墓
主
と
造
営
や
修
築
な
ど
に
関
わ
る
と
み
ら
れ
る
銘
文
と
し
て
、
管
見
で
は

下
記
の
例
が
知
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
と
こ
れ
ま
で
推
定
さ
れ

て
い
る
紀
年
や
文
字
お
よ
び
語
句
の
解
釈
に
つ
い
て
、
個
々
の
資
料
ご
と
に
整
理

し
て
お
き
た
い
。

「
十
谷
民
造
」
銘
瓦
当
（
集
安
市
梨
樹
園
子
・
図
２
―
１
）
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こ
の
瓦
は
戦
前
に
報
告
さ
れ
て
お
り
（
以
下
で
は
原
報
告
と
す
る）
（1
（

）、
北
側
に

古
墳
群
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
残
存
す
る
の
は
瓦
当
面
（
半
径
七
・
五
セ
ン
チ
、

厚
さ
二
・
三
セ
ン
チ
）
の
小
さ
な
破
片
で
、
瓦
当
面
を
四
等
分
し
、
内
向
の
連
弧

文
と
そ
の
内
側
に
巻
雲
文
を
施
し
、
連
弧
文
内
に
「
十
谷
民
造
」
と
い
う
銘
文
が

陽
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
銘
文
は
原
報
告
で
は
「
十
谷
氏
造
」
と
釈
読
さ
れ
て
い

た
が）
（1
（

、
そ
の
後
、
林
至
徳
・
耿
鉄
華
両
氏
の
報
告
に
よ
っ
て
「
氏
」
で
は
な
く

「
民
」
で
あ
る
と
訂
正
さ
れ
た）
（1
（

。
ま
た
、
李
殿
福
氏
も
同
様
の
釈
字
を
行
っ
て
い

る）
（1
（

。
そ
の
後
、
尹
国
有
・
耿
鉄
華
の
両
氏
に
よ
る
研
究
で
、
こ
の
瓦
当
の
年
代
に

つ
い
て
は
、
両
氏
が
三
五
五
年
に
比
定
す
る
国
内
城
出
土
「
乙
卯
」
銘
瓦
当
と
の

文
様
と
文
字
の
書
法
の
類
似
か
ら
、
年
代
も
ち
か
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。

　

そ
の
後
、
紀
年
銘
を
含
む
有
銘
資
料
を
中
心
と
し
て
、
再
検
討
し
た
耿
鉄
華
氏

は
集
安
地
域
で
出
土
し
た
巻
雲
の
類
型
化
と
編
年
を
行
い
、「
十
谷
民
造
」
銘
瓦

を
も
っ
と
も
時
期
的
に
さ
か
の
ぼ
る
一
例
に
位
置
づ
け
、
烽
上
王
の
時
期
と
み
て
、

そ
の
在
位
年
代
で
あ
る
二
九
二
年
か
ら
三
〇
〇
年
の
年
代
を
推
定
し
た）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
諸
研
究
か
ら
は
、
巻
雲
文
瓦
当
の
年
代
中
心
が
四
世
紀
代
で
あ
っ

て
、
遅
く
と
も
四
世
紀
半
ば
ま
で
は
王
陵
や
古
墳
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

こ
の
銘
文
に
み
ら
れ
る
「
十
谷
民
造
」
の
「
谷
民
」
は
広
開
土
王
碑
文
や
牟
頭

婁
塚
墨
書
銘
に
「
城
民
谷
民
」
と
し
て
み
え
、
そ
れ
ぞ
れ
「
城
民
」
は
城
に
住
み
、

「
谷
民
」
は
渓
谷
山
野
に
拠
っ
て
お
り
、
と
も
に
高
句
麗
本
来
の
基
層
を
な
す

人
々
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
1（
（

。
す
な
わ
ち
、「
谷
民
」
の
語
は
広
開
土
王
碑
文
第

Ⅳ
面
の
守
墓
人
烟
戸
条
と
通
称
さ
れ
る
王
陵
維
持
・
管
理
の
内
容
に
「
城
民
谷

民
」
と
し
て
現
れ
、
同
条
に
は
こ
れ
以
外
に
新
た
に
来
降
し
た
「
韓
」「
穢
」
な

ど
の
民
や
東
海
（
日
本
海
）
沿
い
に
居
住
し
た
中
国
系
の
商
人
を
指
す
と
思
わ
れ

る
「
東
海
賈
」
な
ど
を
加
え
て
領
域
支
配
を
広
げ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ

の
支
配
民
た
ち
の
編
成
お
よ
び
体
系
化
に
つ
い
て
は
王
陵
の
「
守
墓
」「
酒
掃
」

の
た
め
の
徴
発
を
挺
と
し
て
い
た
こ
と
が
碑
文
自
体
の
検
討
か
ら
知
ら
れ
て
い
る）
11
（

。

　

ま
た
、「
城
民
谷
民
」
の
対
比
は
五
世
紀
代
に
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
牟

頭
婁
塚
古
墳
の
墓
誌
に
も
「
城
民
谷
民
幷
□
前
王
恩
育
如
此
」
と
あ
り）
11
（

、
林
至

徳
・
耿
鉄
華
氏
も
高
句
麗
の
統
治
者
が
人
民
を
城
民
と
谷
民
に
わ
け
て
統
治
し
、

城
民
は
城
の
な
か
に
住
む
人
々
を
さ
し
、
谷
民
は
大
山
深
谷
の
な
か
で
農
業
を
営

む
人
々
で
あ
る
と
し
、
瓦
銘
文
の
「
十
谷
民
造
」
と
は
十
戸
の
谷
民
が
造
っ
た
こ

と
を
さ
す
と
し
て
い
る）
11
（

。
こ
の
瓦
は
古
墳
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
が
、
北
側
に
古

墳
群
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
類
似
し
た
文
様
の
瓦
は
、
次
に
ふ
れ
る
禹
山
墓
区
三

三
一
九
号
墓
、
禹
山
九
九
二
号
墓
、
西
大
塚
な
ど
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
銘

文
瓦
が
古
墳
や
そ
の
関
連
施
設
の
造
営
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

「
太
歳
在
丁
巳
五
月
廿
日
」
銘
瓦
（
禹
山
墓
区
三
三
一
九
号
墓
・
図
２
―
２
、

３
）

　

禹
山
墓
区
三
三
一
九
号
墓
か
ら
出
土
し
た
巻
雲
文
瓦
当
の
う
ち
、
一
九
六
二
年

と
一
九
八
三
年
に
収
集
さ
れ
て
い
た
破
片
と
あ
わ
せ
て
、
銘
文
全
体
の
釈
字
と
釈

読
が
行
わ
れ
、「
太
歳
在
丁
巳
五
月
廿
日
為
中
郎
及□
夫
人
造
盖
墓
瓦
又
作
民
四
千

餟
盦
□
用
盈
時
興
詣
得
亨
萬
世
」
と
釈
読
さ
れ
た
（
図
２
―
２）
11
（

）。
こ
の
銘
文
に

あ
る
「
為
中
郎
及□
夫
人
造
盖
墓
瓦
」（
図
２
―
３
）
の
文
章
か
ら
、
こ
の
瓦
は

「
中
郎
及□
夫
人
」
の
た
め
に
、
墓
を
蓋
（
お
お
）
う
た
め
に
作
ら
れ
た
と
が
わ

か
る
。

　

こ
の
瓦
の
銘
文
に
み
ら
れ
る
「
丁
巳
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
禹
山
墓
区
三
三
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一
〇

一
九
号
墓
か
ら
は
出
土
し
た
東
晋
前
期
の
青
磁
盤
口
壺
を
傍
証
と
し
て）
11
（

、
林
至

徳
・
尹
国
有
・
耿
鉄
華
氏
お
よ
び
姜
賢
淑
氏
ら
は
東
晋
穆
帝
の
升
平
元
年
（
三
五

七
）
に
あ
て
て
い
る）
11
（

。
以
下
に
あ
げ
る
類
似
し
た
瓦
当
文
の
銘
文
資
料
も
勘
案
す

る
と
、
こ
の
年
代
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
被
葬
者
に
つ
い
て
は
故
国
原
王
と
す
る

見
方
も
あ
る
が）
11
（

、「
為
中
郎
及
夫
人
造
盖
墓
瓦
」
の
銘
文
か
ら
、「
中
郎
及
夫
人
」

で
あ
り
、
中
郎
は
中
華
社
会
の
官
職
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漢
人
と
す
る
説
が
出

さ
れ
て
い
る）
11
（

。
後
述
す
る
よ
う
に
壁
画
古
墳
傍
題
な
ど
に
み
ら
れ
る
官
職
名
は
自

称
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
必
ず
し
も
真
正
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
資

料
に
つ
い
て
は
他
に
検
討
の
要
素
が
な
い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
本
論
で
も
こ
れ
に

従
っ
て
お
き
た
い
。

「
己
丑
年
□
□
于
利
作
」
銘
瓦
（
西
大
塚
・
図
２
―
４
）

　

美
川
王
陵
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
西
大
塚
か
ら
出
土
し
た
巻
雲
文
瓦
当
の

瓦
当
面
に
あ
る
銘
文
で
、
巻
雲
文
の
年
代
観
か
ら
「
己
丑
」
銘
は
三
二
九
年
と
み

ら
れ
て
い
る）
11
（

。「
□
□
□
于
利
作
」
の
「
作
」
に
続
く
字
句
は
瓦
の
焼
造
に
関
与

し
た
個
人
名
と
み
ら
れ
、
瓦
の
焼
造
あ
る
い
は
そ
の
運
営
を
行
っ
た
瓦
匠
の
名
で

あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
瓦
は
「
己
丑
年
」
す
な
わ
ち
三
二
九
年

に
「
□
□
于
利
」
と
い
う
瓦
匠
が
携
わ
っ
て
焼
造
さ
れ
、
王
陵
で
あ
る
西
大
塚

の
造
営
ま
た
は
修
築
に
際
し
て
葺
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
に

よ
っ
て
、
瓦
に
記
さ
れ
た
文
字
に
は
、
直
接
的
に
焼
造
に
関
わ
っ
た
職
掌
の
人
名

が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
銘
文
瓦
当
の
干
支
の
示
す
紀
年
の
比
定
に
関
し
て
は
、
集
安
県
城
浴
池

