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一 〇 九 八 七 六 五 四 三 二

用
語
に
関
す
る
線
備
的
考
察

文

献

史

料

｢郵
｣

と

は

郵

の
基

幹

構

造

部

の

機

能

文

書

資

料

考

古

学

的
背

景

公
的
文
書
停
達
に
関
す
る
規
則

郵
書
停
達
施
設
に
関
す
る
規
定

郵

人

結

語

と

展

望
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一

用
語
に
関
す
る
線
債
的
考
察

理
論
的
に
言
え
ば
､
第
三
者
に
よ
っ
て
停
え
ら
れ
る
通
信
は
､
次
の
三
種
に
系
統
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

■■

一
人
の
配
達
者
に
よ
る
馨
信
者
か
ら
受
信
者

へ
の
直
送
｡
こ
の
場
合
は
､
配
達
者
は
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
､
単

一
の
停
達
手
段
し

か
使
わ
な
い
｡
狭
義
の
意
味
で
の
､
使
者
に
よ
る
送
達
と
稀
し
た
い
｡
か
か
る
使
者
は
､
そ
の
業
務
を
遂
行
す
る
上
で
､
公
的
な
施

設
は
必
要
と
は
し
な
い
｡

今
ひ
と
つ
の
､
廉
い
意
味
で
の
使
者
に
よ
る
配
達
で
､
配
達
者
は
､
馨
信
者
か
ら
受
信
者
に
い
た
る
行
程
を

l
人
で
捨
首
す
る
が
､

速
配
の
た
め
に
途
中
で
停
達
に
要
す
る
手
段
を
取
-
換
え
る
｡
か
か
る
配
達
の
種
類
を

｢騨
俸
｣
と

一
癒
､
私
は
呼
ん
で
お
-
こ
と

に
す
る
｡
騨
博
は
､

一
定
の
距
離
に
置
か
れ
た
遮
停
施
設
に
依
り
､
元
気
な
馬
や
馬
車
の
よ
う
な
も
の
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
る
｡

複
数
の
人
間
が
､
交
替
で
引
き
継
ぐ
配
達
で
あ
る
｡
馨
信
者
か
ら
次
の
中
継
地
鮎
に

一
人
が
通
信
を
届
け
て
繋
い
で
い
き
､
次
に
控

え
る
配
達
者
は
､
さ
ら
に
次
の
配
達
者
に
手
渡
し
､
引
き
継
い
で
い
-
｡
最
後
の
配
達
者
だ
け
が
､
最
終
的
に
､
受
信
者
に
通
信
を

手
渡
す
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
種
を
､
否
､
こ
の
種
の
も
の
に
限

っ
て
､
｢郵
｣
と
稀
し
て
お
き
た
い
｡
い
う
ま
で
も
な
-
､
郭
の
制

度
も
ま
た
､
輝
の
そ
れ
の
よ
う
に
遮
博
施
設
を
基
盤
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

- 2-

■■

理
想
的
に
は
､
中
継
地
鮎
で
郵
書
を
受
理
し
､
整
理
し
て
､
さ
ら
に
停
達
す
る
の
に
は
､
あ
る
程
度
､

一
定
の
間
隔
を
も

っ
て
設
置
さ
れ
た

郵
書
関
連
施
設
-

少
な
-
と
も
通
信
が
お
こ
な
わ
れ
る
幹
線
道
路
に
沿

っ
た
も
の

の
で
あ
る
｡

が
虞
範
な
通
信
網
と
な

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
れ
ら
の
施
設
に
常
駐
す
る
郵
書
博
達
者
は
､

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
組
織
化
さ
れ
､
そ
の
中
で
の
職
務
の
執
行
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
｡
も
と

よ
-
個
人
の
レ
ベ
ル
と
し
て
は
､
か
れ
ら
は
職
務
上
文
字
が
讃
め
て
し
か
る
べ
き
で
､
ま
た
徒
歩
も
し
-
は
何
ら
か
の
運
送
用
動
物
や
乗
-
物

を
利
用
し
て
､
次
の
官
署
､
そ
し
て
最
終
的
に
は
受
信
者
の
も
と
に
､
到
達
で
き
る
の
で
あ
る
｡
陸
路
の
配
達
に
つ
い
て
言
え
ば
､
道
路
の
建

｣

｢
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設
と
改
善
維
持
を
普
然
必
要
と
す
る
｡
道
路
が
よ
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
短
い
時
間
に
､
か
つ
簡
便
に
停
迭
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
遮

博
手
段
を
も
ふ
-
め
て
､
す
べ
て
の
設
備
は
､
き
ち
ん
と
維
持
､
管
理
さ
れ
､
ま
た
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
重
要
な
こ
と
を
言
い
残
し
て

い
た
が
､
全
腰
の
運
営
に
は
資
金
が
つ
ぎ
込
ま
れ
､
し
か
る
べ
き
報
告
が
課
せ
ら
れ
､
そ
し
て
信
書
の
機
密
は
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
｡右

に
述
べ
た
大
方
は
､
郵
書
停
達
官
署
と
は
違

っ
た
､
た
と
え
ば
､
新
し
い
馬
を
配
達
者
に
提
供
す
る
中
継
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
-
騨
侍

の
場
合
に
も
､
あ
て
は
ま
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

前
近
代
の
時
代
と
融
合
に
あ

っ
て
は
､
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
通
信
設
備
を
設
置
し
運
営
し
､
さ
ら
に
は
維
持
す
る
こ
と
は
､
国
家
も
し
-
は

軍
隊
を
措

い
て
他
に
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
と
同
時
に
こ
の
よ
う
な
構
造
基
盤
の
存
在
と
様
態
の
如
何
は
､
そ
の
主
腰

(
つ
ま
-
国
家
)

が
ど
れ
だ
け
馨
展
し
て
お
り
強
大
で
あ
る
か
の
標
識
と
な
ろ
う
｡
古
代
と
現
代
の
大
き
な
違
い
は
､
古
代
の
郵
書
博
達
制
度
が
､
民
衆
す
べ
て

の
た
め
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
で
は
必
ず
し
も
無
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
｡

- 3-

■■

二

文

献

史

料

205

中
園
は
少
な
-
と
も
帝
囲
以
前
か
ら
通
信
シ
ス
テ
ム
と
し
て
郵
と
と
も
に
騨
停
を
も
知

っ
て
い
た
｡
通
信
に
関
し
て
の
こ
と
は

｢郵
｣
と
呼

ば
れ
て
き
た
の
だ
が
､
最
も
有
名
な
の
は
､
孔
子
が
下
し
た
と
さ
れ
る
裁
断
､
｢徳
の
流
行
は
､
郵
を
置
い
て
､
命
を
侍
え
る
よ
-
速
い
｣
と

い
う
も
の
で
あ
り
､
こ
れ
は

『孟
子
』
公
孫
丑
上
に
見
ら
れ
る
｡

束
周
の
主
要
な
諸
侯
園
は
､
支
配
者
の
軍
事
と
俺
達
手
段
を
よ
り

一
層
致
呆
的
な
も
の
に
す
る
の
に
､
多
-
の
力
を
注
い
で
い
た
に
相
違
な

い
こ
と
､
い
-
つ
か
の
同
時
代
の
資
料
の
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
｡
封
立
抗
争
す
る
諸
侯
囲
問
が
条
枯
盛
衰
を
繰
-
返
す
長
い
期
間
に
､

諸
侯
園
が
こ
れ
を
採
用
す
る
か
し
な
い
か
は
､
死
活
問
題
だ

っ
た
｡
道
路
建
設
と
遮
侍
に
供
す
る
車
馬
を
完
備
し
た
遮
迭
施
設

(遮
､
博
､
斬
､

(
-
)

障
､
郭
､
置
な
ど
と
稀
さ
れ
る
)､
そ
れ
ら
は
東
周
末
に
は
､
こ
の
目
的
の
た
め
の

一
般
的
な
手
段
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

｣

｢
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し
か
し
､
古
代
郵
書
停
達
制
度
に
関
す
る
詳
し
い
イ
メ
ー
ジ
は
､
秦
帝
囲
､
そ
し
て
と
-
わ
け
漠
帝
囲
成
立
と
馨
展
の
時
期
に
な
っ
て
､
は

(
2
)

っ
き
-
し
て
き
た
の
で
あ
る

｡

と
い
う
の
は
､
こ
の
段
階
で
現
存
す
る
古
典
文
献
の
量
が
か
な
-
増
加
し
､
そ
れ
に
伴

っ
て
郵
書
制
度
に
つ
い

て
の
知
見
も
多
-
な
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
臨
存
の
最
も
重
要
な
文
献
史
料
の
い
-
つ
か
は
､
以
下
に
簡
単
に
引
用
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

さ
ら
に
､
文
字
資
料
-

特
に
法
制
文
書
-

が
近
年
馨
掘
さ
れ
､
そ
れ
ら
は
古
代
の
郵
書
停
達
制
度
が
ど
の
様
な
規
定
に
従

っ
て
､
ど
の
様

に
運
用
さ
れ
た
の
か
に
関
し
て
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
｡
新
出
の
資
料
を
紹
介
し
分
析
す
る
こ
と
､
こ
れ
が
本
稿
の
主
た
る
目
的

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡

三

｢郵
｣

と

は

郭
と
は
正
し
-
は
何
で
あ

っ
た
の
か
｡
『説
文
解
字
』
は
､
次
の
様
な
字
解
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

■■

郭
,
売
上
行
書
合
,
従
邑
,
垂
o
垂
,
達
也
｡

(
『説
文
解
字
』
六
編
下
)

ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
､
後
の
唐
代
の
注
樺
家
顔
師
古
に
よ
-
､

郭
,
行
書
合
,
謂
博
迭
文
書
所
止
庭
,
亦
如
今
之
騨

館
舎
夫
｡

(
『漢
書
』
巻
八
九
､

(
3
)

中
華
書
局
標
鮎
本
三
六
三
〇
頁
注

(以
下
同
じ

)
)

郭
と
は
､
文
書
停
達
の
た
め
に
境
界
に
お
か
れ
た
宿
泊
所
で
あ
る
｡
邑

(ム

ラ
)
と
垂
に
従
い
､
垂
と
は
､
達
の
こ
と
｡

や
や
詳
し
-
説
明
さ
れ
て
い
る
｡

郭
と
は
､
文
書
停
達
の
た
め
の
宿
泊
所
｡
文
書
を
遮
博
す
る
時
､
立
ち
止
ま

る
所
を
意
味
し
､
ま
た
､
今
日
の
騨

(騎
乗
配
達
者
)
の
た
め
の
宿
舎
の
よ

う
な
も
の
｡

- 4-

■■

か
-
､
今
日
の
郵
便
局
と
は
異
な
-
､
郭
で
は
､
ま
た

一
夜
の
宿
を
も
提
供
す
る
｡
そ
れ
故
､
私
は
そ
れ
を

｢郵
書
停
達
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
｣

と
詳
す
こ
と
に
し
た
い
｡

『説
文
解
字
』
が
何
故
に
､
郵
書
博
達
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
境
界
に
限
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
あ
き
ら
か
に
､
郭
の
字
形
の
構
成
要
素
を
､

そ
こ
か
ら
説
明
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
､
か
か
る
語
源
学
的
解
説
の
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
は
､
東
周
時
代
よ
り
も
ず

っ
と
以
前
に
さ
か
の

｣

｢
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ぼ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
-
､
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
今
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
安
富
性
が
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､

(
4
)

｢境
界
｣
を
囲
境
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
の
で
は
な
-
､
願
と
い
っ
た
よ
-
小
さ
な
単
位
の
所
轄
値
域
の
境
と
見
な
す
な
ら
ば
､
そ
の
解
稗

は
古
代
帝
園
に
と
っ
て
､
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
な
-
は
な
い
｡
か
か
る
議
論
が
基
づ
-
と
こ
ろ
は
､
以
下
に
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
｡

(ママ)

(マ
マ
)

同
時
に
､
ユ
ウ
y
6
u
(中
古
音
w
uu
)
と
い
う
音
は
､
尤

y
6
u
(中
古
音
w
uw
)
に
通
じ
､
さ
ら
に
は
､
過

g
u
b
(中
古
音
kw
ah)
｢あ
や
ま

(
5
)

ち
｣
､
｢非
難
｣
と
し
て

､

次
に
注
程
が
つ
け
ら
れ
る
｡
意
味
の
上
か
ら
言
え
ば
､
我
々
の
目
的
と
す
る
こ
と
と
は
､
か
け
離
れ
て
い
る
の
だ
が
､

(
6
)

｢過
｣
を

一
般
的
な
意
味
で
あ
る

｢通
過
す
る
｣
と
理
解
す
る
な
ら
ば

､

そ
こ
か
ら
､
郭
は

｢通
過
す
る
郵
書
停
達
所
｣
と
解
揮
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
｡

さ
ら
に
別
の
注
稗
と
し
て
､
字
音
と
字
形
､
そ
の
ど
ち
ら
に
も
明
確
な
関
係
を
有
し
な
い
､
純
粋
に
意
味
の
上
だ
け
か
ら
､
｢郭
は
､
輝
で

(
7
)

あ
る
｣

と
の
解
説
が
あ
る
が
､
｢郵
｣
と

｢騨
｣
は
､
辛
苦
上
は
互
い
に
異
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
､
劉
昭
が
明
言
し
て
い
る
｡

■■

東
晋
猶
有
郵
騨
共
置
,
承
受
傍
郡
願
文
書
｡
有
郵
有

輝
,
行
博
以
相
付
｡

(
『積
漢
書
』
志
第
二
九
､
三
六
五
二
頁
注
)

東
晋
で
は
ま
た
､
郭
と
輝
が

(同
じ
場
所
に
)
共
に
設
置
さ
れ
た
場
合
が
あ

り
､
隣
接
の
郡
や
願
か
ら
文
書
を
受
け
取

っ
て
い
た
｡
(か
-
し
て
)
郭
と

(
8
)

輝
が
あ
り
､
文
書
を
遮
迭

･
韓
注
し
､
相
互
に
業
務
を
遂
行
し
て
い
た
｡

- 5-

■■
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(
9
)

輝
は
騨
馬
を
供
給
す
る
施
設
で
あ
-
､

そ
れ
に
封
し
て
郵
は
圭
に
は
郵
書
侍
達
者
の
基
地
の
役
割
を
拾

っ
て
い
た
､
こ
こ
に
両
者
の
違
い
が

あ
っ
た
｡
か
か
る
特
徴
は
､
二
つ
の
施
設
が
そ
れ
ぞ
れ
､
ど
れ
-
ら
い
離
れ
て
置
か
れ
て
い
た
の
か
､
そ
の
違
い
に
よ
っ
て
も
確
定
す
る
こ
と

(
10)

が
で
き
よ
う

(以
下
に
詳
述
)｡

し
か
し
な
が
ら
､
郵
輝
､
郵
亭
と
い
っ
た
よ
う
に
､
本
来
は
異
な
っ
て
い
た
は
ず
の
様
々
な
設
備
を
複
合
さ
せ
た
用
語
に
､
史
料
の
う
え
で

遭
遇
す
る
こ
と
が
少
な
-
な
い
｡
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
､
理
由
の
ひ
と
つ
は
､
劉
昭
が
言
う
よ
う
に
複
数
の
機
能
を
有
し
た

一
種

の
施
設

･
基
地
が
薯
際
に
存
在
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
｡
な
ら
ば
､
上
記
の
二
つ
の
用
語
は
､
｢郵
騨

(郭
と
騨
)｣

｢郵
亭

(部
と
亭
)｣
と
正
確
に
は
と
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
か
か
る
複
合
語
が
何
虞
に
で
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
暫
し

｣

｢
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(
;
)

て
は
､
別
の
説
明
も
あ
-
､
そ
こ
か
ら
､
違

っ
た
解
樺
が
導
き
出
さ
れ
て
こ
よ
う
｡

こ
れ
は
､
多
-
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
そ
れ
自
腰
､
潜
在
的
に
い
-
つ
か
の
異
な

っ
た
意
味
を
持

っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
問
題
に
関
わ

る
｡
つ
ま
-
､
輝
は

｢騨

(ス
テ
ー
シ
ョ
ン
)｣
｢騨
停
｣
さ
ら
に
は
､
｢騨
馬
｣
の
意
味
と
も
な
る
｡
い
ま
ひ
と

つ
の
極
端
な
例
と
し
て
は
､

｢遮
博
の
車
｣
(普
通
は
手
紙
で
は
な
-
人
を
運
ぶ
た
め
の
)
｢遮
停
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
｣
さ
ら
に
は

｢
パ
ス
ポ
ー
ト
｣
も
し
-
は
､
停
達
者
が
中
継

鮎
の
諸
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
特
別
な

｢遮
侍
の
た
め
の
許
可
澄
｣
を
も
意
味
す
る
侍
が
あ
る
｡
ま
た
文
脈
に
従
え
ば
､
ど
の
意
味

に
な
る
の
か
が
判
断
で
き
る
か
と
言
え
ば
､
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
｡
古
代
の
人
た
ち
で
も
同
じ
よ
う
な
問
題
を
か
か
え
て
い
た
は
ず
で
､

そ
れ
故
､
こ
の
よ
う
な
複
合
語
が
存
在
す
る
そ
の
理
由
は
､
暖
昧
で
は
な
い
第
二
の
文
字
を
そ
こ
に
附
加
す
る
こ
と
で
､
多
様
性
を
帯
び
た
意

味
に
限
定
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
因
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
か
-
し
て
､
博
と
は
､
上
述
の
よ
う
に
､
少
な
-
と
も
三
種
類
の
異
な
っ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

た
封
象
を
指
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
､
｢停
舎
｣
と
な
れ
ば
､
唯

一

｢遮
停
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
｣
も
し
-
は
､
こ
の
よ
う
な
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
騨

(12
)

合
と
限
定
で
き
る
の
で
あ
る
｡

か
か
る
説
明
は
､
そ
の
他
の
わ
か
-
に
-
い
表
現
に
つ
い
て
も
有
数
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
結
局
､
古
代
中
国
に
お
け
る
郭
と

輝
の
施
設
を
め
ぐ

っ
て
使
わ
れ
る
多
-
の
用
語
を
､
何
に
よ
っ
て
正
確
に
直
別
し
た
の
か
と
い
う
､
こ
の
や
っ
か
い
な
問
題
は
､
十
分
に
は
解

決
さ
れ
た
と
は
､
い
え
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
以
上
に
究
明
を
行
な
う
こ
と
を
や
め
､
賓
際
に
は
す
べ
て
の
用
語
は
置
き
換
え
可
能
だ
と
結
論

(
13)

づ
け
て
い
る
研
究
者
も
少
な
-
な
い

｡

も
と
よ
-
こ
の
こ
と
が
常
に
あ
て
は
ま
る
と
は
､
私
は
思

っ
て
は
お
ら
ず
､
む
し
ろ
､
時
と
と
も
に
､
あ
る
い
は
地
域
と
環
境
に
癒
じ
て
意

味
が
奨
化
し
て
い
-
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
う
る
十
分
な
知
識
が
不
足
し
て
い
る
の
だ
と
は
思
う
の
だ
が
､
意
味
を
確
定
す
る
と
い
っ
た

も
ど
か
し
-
て
厄
介
な
作
業
を
､
私
自
身
も
は
や
こ
れ
以
上
績
け
る
つ
も
り
は
な
い
｡
と
も
あ
れ
､
以
下
に
分
析
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
秦
漠
時

代
の
文
書
は
､
｢郵
｣
と
い
う
語
に
､
と
-
に
走
者
に
よ
る
文
書
配
達
に
､
焦
鮎
を
あ
て
た
も
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

た
だ
､
｢置
｣
と
い
う
語
に
つ
き
附
加
的
説
明
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
後
漠
の
史
料
に
は
郭
に
代
わ
る
も
の
と
し
て

- 6-
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紹
介
さ
れ
､
ま
た
､
最
近
の
考
古
的
尊
兄
に
よ
っ
て
､
か
か
る
施
設
の
か
な
-
具
腰
的
な
様
子
を
窺
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い

｡
漠
代
を
通
し
て

｢置
｣
は
最
も
普
通
に
は
､
｢設
立
す
る
｣
｢配
置
す
る
｣
｢設
置
す
る
｣
と
い
う
意
味
の
動
詞
で
使
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
行

為
の
目
的
語
は
､
何
ら
か
の
施
設
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
｢置
｣
は
名
詞
と
し
て
で
て
-
る
場
合
に
は
､
あ
る
も
の
の
絶
稀
と
い
う
よ
り

も
､
郭
､
障
､
も
し
-
は
亭
の
施
設
と
し
て
分
類
さ
れ
る
個
別
の
一
単
位
と
み
な
さ
れ
る
の
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
｡
か
か
る
場
合
に
お
い
て
で

も
､
や
は
-
動
詞
に
課
す
方
が
わ
か
-
や
す
い
｡

-
,
騨
馬
三
十
里

一
置
,
-

(14
)

(
『績
漢
書
』
志
第
二
九
､
三
六
五

一
頁
)

騨
馬
は
三
十
里
毎
に
設
置
さ
れ
た
｡

■■

置
は
何
ら
か
の
種
類
の
遮
停
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
意
味
す
る
､
も
し
-
は
と
り
わ
け
新
し
い
馬
を
供
給
す
る
遮
停
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
意
味
す
る

一

般
用
語
へ
と
展
開
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
す
る
に
難
-
は
な
い
｡
少
な
-
と
も
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
､
後
漠
の
あ
る
時
期
に
､

異
園
の
珍
し
い
果
物
を
宮
廷
の
た
め
に
手
に
入
れ
た
と
い
っ
た
有
名
な
状
況
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
も
説
明
が
つ
こ
う
｡

- 7-

■■

香
南
海
獣
龍
眼
､
嘉
支
,
十
里

一
置
,
五
里

一
候
,

奔
騰
阻
険
ー
死
者
継
路
｡(

『後
漢
書
』
巻
四
､

一
九
四
頁
)

か
つ
て
､
南
海
郡
は
龍
眼
と
嘉
支
を
献
上
し
た
が
､
十
里
ご
と
に
博
達
基
地
､

五
里
毎
に
監
視
所
が
お
か
れ
､
険
阻
な
と
こ
ろ
も
ひ
た
走
-
送
達
し
た
の
で
､

死
者
が
延
々
道
に
繋
が
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
､
次
に
あ
げ
る

｢置
｣
は
､
こ
れ
と
は
別
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

漠
改
郵
為
置
｡
置
者
,
度
其
遠
近
之
聞
置
之
也
｡

(｢風
俗
通
義
｣
『後
漢
書
』
列
停
五
八
李
賢
注
､

漠
は
､
郭
を
改
め
て
置
と
し
た
｡
｢置
｣
と
は
等
間
隔
に
分
け
て
設
置
す
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

209

二
二
三

一
頁
注
所
引
)

漠
代
に
起
こ
っ
た
と
停
え
ら
れ
て
い
る
郵
か
ら
置

へ
の
奨
化
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
規
模
の
愛
化
で
あ
る
と
と
も
に
､
お
そ
ら
-
は
停
遵

｣

｢
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手
段
の
奨
化
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
置
が
侍
達
の
た
め
の
馬
を
供
給
す
る
施
設
と
し
ば
し
ば
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
｡
同
じ
こ
と
は
､
｢懸
泉
置
｣
と
し
て
同
定
し
て
間
違
い
の
な
い
敦
燈
附
近
の
考
古
遺
跡
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
概
し
て

少
な
-
と
も
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
構
内
に
宿
舎
､
厩
舎
､
二

･
三
の
見
張
-
毒
が
そ
な
わ

っ
て
い
て
､
あ
き
ら
か
に
単
な
る

｢郵
亭
｣

(15
)

も
し
-
は
､
｢郵
｣
よ
-
も
規
模
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
規
模
の
大
き
い
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
想
起
さ
せ
る

〟博
達
基

地
″

と
い
う
詳
語
を
､
あ
て
て
お
き
た
い
｡

侍
達
基
地
､
つ
ま
-

｢置
｣
は
､
以
下
に
検
討
さ
れ
る
時
代
の
古
い
資
料
の
中
に
は
出
て
こ
な
い
が
､
郵
も
し
-
は
郵
書
俸
達
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
シ
ス
テ
ム
が
時
代
を
-
だ

っ
て
規
模
が
接
大
し
た
も
の
と
､
こ
こ
で
は
､
言

っ
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
｡

四

郭

の
基
幹

構

造

■■

文
献
史
料
で
は
､
場
合
に
よ
っ
て
は

｢郵
衆
｣
と
も
稀
し
て
､
三
つ
の
主
た
る
郵
書
停
達
セ
ン
タ
ー
に
言
及
し
て
い
る
｡
そ
の
う
ち
の
二
つ

は
､
｢曲
｣
｢杜
｣
と
名
付
け
ら
れ
た
､
現
在
の
西
安
近
郊
､
秦
漠
の
都
の
東
西
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
黄
郵
衆
と
呼
ば
れ
た
同
じ
よ
う
な

(
16)

セ
ン
タ
ー
が
南
陽

(現
在
の
河
南
省
)
の
南
に
前
漠
時
代
か
ら
あ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

概
し
て
､
郭
は

一
定
の
間
隔
を
お
い
て
幹
線
道
路
沿
い
に
設
置
さ
れ
た
､
警
察
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
亭
が
､
宿
泊
施
設
も
備
え
て
､
十
里

(
17)

(約
四
･二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
毎
に
置
か
れ
る
も
の
だ

っ
た
の
と
同
じ
い

｡

史
料
の
中
に
は
､
郭
は
も

っ
と
短
い
間
隔
で
置
か
れ
て
い
た
と
述
べ

- 8-

■■

て
い
る
も
の
が
､
少
な
-
と
も

一
つ
あ
る
｡

五
里

一
郭
,
郵
人
居
間
,
相
去
二
里
牛
｡

(18
)

(
『史
記
』
巻
五
五
､
二
〇
四
六
頁
注
)

(
19
)

五
里
ご
と
に

一
郭
､
郵
人
､
そ
の
間
に
駐
在
し
､
(郵
と
駐
在
所
は
)