修
築
時
に
出
土
し
た
「
太
寧
四
年
太
歳
□
□
閏
月
六
月
己
巳
造
吉
保
子
宜
孫
」

の
銘
文
瓦
当
の
紀
年
比
定
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
太
寧
四
年
」
に
つ
い
て

の
諸
氏
の
見
解
は
東
晋
の
年
号
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
が
、
東
晋

の
太
寧
は
三
年
ま
で
し
か
な
く
、
こ
れ
を
解
す
る
に
李
殿
福
氏
は
「
太
寧
三
年
」

の
誤
記）
1（
（

、
林
至
徳
・
耿
鉄
華
の
両
氏
は
中
原
の
改
元
が
辺
境
に
遅
れ
て
と
ど
い
た

た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
年
号
を
使
用
し
た
と
し）
11
（

、
こ
の
点
に
お
い
て
は
異
見
を
み

て
い
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
実
際
の
紀
年
は
三
二
五
年
か
後
の
年
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
大
き
な
違
い
は
な
い
。
こ
の
「
太
寧
四
年
」
銘
文
瓦
当
を
参

照
し
て
、
上
記
の
干
支
銘
瓦
当
に
つ
い
て
の
年
代
観
が
形
成
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
あ
わ

せ
て
、
高
句
麗
の
巻
雲
文
瓦
当
の
年
代
に
関
し
て
も
、
紀
年
銘
や
干
支
銘
の
あ
る

瓦
当
資
料
に
よ
っ
て
、
四
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
明

し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
年
代
観
を
参
照
す
る
と
、
千
秋
塚
で
は
巻
雲
文
瓦
当
と
蓮
蕾
文
瓦

当
と
い
う
形
式
差
お
よ
び
時
間
的
な
先
後
関
係
と
考
え
ら
れ
て
き
た
両
種
の
文
様

を
も
つ
瓦
当
が
一
古
墳
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
千
秋
塚
は
両
形
式
の
過
渡
的
な
様

相
を
示
し
て
い
る
。
な
お
か
つ
あ
る
一
定
の
時
間
幅
を
も
っ
て
、
千
秋
塚
の
墳
丘

に
対
す
る
瓦
塼
の
修
築
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）
11
（

。

　

ま
た
、
高
句
麗
瓦
当
に
お
け
る
蓮
蕾
文
の
初
現
に
関
し
て
、
蓮
蕾
文
の
型
式
か

ら
太
王
陵
か
ら
出
土
し
た
蓮
蕾
文
瓦
当
の
一
種
（
田
村
晃
一
、
谷
豊
信
氏
ら
分
類

の
太
王
陵
Ａ
型
）
を
最
古
式
と
す
る
見
方）
11
（

に
対
し
、
千
秋
塚
出
土
の
蓮
蕾
文
瓦
当

が
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
特
徴
を
も
つ
と
す
る
見
方
が
あ
っ
た）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
、
千
秋

塚
で
は
蓮
蕾
文
瓦
当
と
よ
り
先
行
す
る
巻
雲
文
瓦
当
の
双
方
が
出
土
す
る
と
い
う

事
実
は
、
高
句
麗
瓦
の
相
対
的
変
遷
過
程
か
ら
み
る
と
、
千
秋
塚
出
土
の
蓮
蕾
文

瓦
当
が
相
対
的
に
は
先
行
す
る
時
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
。

瓦
当
文
に
限
ら
ず
、
蓮
蕾
文
そ
の
も
の
の
出
現
時
期
に
関
し
て
は
、
東
晋
の
「
永
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和
十
三
年
」（
た
だ
し
実
際
に
は
永
和
の
年
号
は
十
二
年
ま
で
）
す
な
わ
ち
三
五

七
年
の
墨
書
銘
の
あ
る
安
岳
三
号
墳
壁
画
に
描
か
れ
て
い
る
蓮
蕾
文
図
像
の
上
限

年
代
に
よ
っ
て
、
四
世
紀
中
頃
と
み
ら
れ
、
こ
れ
は
上
述
の
巻
雲
文
瓦
当
の
紀
年

銘
か
ら
も
証
さ
れ
る
。

　

銘
文
資
料
を
含
む
瓦
当
の
変
容
に
関
し
て
参
照
さ
れ
る
の
が
、
既
述
の
千
秋
塚

出
土
瓦
の
様
相
で
あ
り
、
報
告
書
で
は
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
蓮
蕾
文
瓦
当
の

ほ
か
に
巻
雲
文
瓦
当
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
報
告

書
や
高
句
麗
瓦
の
研
究
に
よ
る
と
巻
雲
文
瓦
当
は
、
そ
の
ほ
か
に
西
大
塚
、
禹
山

九
九
二
号
墓
、
麻
線
溝
二
一
〇
〇
号
墓
な
ど
で
出
土
し
て
お
り
、
巻
雲
文
の
類
型

の
瓦
当
は
四
世
紀
中
頃
ま
で
は
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
を
勘
案
す
る
と
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
前
半
頃
に
焼
造
さ
れ
た
「
永
楽
」
銘

な
ど
を
含
む
平
瓦
は
巻
雲
文
瓦
当
よ
り
時
期
的
に
遅
れ
る
た
め
、
考
古
資
料
の
観

点
か
ら
も
広
開
土
王
代
の
修
築
時
に
使
用
さ
れ
た
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

四　

文
字
瓦
か
ら
み
た
千
秋
塚
の
修
築
の
実
態

　

千
秋
塚
出
土
の
文
字
瓦
の
釈
読
と
瓦
当
文
の
変
遷
過
程
を
検
討
し
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
の
知
見
に
立
脚
し
て
、
高
句
麗
王
陵
の
修
築
に
際
す
る
力
役
徴
発
体
制
の

一
端
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
千
秋
塚
は
相
対
的
な
先
後
関
係
か
ら
太
王
陵
に
先
行

す
る
こ
と
は
、
巻
雲
文
瓦
を
中
心
と
し
た
以
上
の
諸
研
究
で
明
ら
か
で
あ
る
。
加

え
て
、
広
開
土
王
王
陵
は
千
秋
塚
よ
り
年
代
的
に
新
し
い
太
王
陵
以
降
の
古
墳
に

比
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
広
開
土
王
の
陵
墓
が
太
王
陵
、
将
軍
塚
の
い
ず
れ
で
あ

る
に
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
千
秋
塚
の
被
葬
者
は
広
開
土
王
で
あ
る
可
能
性
は

な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
古
学
的
な
相
対
的
先
後
関
係
に
加
え
て
、
広
開
土
王
碑
が

立
て
ら
れ
、
太
王
陵
や
将
軍
塚
が
位
置
す
る
場
所
が
広
開
土
王
碑
文
に
み
え
る

「
国
岡
上
」
の
「
国
岡
」
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
千
秋
塚
は
こ
れ
ら
と
は
別

の
鴨
緑
江
河
畔
に
位
置
す
る
点
で
も
、
広
開
土
王
陵
で
あ
る
可
能
性
は
考
え
に
く

い
。

　

前
項
ま
で
で
検
討
し
た
よ
う
に
文
字
瓦
ａ
の
「
永
楽
」
の
文
字
が
、
広
開
土
王

そ
の
人
も
し
く
は
そ
の
元
号
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
瓦
は
当
時
す
で
に

存
在
し
て
い
た
千
秋
塚
に
対
し
て
、
広
開
土
王
代
に
修
築
の
た
め
に
葺
か
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
既
存
の
古
墳
に
対
し
て
、
瓦
を
葺
い
て

修
造
す
る
こ
と
は
、
広
開
土
王
代
に
行
わ
れ
た
千
秋
塚
へ
の
修
築
作
業
の
具
体
的

な
行
為
の
一
環
で
あ
り
、
後
述
す
る
広
開
土
王
碑
文
に
み
え
る
王
陵
修
築
の
所
為

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

千
秋
塚
出
土
の
瓦
に
記
さ
れ
た
線
刻
文
字
に
は
「
楽□
浪
趙
将
軍
」「
胡
将
軍
」

「
一
王
」「
王
」
な
ど
が
あ
り
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
特
徴
と
し
て
は

高
句
麗
以
外
の
楽
浪
の
地
名
や
王
号
を
も
ち
、
か
つ
漢
人
的
な
人
名
が
記
さ
れ
て

い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
漢
代
以
来
の
辺
郡
で
あ
っ
た
楽
浪
は
周
知
の
よ
う
に

三
一
三
年
に
は
滅
亡
し
、
そ
の
後
の
動
向
と
し
て
、
四
二
七
年
に
は
高
句
麗
が
楽

浪
の
故
地
を
含
む
平
壌
に
遷
都
し
、
長
安
城
と
呼
ば
れ
た
。
文
字
瓦
が
初
築
に
伴

う
も
の
で
は
な
く
、
広
開
土
王
代
の
補
修
時
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
年

代
は
四
世
紀
末
を
上
限
と
し
、
こ
の
時
点
で
は
楽
浪
地
域
は
中
華
王
朝
の
支
配
か

ら
は
脱
し
て
い
た
。

　

そ
の
後
の
楽
浪
郡
と
関
係
し
た
漢
人
と
高
句
麗
領
域
の
社
会
的
状
況
を
示
す
考

古
資
料
と
し
て
は
、
安
岳
三
号
墳
や
徳
興
里
古
墳
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち



文
字
瓦
に
み
る
高
句
麗
王
陵
修
築
体
制
―
千
秋
塚
出
土
資
料
を
中
心
に
―
（
門
田
誠
一
）�

一
二

安
岳
三
号
墳
の
墨
書
銘
に
は
東
晋
の
年
号
を
用
い
た
「
永
和
十
三
年
」（
た
だ
し

永
和
は
十
二
年
ま
で
）
す
な
わ
ち
三
五
七
年
の
紀
年
と
も
に
、「
使
持
節
都
督
諸

軍
事
・
平
東
将
軍
・
護
撫
夷
校
尉
・
楽
浪
相
・
昌
黎
玄
菟
帯
方
太
守
」
の
官
職
名

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
紀
年
銘
か
ら
三
一
三
年
の
い
わ
ゆ
る
楽
浪
・

帯
方
郡
滅
亡
後
に
造
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
銘
文
の
「
帯
方
太
守
」
を
含
む

官
職
は
虚
職
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
統
治
実
体
の
な
い
自
称
と
さ
れ
る）
11
（

、
い
っ
ぽ
う
、

官
職
の
な
か
に
は
『
三
国
志
』『
宋
書
』
な
ど
の
中
国
正
史
に
み
え
る
「
平
東
将

軍
」
号
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
千
秋
塚
文
字
瓦
の
「
楽
浪
趙
将
軍
」「
胡
将
軍
」