互
い

に
二
里
牛
の
距
離
が
あ
る
｡

見
て
き
た
よ
う
に
､
後
漠
の
輝
は
三
十
里
間
隔

(約
十
二
･五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
輝
を
利
用

し
て
い
た
使
者
と
は
異
な
り
､
単
な
る
郵
人
は
お
そ
ら
-
馬
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
｡

｣

｢
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郵

の

機

能

■■

文
献
史
料
が
示
す
郵
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
直
接
的
記
述
は
以
上
で
あ
る
が
､
圭
に
列
侍
に
み
ら
れ
る
間
接
的
な
史
料
が
若
干
の
情
報
を
補

足
し
て
-
れ
る
｡

第

一
に
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
､
遮
侍

の
施
設
と
い
う
も
の
は
､
普
通
､
速
-
離
れ
た
地
域
を
結
び

つ
け
､
か
つ
管
理
す
る
手
段
と
考
え
ら

れ
て
い
た
｡
か
-
し
て
､
そ
れ
ら
の
設
置
は
､
中
国

の
支
配
が
西
方
､
西
北
方
に
延
び
て
行
-
に
従

っ
て
､
特
に
重
要
と
な
-
､
｢郵
お
よ
び

(
20)

(21
)

亭
｣
は

｢繕
治
-

維
持
管
理

｣

せ
ね
ば
な
ら
な
ら
ず
､
ま
た

｢郵
置
｣
は

｢要
害
の
路
に
そ

っ
て
並

べ
ら
れ
た
｣
の
で
あ
る
｡
桂
陽
の
太
守

が
隠
遁
を
穿
ち
､
二
百
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
に
お
よ
ぶ
南
方
の
山
々
を
貫

い
て
､
道
を
建
設
し
､
沿
道
に

｢亭
侍
を

つ
ら
ね
､
郵
輝
を
置

(
22)

い
た

｣

と
さ
れ
る
記
事
は
､
剖
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
ら
の
俺
達
網
が
現
賓

の
手
段
の
み
な
ら
ず
､
お
そ
ら
-
は
権
力
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
､

つ
ま
-
漠
王
朝
と
関
係
を
持
ち
､
そ
の
傘

下
に
入
る
こ
と
を
拒
否
し
た
地
方

の
反
逆
者

の
標
的
と
な

っ
た
も
の
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
賓
言
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
か
か
る
輩

(
23)

が

｢郵
亭
を
焼
-
｣

と
い
う
行
動
に
で
る
こ
と
で
､
支
配
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
と
い
う
記
述
が
多
-
見
ら
れ
る
こ
と
で
も

っ
て
､
そ
の
謹
左

と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

(24)
(25
)

第

二
と
し
て
は
､
そ

し
て
よ
-
重
要
な
こ
と
と
し
て
､
郵
は
上
奏

､
封
事
-

つ
ま
-
皇

帝

の
様

々
な
側
近
た
ち

の
検
閲
を
経

な
い

直
奏

-

を
停
達
す
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
､
は

っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

加
之
､
郵
書
停
達
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
も

っ
ぱ
ら
官
吏

の
た
め
の
も
の
だ

っ
た
ら
し
-
､
私
的
な
手
紙
は
正
規
で
は
な
い
特
別
な
機
合
を
ま

っ

て
は
じ
め
て
配
達
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
功
菅

の
衷
安
が
､
従
事
に
願
令
宛

の
手
紙
を
届
け
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
時
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
こ

れ
を
語
る
｡
憤
然
と
し
て
彼
は
か
-
癒
え
て
い
う
｡

- 9-
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公
事
自
有
郵
騨
,
私
講
則
非
功
曹
所
持
｡

(
『後
漢
書
』
列
侍
三
五
､

一
五

一
七
頁
)

公
事
の
た
め
に
も
と
も
と
郵
輝
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
-
､
私
的
な
申
し

立
て
に
関
し
て
は
功
菅
の
預
か
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
｡

(
26)

な
お
､
郡
太
守
は

｢郵
亭
や
郷
官
に
も
れ
な
-
薙
豚
を
飼
育
さ
せ
､
そ
れ
を
鯨
寡

･
貧
窮
者
に
恵
興
し
た

｣

と
い
う
記
事
が

一
つ
み
え
る
が
､

む
し
ろ
､
事
柄
が
強
調
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
自
腰
､
逆
に
､
そ
の
こ
と
が
普
通
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

六

文

書

資

料

■■

上
記
の
状
況
は
､
こ
こ
二

･
三
十
年
間
の
あ
い
だ
に
陸
積
と
し
て
出
来
し
た
文
書
の
尊
兄
に
よ
っ
て

一
層
詳
細
に
解
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
｡
そ
の
最
た
る
者
は
､
文
書
停
達
に
関
す
る
律
-

行
書
律
-

が
二
箇
所
か
ら
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡

一
つ
は
､
戦
国
時
代
晩
期

か
ら
統

一
秦
の
前
期
に
あ
た
る
湖
北
省
雲
夢
願
睦
虎
地
出
土
の
､
今
ひ
と
つ
､
湖
北
省
江
陵
張
家
山
か
ら
見
つ
か
っ
た
､
漠
時
代
初
期
の
い
ず

(
27)

れ
か
の
二
年
の
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
軍
費
的
な
資
料
で
は
あ
る
が
､
江
蘇
省
連
雲
港
市
ヂ
麿
か
ら
出
土
し
た
前
漠
時
代
後
期
の
行
政
統
計
簿
の
中
に
､
ま
た
西
垂
の
居

延

･
敦
燈
の
達
境
施
設
か
ら
見

つ
か
っ
た
種
種
の
行
政
文
書
､
そ
れ
ら
は
前
漠
後
期
か
ら
後
漠
の
は
じ
め
の
も
の
だ
が
､
そ
れ
ら
の
中
に
確
認

(
28)

さ
れ
る
｡
ご
-
最
近
に
は
､
秦
代
の
郡
か
ら
出
さ
れ
た
行
政
文
書
が
湖
南
省
龍
山
願
里
耶
で
尊
兄
さ
れ
た
｡

こ
れ
ら
の
う
ち
､
特
に
重
要
な
も

の
に
つ
い
て
は
後
に
取
-
上
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

- 10-

■■

七

考

古

学

的
背

景

目
下
知
ら
れ
て
い
る
古
代
中
団
の
郵
書
俺
達
に
関
す
る
最
も
古
い
法
律
規
定
は
､
秦
律
の
二
つ
の
短
い
抜
粋
で
あ
る
｡
出
土
し
､
整
理
し
た

後
に

｢秦
律
十
八
種
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
簡
億
の
な
か
で
､
こ
の
二
候
は

｢行
書
｣
に
関
す
る
法
規
走
に
屠
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
注
記
さ
れ
て
お
-
､
行
書
律
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

｣

｢
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文
書
停
達
に
関
す
る
漠
律
を
ふ
-
む
張
家
山
の
抄
録
は
､
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡
竹
筒
の
長
大
な
巻
子
､
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
綴
じ
ら
れ

て

｢
二
年
律
令
｣
も
し
-
は

｢律
令
二
十
八

(九
-
)
種 蒜
｣ ＼＼-/

と
の
原
題
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
新
た
に
見

つ
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

■■

213

(30
)

後
者
の
表
題
が
示
す
よ
う
に
､
巻
は
二
十
人
種

(乃
至
は
二
十
九
)
の
抜
粋
か
ら
な
り
､
そ
の
大
部
分
は
律
､
少
な
-
と
も

一
種
は
令
で
あ

る
｡
｢文
書
博
達
に
関
す
る
律

(行
書
律
)｣
と
い
っ
た
個
別
の
律
名
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
添
附
さ
れ
た

一
本
の
標
題
筒
に
し
か
表
記

さ
れ
て
は
い
な
い
｡
綴
じ
紐
は
切
れ
て
し
ま
い
､
し
か
も
冊
書
で
あ

っ
た
多
-
の
筒
の
位
置
が
移
動
し
て
し
ま

っ
て
お
-
､
研
究
者
に
と

っ
て

は
､
ど
の
標
題
筒
が
ど
の
グ
ル
ー
プ
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
を
決
め
る
た
め
に
筒
を
整
理
す
る
こ
と
が
､
先
ず
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い

問
題
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

『張
家
山
漠
墓
竹
筒

〔
二
四
七
鋸
墓
〕』
の
最
後
の
頁
に
は
二
年
律
令
と
､
他
の
文
書
が
出
土
し
た
状
況
を
措
い
た
示
意
園
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
｡
各
筒
に
は
そ
れ
ぞ
れ
番
境
が
附
さ
れ
て
識
別
さ
れ
て
お
-
､
馨
掘
さ
れ
た
時
そ
れ
ぞ
れ
の
筒
が
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
の
か
を
き
ち
ん
と

復
元
で
き
る
ば
か
-
で
な
-
､
そ
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
崩
れ
る
前
に
巻
物
の
な
か
で
ど
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
推
定
で
き
る
わ
け

(
31)

で
あ
る

(捕
国
参
照
)｡

個
別
の
律
の
復
元
さ
れ
た
順
序
を
も

っ
て
､
示
意
園
を
注
意
深
-
検
討
し
て
み
る
と
､
大
半
の
筒
の
位
置
が
移
動
し
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
は
あ
る
も
の
の
､
ど
の
方
向
に
移
動
し
た
の
か
､
少
な
-
と
も
相
野
的
位
置
-

外
側
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
､
そ
れ
と
も
内
側
､

も
し
-
は
上
部
か
底
部
か
-

は
看
取
る
こ
と
は
で
き
る
｡
つ
ま
-
､
バ
ラ
バ
ラ
に
崩
れ
て
し
ま

っ
た
冊
書
簡
で
は
あ
る
が
､
個
々
の
律
文
の

配
置
は
無
秩
序
で
は
な
-
､
概
ね
あ
る

一
定
の
基
準
に
従

っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
確
と
結
わ
え
ら
れ
た
編
綴
筒
の
な
か
の

一
本
の
筒
が
､

外
か
ら
中
に
､
底
部
か
ら
上
に
妨
径
う
な
ど
と
言
う
こ
と
は
､
な
に
か
人
の
手
が
そ
こ
に
加
わ
る
と
か
､
水
に
つ
か
っ
た
状
態
で
も
な
い
限
り
､

あ
-
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

上
記
の
考
古
学
的
報
告
に
基
づ
け
ば
､
『張
家
山
漠
墓
竹
筒

〔
二
四
七
準
星
〕』
の
編
集
者
に
よ
っ
て
行
書
律
と
し
て
復
元
さ
れ
た
筒
は
､
す

-
な
-
と
も
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
｡

- lil-

■■

｣

｢
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l
､
二
年
律
令
二
七
二
-
二
七
七

(出
土
番
鍍
C
234･2
3
7
,
Ft25･
)26
)､
普
該
律
の
中
心
的
な
部
分
｡
こ
こ
は
､
標
題
筒
も
含
ん
で
い
る
｡

二
､
二
年
律
令
二
六
四
-
二
六
八
と
､
お
そ
ら
-
は
二
七
〇
-
二
七

l

(ct83
,
)8
8･
)90,)92･)94)
は
､
ロ
ー
ル
状
の
束
の
か
な
-
内
側

に
あ
-
､
そ
の
内
容
は
郭
と
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
､
間
違
い
は
な
い
が
､
こ
れ
ら
の
筒
が
も
と
も
と

｢行
書
律
｣
の
候
文
を
構
成

(
32)

し
て
い
た
の
か
､
疑
問
が
の
こ
る

｡

三
､
二
年
律
令
二
六
九

(出
土
番
鍍
F
L79
)
は
､
他
の
二
つ
の
も
の
か
ら
離
れ
た
全
-
異
な
っ
た
場
所
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
｡
そ
れ
が
満

目
に
そ
の
場
所
に
移

っ
た
な
ど
と
は
､

お
よ
そ
考
え
ら
な
い
｡

そ
こ
に
は

｢行
書
｣
と
い

う
語

が
含

ま
れ
て
い

る
が
､
私
は
､
こ
の
筒
が

(33
)

常
該
律
に
属
し
た
と
い

い
切
る
に
は
､

か
な
-
の
蒔
蹄
を
覚
え

る
｡

二
六
九
筒
に
つ
い
て
は
､
右
三
､
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
､
拙
稿
で
は
考
葦
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
す
る
｡

■■

八

公
的
文
書
停
達
に
関
す
る
規
則

こ
こ
で
､
そ
の
内
容
､
お
よ
び
二
種
類
の
律
を
比
較
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
睦
虎
地
秦
律
の
規
定
の
最
初
は
､
文
書
が
庭
理
さ
れ
る
そ
の
時

- 13-

■■

問
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
｡

行
命
書
及
書
署
急
者
ー
航
行
之
…
不
急
者
,
日
舜
ー

勿
敢
留
,
留
者
以
律
論
之
｡

行
書

(秦
律
十
八
種

一
八
三
)

命
書
お
よ
び

｢急
｣
と
注
記
さ
れ
て
い
る
文
書
を
送
る
場
合
に
は
､
す
ぐ
に

配
達
す
る
も
の
と
す
る
｡
｢急
｣
で
は
な
い
も
の
は
､
そ
の
日
の
内

(
に
庭

理
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
)
､
そ
れ
ら
を
留
め
置
い
て
は
な
ら
な
い
｡
滞
留
す
れ

(
34)

ば
､
律
に
し
た
が
っ
て
之
を
庭
断
す
る
｡

行
書

215

異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
文
書
が
配
達
さ
れ
た
こ
と
を
､
こ
こ
に
初
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
文
書
と
し
て
の
皇
帝
の

｢命
書
｣
は
､
秦

帝
囲
初
期
に
は
､
｢利
害
｣
と
い
う
名
稀
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
統

一
秦
以
前
の
秦
律
に
見
え
る
候
文
が
､
｢郵
人
を
し
て
利
害
､
急
書

(
35)

を
行
ら
し
む

(令
郵
入
行
制
書
､
急
書
)

｣
と
規
定
さ
れ
た
漠
代
の
首
該
の
法
規
の
内
容
と
､
符
合
す
る
こ
と
､
特
筆
し
て
お
こ
う
｡

｣

｢
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216

政
令
や
速
達
便
す
べ
て
が
郵
を
利
用
し
て
配
達
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
､
そ
う
で
は
な
-
､
贋
範
囲
な
も
し
-
は
あ
る

一
定
の
郡
下
の
人
々

と
い
っ
た
､
多
数
に
向
け
て
出
さ
れ
た
も
の
に
そ
れ
は
限
る
の
で
あ
ろ
う
｡
受
取
人
が
個
人
の
場
合
に
は
､
詔
敵
は
騨
博
に
託
さ
れ
て
い
た
に

(
36)

違
い
な
い

｡

し
か
し
､
詔
敵
や
緊
急
と
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
郵
便
物
は
､
郵
書
停
達
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語

っ
て

い
る
｡
張
家
山
筒
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

一
棟
は
､
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
｡

書
不
急
,
檀
以
郵
行
ー
罰
金
二
両
｡

文
書
が
緊
急
な
も
の
で
は
な
い
の
に
､
か
っ
て
に
郵
を
利
用
し
て
配
達
す
れ

(二
年
律
令
二
七
二
)

ば
､
罰
金
二
両
｡

公
文
書
の
偽
造
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
､
郵
書
を
滞
留
す
る
こ
と
が
､
賓
際
に
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
､
張
家
山
奏
献
書
に
み
え
る
裁
判
案

■■

件
が
如
賓
に
示
し
て
い
る
｡

●

･
可
東
守
献
,
郵
入
官
大
夫
内
留
書
八
日
,
詐
更

其
微
書
騨
留
,
疑
罪
｡

･
廷
報
,
内
常
以
馬
偏
書
論
｡

(奏
献
書
六
〇
)

河
東
太
守
が
献
す
｡
郵
人
の
官
大
夫
内
は
文
書
を
八
日
滞
留
さ
せ
､
滞
留
を

敬
-
繕
う
た
め
に
そ
の
倣
書
を
書
き
換
え
ま
し
た
｡
ど
の
よ
う
な
罪
に
常
た

る
の
か
お
伺
い
し
ま
す
｡

廷
報
｡
内
は
偽
書
を
作
成
し
た
と
い
う
科
で
論

- 14-

■■

断
せ
よ
｡

次
に
あ
げ
る
三
本
の
張
家
山
筒
は
､

一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
-
､
薯
に
簡
潔
な
方
法
で
規
定
を
明
文
化
し
て
い
る
｡

一
､
所
定
時
間
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
時
の
罰
則
を
含
ん
だ
､
配
達
の
所
要
時
間
の
基
準

(程
)｡

二
､
官
署
に
郵
書
を
し
か
る
べ
-
庭
理
し
な
か
っ
た
こ
と
に
封
す
る
罰
則
-

上
記
の
秦
律
で

｢滞
留
す
れ
ば
､
律
に
し
た
が
っ
て
庭
断
す

る
｣
と
の
候
文
に
示
さ
れ
て
い
る
そ
の
具
膿
的
内
容
を
部
分
的
に
示
す
も
の
｡

三
､
文
書
の
な
か
で
､
郭
を
使
用
せ
ず
に
別
の
方
法
で
配
送
す
る
も
の
｡

四
､
封
が
致
損
し
た
場
合
の
と
る
べ
き
措
置
｡

｣

｢
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こ
こ
で
は
､
も
と
の
文
服
を
そ
の
ま
ま
残
す
た
め
に
､
原
文
に
そ

っ
て
す
べ
て
引
用
し
て
み
た
い
｡
な
ぜ
な
ら
そ
の
こ
と
自
腰
､
注
目
す
べ

き
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
関
係
が
は

っ
き
-
し
な
い
規
定
が
､
ま
と
ま

っ
た

一
連
の
文
章
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
漠
の

法
律
が
粗
雑
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
か
､
も
し
-
は
､
-

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
､
こ
ち
ら
の
方
が
納
得
で
き
る
の
だ
が
-
-
睦
虎
地
秦
律
の

如
-
､
よ
-
精
巧
で
､
も

っ
と
整
然
と
し
て
い
た
法
規
か
ら
､
個
人
的
に
､
も
し
-
は
あ
る
地
域
に
か
ぎ

っ
て
使
う
た
め
に
抜
粋
し
た
も
の
､

そ
の
ど
ち
ら
か
を
物
語

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡
後
に
取
-
上
げ
る
つ
も
り
で
あ
る
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
簡
億
に
見
ら
れ
る
場
普
た
り
的
な
編
慕

に

､

一
層
そ
の
こ
と
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
｡

■■

郵
人
行
書
,

一
日

一
夜
行
二
百
里
｡
不
中
程
半
日
,

苔
五
十
,
過
半
日
至
盈

一
日
,
苔
百

…
過

一
日
,
罰

金
二
両
｡

｣

郵
吏
居
界
過
書
,

(二
年
律
令
二
七
三
)

弗
過
而
留
之
,
半
日
以
上
,
罰
金

一
両
｡
書
不
常
以

郵
行
者
,
馬
迭
告
斯
道
,
以
次
博
行
之
｡
諸
行
書
而

敦
封
者
,
皆
罰
金

(二
年
律
令
二
七
四
)

一
両
｡
書
以
願
次
博
,
及
以
郵
行
,
而
封
致
,
□
□

□
□
口
,
吏
封
而
署
其
迭
微
日
-
封
致
,
更
以
某
願

令
若
丞
印
封
｡

(二
年
律
令
二
七
五
)

(37
)

郵
人
の
文
書
博
達
｡

一
日

一
夜
で
二
百
里

(約
六
十
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
｡
規

定

よ
り
､
半
日
徐
分
に
か
か
れ
ば
､
苔
五
十
｡
半
日
か
ら

一
日
以
下
な
ら
ば
､

(38
)

苔
百
｡

一
日
を
過
ぎ
れ
ば
､
罰
金
二
両
｡

郵
吏
は
境
界
に
居
て
､
文
書
を
通
過
さ
せ
る
｡

も
し
､
通
過
さ
せ
ず
に
半
日
以
上
滞
留
さ
せ
れ
ば
､
罰
金

一
両
､
郭
に
よ

っ

て
遮
迭
す
べ
き
で
は
な
い
場
合
に
は
､
配
達
を
す
る
こ
と
を
斯
道
に
報
告
し

た
う
え
､
順
次
に
送
付
す
る
｡
文
書
を
遮
注
し
て
封
を
段
損
す
れ
ば
､
い

ず

れ
も
罰
金

一
両
｡
も
し
､
文
書
が
願
を
遮
注
さ
れ
る
､
も
し
-
は
郭
を
利
用
し
て
遮
博

さ
れ
る
と
き
､
封
が
致
損
す
れ
ば
､
-
-
-
-
､
あ
ら
た
め
て
封
印
を
し
て
､

送
達
に
伴
う
微
に
､
｢封
が
致
損
し
､
改
め
て
某
願

の
令
､
も
し
-
は
丞
の
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印
で
封
印
し
た
｣
と
記
す
｡

(注
)

二
年
律
令
は
､
｢□
牒
□
劾
印
｣
と
揮
請
を
す
る
が
､
囲
版
か
ら
は
､
樺
讃
で
き
な
い
｡
従
っ
て
､
こ
こ
で
は
講
を
つ
け
な
い
｡

｣

｢
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時
間
の
規
定
に
関
し
て
､
二
つ
の
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
鮎
が
あ
る
｡

一
つ
は
､
黄
金
二
両
と
い
う
の
は
､
明
ら
か
に
苔
百
よ
-
も

(
39)

重
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
や
-
方
次
第
で
､
鞭
苔
が
､
拷
問
時
に
死
に
至
ら
し
め
る
結
果
と
な

っ
た
と
い
う
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
､

い
さ
さ
か
驚
き
を
覚
え
る
が
､
い
ず
れ
に
し
ろ
､
候
文
は
､
黄
金
と
人
命
の
相
野
的
債
値
に
つ
い
て
､
少
な
か
ら
ざ
る
示
唆
を
輿
え
て
-
れ
る
｡

第
二
鮎
は
､
郵
書
の
遮
侍
に
直
接
に
関
わ
る
こ
と
､
す
な
わ
ち
二
百
里
を
二
十
四
時
間

(
一
時
間
二
･八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
で
配
達
す
る
と
い
う

(40
)

そ
の
規
定
で
あ

る
｡
こ
の
種
の
規
定
は
､
今
ひ
と
つ
居
延
漠
筒
に
認
め
ら
れ
､
そ
こ
に
は
こ
れ
と
は
異
な

っ
た
速
度
基
準
が
提
示
さ
れ
て
い
る
｡

･･･書

l
日

一
夜
首
行
百
六
十
里
･･･
(E
P
S
4T2
:8A
)

-
文
書
､

l
日

一
夜
で
､
百
六
十
里
の
距
離
を
配
達
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
-

も

っ
と
も
､
居
延
漠
筒
の
時
代
は
､
張
家
山
漠
簡
よ
-
も
遅
れ
る
こ
と
百
､
二
百
年
､

一
里
約
四
百
十
七
･五
メ
ー
ト
ル
と
い
う
数
字
は
､
こ

の
期
閲
の
中
で
辻
複
を
合
わ
せ
､
う
ま
-
庭
理
で
き
る
も
し
れ
な
い
､
つ
ま
-
居
延
漠
筒
で
は
､
だ
い
た
い
一
日
六
十
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
､
平

(
41
)

均
時
速
二
･八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
解
樺
さ
れ
､
張
家
山
の
規
定
に
お
い
て
も
同
じ
速
度
が
郵
書
配
達
人
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

こ
の
事
賓
は
､
遺
跡
が
明
ら
か
に
異
な
る
地
形
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
､
注
目
に
値
す
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
中
囲
南

方
の
郵
書
停
達
者
は
､
山
岳
地
帯
を
捨
常
せ
ね
ば
な
ら
ず
､
封
し
て
､
平
坦
な
走
行
し
や
す
い
西
北
の
ゴ
ビ
の
砂
裸
を
捨
常
す
る
も
の
は
､
違
ハ

っ
直
ぐ
な
道
を
通
行
で
き
た
､
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
両
者
は
全
図
的
な

〓
疋
基
準
の
も
と
で
服
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

郵
書
停
達
の
手
段
､
様
態
が
異
な
れ
ば
､
自
ず
と
規
定
も
違

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
｡
後
漠
時
代
の
あ
る
史
料
に
は
､
馳

博

(遮
博
に
使
う
高
速
の
車
馬
)､
お
よ
び
騎
乗
の
配
達
者
が
制
詔
を
送
達
す
る
に

一
日

(二
十
四
時
間
)
四
百
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ス
ピ
ー
ド

(
42)

(ほ
ぼ
時
速
四
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
と
見
え
る

｡

も
と
よ
-
こ
れ
は
誇
張
も
し
-
は
比
隙
で
あ
る
こ
と
確
か
で
あ
ろ
う
｡

ほ
ぼ
同
時
代
の
ロ
ー
マ
の
騎
乗
配
達
者
の
デ
ー
タ
と
比
べ
て
み
た
場
合
､
そ
の
記
録
は
､
わ
ず
か

一
日
で
二
百
九
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
､
時

速
十
二
･三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
に
し
か
達
し
て
い
な
い
｡
訓
練
を
積
ん
だ
ロ
ー
マ
の
走
者
の

一
日
七
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

(時
速
三
･
一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
)
が
大
奨
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
あ

っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
､
同
じ
時
代
の
中
団
の
走
者
の
時
速
二
･八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う

一
般

的
な
速
度
基
準
は
､
現
賓
的
な
も
の
と
思
え
る
｡
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(43
)

興
味
を
そ
そ
る
の
は
､
｢
二
年
律
令
｣
二
四
七
-
二
七
五
筒
に
述
べ
ら
れ
た
文
書
停
達
の
方
法
に
関
す
る
規
定
が
､
同
時
に
設
け
ら
れ
て
い

た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢以
次
行
｣
｢以
次
停
｣
､
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
を

｢順
次
に
俺
達
す
る
｣
と
い
う
成
句
の
こ
と
だ
が
､

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
郵
書
は
間
断
な
-

一
つ
の
単
位
か
ら
次
の
そ
れ
に
､
お
そ
ら
-
は
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
に
所
属
す
る
人
員
に
よ
っ
て
送
ら
れ

(
44)