は
、「
平
東
将
軍
」
に
代
表
さ
れ
る
漢
人
社
会
で
の
官
職
を
省
略
し
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。

　

徳
興
里
古
墳
（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
南
浦
市
）
は
内
部
に
多
彩
か
つ
多

様
な
壁
画
が
描
か
れ
る
と
と
も
に
墓
壁
に
記
さ
れ
た
墨
書
銘
文
に
よ
っ
て
、
高
句

麗
広
開
土
王
の
年
号
で
あ
る
「
永
楽
十
八
年
太
歳
戊
申
」
す
な
わ
ち
四
〇
八
年
に

移
柩
を
行
っ
た
「
鎮
」
の
墳
墓
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
□
□
郡
信
都
縣
都
郷
中
甘

里
」
と
い
う
「
鎮
」
の
出
自
が
記
さ
れ
、
彼
が
来
歴
の
明
確
な
中
国
か
ら
の
亡
命

者
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
た）
11
（

。
ま
た
、「
建
威
将
軍
国
小
大
兄
左
将
軍
龍
驤
将
軍

遼
東
太
守
使
持
節
東
夷
校
尉
幽
州
刺
史
」
と
い
う
官
職
が
記
さ
れ
、「
幽
州
刺
史
」

は
高
句
麗
の
実
職
で
は
あ
り
え
ず
、
中
国
の
「
刺
史
」
で
あ
る
が
、
銘
文
の
示
す

州
郡
県
は
徳
興
里
古
墳
築
造
よ
り
は
る
か
に
さ
か
の
ぼ
る
後
漢
代
等
を
念
頭
に
お

い
た
構
成
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
過
去
に
お
け
る
栄
光
の
時
代
を
理
想
と
し
て
銘
文

に
映
し
た
も
の
と
す
る
解
釈
も
行
わ
れ
て
い
る）
11
（

。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
徳
興
里
古
墳

の
被
葬
者
で
あ
る
「
鎮
」
は
虚
職
と
し
て
の
中
国
の
官
職
と
「
国
小
大
兄
」
な
ど

の
高
句
麗
の
官
位
が
記
さ
れ
て
お
り
、
亡
命
漢
人
が
高
句
麗
に
同
化
し
て
い
く
過

程
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
墨
書
銘
文
に
よ
っ
て
安
岳
三
号
墳
や
徳
興
里
古
墳
は
墨
書
銘
か

ら
高
句
麗
に
亡
命
し
た
漢
人
の
墓
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
亡
命
人
士
を
含
め
た
漢
人

が
楽
浪
・
帯
方
郡
滅
亡
後
も
一
定
の
勢
力
を
保
持
し
て
集
住
し
て
い
た
と
み
ら
れ

て
い
る）
11
（

。
楽
浪
・
帯
方
地
域
と
高
句
麗
の
政
治
的
、
社
会
的
関
係
に
つ
い
て
の
近

年
の
考
え
方
と
し
て
は
、
安
岳
三
号
墳
の
被
葬
者
で
あ
る
「
冬
寿
」（『
晋
書
』
慕

容
皝
載
記
、『
資
治
通
鑑
』
巻
九
五
で
は
佟
寿
と
表
記
）
や
徳
興
里
古
墳
被
葬
者

の
鎮
な
ど
の
中
国
的
な
官
職
名
は
、
彼
ら
が
楽
浪
・
帯
方
地
域
に
お
い
て
有
力
な

階
層
と
な
る
過
程
で
、
高
句
麗
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
広
開

土
王
が
城
を
単
位
と
し
た
支
配
を
実
現
し
、
幽
州
刺
使
で
あ
る
鎮
が
高
句
麗
王
権

の
も
と
で
楽
浪
・
帯
方
勢
力
を
統
率
し
た
こ
と
を
示
す
と
す
る）
1（
（

。

　

い
っ
ぽ
う
、
安
岳
三
号
墳
の
被
葬
者
で
あ
る
冬
寿
は
三
四
二
年
の
前
燕
に
よ
る

高
句
麗
侵
攻
に
際
し
て
移
住
し
、
冬
寿
は
高
句
麗
の
統
制
と
保
護
を
受
け
つ
つ
、

勢
力
基
盤
を
備
え
、
墨
書
さ
れ
た
官
位
は
漢
人
と
し
て
の
来
世
観
に
基
づ
い
た
自

称
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
徳
興
里
古
墳
の
被
葬
者
の
鎮
も
同
様
の
来
世
観

を
保
持
し
、
官
職
の
面
で
は
高
句
麗
か
ら
授
与
さ
れ
た
国
小
大
兄
を
除
外
す
れ
ば
、

理
想
的
な
死
後
世
界
に
お
け
る
自
称
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
四
・
五

世
紀
代
の
漢
人
を
被
葬
者
と
す
る
古
墳
墨
書
の
官
位
は
虚
構
で
あ
り
、
自
称
で
あ

る
と
す
る
見
方
で
あ
る）
11
（

。

　

ま
た
、
高
句
麗
は
楽
浪
・
帯
方
の
二
つ
の
郡
に
対
し
て
、
四
世
紀
前
半
に
は
、

軍
事
的
指
揮
官
的
な
性
格
の
地
方
官
を
派
遣
し
、
中
国
系
亡
命
人
・
土
着
漢
人
・

非
漢
系
土
着
有
力
者
か
ら
な
る
首
長
層
は
一
部
地
域
に
対
す
る
間
接
的
な
管
轄
権

を
付
与
さ
れ
、
彼
ら
は
地
域
と
高
句
麗
王
権
を
連
結
す
る
媒
介
者
の
役
割
を
担
っ
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た
と
推
定
す
る
見
方
も
あ
る）
11
（

。

　

そ
の
ほ
か
に
、
楽
浪
・
帯
方
地
域
の
墳
墓
出
土
銘
文
塼
に
み
え
る
官
職
の
検
討

か
ら
、
三
四
八
年
「
帯
方
太
守
」（
胎
封
里
一
号
墳
）
→
三
五
三
年
「
遼
東
・
韓
・

玄
菟
太
守
」（
平
壌
駅
構
内
塼
室
墓
、
別
名
は
佟
利
墓
）
→
三
五
七
年
「
楽
浪
□
・

昌
黎
・
玄
菟
・
帯
方
太
守
」（
安
岳
三
号
墳
）
の
よ
う
に
、
楽
浪
郡
滅
亡
後
に
お

け
る
虚
職
の
地
理
的
対
象
は
む
し
ろ
広
範
囲
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
四
世
紀
中

頃
以
降
の
漢
人
居
住
地
の
展
開
の
実
態
を
示
す
と
す
る
見
方
も
あ
る）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
の
な
か
で
、
本
論
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
四
世
紀
末
か
ら

五
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
亡
命
漢
人
で
あ
る
楽
浪
・
帯
方
故
地
の
漢
人
の
墓
に
は

墨
書
銘
と
し
て
官
職
が
記
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
そ
れ
が
自
称
で
あ
り
、
虚
職
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
楽
浪
郡
滅
亡
後
も
中
国
的
な
官
名
の
威
信
と
権
威
や
そ
れ
に

基
づ
く
価
値
観
が
保
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
四
世
紀
半
ば
の

安
岳
三
号
墳
の
墓
主
で
あ
る
冬
寿
の
墨
書
銘
に
は
中
国
的
な
官
職
銘
の
み
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
半
世
紀
余
り
後
の
五
世
紀
初
め
の
徳
興
里
古
墳
墓
主
鎮
の
墨
書
銘

に
は
「
国
小
大
兄
」
と
い
う
高
句
麗
の
官
位
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
亡
命

漢
人
の
高
句
麗
社
会
へ
の
同
化
が
、
よ
り
進
行
し
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
、「
楽
浪
趙
将
軍
」
銘
瓦
が
楽
浪
滅
亡
以
降
に
焼
造
さ
れ
、
古
墳
に

用
い
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
楽
浪
の
名
称
が
後
代
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、

た
と
え
ば
制
作
年
代
が
六
世
紀
代
と
み
ら
れ
る
延
嘉
七
年
（
五
三
九
年
ま
た
は
五

九
九
年
）
銘
金
銅
仏
光
背
銘
に
「
楽
良
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
か
つ
て
の
楽
浪
す
な

わ
ち
同
時
期
の
高
句
麗
長
安
城
の
雅
名
あ
る
い
は
異
称
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る）
11
（

。

　

「
楽
浪
趙
将
軍
」
な
ど
の
将
軍
号
を
検
討
す
る
た
め
に
、
人
名
に
将
軍
号
が
付

さ
れ
る
事
例
を
参
照
す
る
と
、
中
国
史
書
・
文
献
に
散
見
し
、
た
と
え
ば
、
陳

勝
・
呉
広
の
乱
の
際
の
陳
勝
の
将
軍
・
呂
臣
を
指
し
て
「
呂
将
軍
」（『
史
記
』
高

祖
本
紀
、『
漢
書
』
陳
勝
伝
）
と
あ
り
、
武
帝
代
に
匈
奴
を
征
討
し
た
趙
充
国
を

「
趙
将
軍
」（『
漢
書
』
趙
充
国
伝
）
な
ど
と
記
し
て
お
り
、『
三
国
志
』
で
は
呂

布
を
「
呂
将
軍
」（『
三
国
志
』
魏
書
荀
彧
伝
）、
後
漢
の
後
将
軍
で
あ
る
袁
術
を

「
袁
将
軍
」（『
三
国
志
』
魏
書
武
帝
紀
）、
曹
操
の
将
で
あ
る
張
遼
と
李
典
を
「
張
、

李
将
軍
」（『
三
国
志
』
魏
書
張
遼
伝
）、
曹
操
を
指
し
て
「
曹
将
軍
」（『
三
国
志
』

魏
書
韓
暨
伝
）
な
ど
の
例
が
あ
り
、
本
来
の
将
軍
号
を
略
称
し
、
あ
る
い
は
通
称

と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
例
を
あ
げ
る

こ
と
で
、
千
秋
塚
築
造
以
前
に
こ
の
よ
う
な
呼
称
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
に
十