た
に
相
違
な

い
｡

た

だ

､

そ
れ
は

一
般
の
郵
か
ら
の
人
員
で
は
な
-
､
他
の
単
位
､

つ
ま
-
､
燦
燈

(隊
次
行

)

や
二
七
五
筒
に
見
え
る
願

(以
願
次
行
)
で
あ

っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
｡
文
版
か
ら
判
断
し
て
､
そ
れ
は
お
そ
ら
-
公
文
書
送
達
の
最
も
ゆ
っ
-
-
と
し
た

方
法
で
あ

っ
た
こ
と
疑
い
の
徐
地
は
な
い
が
､
順
番
を

一
つ
二
つ
飛
ば
し
て
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
期
し
た
者
に
は
､
高
額
の
罰
金
が
科
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
｡
張
家
山
漠
筒
の
中
の
次
の
断
簡
は
､
か
か
る
案
件
に
か
ん
す
る
規
定
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡

(
45
)

-
不
以
次

,

罰
金
各
四
両
,
更
以
次
行
之
｡

順
次
の
送
達
を
し
な
か

っ
た
ら
､
罰
金
四
両
｡
改
め
て
順
番
に
従

っ
て
送
達

(二
年
律
令
二
七

一
)

す
る
｡

我
々
､
否
､
古
代
の
人
は
郵
書
配
達
の
所
用
時
間
に
関
す
る
厳
格
な
規
定
が
確
と
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
ど
う
し
て
確
認
し
た
の
か
､
次
の

睦
虎
地
秦
筒
の
行
書
律
は
､
こ
と
が
ら
に
関
し
て
､
理
論
の
う
え
か
ら
は
答
え
て
-
れ
て
い
る
｡
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行
停
書
､
受
書
,
必
書
共
起
及
到
日
月
夙
莫
,
以
軌

相
報
殴
｡
有
亡
者
,
重
苦
官
｡
隷
臣
妾
,
老
弱
及
不

可
誠
仁
者
勿

(秦
律
十
八
種

一
八
四
)

令
書
｡
廷
騨
有
日
報
｡
宜
到
不
束
者
,
追
之
｡

行

(秦
律
十
八
種

一
八
五
)

(
46
)

博
達
さ
れ
る
べ
き
文
書
を
送
付
す
る
､

も
し
-
は
文
書
を
受
理
し
た
と
き
に

は
､
必
ず
､
送
達
の
月
日
､
時
間
を
書
き
留
め
て
､
そ
れ
で
も

っ
て
速
や
か

(
47)

に
報
告
を
お
こ
な
う
｡

文
書
が
な
-
な

っ
た
場
合
に
は
､
す
ぐ
に
官
に
報
告

(
48)

せ
よ
｡
隷
臣
妾
､
老
弱
､
お
よ
び
信
用
の

お
け
な
い
者
は
､

(
49)

(
50
)

(
51
)

書
記
に
つ
か
せ
て
は
な
ら
な
い

｡

延
の
判
決
文
に

又
た

｢報
｣

(回
答
)と
い

い
､
到
着
し
て
い
る
べ
き
な
の
に
来
て
い
な
い
者
は
､
追
跡
調
査
を
せ
ね
ば

(
52)

な
ら
な
い

｡

219

右
の
候
文
の
は
じ
め
の
部
分
に
規
定
が
み
え
る
侍
達
記
録
と
い
っ
た
類
の
も
の
が
､
賓
際
に
ど
の
よ
う
に
庭
理
さ
れ
て
い
た
の
か
､
そ
れ
ら

｣

｢
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(
53
)

は
居
延
か
ら
出
土
し
た
多
-
の
郵
書
通
過
簿
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
ず
､
｢郵
書
刺
｣

(郵
書
配
達
記
録
)
が
作
成
さ
れ
る
｡
後
､
そ
れ

ら
は
規
定
に
照
ら
し
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
､
規
定
に
合

っ
て
い
な
け
れ
ば
､
そ
の
事
が
き
ち
ん
と
記
入
さ
れ
る
｡
そ
れ
が
､
｢郵
書
課
｣
(郵
書
博

(

54

)

達
査
定
)
で
あ
-
､
ま
た
そ
れ
に
基
づ
き
問
題
を
指
摘
す
る
文
書
も
あ

っ
た

｡

二
つ
の
例
を
あ
げ
よ
う

■■

北
書
-
三
封
,
合
倣
､
板
倣
各

一
｡

其
三
封
､
板
微
-
張
扱
太
守
章
,
詣
府
…
合
枚
-
午

駿
印
､
詣
張
扱
大
守
府
牛
操
在
所
｡

九
月
庚
午
下
館
七
分
,
臨
木
卒
副
受
肝
井
卒
弘
,
薙

鳴
時
首
曲
卒
昌
附
収
降
卒
福
｡
界
中
九
十
五
里
…
走

行
八
時
三
分
,
疾
程

一
時
二
分
｡

(A
8
-
1-7

･
14
)

-
界
中
八
十
里
…
書
走
行
十
時
,
留
遅
二
時
｡
解

何
!

(A
8
-
2-1
･
2
)

北
行
き
の
文
書
-
三
封
｡
合
撤
､
板
倣
､
各
の

一
｡

其
三
封
と
板
枚
は
張
扱
太
守
の
印
章
あ
り
｡
(都
尉
)
府
宛
｡
合
枚
､
牛
駿

の
印
あ
-
｡
張
扱
太
守
府
所
属
牛
操
の
在
所
宛
｡

九
月
庚
午
下
館
七
分
､
臨
木
卒
副
が
肝
井
卒
弘
か
ら
受
領
｡
薙
鳴
時
､
常
曲

卒
昌
が
収
降
卒
福
に
渡
す
｡
界
中
九
十
五
里
｡
速
達
の
所
要

(時
間
)
､
八

(
55)

時
間
三
分
｡
基
準
よ
-

一
時
間
二
分
早
い
｡

界
中
八
十
里
｡
文
書
送
達
の
所
要

(時
間
)
､
十
時
間
｡
二
時
間
の
遅
滞
｡

理
由
を
説
明
せ
よ
｡

- 18-

■■

こ
れ
ら
の
簡
億
を
理
解
す
る
た
め
に
､
前
提
と
な
る
行
政
上
の
背
景
と
し
て
､
戊
卒
と
刑
徒
を
配
置
し
た
西
北
達
境
の
軍
事
防
衛
施
設
が
あ

る
｡
以
下
に
引
用
す
る
二
年
律
令
二
六
六
筒
が
語
る
ご
と
-
､
遠
隔
地
や
険
阻
な
地
域
に
あ

っ
て
は
､
も
と
よ
り
郭
は
内
地
ほ
ど
整
備
が
完
全

で
は
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢郵
｣
と
い
う
語
が
居
延
漠
筒
に
登
場
し
､
郭
は
､
郵
人
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
､
郵
書

博
達
者
と
し
て
の
職
務
を
拾

っ
た
正
規
の
兵
卒
に
よ
っ
て
､
薯
に
疎
漏
な
-
運
営
管
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
き
て
､
鉦
に
言
及
し
た
二
つ
の
見
解
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ひ
と
つ
は
､

一
日
百
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
規
定
さ
れ
た
速
さ
､

こ
れ
が
郵
書
俺
達
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
､
も
し
-
は
達
境
の
軍
事
基
地
内
の
相
常
施
設
に
あ

っ
て
賓
際
に
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､

右
に
あ
げ
た
二
つ
の
資
料
が
､
〟
一
時
間
″

(

｢時
｣
と
は
現
在
で
い
う

一
時
間
牛
に
あ
た
る
)
あ
た
-
の
標
準
の
俺
達
時
間
が
十
里
で
あ

っ
た
こ
と

(
56)

を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
の
締
結
で
あ
る
｡
漠
代
の

一
日
は
､
十
六
時
か
ら
な
っ
て
い
た

以
上
､
送
達
に
か
か
る

一
日

(
一
夜
)

｣

｢
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の
基
準
は
百
六
十
里
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

第
二
に
は
､

一
歩
進
ん
で
郵
書
停
達
の
施
設
が
ど
う
い
っ
た

｢達
境
｣
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
に
示
唆
を
あ
た
え
て
-
れ
る
こ
と

で
あ
る
｡
右
に
あ
げ
た
1-7

･
14
筒
に
記
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
単
位
は
､
次
の
候
官
に
所
属
す
る
燈
で
あ
る
こ
と
が
同
じ
箇
所
か
ら
出
土
し
た

(
57)

様
々
な
文
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る

｡

廿
井

(廿
井
候
官
)

臨
木

(甲
渠
候
官
)

常
曲

(甲
渠
候
官
)

収
降

(居
延
候
官
)

(
58
)

こ
れ
ら
全
て
は
､
少
な
-
と
も
三
候
官
所
轄
の
地
域
を
貫
通
し
て
い
る
蜂
燈
線
上
に
並
ん
で
い
る
と
推
測
さ
れ

､

先
に
挙
げ
た
郵
書
課
で

｢界
中
｣
と
稀
さ
れ
て
い
る
の
は
､
甲
渠
候
官
の
管
轄
下
の
地
域
で
あ
る
こ
と
､
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
加
え
て
､
四
つ
の
蜂
燈
は
､
隣
接
す
る

候
官
の
境
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
統
治
系
統
の
う
え
で
､
軍
事
単
位
と
し
て
の
候
官
の
ラ
ン
ク
が
民
事
系
統
に
お
け
る
願
に
相
普
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

(
59)

れ
ば

､

二
年
律
令
二
七
三
-
二
七
五
筒
に
見
え
る
よ
う
に
､
何
故
に

｢郵
吏
､
界
に
居
る
｣
の
か
､
規
定
通
-
に
速
達
さ
れ
な
か
っ
た
ら
､
何

故
に
郵
が
願
ま
た
は
造

(願
に
相
昔
す
る
ラ
ン
ク
)
に
報
告
し
､
ま
た
何
故
に
封
が
段
損
さ
れ
た
な
ら
ば
､
｢以
郵
行
｣
の
文
書
と

｢以
願
次
侍
｣

の
文
書
が
､
同
じ
方
法
で
庭
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
､
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡

郭
は
願
の
境
界
に
し
か
設
置
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
え
ば
､
十
里

(或
い
は
五
里
)
間
隔
で
設
置
さ
れ
る
と
い
う
法
規
定
と
離
解
を
き
た
す
こ

と
に
な
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
､
幹
線
道
路
は
願
境
と
常
に
交
差
し
て
い
た
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
願
境
近
-
に
設
置
さ
れ
､
そ
れ

ゆ
え
隣
接
す
る
願
の
郵
書
博
達
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
郵
書
の
交
換
を
行
な
う
役
割
を
拾

っ
て
い
た
侍
達
施
設
に
限

っ
て
は
､
郵
書
通
過
の
記
録
を

と
-
､
適
宜
､
願
に
報
告
す
る
べ
き
責
任
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
な
事
薯
で
あ

っ
た
｡

- 19-
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願
境
を
通
過
す
る
全
て
の
郵
書
､
さ
ら
に
い
え
ば
公
文
書
で
あ
る
と
し
て
も
､
そ
れ
ら
が
郵
を
経
由
し
て
送
達
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
､
そ

う
で
な
い
｡
睦
虎
地
出
土
の
田
律
の
規
定
に
よ
-
､
そ
れ
は
は

っ
き
-
し
て
い
る
｡
郡
守
に
収
穫
の
得
失
を
文
書
に
よ
っ
て
報
告
せ
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
願
令
の
職
責
を
強
調
し
た
う
え
で
､
候
文
は
こ
う
頼
け
る
｡

近
願
令
軽
足
行
其
書
,
遠
願
令
郵
行
之
｡

(秦
律
十
八
種
二
-
≡
)

近
願
は
軽
足
を
使

っ
て
そ
の
文
書
を
配
達
さ
せ
､
遠
願
は
郭
を
使

っ
て
そ
れ

(
60)

を
配
達
さ
せ
る
｡

■■

一
見
す
れ
ば
､
そ
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
こ
の
規
定
か
ら
は
､
郵
に
お
け
る
馬
の
利
用
は
う
か
が
え
ず
､
む
し
ろ
郵
書
停
達

者
も
､
走
者
で
あ

っ
た
確
雷
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
｢軽
足
｣
と
の
相
違
は
､
軽
足
は
リ
レ
ー
式
に
行
わ
な
い
と
い
っ
た
類
の

運
搬
者
で
あ
る
鮎
で
あ
ろ
う
｡
か
れ
ら
は
､
普
通
の
郵
書
停
達
書
よ
-
も
い
さ
さ
か
速
い
距
離
を
捨
首
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
､
そ
の

代
わ
-
､
郵
書
停
達
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
各
中
継
鮎
で
俺
達
記
録
を
記
す
に
要
す
る
時
間
を
節
約
で
き
た
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
近
距
離
に

お
い
て
は
､
か
か
る
運
搬
走
者
を
利
用
す
る
方
が
､
明
ら
か
に
速
-
､
封
し
て
騎
乗
者
に
よ

っ
て
送
達
さ
れ
な
い
遠
距
離
便
に
あ

っ
て
は
､
郵

書
を
俺
達
リ
レ
ー
す
る
こ
と
が
も

っ
と
も
有
数
的
な
選
樺
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

張
家
山
出
土
の
行
書
に
関
す
る
漠
律
の
最
後
か
ら
二
つ
目
は
､
地
方
レ
ベ
ル
で
の
郭
を
使
わ
な
い
や
り
方
を
連
想
さ
せ
る
規
定
を
含
ん
だ
も

- 20-
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の
で
あ
る
｡

諸
獄
障
害
五
百
里
以
上
,
及
郡
願
官
相
付
受
財
物
常

校
計
著
書
,
皆
以
郵
行
｡

(二
年
律
令
二
七
六
)

(
61
)

五
百
里

(約
百
六
十
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
以
上
は
な
れ
て
送
付
さ
れ
る
判
決
文

､

お
よ
び
郡
願
の
官
吏
が
検
査
し
帳
簿
に
記
入
す
べ
き
財
物
を
相
い
送
付
し
た

場
合
の
文
書
は
､
い
ず
れ
も
郭
を
利
用
し
て
配
送
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

大
部
分
の
公
文
書
､
と
り
わ
け
下
部
組
織
同
士
で
交
換
さ
れ
る
文
書
は
､
特
別
な
郵
書
停
達
書
､
軽
足
で
は
な
-
関
係
す
る
機
関
の
役
人
､

(
62)

も
し
-
は
場
合
に
よ
っ
て
は
､
庶
民
､
隷
臣
隷
妾
に
よ
っ
て
配
達
さ
れ
た
に
違
い
な
い
｡

最
後
に
､
各
候
文
が
何
に
属
す
の
か
が
明
記
さ
れ
て
い
る
｡
尊
兄
さ
れ
た
と
き
､
諸
筒
の
位
置
か
ら
､
｢標
題
｣
筒
は
こ
こ
に
置
か
れ
た
と

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潮
目
亜

2004
･
9

Pg
薄

｣

_

｢

想
定
さ
れ
る

■
行
書
律

(二
年
律
令
二
七
七
)

｢行
書
律
｣

九

郵
書
停
達
施
設
の
設
置
に
関
す
る
規
定

編
纂
者
が
行
書
律
に
屠
す
る
と
確
定
し
た
も
の
の
な
か
で
､
今
ひ
と
つ
は
､
先
に
分
類
し
た
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に
屠
す
る
も
の
だ
が
､
こ
れ

は
文
書
の
逓
送
そ
の
も
の
に
関
し
て
で
は
な
-
､
文
書
停
達
施
設
の
設
置
と
設
備
､
そ
こ
の
人
員
の
義
務
と
待
遇
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
｡

最
初
の
規
定
､
も

っ
と
も
､
そ
れ
は
元
々
の
順
序
で
は
､
そ
う
で
は
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
そ
こ
に
は
先
に
引
用
し
た

『漠
奮
儀
』
と

は
異
な

っ
た
間
隔
が
提
示
さ
れ
て
い
る
｡
張
家
山
漠
筒
に
反
映
さ
れ
て
い
る
帝
囲
創
成
期
で
は
､
郵
書
俸
達
制
度
を
全
図
規
模
で
確
立
さ
せ
る

途
上
に
あ
-
､
あ
ま
-
に
も
緊
密
な
構
造
に
は
現
賓
が
適
癒
し
な
い
こ
と
に
､
こ
れ
は
､
起
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

■■

十
里
置

一
郭
｡
南
郡
江
水
以
南
,
至
索

(-
)
南
水
,

廿
里

一
郭
｡

(二
年
律
令
二
六
四
)

(

6

3)

(

64

)

十
里
ご
と
に

一
郭
を
お
-

｡

南
郡
､
江
水
以
南
か
ら
索

(-
)
南
水

に

至

っ

て
は
､
二
十
里
ご
と
に

一
郭
｡

- 21-
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次
の
三
本
の
筒
は
､

一
連
の
も
の
に
違
い
な
い
｡
そ
こ
か
ら
､
二
つ
の
異
な

っ
た
主
要
な
郵
書
俺
達
施
設

(も
し
-
は
郵
書
博
達
基
地
)
が
都

の
近
-
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
､
意
外
に
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
｡
両
者
と
も
に
､
こ
れ
ま
で
の
文
献
史
料
に
は
､
少
な
-
と
も

こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
名
稀
を
も

っ
て
は
､
登
場
し
な
か
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
と
し
て
は
､
原
文
に
不
明
な
と
こ

ろ
が
あ
る
も
の
の
､
初
め
て
こ
こ
に
そ
の
記
載
を
見
る
郭
の
内
部
構
造
で
あ
る
｡

一
郭
十
二
室
｡
長
安
虞
郵
甘
四
室
,
敬
事
郵
十
八
室
｡

有
物
故
､
去
,
靴
代
者
有
其
田
宅
｡
有
息
,
戸
勿
減
｡

令
郵
入
行
利
害
､
急

(二
年
律
令
二
六
五
)

223

(
65
)

(
66
)

一
郭
は
､
十
二
室

､

長
安
で
の
虞
郭
は
､
二
十
四
室
｡
敬
事
郭

は
､
十
八
室
｡

(郵
人
が
)
死
亡
し
た
り
離
任
し
た
り
す
れ
ば
､
交
代
す
る
も
の
は
､
そ
の

(死
者
の
)
田
宅
を
持

つ
も
の
と
す
る
｡
し
か
し
､
子
孫
が
あ
れ
ば
､
(郵

(
67)

人
の
)
戸
口
の
数
を
減
少
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
｡

郵
人
に
制
書
､
緊
急
通
達

｣

｢
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書
｡
復
,
勿
令
馬
官
事
｡
｣

畏
害
及
近
連
不
可
置
郵

者
,
令
門
亭
卒
､
捕
盗
行
之
｡

｣

北
地
､
上
､
院
西
,

肝
里

一
郭
…
地
陰
険
不
可
置
郵
者
,(二

年
律
令
二
六
六
)

得
進
退
就
便
庭
｡
郵
各
具
席
ー
設
井
磨
｡
吏
有
願
官

事
而
無
僕
者
,
郵
為
炊
…
有
僕
者
,
段
器
,
皆
給
水

柴
｡

(二
年
律
令
二
六
七
)

(
68
)

(

69

)

書
を
配
達
さ
せ
る
｡
(揺
役
を
)
免
除
し
て
､

他
の
役
務
に
は
就
か
せ
な

い

｡

危
害
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
-
､
達
に
近
-
､
郭
を
置
-
こ
と
が
で
き
な

(
70)

い
と
こ
ろ
は
､
門
亭
の
亭
卒
も
し
-
は
捕
盗
に
配
達
さ
せ
る
｡

北
地
､
上
､
院
西
の
諸
郡
は
､
三
十
里
に

l
郭
､
地
形
が
狭
隆
で
､
郭
を
設

(
71)

置

で
き
な
い
と
こ
ろ
は
､

土
地
の
利
便
に
従

っ
て
､
(郵
の
間
隔
を
)
槍
減
さ
せ
て
も
よ
い
｡
各
郵
に

(72
)

は
､
席
を
具
備
し
､
井
戸

･
臼
を
備
え
て
お
-
｡
官
吏
が
公
務

で
や
っ
て
来

て
､
従
僕
を
連
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
､
郭
が
炊
事
を
お
こ
な
う
｡
従
僕
を

(
73)

連
れ
て
い
る
場
合
に
は
､
器
具
を
貸
興
し
､
い
ず
れ
の
場
合
も
､
飲
み
物
を

■■

提
供
す
る
｡

剖
目
す
べ
き
こ
と
は
､
室
と
い
う
語
で
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
郭
の
規
模
が
､
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
､
残
念
な
が
ら
､
そ
の
語

の
意
味
は
､
は
っ
き
-
し
な
い
｡
｢家
｣
｢住
宅
｣
｢部
屋
｣
｢
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
｣
等
々
､
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
建
築
上
の
単
位
､
も
し
-
は

｢
一
軒
の
家
屋
の
中
に
共
に
住
ん
で
い
る
人
｣
つ
ま
-

｢家
族
｣
､
も
し
-
は
従
僕
､
そ
の
他
血
縁
関
係
以
外
の
族
構
成
員
を
含
む

｢
一
族
｣

(

7

4)

な
ど
が
､
語
義
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
｡
前
者
の
意
味
は
､
睦
虎
地
秦
筒
に
顕
著
で
あ
り
､
そ
こ
で
は
､
犯
人
や
動
物
が

｢入
室
す

る

｣

と

い
う
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

一
方
､
そ
こ
か
ら
演
緯
さ
れ
た
第
二
の
意
味
､
つ
ま
-

『室
人
』
と
は
､
家
全
腰
､
犯
罪
者
と
共
に
庭
断
さ
れ

る
べ
-
収
監
さ
れ
る
人
｣
(室
入
着
-
一
室
-
喜

坐
罪
人
之
謂
(a
))
A
J
い
っ
た
室

我
が
候
補
と
し
て
挙
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
｡

先
に
も
言
及
し
た
が
､
い
-
つ
か
の
資
料
か
ら
､
郭
は
来
訪
者
に
宿
泊
施
設
を
提
供
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
｡
な
ら
ば
､
こ
れ

ら
室
と
い
う
の
は
､
客
室
に
常
た
る
の
だ
ろ
う
か
｡
か
か
る
疑
問
は
ま
ん
ざ
ら
牽
強
附
合
だ
と
も
い
え
な
い
､
と
い
う
の
も
別
の
史
料
に
み
え

る

｢室
｣
が
､
し
か
も
極
め
て
よ
-
似
た
文
脈
の
中
で
､
明
ら
か
に

｢
(客
の
た
め
の
)
部
屋
｣
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
に
他
な
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ら
な
い
｡

『周
植
』
地
官

･
司
徒

･
遺
人

｢三
十
里
毎
に
､
宿
が
あ
-
､
宿
に
は
客
室
､
客
室
に
は
､
穀
物
の
備
蓄
が
あ
る
｡
-

三
十
里
有
宿
,
宿

有
路
室
,
路
室
有
委
｣
の
こ
の
一
棟
に
鄭
玄
は
､
つ
ぎ
の
よ
う
に
注
樺
を
つ
け
て
い
る
｡

宿
可
止
宿
,
若
今
亭
,
有
室
臭
｡

宿
で
は
止
ま
っ
て
宿
泊
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ち
ょ
う
ど
今
日
の
亭
が
室
を

(
『周
檀
』
地
官

･
司
徒
)

備
え
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
｡

こ
れ
と
は
異
な
-
､
張
家
山
漠
墓
竹
筒
の
註
樺
が
､
｢室
｣
を

｢家
屋
｣
｢部
屋
｣
で
は
な
-

｢家
族
｣
と
解
揮
し
て
い
る
の
は
､
お
そ
ら
-

｢死
亡
し
た
-
離
任
し
た
-
す
れ
ば
､
交
代
す
る
も
の
は
死
者
の
田
宅
を
も
つ
も
の
と
す
る
-

有
物
故
､
去
,
靴
代
者
有
其
田
宅
｣
な
ど
と

詳
述
さ
れ
て
い
る
の
を
念
頭
に
い
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
こ
と
は
､
｢室
｣
の
数
が
､

一
時
的
な
客
で
は
な
-
､
郭
に
定
住
し

て
い
る
人
と
な
に
が
し
か
の
関
係
を
も
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
ヂ
漕
出
土
の
前
漠
後
期
の
集
簿
は
､
ま
さ

(
76)

に
こ
れ
を
示
す
も
の
で
､
そ
の
常
時
の
東
海
郡
に
は
三
十
四
の
郭
が
あ
り
､
四
百
八
人
の
郵
人
が
い
た
と
､
そ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
る
｡

各
郭

に
平
均
十
二
の
郵
人
が
い
た
こ
と
を
そ
れ
は
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

十
二
の
郵
人
に
十
二
室
､
そ
れ
は
郵
人
の
各
人
が
､
た
と
え
彼
の

｢家
族
｣
､
｢家
屋
｣
も
し
-
は

｢客
室
｣
で
あ
れ
､
か
れ
が
維
持
管
理
せ

ね
ば
な
ら
な
い

｢室
｣
に
封
し
て
な
に
が
し
か
の
責
務
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
､
間
違
い
な
-
､
こ
れ
ら
の
中
で
､
｢家
族
｣
と
い
う
意
味
が

も
っ
と
も
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
か
-
に

｢室
｣
が
郵
人
自
身
の
居
住
す
る
空
間
を
意
味
す
る
と
す
る
な
ら
ば
､
同
じ
文
の

な
か
で
､
そ
れ
が
､
｢室
｣
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
-
､
ま
た

｢宅
｣
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
は
､
理
解
に
苦
し
む
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い

｡
し
か
し
な
が
ら
､
鄭
玄
が
言
及
し
て
い
る
亭
の
解
説
で
､
｢室
｣
(客
室
)
と
封
比
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
､
な
ん
と
も
す
っ
き
り
し
な
い
｡
旅

行
者
の
食
事
､
宿
は
､
つ
ま
る
と
こ
ろ
､
郵
人
の
家
で
郵
人
の
家
族
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
､
そ
こ
に
お
い
て
は
､
｢家
族
｣
｢家
屋
｣
さ
ら
に
は