分
で
あ
ろ
う
。「
楽
浪
趙
将
軍
」
の
「
趙
」
は
官
職
で
は
な
く
、
個
人
名
と
み
ら

れ
る
か
ら
、
こ
の
「
趙
」
と
い
う
姓
の
人
物
が
本
来
は
職
名
を
冠
し
た
将
軍
号
を

保
有
し
て
お
り
、
略
称
あ
る
い
は
通
称
的
に
「
趙
将
軍
」「
胡
将
軍
」
と
記
さ
れ

た
と
み
て
よ
い
。

　

さ
ら
に
出
土
文
字
資
料
と
し
て
は
胎
封
里
一
号
墳
（
調
査
時
は
黄
海
道
鳳
山
郡

文
井
面
）
出
土
の
塼
銘
に
「
太
歳
戊
在
漁
陽
張
撫
夷
塼
」「
大
歳
戊
在
漁
陽
張
撫

夷
塼
」「
大
歳
申
漁
陽
張
撫
夷
塼
」「
使
君
帯
方
太
守
張
撫
夷
塼
」
の
文
章
が
あ
り）
11
（

、

「
申
」
を
「
戊
申
」
と
解
し
て
東
晋
・
穆
帝
の
永
和
四
年
（
三
四
八
）
と
す
れ
ば
、

楽
浪
郡
滅
亡
以
降
で
あ
る
か
ら
、
銘
文
の
「
帯
方
太
守
」
は
虚
職
と
さ
れ
る）
11
（

。
近

年
で
は
「
戊
申
」
を
二
八
八
年
と
み
て
、
楽
浪
郡
滅
亡
以
前
の
年
代
を
推
定
す
る

見
解
も
あ
り）
11
（

、
筆
者
は
紀
年
銘
塼
の
類
似
資
料
か
ら
み
て
こ
の
説
は
と
ら
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
人
名
に
官
職
が
付
さ
れ
た
表
記
が
存
在
し
た
こ
と
を
傍
証
す
る

資
料
と
な
る
。
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以
上
の
よ
う
な
諸
点
か
ら
、「
楽
浪
趙
将
軍
」「
胡
将
軍
」
な
ど
が
虚
職
で
あ
る

か
い
な
か
と
は
別
の
問
題
と
し
て
、
漢
人
と
み
ら
れ
る
人
名
の
あ
る
刻
字
瓦
は
広

開
土
王
代
に
行
わ
れ
た
千
秋
塚
の
補
修
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み

ら
れ
、
こ
れ
ら
の
人
物
が
補
修
に
関
与
し
、
実
際
に
瓦
の
焼
造
ま
た
は
供
給
な
ど

を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
か
つ
「
楽
浪
趙
将
軍
」
そ
の
も
の

は
中
国
系
の
人
名
に
通
称
と
し
て
の
将
軍
を
付
し
て
お
り
、「
楽
浪
」
は
楽
浪
・

帯
方
の
故
地
に
そ
の
勢
力
や
系
譜
の
由
来
を
求
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五　

文
字
瓦
か
ら
み
た
高
句
麗
王
陵
の
修
築
・

　
　

維
持
体
制
と
変
容

　

千
秋
塚
を
含
む
高
句
麗
王
陵
に
関
す
る
上
述
の
補
修
行
為
は
、
墓
の
保
全
で
あ

り
、
当
然
な
が
ら
、
瓦
の
焼
造
、
運
搬
や
実
際
の
補
葺
作
業
な
ど
の
力
役
と
そ
の

徴
発
に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
高
句
麗
王
陵
の
保
全
に
関
し
て
は
、
周
知

の
と
お
り
広
開
土
王
碑
の
広
開
土
王
碑
の
「
守
墓
人
烟
戸
」
条
の
内
容
が
参
照
さ

れ
る
。

　

近
来
の
研
究
で
は
、
広
開
土
王
碑
に
み
え
る
「
守
墓
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対

象
と
徴
発
の
方
法
に
関
す
る
諸
研
究
が
あ
り
、
た
と
え
ば
徴
発
体
制
を
日
本
古
代

の
陵
戸
と
比
較
し
て
、
守
墓
を
担
当
し
た
民
や
集
団
に
対
し
、
徙
民
ま
た
は
番
上

な
ど
に
整
理
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
た
だ
し
、
徒
民

は
地
域
と
時
期
が
著
し
く
異
な
る
事
象
と
の
比
較
で
あ
り
、
番
上
は
広
開
土
王
碑

文
や
史
書
に
は
現
れ
な
い
語
句
や
概
念
に
よ
る
解
釈
で
あ
り
、
高
句
麗
社
会
体
制

の
復
原
あ
る
い
は
同
時
代
的
な
認
識
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
千
秋
塚
文

字
瓦
は
「
永
楽
」
銘
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
の
同
時
代

性
を
担
保
す
る
資
料
で
あ
り
、
そ
の
時
点
す
な
わ
ち
広
開
土
王
代
に
お
け
る
王
陵

の
「
守
墓
」
す
な
わ
ち
維
持
・
管
理
に
関
す
る
実
態
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
王
陵
の
「
守
墓
」
と
そ
れ
に
と
も
な
う
力
役
徴
発
に
関
し
て
は
、
当
然
な
が
ら

広
開
土
王
碑
文
の
内
容
の
検
討
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

「
守
墓
人
烟
戸
」
条
み
え
る
王
陵
修
築
と
は
広
開
土
王
碑
文
第
Ⅲ
面
か
ら
Ⅳ
面

に
か
け
て
の
「
守
墓
人
烟
戸
」
で
始
ま
る
部
分
に
「
國
岡
上
廣
開
土
境
好
太
王
存

時
敎
言
祖
王
先
王
但
敎
取
遠
近
舊
民
守
墓
洒
掃
」
以
下
の
文
章
と
し
て
み
え
る
。

そ
れ
は
「
國
岡
上
廣
開
土
境
好
太
王
」
が
存
命
の
時
、
教
し
て
言
っ
た
内
容
と
し

て
、「
祖
王
・
先
王
、
但
（
た
だ
）
教
し
て
遠
近
の
旧
民
を
取
り
、
墓
を
守
り
て

洒
掃
せ
し
め
し
の
み
。
吾
旧
民
の
転
（
う
つ
）
り
て
ま
さ
に
羸
劣
せ
ん
こ
と
を
慮

（
お
も
ん
ば
か
）
る
。
若
し
、
吾
万
年
の
後
も
守
墓
者
を
安
ん
ぜ
ん
に
は
、
但
、

吾
躬
（
み
ず
か
）
ら
巡
り
て
略
来
せ
し
所
の
韓
穢
を
取
り
、
洒
掃
に
備
え
し
め

よ
」
と
あ
り
、
広
開
土
王
が
祖
先
王
以
来
の
民
に
加
え
て
、
新
た
に
略
取
し
た

人
々
を
し
て
洒
掃
す
な
わ
ち
王
陵
の
守
墓
に
備
え
さ
せ
た
、
と
あ
る
。

　

「
守
墓
人
烟
戸
」
条
に
つ
い
て
は
武
田
幸
男
氏
の
基
礎
的
研
究
が
あ
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
「
牟
婁
城
二
家
為
看
烟
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、「
家
」
と
「
烟
」
は
同

じ
意
味
内
容
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
守
墓
と
い
う
力
役
の
徴
発
の
基
本
と

し
て
の
「
城
―
戸
（
家
）」
と
い
う
行
政
的
な
仕
組
み
を
想
定
し
た
。
そ
し
て
、

「
城
―
戸
（
家
）」
を
基
本
と
し
た
守
墓
役
制
は
高
句
麗
の
伝
統
的
な
力
役
徴
発

体
制
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
れ
に
対
し
、
新
た
に
帰
順
し
て
き
た
「
韓
」「
穢
」
の

人
々
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
城
支
配
」
に
よ
ら
な
い
領
域
支
配
へ
と
解
体

し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
契
丹
部
族
の
「
稗
麗
」
の
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よ
う
に
遊
牧
・
狩
猟
を
生
業
と
す
る
種
族
に
対
し
て
は
城
支
配
を
適
用
せ
ず
、
守

墓
役
も
ま
た
免
除
さ
れ
た
と
し
、
城
支
配
は
農
耕
生
活
を
基
礎
と
す
る
百
済
の
領

域
で
高
句
麗
が
攻
め
と
っ
た
部
分
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、
武

田
氏
は
高
句
麗
の
旧
来
の
領
民
に
つ
い
て
は
広
開
土
王
碑
文
中
に
「
賈
」「
民
」

「
人
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
人
々
が
い
て
、「
賈
」
に
つ
い
て
は
商
賈
す
な
わ
ち

商
人
で
あ
り
、「
人
」
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
自
立
的
な
活
動
が
認
め
ら
れ
た
特

定
の
種
族
と
み
て
い
る
。「
民
」
に
つ
い
て
は
、
広
開
土
王
碑
文
に
み
え
る
「
売

句
余
民
」「
敦
城
民
」「
平
壌
城
民
」
な
ど
の
形
で
表
れ
、
高
句
麗
の
統
治
に
服
し
、

賊
役
を
負
担
す
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
高
句
麗
の
社
会
階
層
が
「
民
」
と
い
う
表

現
で
表
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、「
民
」
は
中
国
か
ら
の
亡
命
人
や
異
種
族

と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
明
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
、「
城
民
」「
谷
民
」
な

ど
に
み
ら
れ
る
「
民
」
た
ち
こ
そ
が
守
墓
役
を
負
担
す
る
対
象
と
な
っ
た
人
々
で

あ
る
と
す
る）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
「
城
民
」「
谷
民
」
と
記
さ
れ
た
高
句
麗
の
構
成
民
に
つ
い
て
は
、

広
開
土
王
陵
碑
文
に
よ
っ
て
、
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
初
頭
の
実
態
が
具
体
的

に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
新
し
く
来
降
し
た
「
韓
」

「
穢
」
な
ど
の
民
や
日
本
海
（
東
海
）
沿
い
に
居
住
し
た
中
国
系
の
商
人
を
指
す

と
思
わ
れ
る
「
東
海
賈
」
な
ど
を
加
え
て
領
域
支
配
を
広
げ
る
こ
と
と
な
る
。
そ

し
て
、
そ
の
支
配
民
た
ち
の
編
成
お
よ
び
体
系
化
に
つ
い
て
は
王
陵
の
「
守
墓
」

「
酒
掃
」
の
た
め
の
徴
発
を
挺
と
し
て
い
た
こ
と
が
碑
文
自
体
の
検
討
か
ら
論
じ

ら
れ
て
い
る）
1（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
広
開
土
王
碑
文
の
考
察
か
ら
は
、
広
開
土
王
碑
に
み
ら
れ
る
高
句