｢宿
泊
施
設
｣
は
､
何
の
離
散
も
な
-
成
-
立
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
確
賓
性
の
な
い
憶
測
を
超
え
る
も
の
で
は
な
-
､
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は
っ
き
-
し
て
い
る
誼
接
は
､
あ
ま
-
に
浅
薄
で
あ
-
､
こ
れ
で
も

っ
て
全
豹
を
推
す
こ
と
は
で
き
ず
､
こ
れ
以
上
深
-
考
察
を
進
め
る
こ
と

も
難
し
い
こ
と
､
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡

他
､
郵
人
を
と
-
ま
-
状
況
に
か
ん
し
て
分
か
る
こ
と
､
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
､
次
項
で
考
察
し
ょ
う
｡

一
〇

郵

人

｢郵
人
｣
と
は
､
い
っ
た
い
誰
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
い
っ
た
い
ど
の
様
な
生
活
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
張
家
山
漠
律
の
普
該
諸
規

(
77)

走
の
最
後
の
簡
か
ら
は
､
賦
に
か
ん
し
て
郵
人
が
受
け
る
恩
典
の
何
が
し
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

復
萄
､
巴
､
漠

(?
)
中
､
下
排
､
政
道
及
薙
副
中

五
郭
,
郵
人
勿
令
解
戊
,
母
事
其
戸
,
母
租
其
田

一

■■

頃
,
勿
令
出
租
､
袈
稿
｡

(二
年
律
令
二
六
八
)

(
78
)

萄

･
巴

･
漠

(-
)
中
､
下
排

･
政
道
､
お
よ
び
薙
副
中
の
五
郭
を
復
除
す

る
｡
郵
人
は
､
額
役
屯
戊
に
つ
か
せ
て
は
な
ら
ず
､
其
の
戸
を
役
務
に
つ
け

て
は
な
ら
ず
､
其
の
田

一
頃
の
租
を
徴
収
せ
ず
､
租

･
袈
稿
を
出
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
｡

- 24-
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最
後
に
な
る
が
､
ご
-
最
近
に
尊
兄
さ
れ
た
里
耶
出
土
の
秦
の
文
書
に
よ
っ
て
､
昔
時
の
郵
人
は
､
常
然
と
し
て
所
轄
の
願
が
規
則
に
従

っ

て
任
命
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
｡

珊
二
年
正
月
戊
寅
朔
甲
午
,
啓
陵
郷

〔密
〕
夫
敢
言

之
-
成
里
典
､
｣

啓
陵
郵
人
映
｡
除
士
五
成
里
匂
､

｣

成
｡
成
鳥
典
,
匂
為
郵
人
｡
謁
令
､
尉
以
従
事
,

敢
言
之
｡

(里
耶
簡
8
‥
1-7
r
)

正
月
戊
寅
朔
丁
酉
,
遷
陵
丞
昌
舗
之
啓
陵
｡
甘
七
戸

巳
有

l
典
｡
令
有
除
成
鳥
典
,
何
律
令
癒
-
尉
巳
除

三
十
二
年
正
月
戊
寅
朔
甲
午

(十
七
日
)､
啓
陵
の
郷

〔普
〕
夫
が
申
し
上
げ

(79
)

ま
す
｡
成
里
の
典
と
啓
陵
の
郵
人
に
映
員
が
生
じ
ま
し
た
｡
士
伍
の
成
里
出

身
の
句
と
成
を
任
命
し
､
成
を
典
､
句
を
郵
人
と
し
た
-
､
令
､
尉
に
謁
移

の
う
え
､
と
-
お
こ
な
い
た
い
と
存
じ
ま
す
｡
敬
具
｡
(以
上
任
の
筆
)

(
80
)

正
月
戊
寅
朔
丁
酉

(二
十
一
日
)､
遷
陵
丞
の
昌
､
こ
れ
を
啓
陵
に
も
ど
す

｡

二
十
七
戸
に
は
､
す
で
に

一
典
が
存
在
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
成
を
典
に
任
命

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潮
目
亜

2004
･
9

Pg
薄

｣

_

｢

成
､
匂
為
啓
陵
郵
人
｡
其
以
律
令
｡
/
気
手
｡
/
正

月
戊
成
,
日
中
,
守
府
快
行
｡

正
月
丁
酉
,
旦
食
時
,
隷
妾
再
以
来
｡
/
欣
馨
｡

壬
手
｡

(里
耶
簡
8
-
1-7

v
)

(81
)

す
る
に
あ
た
っ
て
は
､
ど
の
様
な
律

･
令
に
適
癒
す
る
の
か
｡
尉
は
成
と
句

を
啓
陵
の
郵
人
に
任
命
し
た
｡
律
令
の
規
定
に
そ

っ
て
執
行
せ
よ
｡
気
､

(82
)

(83
)

取
扱
｡
(以
上
､
気
の
筆
)
/
正
月
戊
成

(二
十

一
日
)､
日
中
､
守
府
の
快
､

送
付

(以
上
､
快
の
筆
-
)｡

(85
)

正
月
丁
酉

(二
十
日
)､
旦
食
時
｡
隷
妾
再
､
配
達
｡
/
欣
､
封
を
馨
-
｡

(以
上
､
欣
の
筆
)
壬
､
取
扱
｡
(以
上
､
壬
の
筆
)

一
一

結

語

と

展

望

■■
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こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
､
中
華
帝
国
の
ご
-
初
期
に
あ

っ
て
､
し
か
る
べ
き
文
書
博
達
の
た
め
の
詳
細
な
法
律
が
鉦
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
列
明
し
､
そ
れ
は
ま
た
統

一
帝
囲
以
前
に
お
い
て
も
諸
侯
団
が
虞
範
囲
に
郵
書
停
達
シ
ス
テ
ム
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い

え
よ
う
｡
か
か
る
シ
ス
テ
ム
は
､
い
わ
ば
､
公
的
な
通
信
を
配
送
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
､
帝
囲
創
成
期
に
お
い
て
は
､
皇
帝
の
詔
､
緊

急
文
書
､
召
喚
状
､
皇
帝

へ
の
上
奏
文
と
い
っ
た
特
に
重
要
な
公
的
通
信
に
限
定
さ
れ
て
い
た
｡
不
法
に
郵
書
停
達
制
度
を
使
用
し
た
-
連
用

し
た
-
す
れ
ば
､
重
い
罰
金
も
し
-
は
刑
罰
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

シ
ス
テ
ム
は
､
郵
人
と
稀
さ
れ
る
下
級
官
吏
に
よ
っ
て
蓮
貸
さ
れ
､
願
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
､
業
務
に
野
す
る
税
制
上
の
恩
典
を
受
け
て
い

た
｡
少
な
-
と
も
､
前
二
世
紀
初
め
か
ら
､
標
準
的
な
郭
に
は
､
十
二
人
の
郵
人
が
勤
務
､
も
し
-
は
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
理

論
の
上
か
ら
言
え
ば
､
博
達
施
設
は
､
幹
線
道
路
に
沿

っ
て
､
初
め
の
頃
に
は
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
､
後
に
な
っ
て
は
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
間
隔
に

設
置
さ
れ
て
お
-
､
文
書
は
､
お
そ
ら
-
こ
の
ラ
イ
ン
の
上
を
走
者
に
よ
っ
て
遮
博
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
騨

(騎
)
と
稀
さ
れ
る
､
遮
博
の

た
め
の
騎
馬
は
､
所
属
す
べ
き
停
達
基
地

(こ
れ
も

｢騨
｣
と
い
う
)
が
あ
-
､
比
較
的
距
離
の
あ
る
間
隔
で
設
置
さ
れ
て
い
た
｡
も

っ
と
も
､

あ
る
場
合
に
は
､
郵
と
輝
は
同
じ
所
に
併
置
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
文
書
の
俸
達
の
他
に
､
郵
は
ま
た
族
行
者
を
宿
泊
さ
せ
る
機
能
を
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有
し
て
お
-
､
そ
れ
は
亭
を
含
む
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
囲
家
が
管
理
運
営
す
る
停
達
施
設
に
お
い
て
も
し
か
-
で
あ
ろ
う
｡

願
の
境
界
に
置
か
れ
た
郵
は
､
職
務
の
遂
行
を
責
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
上
部
機
関
に
文
書
の
俸
達
記
録
を
上
程
す
る
特
別
な
任
務
を

お
っ
て
い
た
｡
帝
国
全
域
に
わ
た

っ
て
課
せ
ら
れ
た
基
準
は
､
走
者
に
よ
る
郵
書
送
達
の
ス
ピ
ー
ド
と
し
て
時
速
二
･八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
､
そ

れ
は
記
録
に
残

っ
て
い
る
同
時
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
走
者
の
そ
れ
と
同
じ
い
｡

一
般
的
に
は
通
信
､
特
に
郵
書
の
博
達
は
､
帝
園
の
行
政
と
統
治
者
を
権
威
の
維
持
を
左
右
す
る
要
諦
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
｡
郵
書
侍
達
制
度
が
と
-
わ
け
重
要
な
も
の
に
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
は
､
と
-
に
後
漠
時
代
に
な

っ
て
､
文
字
通
-
､
｢郵
制
度
の
監
督

者
｣
と
い
え
る

｢督
郵
｣
と
稀
さ
れ
る
官
吏
が
､
郡
レ
ベ
ル
に
お
い
て
､
次
第
に
権
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
官
に
成
長
す
る
辛
苦
が
端
的
に

(
86)

物
語

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
こ
と
は
､
別
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
｡

■■

証(
1
)

｢遮
｣
と

｢斬
｣
は
､
統

l
帝
囲
以
前
で
､
用
い
ら
れ
な
-
な
っ

た
｡
統

一
帝
国
以
前
の
通
信
を
簡
略
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
､
王

子
今

『秦
漠
交
通
史
稿
』
(北
京

中
国
共
産
薫
校

一
九
九
四
)

九
-

一
七
頁
参
照
｡

一
般
書
で
は
あ
る
が
､
い
-
つ
か
の
有
益
な
参

考
書
と
し
て
は
､
馬
楚
堅

『中
国
古
代
的
郵
騨
』
(北
京

商
務
印

書
館

一
九
九
七
)

一
九
-
二
二
頁
､
王
崇
換

『中
囲
古
代
交
通
』

(北
京

商
務
印
書
館

一
九
九
六
)

一
五
九
-
六

一
頁
､
陳
鴻
葬

『中
国
交
通
史
話
』
(北
京

中
華
書
局

一
九
九
二
)
四
六
-
五

一
頁
｡

(
2
)

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
中
で
最
も
詳
純
な
も
の
と
し
て
は
､
高
敏

｢秦
漠
郵
博
制
度
考
略
｣
(
『歴
史
研
究
』

一
九
八
五
-
≡
)
六
九
-

八
五
頁
｡
王
子
今

(
一
九
九
四
)
四
五
五
-
六
六
頁
､
参
照
｡

(
3
)

顔
師
古
に
よ
る
同
様
の
語
注
は
､
『漢
書
』
巻

二

一､
巻
二
七
､

巻
四
四
､
巻
七
五
､
巻
八
三
に
見
え
る
彼
の
注
に
お
い
て
も
確
認
さ

れ
る
｡

(
4
)

こ
の
こ
と
は
､
蓋
然
性
が
な
い
｡
と
い
う
の
も
張
家
山
出
土
の
漠

律
に
は
'
｢連
に
近
-
､
郵
を
置
-
こ
と
が
で
き
な
い
｣
場
所
が
あ

っ
た
'
と
は
っ
き
り
言

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
(以
下
引
用
の
二

年
律
令
二
六
六
簡
)

(
5
)

師
古
注

｢郵
輿
尤
同
,
尤
,
過
也
｣
(
『漢
書
』
巻
二
七
下
之
下
､

一
五
〇
四
頁
注
)
｡
｢郵
｣
を
直
接
に

｢過
｣
と
説
い
た
も
の
は
､
よ

-
早
-
､
鄭
玄
が

『詩
経
』
小
雅

･
賓
之
初
廷

｢是
日
匪
醇
,
不
知

其
郵
｣
に
附
し
た
注
に
見
え
る
｡
さ
ら
に
遡
っ
て
は
､
そ
れ
が
前
三

世
紀
と
み
る
の
が
'
正
し
け
れ
ば
､
『爾
雅
』
鐸
言
に
附
さ
れ
た
同
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様
の
注
稗
も
あ
る
｡
｢非
難
｣
と
い
う
意
味
の

｢郵
｣
は
､
同
じ
-

前
三
世
紀
の

『萄
子
』
議
兵

｢罪
人
不
郵
其
上
,
知
罪
之
在
己
也
｣

に
も
見
え
る
｡
王
先
謙

『萄
子
集
解
』
は
､
そ
の

｢郵
｣
を

｢怨
｣

と
解
鐸
す
る
｡

(
6
)

興
味
深
い
こ
と
に
は
､
『爾
雅
』
の
郭
瑛
注
が
､
確
と
指
摘
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
｡

(
7
)

『後
漢
書
』
列
停
四
四
､
李
賢
注
所
引

『贋
雅
』｡

(
8
)

こ
れ
は
'
試
講
で
し
か
な
い
｡
封
象
と
な
っ
て
い
る
時
代
は
､
漠

以
後
で
あ
る
が
､
も
し
､
二
つ
の
機
関
が
ま
が
-
な
-
に
も

一
腰
の

も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
､
か
か
る
解
説
は
､
成
立
し
が
た
い
｡