麗
の
領
域
支
配
の
方
法
は
種
族
や
生
活
体
系
の
違
う
人
々
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
と

と
も
に
、
高
句
麗
と
い
う
国
家
の
根
幹
を
形
成
す
る
も
っ
と
も
普
遍
的
な
構
成
民

が
「
民
」
と
い
う
字
を
付
し
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
「
民
」
で
表
さ
れ
る
人
々
の
中
に
も
、
二
種
類
の
人
々
が
含
ま
れ
て
お

り
、
一
つ
は
「
城
民
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
谷
民
」
で
あ
る
。「
谷
民
」

は
こ
の
ま
ま
の
形
で
碑
文
中
に
表
れ
る
の
で
は
な
く
、「

谷
」「
□
谷
」
の
「
看

烟
」
と
し
て
み
え
、
そ
の
「
谷
」
に
住
む
集
団
か
ら
徴
発
し
た
守
墓
人
を
表
す
。

す
で
に
ふ
れ
た
五
世
紀
代
の
牟
頭
婁
墓
誌
に
は
「
城
民
谷
民
」
と
し
て
記
さ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
武
田
氏
は
『
三
国
史
』
魏
書
東
夷
伝
高
句
麗
条
の
「
多
大
山
・
深

谷
、
無
原
沢
、
随
山
・
谷
以
為
居
、
食
澗
水
、
無
良
田
」
と
い
う
記
事
を
ひ
き
、

も
と
も
と
谷
ぞ
い
に
住
ん
で
い
た
人
々
が
三
～
四
世
紀
頃
を
境
に
諸
城
が
築
造
さ

れ
る
と
と
も
に
城
を
拠
り
所
と
し
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、「
谷
民
」

か
ら
「
城
民
」
へ
、
言
い
か
え
れ
ば
「
谷
支
配
」
か
ら
「
城
支
配
」
へ
と
い
う
高

句
麗
固
有
の
領
域
で
の
支
配
形
態
の
展
開
を
論
じ
た）
11
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
広
開
土
王
碑
文
の
「
守
墓
人
烟
戸
」
の
研
究
を
媒
介
と
し
て
、

か
つ
て
筆
者
は
高
句
麗
王
陵
と
目
さ
れ
る
大
型
積
石
塚
に
葺
か
れ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
る
瓦
の
種
類
が
、
一
基
の
古
墳
で
も
多
種
類
に
わ
た
る
点
を
考
慮
し
て
、
こ

の
よ
う
な
広
開
土
王
陵
碑
文
に
み
え
る
「
城
民
」「
谷
民
」
た
ち
の
徴
発
に
よ
る

王
陵
の
「
守
墓
」「
酒
掃
」
の
具
体
的
な
行
為
の
一
つ
と
し
て
、
瓦
の
供
給
と
そ

れ
を
用
い
た
高
句
麗
王
陵
の
修
築
を
想
定
し
た）
11
（

。

　

高
句
麗
の
構
成
民
が
古
墳
や
王
陵
の
修
築
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
し

て
は
、「
十
谷
民
造
」
銘
が
あ
る
。「
十
谷
民
造
」
銘
巻
雲
文
瓦
当
そ
の
も
の
は
王

陵
や
古
墳
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
巻
雲
文
瓦
当
は
千
秋
塚
以
外
に
禹

山
墓
区
三
三
一
九
号
墓
や
西
大
塚
な
ど
の
王
陵
と
み
ら
れ
る
古
墳
か
ら
出
土
し
て
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お
り
、
こ
の
種
の
瓦
が
用
い
ら
れ
る
四
世
紀
代
に
は
王
陵
に
用
い
ら
れ
た
瓦
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
王
陵
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
同
じ
文
様
類
型
の

瓦
に
「
十
谷
民
造
」
の
文
字
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
瓦
の
焼
造
お
よ
び
供
給

に
「
谷
民
」
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
十
谷
」
の
「
十
」
は
そ

の
支
配
を
示
す
地
域
的
な
単
位
を
示
す
と
す
る
見
方
も
あ
り
、「
十
谷
民
造
」
の

「
谷
民
」
は
既
述
の
よ
う
に
高
句
麗
を
構
成
す
る
基
層
民
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

を
も
と
に
、「
城
民
」「
谷
民
」
と
し
て
の
把
握
に
よ
る
支
配
形
態
と
関
連
し
た
瓦

の
調
達
・
供
給
が
想
定
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
支
配
形
態
に
基
づ
く
、
古
墳
に
用
い

る
瓦
の
調
達
や
供
給
が
「
十
谷
民
造
」
と
し
て
瓦
当
銘
文
に
現
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
た）
11
（

。
前
説
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
後
の
関
連
研
究
と
本
論
で
と
り
あ
げ
た
千
秋
塚

出
土
刻
字
瓦
と
の
関
係
か
ら
は
、「
十
谷
民
」
が
「
造
」
っ
た
と
い
う
瓦
当
銘
は

古
墳
や
王
陵
造
営
に
用
い
る
瓦
と
し
て
、
焼
造
や
調
達
・
供
給
の
荷
担
対
象
を
示

す
こ
と
で
重
要
性
が
増
し
た
。「
十
谷
民
造
」
銘
瓦
当
は
巻
雲
文
瓦
当
の
な
か
で

は
最
古
の
型
式
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
細
か
な
時
期
推
定
に
異
論
は
あ
る
に
し

ろ
、
巻
雲
文
瓦
当
は
既
述
の
よ
う
な
紀
年
銘
か
ら
も
大
枠
で
四
世
紀
後
半
頃
ま
で

用
い
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
加
え
て
、「
谷
民
」
の
広
開
土
王
碑
文
に
み

え
る
こ
と
か
ら
、
立
碑
さ
れ
た
四
一
四
年
頃
以
前
は
、
こ
の
よ
う
な
構
成
民
の
把

握
に
基
づ
く
王
陵
造
営
に
関
す
る
物
品
の
焼
造
や
調
達
・
供
給
な
ど
の
力
役
徴
発

が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
た
か
い
。

　

こ
の
よ
う
な
王
陵
の
造
営
ま
た
は
修
築
に
用
い
ら
れ
た
瓦
の
製
造
や
調
達
を
示

す
有
銘
資
料
の
類
例
と
し
て
は
、
三
五
七
年
と
さ
れ
る
「
太
歳
在
丁
巳
」
の
あ
る

禹
山
墓
区
三
三
一
九
号
墓
出
土
の
瓦
当
銘
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
年
に

続
い
て
記
さ
れ
た
「
為
中
郎
及□
夫
人
造
盖
墓
瓦
又
作
民
」
の
語
で
あ
り
、
こ
れ

は
「
中
郎
及
び
夫
人
の
た
め
に
造
っ
た
墓
を
蓋
う
瓦
」
で
あ
り
、
続
い
て
「
又
作

れ
る
民
」
と
あ
る
か
ら
、
被
葬
者
た
る
中
郎
と
そ
の
夫
人
の
た
め
に
民
が
造
っ
た

の
で
あ
り
、
供
給
・
調
達
し
た
民
と
葬
ら
れ
た
中
郎
と
夫
人
の
関
係
が
明
ら
か
に

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
作
民
」
か
ら
は
広
開
土
王
碑
文
や
牟
頭
婁
塚
墨

書
銘
に
み
え
る
「
城
民
」「
谷
民
」
に
繋
が
り
、
高
句
麗
を
構
成
す
る
「
民
」
が

瓦
を
焼
造
し
、
調
達
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
広
開
土
王
代
の
葺
修
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
千
秋
塚
線
刻
文
字
瓦
に

は
「
楽
浪
趙
将
軍
」「
胡
将
軍
」
な
ど
の
高
句
麗
以
外
の
楽
浪
の
地
名
が
み
ら
れ

る
と
と
も
に
、
将
軍
号
を
も
ち
、
か
つ
漢
人
的
な
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
点
が
あ

げ
ら
れ
る
。
西
大
塚
出
土
巻
雲
文
瓦
当
に
は
「
□
□
于
利
作
」
と
し
て
瓦
工
人

と
み
ら
れ
る
人
名
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
被
葬
者
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
な
被
葬
者
の
比
定
は
諸
説
が
あ
り
、
一
致
を
み

な
い
と
し
て
も
（
表
１
参
照
）、
そ
も
そ
も
千
秋
塚
が
高
句
麗
王
陵
で
あ
る
こ
と

が
確
実
視
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
瓦
に
記
さ
れ
た
人
名
が
被
葬
者
で
な
い
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
人
名
に
続
い
て
、
具
体
的
な
官
職
名
が
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
記

さ
れ
た
「
将
軍
」
は
、
こ
れ
が
高
句
麗
独
自
の
将
軍
号
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
自

称
で
あ
る
か
に
関
わ
ら
ず
、「
将
軍
」
と
通
称
さ
れ
た
「
楽
浪
趙
」「
胡
」
な
ど
の

複
数
の
漢
人
系
の
人
名
が
み
え
る
こ
と
は
、
楽
浪
・
帯
方
地
域
の
漢
人
た
ち
が
、

王
陵
を
修
築
す
る
た
め
の
瓦
の
焼
造
や
調
達
・
供
給
と
関
連
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

加
え
て
、「
王
」「
一
王
」
な
ど
の
王
名
が
み
え
、
す
で
に
釈
読
の
項
で
ふ
れ
た

よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
高
句
麗
王
と
み
ら
れ
る
千
秋
塚
の
被
葬
者
の
以
外
の
王
あ
る

い
は
こ
れ
を
姓
と
す
る
漢
人
の
人
名
を
示
す
と
み
ら
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

「
趙
将
軍
」「
胡
将
軍
」
の
文
字
瓦
と
同
様
に
、
調
達
お
よ
び
供
給
し
た
人
士
の
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な
か
に
は
、「
王
」
号
を
称
し
た
人
物
あ
る
い
は
漢
人
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
瓦
が
千
秋
塚
初
築
時
ま
た
は
補
修
時
の
い
ず
れ
か
に
用

い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
文
字
瓦
①
の
「
永
楽
」
銘
と
同
じ
時
期
で
あ
れ
ば
、
広
開

土
王
代
の
補
修
時
に
補
葺
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案
し
た
時
間
幅
は
、

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
瓦
当
文
の
変
遷
か
ら
は
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
前
半
で

あ
る
。
そ
の
年
代
に
高
句
麗
領
域
に
お
い
て
、
高
句
麗
王
以
外
で
「
王
」
を
称
し

た
例
は
明
ら
か
で
な
い
。「
王
」
が
人
名
で
あ
る
場
合
は
、「
将
軍
」
と
同
じ
く
、

葺
修
し
た
瓦
の
焼
造
・
調
達
な
ど
の
供
給
に
関
連
し
た
漢
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が

残
る
が
、
現
状
の
資
料
状
況
で
は
、
い
ず
れ
と
も
き
め
が
た
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
被
葬
者
以
外
の
人
名
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
そ

の
な
か
に
「
将
軍
」
号
を
も
っ
た
複
数
の
漢
人
が
お
り
、
彼
ら
が
高
句
麗
王
陵
た

る
千
秋
塚
の
広
開
土
王
代
の
補
修
に
関
与
し
た
事
実
は
動
か
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
瓦
当
・
瓦
に
記
さ
れ
た
集
団
単
位
は
「
十
谷
民
造
」「
作
民
四
千
」

な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
造
」「
作
」
な
ど
の
語
を
含
む
こ
と
か
ら
、
実
際
に

こ
れ
ら
を
供
給
し
た
集
団
と
階
層
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
千
秋
塚
出
土
の
人
名
瓦
も
同
様
に
供
給
に
関
係
し
た
と
推
定
で
き
る
。

以
上
の
事
実
関
係
を
整
理
す
る
と
下
表
の
よ
う
に
な
る
。

表
１　

文
字
瓦
と
供
給
者

　

時
期

　

供
給
者

　

出
土
古
墳
等

　

推
定
被
葬
者

三
世
紀
末
か
ら

四
世
紀
前
半
頃

「
十
谷
民
造
」

集
安
市
梨
樹
園
子

東
晋
穆
帝
・
升
平

元
年
（
三
五
七
）

「
作
民
四
千
」

禹
山
墓
区
三
三
一

九
号
墓

漢
人
「
中
郎
及
夫
人
」

「
永
楽
」（
三
九
一

～
四
一
二
）

「
楽
浪
趙
将
軍
」

「
胡
将
軍
」「
王
」
千
秋
塚

故
国
壌
王
・
故
国
原

王
・
小
獣
林
王）
11
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こ
れ
に
よ
っ
て
供
給
に
関
わ
っ
た
集
団
や
階
層
な
ど
の
変
化
を
模
式
的
に
示
す

な
ら
ば
、
四
世
紀
中
半
ば
ま
で
は
、
瓦
の
「
造
」「
作
」
の
主
体
は
「
谷
民
」「
民
」

な
ど
の
「
民
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
め
の
広
開
土
王

代
の
王
陵
の
瓦
の
供
給
に
は
漢
人
の
「
将
軍
」
が
関
わ
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
階

層
上
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
こ
こ
に
み
え
る
「
将
軍
」
の
実
態
は

詳
ら
か
で
は
な
い
点
が
多
い
に
し
ろ
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
安
岳
三
号
墳
墨
書
銘
に
み

え
る
「
平
東
将
軍
」
や
徳
興
里
古
墳
の
「
建
威
将
軍
」
な
ど
を
参
照
す
る
と
、
そ

れ
が
実
際
の
官
職
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
相
当
規
模
の
古
墳
を
造
営
で

き
る
ほ
ど
の
勢
力
を
保
持
し
た
階
層
の
人
士
で
あ
る
こ
と
か
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に

被
葬
者
は
安
岳
三
号
墳
が
「
冬
寿
」、
徳
興
里
古
墳
が
某
氏
「
鎮
」
で
あ
り
、
墨

書
銘
の
故
地
と
来
歴
か
ら
、
高
句
麗
に
亡
命
し
た
漢
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
千
秋
塚
人
名
瓦
の
「
趙
将
軍
」「
胡
将

軍
」
の
漢
人
的
な
姓
と
共
通
し
、
彼
ら
の
出
自
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
す

な
わ
ち
、「
趙
将
軍
」「
胡
将
軍
」
は
亡
命
漢
人
で
あ
り
、
自
称
で
あ
る
ど
う
か
は
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別
に
し
て
も
「
将
軍
」
号
を
称
す
る
漢
人
で
あ
っ
て
、
安
岳
三
号
墳
や
徳
興
里
古

墳
の
被
葬
者
に
つ
な
が
る
階
層
で
あ
っ
た
可
能
性
が
た
か
い
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
高
句
麗
王
陵
の
瓦
の
供
給
に
関
与
し
た
階
層
や
人

士
は
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、「
民
」
か
ら
漢
人
「
将
軍
」
を
含

む
階
層
へ
と
推
移
お
よ
び
拡
大
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
漢
人
「
将
軍
」

が
瓦
の
供
給
に
関
与
し
た
の
は
、「
永
楽
」
の
刻
字
か
ら
広
開
土
王
代
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
先
行
研
究
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
広
開
土
王
碑
文
に
み
え
る
王
陵

の
修
築
に
伴
う
も
の
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
の
「
民
」
を
主
体
と

し
た
瓦
の
供
給
か
ら
、
広
開
土
王
代
に
は
王
陵
の
修
築
を
担
当
す
る
対
象
が
、
虚

職
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
「
将
軍
」
を
称
す
る
よ
り
高
い
階
層
を
含
め
た
瓦
の
供

給
へ
と
変
容
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
現
状
で
発
見
さ
れ
て
い

る
当
銘
文
と
平
瓦
の
刻
字
の
み
か
ら
の
推
定
で
あ
る
た
め
、
当
然
な
が
ら
、「
将

軍
」
文
字
瓦
と
同
時
代
に
「
谷
民
」「
作
民
」
な
ど
の
「
民
」
に
よ
る
瓦
の
供
給

が
無
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
従
来
の
供
給
関

係
を
も
と
に
し
て
、
新
た
に
王
陵
修
築
に
関
与
し
た
階
層
と
し
て
の
漢
人
「
将

軍
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
広
開
土
王
碑

に
記
さ
れ
た
領
土
の
略
取
に
よ
る
支
配
民
の
変
化
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
広
開

土
王
代
に
城
民
谷
民
と
い
う
高
句
麗
の
基
本
的
な
構
成
民
か
ら
、
異
民
族
や
旧
楽

浪
郡
に
拠
っ
た
漢
人
あ
る
い
は
高
句
麗
領
域
の
亡
命
漢
人
な
ど
を
含
む
よ
り
広
い

階
層
へ
と
変
容
し
た
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ
を
反
映
し
た
も
の
が
千
秋
塚
出
土
人
名

瓦
の
広
開
土
王
代
の
漢
人
名
が
付
さ
れ
た
「
将
軍
」
文
字
瓦
で
あ
る
と
考
え
る
。

結
語

　

本
論
で
は
千
秋
塚
出
土
人
名
瓦
の
検
討
か
ら
、
高
句
麗
王
陵
た
る
千
秋
塚
の
瓦

の
修
築
に
は
漢
人
の
将
軍
を
称
す
る
人
士
や
王
と
称
さ
れ
る
階
層
ま
た
は
姓
と
す

る
漢
人
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
れ
も
と
に
千
秋
塚
出
土
銘
文
瓦
と
そ
の
他
の
高
句
麗
古
墳
か
ら
出
土
し
た
銘

文
瓦
で
修
築
の
内
容
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
資
料
と
の
相
関
的
検
討
に
よ
っ
て
、

「
永
楽
」
銘
に
よ
っ
て
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、「
民
」
か
ら
漢
人

「
将
軍
」
を
含
む
階
層
へ
と
推
移
な
い
し
は
拡
大
し
た
こ
と
を
示
し
た
。

　

す
な
わ
ち
、
高
句
麗
古
墳
お
よ
び
王
陵
の
瓦
の
供
給
の
変
容
を
論
じ
た
。
す
な

わ
ち
、
四
世
紀
代
半
ば
こ
ろ
ま
で
に
は
王
陵
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
る
比
較
的
規

模
の
大
き
な
古
墳
の
修
築
に
「
谷
民
」「
作
民
」
な
ど
の
瓦
の
銘
文
か
ら
知
ら
れ

た
よ
う
に
、「
民
」
に
よ
っ
て
巻
雲
文
瓦
当
が
供
給
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
四
世
紀

末
か
ら
五
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
広
開
土
王
代
に
は
、
王
陵
と
み
ら
れ
る
千
秋
塚

の
「
楽□
浪
趙
将
軍
」「
一
王
」「
王
」
な
ど
の
銘
文
瓦
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
漢

人
で
将
軍
号
を
称
す
る
人
士
や
王
と
記
さ
れ
た
階
層
ま
た
は
姓
と
す
る
漢
人
が
瓦

の
修
造
に
参
与
し
、
供
給
に
関
与
し
て
い
た
。
人
名
瓦
等
か
ら
考
え
ら
れ
る
千
秋

塚
の
修
築
は
広
開
土
王
碑
文
に
み
え
る
王
陵
の
修
築
と
み
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の

「
民
」
を
主
体
と
し
た
瓦
の
供
給
か
ら
、
広
開
土
王
代
に
は
、
よ
り
高
位
か
つ
広

範
な
階
層
を
含
め
た
瓦
の
供
給
へ
と
変
容
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　

高
句
麗
王
陵
の
守
墓
体
制
に
関
し
て
、
従
来
は
広
開
土
王
碑
文
や
近
年
発
見
さ

れ
た
集
安
高
句
麗
碑
文
な
ど
の
文
章
や
内
容
か
ら
の
考
究
が
多
か
っ
た
が
、
本
論

で
は
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
高
句
麗
王
陵
出
土
の
文
字
瓦
か
ら



佛
教
大
学　

歴
史
学
部
論
集　

第
十
二
号
（
二
〇
二
二
年
三
月
）�

一
九

検
討
し
た
。

〔
注
〕

（
（
）
傅
佳
欣
主
編
・
吉
林
省
文
物
考
古
研
究
所
・
集
安
市
博
物
館
編
著
『
集
安
高

句
麗
王
陵
：
一
九
九
〇‒

二
〇
〇
三
年
集
安
高
句
麗
王
陵
調
査
報
告
』（
文
物

出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（
）
井
上
直
樹
「
集
安
出
土
文
字
資
料
か
ら
み
た
高
句
麗
の
支
配
体
制
―
府
官
制

再
考
―
」『
高
句
麗
の
史
的
展
開
過
程
と
東
ア
ジ
ア
』（
塙
書
房
、
二
〇
二
一

年
）〔
初
出
は
二
〇
〇
七
年
〕

（
（
）
井
上
直
樹
「
集
安
出
土
文
字
資
料
か
ら
み
た
高
句
麗
の
支
配
体
制
―
府
官
制

再
考
」（
前
掲
注
（
）
以
下
、
本
論
の
釈
字
・
釈
読
の
項
で
井
上
直
樹
氏
の
説

と
す
る
場
合
、
特
記
し
な
い
限
り
、
本
論
文
を
指
す
。

（
（
）
武
田
幸
男
編
著
『
広
開
土
王
碑
原
石
拓
本
集
成
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
八
年
）
の
諸
本
を
参
照
。

（
（
）『
後
漢
書
』
王
充
王
符
仲
長
統
列
伝
第
三
九
・
仲
長
統

　
　
　

法
誡
篇
曰
…
（
中
略
）
…
夫
任
一
人
則
政
専
、
任
数
人
則
相
倚
。
政
専
則
和

諧
、
相
倚
則
違
戻
。

（
（
）
井
上
直
樹
「
集
安
出
土
文
字
資
料
か
ら
み
た
高
句
麗
の
支
配
体
制
に
つ
い
て

の
考
察
―
安
岳
三
号
墳
・
徳
興
里
古
墳
に
み
え
る
被
葬
者
の
職
位
の
再
検
討

と
府
官
制
―
」（
前
掲
注
（
）

（
（
）
顧
藹
吉
編
撰
『
隷
弁
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）、
顧
南
原
撰
集
『
隷
弁:

隷
書
字
典
』（
中
国
書
店
、
一
九
八
二
年
）

（
（
）『
史
記
』
太
史
公
自
序

　
　
　

孔
子
之
時
、
上
無
明
君
、
下
不
得
任
用
、
故
作
春
秋
、
垂
空
文
以
断
礼
義
、

當
一
王
之
法
。

　
　
　

同
様
の
用
例
と
し
て
『
漢
書
』
叔
孫
通
伝
贊
に
「
叔
孫
通
捨
枹
鼓
而
立
一
王

之
儀
」
と
あ
り
、
顏
師
古
注
に
は
「
別
創
漢
代
之
礼
、
故
云
一
王
之
儀
也
。」

と
あ
る
。�

（
（
）
こ
の
よ
う
な
議
論
は
下
記
論
文
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

秦
静
「
関
于
《
史
記
》
与
《
春
秋
》
関
係
問
題
的
幾
点
思
考
」（『
西
華
師
範

大
学
学
報
』[

社
会
科
学
版]

二
〇
〇
九
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（0
）『
木
棺
お
よ
び
木
槨
墓
』『
同
穴
合
葬
木
槨
墓
』
朝
鮮
考
古
学
全
書
二
四
、
二

五
・
中
世
編
一
、
二
・
楽
浪
一
帯
の
墓
（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
社
会

科
学
院
考
古
学
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
）
注
（0
に
同
じ
。

（
（（
）
花
盆
形
土
器
の
年
代
に
つ
い
て
は
下
記
参
照
。

　
　
　

宮
本
一
夫
「
楽
浪
土
器
の
成
立
と
拡
散
―
花
盆
形
土
器
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
史
淵
』
一
四
九
、
二
〇
一
二
年
）

（
（（
）
今
西
龍
「
大
同
江
南
の
古
墳
と
楽
浪
王
氏
と
の
関
係
」『
朝
鮮
古
史
の
研
究
』

（
近
沢
書
店
、
一
九
三
七
年
）〔
初
出
は
一
九
一
二
年
〕、
関
野
雄
「
楽
浪
王

氏
の
富
」『
中
国
考
古
学
論
攷
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
五
年
）〔
初
出
は
一
九
六

八
年
〕

（
（（
）
尹
国
有
・
耿
鉄
華
『
高
句
麗
瓦
当
研
究
』（
吉
林
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一

年
）〔
中
国
語
文
献
〕、
耿
鉄
華
『
高
句
麗
瓦
当
』（
吉
林
大
学
出
版
社
、
二
〇

一
四
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
）
梅
原
末
治
編
『
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
』
第
四
巻
（
養
徳
杜
、
一
九
六
六
年
）
三

五
～
三
六
頁
。

　
　
　

林
至
徳
・
耿
鉄
華
「
集
安
出
土
的
高
句
麗
瓦
当
及
其
年
代
」（『
考
古
』
一
九

八
五
年
代
七
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
訳
文
は
緒
方
泉
訳
「
集
安
出
土
の
高
句
麗

瓦
当
と
そ
の
年
代
」（『
古
代
文
化
』
四
〇
―
三
、
一
九
八
八
年
）

　
　
　

こ
の
銘
文
は
原
報
告
で
は
「
十
谷
氏
造
」
と
読
ま
れ
て
い
た
が
林
・
耿
両
氏

の
報
告
に
よ
っ
て
「
氏
」
で
は
な
く
「
民
」
で
あ
る
と
訂
正
さ
れ
た
。
ま
た
、

李
殿
福
氏
も
同
様
の
釈
字
を
行
っ
て
い
る

　
　
　

李
殿
福
「
集
安
巻
雲
紋
銘
文
瓦
当
考
弁
」（『
社
会
科
学
戦
線
』
一
九
八
四
年

第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
後
に
同
氏
『
東
北
考
古
研
究
（
（
）』（
中
州
古
籍

出
版
社
、
一
九
九
四
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
所
収
。

（
（（
）
梅
原
末
治
編
『
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
』
第
四
巻
（
前
掲
注
（（
）
三
五
～
三
六
頁
。

（
（（
）
林
至
徳
・
耿
鉄
華
「
集
安
出
土
的
高
句
麗
瓦
当
及
其
年
代
」、
緒
方
泉
訳
「
集

安
出
土
の
高
句
麗
瓦
当
と
そ
の
年
代
」（
前
掲
注
（（
）



文
字
瓦
に
み
る
高
句
麗
王
陵
修
築
体
制
―
千
秋
塚
出
土
資
料
を
中
心
に
―
（
門
田
誠
一
）�

二
〇

（
（（
）
李
殿
福
「
集
安
巻
雲
紋
銘
文
瓦
当
考
弁
」（
前
掲
注
（（
）

（
（（
）
尹
国
有
・
耿
鉄
華
『
高
句
麗
瓦
当
研
究
』（
前
掲
注
（（
）
五
八
頁

（
（0
）
耿
鉄
華
『
高
句
麗
瓦
当
』（
前
掲
注
（（
）
二
四
～
三
二
頁

（
（（
）
武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

（
（（
）
武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
注
（0
）

（
（（
）
池
內
宏
・
梅
原
末
治
『
通
溝
』
下
（
日
満
文
化
協
会
、
一
九
四
〇
年
）

　
　
　

銘
文
の
未
釈
文
字
に
つ
い
て
は
下
記
論
考
で
諸
説
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

チ
ョ
ン
・
ホ
ソ
プ
「
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
銘
文
と
被
葬
者
に
関
す
る
諸
問
題
」

（『
高
句
麗
渤
海
研
究
』
三
六
、
二
〇
一
〇
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕、
趙
俊
杰

「
再
論
高
句
麗
〝
冉
牟
墓
〟
的
若
干
問
題
」（『
辺
疆
考
古
研
究
』
一
一
、
二

〇
一
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
）
林
至
徳
・
耿
鉄
華
「
集
安
出
土
的
高
句
麗
瓦
当
及
其
年
代
」、
緒
方
泉
訳
「
集

安
出
土
の
高
句
麗
瓦
当
と
そ
の
年
代
」（
前
掲
注
（（
）

（
（（
）
張
福
有
「
集
安
禹
山
三
三
一
九
号
墓
巻
雲
紋
瓦
当
銘
文
識
読
」（『
東
北
史
地
』

二
〇
〇
四
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕、
張
福
有
「
集
安
禹
山
三
三
一
九
号

墓
巻
雲
紋
瓦
当
銘
文
考
証
与
初
歩
研
究
」（『
社
会
科
学
戦
線
』
二
〇
〇
四
年

第
三
期
、
二
〇
〇
四
年
）〔
中
国
語
文
献
〕、
張
福
有
「
集
安
禹
山
三
三
一
九

号
墓
巻
雲
紋
瓦
当
銘
文
識
読
与
考
証
」（『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
五
年
第

三
期
、
二
〇
〇
五
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
図
（
の
（
、
（
の
出
典
は
上
記
の
張

福
有
論
文
で
あ
る
。

（
（（
）
耿
鉄
華
・
林
至
徳
「
集
安
高
句
麗
陶
器
的
初
歩
研
究
」（『
文
物
』
一
九
八
四

年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕、
耿
鉄
華
・
林
至
徳
著
：
緒
方
泉
訳
「
集
安
高

句
麗
土
器
の
基
礎
的
研
究
」（『
古
代
文
化
』
三
九
―
八
、
一
九
八
七
年
）

（
（（
）
林
至
徳
・
耿
鉄
華
「
集
安
出
土
的
高
句
麗
瓦
当
及
其
年
代
」（
前
掲
注
（（
）、

尹
国
有
・
耿
鉄
華
『
高
句
麗
瓦
当
研
究
』（
前
掲
注
（（
）
五
七
～
八
頁
、
姜
賢

淑
「
高
句
麗
古
墳
出
土
瓦
当
の
変
遷
研
究
」（『
韓
国
考
古
学
報
』
六
四
、
二

〇
〇
七
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
）
李
樹
林
「
吉
林
集
安
高
句
麗
三
三
一
九
墓
日
月
神
闕
考
釈
及
相
関
重
大
課
題

研
究
」（『
社
会
科
科
学
戦
線
』
二
〇
〇
二
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
）
張
福
有
「
集
安
禹
山
三
三
一
九
号
墓
巻
雲
紋
瓦
当
銘
文
考
証
与
初
歩
研
究
」

（
前
掲
注
（（
）、
張
福
有
「
集
安
禹
山
三
三
一
九
号
墓
巻
雲
紋
瓦
当
銘
文
識
読

与
考
証
」（
前
掲
注
（（
）

（
（0
）
傅
佳
欣
主
編
、
吉
林
省
文
物
考
古
研
究
所
・
集
安
市
博
物
館
編
『
集
安
高
句

麗
王
陵
』（
前
掲
注
（
）

（
（（
）
李
殿
福
「
集
安
高
句
麗
墓
研
究
」（『
考
古
学
報
』
一
九
八
〇
年
第
二
期
）〔
中

国
語
文
献
〕、
李
殿
福
「
集
安
巻
雲
紋
銘
文
瓦
当
考
弁
」（
前
掲
注
（（
）

（
（（
）
林
至
徳
・
耿
鉄
華
「
集
安
出
土
的
高
句
麗
瓦
当
及
其
年
代
」『
考
古
』（
一
九

八
五
年
第
七
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
訳
文
は
緒
方
泉
訳
「
集
安
出
土
の
高
句
麗

瓦
当
と
そ
の
年
代
」（『
古
代
文
化
』
四
〇
―
三
、
一
九
八
八
年
）
こ
れ
を
含

め
て
高
句
麗
瓦
当
に
関
す
る
紀
年
等
に
つ
い
て
は
尹
国
有
・
耿
鉄
華
『
高
句

麗
瓦
当
研
究
』（
前
掲
注
（（
）
を
参
照
し
た
。

（
（（
）
傅
佳
欣
主
編
、
吉
林
省
文
物
考
古
研
究
所
・
集
安
市
博
物
館
編
著
『
集
安
高

句
麗
王
陵
』（
前
掲
注
（
）

（
（（
）
最
近
の
姜
賢
淑
「
高
句
麗
古
墳
出
土
瓦
当
の
変
遷
研
究
」（
前
掲
注
（（
）
で
は
、

巻
雲
文
瓦
当
と
共
伴
す
る
千
秋
塚
の
蓮
蕾
文
瓦
当
に
つ
い
て
、
三
七
〇
年
頃

を
あ
ま
り
下
ら
な
い
時
期
と
み
て
い
る
。

（
（（
）
田
村
晃
一
「
高
句
麗
積
石
塚
の
構
造
と
分
類
に
つ
い
て
」（『
考
古
学
雑
誌
』

六
八
―
一
、
一
九
八
二
年
）

　
　
　

谷
豊
信
「
四
、
五
世
紀
の
高
句
麗
の
瓦
に
関
す
る
若
干
の
考
察
―
墳
墓
発
見

の
瓦
を
中
心
と
し
て
」（
前
掲
）

　
　
　

金
稀
燦
「
高
句
麗
蓮
蕾
文
瓦
当
の
型
式
と
変
遷
―
区
画
線
蓮
蕾
文
瓦
当
を
中

心
に
―
」（『
高
句
麗
研
究
』
二
二
、
二
〇
〇
六
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
）
桃
崎
祐
輔
「
高
句
麗
太
王
陵
出
土
瓦
・
馬
具
か
ら
み
た
好
太
王
陵
説
の
評
価
」

海
交
史
研
究
会
考
古
学
論
集
刊
行
会
編
『
海
と
考
古
学
』（
六
一
書
房
、
二
〇

〇
五
年
）

（
（（
）
岡
崎
敬
「
安
岳
三
号
墳
（
冬
寿
墓
）
の
研
究
―
そ
の
壁
画
と
墓
誌
銘
を
中
心

と
し
て
―
」（『
史
淵
』
九
三
、
一
九
六
四
年
）

（
（（
）
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
社
会
科
学
院
・
朝
鮮
画
報
社
編
『
徳
興
里
壁
画

古
墳
』
講
談
社
、
一
九
八
六
年

（
（（
）
武
田
幸
男
「
徳
興
里
壁
画
古
墳
被
葬
者
の
出
自
と
経
歴
」（『
朝
鮮
学
報
』
一



佛
教
大
学　

歴
史
学
部
論
集　

第
十
二
号
（
二
〇
二
二
年
三
月
）�

二
一

三
〇
、
一
九
八
九
年
）

（
（0
）
こ
の
よ
う
な
見
方
を
示
し
た
早
い
時
点
の
論
考
と
し
て
は
下
記
が
あ
げ
ら
れ

る
。

　
　
　

岡
崎
敬
「
安
岳
三
号
墳
（
冬
寿
墓
）
の
研
究
―
そ
の
壁
画
と
墓
誌
銘
を
中
心

と
し
て
―
」（
前
掲
注
（（
）、
金
元
龍
「
楽
浪
文
化
の
歴
史
的
位
置
」
井
上
秀

雄
監
修
・
鄭
早
苗
訳
『
韓
国
史
の
再
検
討
』（
学
生
社
、
一
九
七
四
年
）

（
（（
）
林
起
煥
「
四
世
紀
高
句
麗
の
楽
浪
・
帯
方
地
域
経
営
」（『
歴
史
学
報
』
一
四

七
、
一
九
九
五
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
）
余
昊
奎
「
四
世
紀
高
句
麗
の
楽
浪
・
帯
方
経
営
と
中
国
系�

亡
命
人
の
正
体
制

認
識
」（『
韓
国
古
代
史
研
究
』
五
三
、
二
〇
〇
九
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
）
ア
ン
・
チ
ョ
ン
ジ
ュ
ン
「
高
句
麗
の
楽
浪
・
帯
方
故
地
領
域
化
過
程
と
支
配

方
式
」（『
韓
国
古
代
史
研
究
』
六
九
、
二
〇
一
三
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
）
趙
俊
傑
「
楽
浪
、
帯
方
二
郡
覆
亡
前
後
当
地
漢
人
集
団
的
動
向
与
勢
力
発
展
」

（『
吉
林
大
学
社
会
科
学
学
報
』
五
二
―
一
、
二
〇
一
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
（（
）
金
元
龍
「
延
嘉
七
年
銘
金
銅
如
来
像
銘
文
」（『
考
古
美
術
』
五
―
九
、
一
九

六
四
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕、
尹
武
炳
「
延
嘉
七
年
銘
金
銅
如
来
像
の
銘
文

に
つ
い
て
」（『
考
古
美
術
』
五
―
一
〇
、
一
九
六
四
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕、

黄
寿
永
「
延
嘉
七
年
銘
金
銅
如
来
立
像
」（『
美
術
資
料
』
九
、
一
九
六
五
年
）

〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
）
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
一
（
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
一
五
年
）

（
（（
）
岡
崎
敬
「
安
岳
三
号
墳
（
冬
寿
墓
）
の
研
究
―
そ
の
壁
画
と
墓
誌
銘
を
中
心

と
し
て
―
」（
前
掲
注
（（
）

（
（（
）
鄭
仁
盛
「
帯
方
太
守
張
撫
夷
墓
再
検
討
」（『
韓
国
上
古
史
学
報
』
六
九
、
二

〇
一
〇
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
）
金
楽
起
「
高
句
麗
守
墓
人
の
区
分
と
立
役
方
式
―
広
開
土
王
陵
碑
守
墓
人
烟

戸
条
を
中
心
に
―
」（『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
一
、
二
〇
〇
六
年
）〔
ハ
ン
グ

ル
文
献
〕

（
（0
）
武
田
幸
男
「
広
開
土
王
碑
か
ら
み
た
高
句
麗
の
領
域
支
配
」『
高
句
麗
史
と
東

ア
ジ
ア
』（
前
掲
注
（（
）〕

（
（（
）
武
田
幸
男
「
広
開
土
王
碑
か
ら
み
た
高
句
麗
の
領
域
支
配
」『
高
句
麗
史
と
東

ア
ジ
ア
』（
前
掲
注
（（
）

（
（（
）
武
田
幸
男
「
広
開
土
王
碑
か
ら
み
た
高
句
麗
の
領
域
支
配
」『
高
句
麗
史
と
東

ア
ジ
ア
』（
前
掲
（（
）
な
お
、
そ
の
後
、
武
田
氏
の
見
解
を
参
照
し
た
研
究
の

な
か
で
、
広
開
土
王
碑
文
の
守
墓
役
が
広
開
土
王
陵
の
み
を
対
象
と
す
る
の

で
は
な
く
、
集
安
に
あ
る
王
陵
全
体
の
守
墓
役
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
内
容
と

す
る
早
い
時
期
の
論
考
に
は
下
記
が
あ
る
。
金
賢
淑
「
広
開
土
王
碑
を
通
じ

て
み
た
高
句
麗
守
墓
人
の
社
会
的
性
格
」（『
韓
国
史
研
究
』
六
五
、
一
九
八

九
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
（（
）
門
田
誠
一
「
瓦
か
ら
み
た
高
句
麗
の
守
墓
制
と
領
域
支
配
」『
東
ア
ジ
ア
古
代

東
ア
ジ
ア
地
域
相
の
考
古
学
的
研
究
』（
学
生
社
、
二
〇
〇
六
年
）〔
初
出
は

一
九
九
一
年
〕

（
（（
）
門
田
誠
一
「
瓦
か
ら
み
た
高
句
麗
の
守
墓
制
と
領
域
支
配
」『
東
ア
ジ
ア
古
代

東
ア
ジ
ア
地
域
相
の
考
古
学
的
研
究
』（
前
掲
注
（（
）

（
（（
）
千
秋
塚
の
被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
下
記
論
考
参
照
。

　
　
　

王
天
姿
・
王
俊
錚
「
本
世
纪
以
来
我
国
集
安
高
句
麗
王
城
、
王
陵
研
究
総
述
」

（『
哈
爾
濱
学
院
学
報
』
三
六
―
三
、
二
〇
一
五
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
門
田

誠
一
「
朝
鮮
三
国
時
代
の
「
王
陵
」
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
特
質
」『
高
句
麗
壁

画
古
墳
と
東
ア
ジ
ア
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）

図
出
典

　

�

図�

１
傅
佳
欣
主
編
、
吉
林
省
文
物
考
古
研
究
所
、
集
安
市
博
物
館
編
著
『
集
安
高

句
麗
王
陵
：
一
九
九
〇
－
二
〇
〇
三
年
集
安
高
句
麗
王
陵
調
査
報
告
』（
注
１
）

　

図
２
―
１
、
４
耿
鉄
華
『
高
句
麗
瓦
当
』（
注
（（
）

　
�

図�

２
―
２
、
３
張
福
有
「
集
安
禹
山
三
三
一
九
号
墓
巻
雲
紋
瓦
当
銘
文
考
証
与
初

歩
研
究
」（
注
（（
）

�

（
も
ん
た　

せ
い
い
ち　

歴
史
文
化
学
科
）

二
〇
二
一
年
十
一
月
十
一
日
受
理