(
9
)

『説
文
解
字
』
十
編
上
に
､
｢障
,
置
騎
也
｣
と
あ
る
｡

(
10
)

そ
れ
故
､
私
は
､
｢騨
｣
を

((m
oun
ted
cou
r
i
e
r

(

station).))
と

英
詳
し
て
み
た
｡
た
だ
'
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
､
送
信
者
か
ら
受

信
者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
達
す
る
停
達
者
な
の
か
､
文
書
を
次
々
と

別
の
配
達
人
に
途
絶
え
る
こ
と
な
-
遮
博
し
､
ま
た
そ
れ
が
乗
馬
を

使

っ
た
配
達
人
な
の
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
､
断
言
で
き
な
い
｡

(
11
)

文
章
の
前
後
関
係
か
ら
だ
け
で
は
､
ど
ち
ら
な
の
か
､
そ
れ
を
知

る
べ
き
糸
口
は
分
か
ら
な
い
の
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
｡

(
12
)

こ
れ
に
関
し
て
は
､
王
鳳
陽

『古
鮮
排
』
(長
春

書
林
文
史

一
九
九
三
)
参
照
｡
た
だ
､
し
ば
し
ば
目
に
す
る

｢郵
騨
｣
が
'

｢郵
｣

一
字
の
場
合
よ
-
､
暖
昧
さ
が
回
避
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い

え
ば
､
残
念
な
が
ら
そ
う
で
は
な
い
｡
｢郵
と
騨
｣
あ
る
い
は

｢郵

の
騎
乗
者
｣
､
そ
の
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
の
こ
る
｡

(
13
)

張
博
璽

｢樺

〟郵
亭
騨
置
徒
司
室
､
褒
中
牒
官
寺
″
｣
(
『秦
漠
問

題
研
究
』
北
京
大
学

一
九
八
五
)
三
〇
二
-
八
頁
｡

(
14
)

こ
れ
は
､
『史
記
』
索
陰

(
『史
記
』
巻

一
〇
､
四
二
三
頁
注
)
に

も
引
用
さ
れ
て
お
-
､
そ
こ
で
は

『虞
雅
』
｢置
,
騨
也
｣
と
い
う

例
語
も
加
え
て
い
る
｡
さ
ら
に
ま
た
､
｢侍
｣
も
､
｢乗
疾
置
｣
(
『漢

書
』
巻
六
六
､
二
八
八
〇
頁
)
､
｢馳
置
｣
(
『史
記
』
巻

一
〇
､
四
二

三
頁
注
)
な
ど
と
､
｢侍
馬
｣
｢車
馬
｣
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
｡

高
敏

(
一
九
八
五
)
に
も
指
摘
｡

(
15
)

初
期
段
階
と
し
て
の
馨
掘
報
告
書
は
'
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所

｢甘
粛
敦
燈
漠
代
懸
泉
置
遺
祉
馨
掘
簡
報
｣
(
『文
物
』
二
〇
〇
〇
-

五
)
四
-
二
〇
頁
､
ま
た
そ
こ
に

(五
頁
)､
家
屋
､
慶
棄
場
所
､

馬
屋
な
ど
含
め
た
面
積
は
､
二
高
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
あ
る

の
は
､
間
違
い
に
違
い
な
い
｡
柴
生
芳

｢敦
燈
漢
音
懸
泉
遺
祉
｣

(富
谷
至
編

『連
境
出
土
木
簡
の
研
究
』
朋
友
書
店

二
〇
〇
三
)

一
六

一
頁
､
参
照
｡

(
16
)

こ
れ
ら
は
､
『漢
書
』
地
理
志
に
は
見
え
ず
､
司
馬
彪

『頼
漢
書
』

に
見
え
る
｡
杜
郵
と
曲
郵
に
関
し
て
は
､
『史
記
』
巻
七

一
､
二
三

一
九
頁
､
『績
漢
書
』
志
第

一
九
､
二
三
〇
三
頁
､
『史
記
』
巻
五
五
､

二
〇
四
六
頁
に
､
黄
郵
衆
は
､
『漢
書
』
巻
九
九
上
､
四
〇
四
二
頁
､

『後
漢
書
』
列
博
七
､
六
五
八
頁
注
､
『積
漢
書
』
志
第
二
二
､
三

四
七
六
頁
に
見
え
る
｡
手
軽
な
参
考
書
と
し
て
は
､
諸
共
旗

『中
国

歴
史
地
囲
集
』
巻
二
-
五
'
④
六
､

一
五
頁
､
二
二
頁
､
五
〇
頁

附
囲
参
照
｡

(
17
)

見
過
ご
し
得
な
い
相
違
が
､
お
そ
ら
-
は
､
こ
こ
に
い
う
里
程
と
､

秦
王
朝
下
､
さ
ら
に
は
､
初
期
の
漠
帝
園
で
使
わ
れ
て
い
た
里
程
の

閲
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
陳
夢
家

(
一
九
六
六

三
九
頁
､

一
九

九
〇

二
三
四
頁
)
は
､
漠
時
代
に
里
程
が
､
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
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お
よ
そ
五
分
の
一
長
-
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
前
漠
､
後
漠
の

史
料
を
例
語
と
し
て
あ
げ
て
い
る
｡
つ
ま
-
､
古
里
程

(お
そ
ら
-

は
､
秦
と
漠
初
に
使
わ
れ
て
い
た
)
は
､
以
後
に
成
立
し
た
漠
里
程

の
八
割
の
長
さ
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
'

も
し
我
々
が

｢漠
里
程
｣
と
し
て
四
百
十
七
･五
メ
ー
ト
ル
一
里
の

平
均
安
常
値
を
採
用
す
れ
ば
､
初
期
の
値
で
は
三
百
三
十
四
メ
ー
ト

ル
前
後
で
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
奨
化
が
正
確
に
は
何

時
生
じ
た
の
か
､
里
程
が
伸
び
る
の
は
漸
次
的
な
推
移
な
の
か
､
そ

れ
は
定
か
で
は
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
以
下

(｢九

郵
書
侍
達

施
設
の
設
置
に
関
す
る
規
定
｣
)
で
紹
介
す
る
新
出
の
出
土
文
字
資

料
は
､
里
程
の
か
か
る
増
長
を
傍
謹
す
る
も
の
で
あ
-
､
こ
の
鮎
に

か
ん
す
る
陳
氏
の
推
測
が
的
を
射
て
い
た
こ
と
を
澄
明
す
る
も
の
に

他
な
ら
な
い
｡

(
18
)

『史
記
』
索
陰
は
､
『漢
書
奮
儀
』
と
し
て
こ
れ
を
引
用
す
る
が
､

『漠
官
奮
儀
』
の
誤
-
で
あ
ろ
う
｡

衛
宏

『漠
膏
儀
』
は
､
事
の
間
隔
と
も
関
係
づ
け
る
｡
同
じ
記
事

に
関
し
て
､
省
文
で
は
あ
る
が
､
癒
勧

『漠
官
儀
』
に
も
み
え
る
｡

孫
星
宿
輯

『漠
官
六
種
』
(周
天
源
編

中
華
書
局

一
九
九
〇
)

四
九
､
八

一
､

一
五
三
頁
｡

(
19
)

何
か
し
ら
す
っ
き
-
し
な
い
感
を
あ
た
え
る
｡
郵
人
の
職
場
は
'

郵
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

(
20
)

『漢
書
』
巻
六
九
､
二
九
八
七
頁
｡

(
21
)

『後
漢
書
』
列
侍
七
八
､
二
九
三

一
頁
｡

(
22
)

『後
漢
書
』
列
侍
六
六
､
二
四
五
九
頁
｡

(
23
)

『後
漢
書
』
列
停
七
八
､
二
九
五
六
頁
｡

(24
)

『後
漢
書
』
巻

一
､
八
五
頁
､
『頼
漢
書
』
志
第
六
､
三

一
四
四

頁
｡

(
25
)

『漢
書
』
巻
七
五
､
三

一
六
四
頁
｡

(
26
)

『漢
書
』
巻
八
九
'
三
六
二
九
頁
｡

(
27
)

『睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
(北
京

文
物
出
版
社

一
九
七
七
｡
正

式
な
報
告
書
と
し
て
は
､

一
九
九
〇
)｡
『張
家
山
漠
墓
竹
筒

〔
二
四

七
鋸
墓
〕』
(北
京

文
物
出
版
社

二
〇
〇
一
)
｡
睡
虎
地
秦
筒
に

関
す
る
研
究
書
の
全
容
に
か
ん
し
て
は
､
数
が
多
す
ぎ
て
､
こ
こ
に

挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

張
家
山
漠
簡
に
か
ん
し
て
は
､
彰
浩

｢謹
張
家
山
漠
簡

《
行
書

律
》｣
(
『文
物
』
二
〇
〇
二
-
九
)
五
四
-
九
頁
が
問
題
の
律
を
あ

つ
か
っ
た
唯

一
の
論
文
で
あ
る
｡

(
28
)

連
雲
港
市
博
物
館

『ヂ
漕
漠
墓
簡
憤
』
(北
京

中
華
書
局

一

九
九
七
)
(統
計
は
､
六
戟
墓
出
土
の
億
に
か
か
れ
て
い
る
｡
こ
こ

で
は

｢ヂ
漕
漠
墓
簡
牒
｣
と
略
稀
)
､
謝
桂
華
等
編

『居
延
漠
簡
程

文
合
校
』
二
筋

(北
京

文
物
出
版
社

一
九
八
七
)
､
甘
粛
省
文

物
考
古
研
究
所
編

『居
延
新
簡
-

甲
渠
候
官
』
二
筋

(北
京

中

華
書
局

一
九
九
四
)
､
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編

｢湖
南
龍
山

里
耶
戦
囲
-
秦
代
古
城

一
鋸
井
馨
掘
簡
報
｣
(
『文
物
』
二
〇
〇
三
-

一
)
四
-
三
五
頁
､
李
挙
動

｢初
謹
皇
耶
秦
簡
｣
(前
掲
)
七
三
-

八

一
頁
､
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所

｢湘
西
里
耶
秦
代
簡
憤
選
樺
｣

(
『中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
三
-

1
)
八
-
二
五
頁
､
pt.7

9
.

(里
耶
筒
は
､
J
L
と
番
鋸
が
う
た
れ
た
井
戸
か
ら
出
土
し
た
の
だ

が
､
こ
こ
で
は
軍
に
里
耶
筒
と
略
記
す
る
)
｡

(
29
)

二
年
律
令

一
背
､
五
二
六
表
｡
｢
二
年
律
令
｣
は
､
公
に
認
め
ら
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れ
た
題
で
あ
-
､
｢
二
年
｣
と
は
､
｢呂
太
后
の
二
年

(前

一
八
六
)｣

と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
文
書
の
時
代
に
関
し
て
の
諸
説
は
､
邪

義
田

｢張
家
山
漠
簡

《
二
年
律
令
》
讃
記
｣
(
『燕
京
学
報
』
新

一
五

期

二
〇
〇
三
)
二
-
三
頁
'
及
び
宮
宅
潔

｢張
家
山
漠
簡

『二
年

律
令
』
解
題
｣
(
『東
方
学
報
』
七
六
冊

二
〇
〇
四
)
二

一
六
-
二

一
九
頁
を
参
照
｡
そ
れ
は
､
筒
が
収
巻
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
て
､
外

側
か
ら
確
認
で
き
る
題
目
で
あ
-
'
｢律
令
二
十
八

(九
-
)
種
｣

と
は
､
文
全
腰
の
最
後
に
あ
っ
て
'
概
要
'
も
し
-
は
表
題
と
し
て

も
役
割
を
持
た
さ
れ
て
い
た
｡

(30
)
題
名
を
示
す
数
字
の
第
二
番
目
の
部
分
は
､
は
っ
き
-
と
判
讃
で

き
ず
､
二
十
八
の
猫
立
し
た
律
名
が
現
段
階
で
亡
失
せ
ず
に
残

っ
て

い
る
以
上
､
そ
の
数
は
二
十
八
に
違
い
な
-
｡
も
し
､

一
つ
が
失
わ

れ
た
と
す
れ
ば
､
二
十
九
で
あ
ろ
う
｡

(
31
)

示
意
囲
自
腰
､
信
の
お
け
る
も
の
と
し
て
注
意
深
-
見
て
み
る
と
､

符
鋸
の
重
複
､
記
入
漏
れ
と
い
っ
た
何
ら
か
の
混
乱
が
生
じ
て
い
る
｡

実
異
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
､
謹
み
手
に
､
破
損
し
た
編
綴
筒

の
直
接
の
考
古
学
的
状
況
を
考
査
す
る
便
を
供
し
た
で
あ
ろ
う
と
思

え
る
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
見
取
-
園
が
提
供
さ
れ
た
こ
と
は
､

こ
れ
ま
で
の
出
土
文
書
に
か
ん
す
る
出
版
物
に
は
､
稀
有
の
も
の
と

し
て
大
い
に
賞
賛
す
べ
き
進
歩
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
睡
虎
地
秦

筒
を
は
じ
め
､
見
取
-
園
は

一
切
な
か
っ
た
｡

(
32
)

出
土
位
置
園
を
基
に
し
て
､
虚
心
に
判
断
す
る
に
､
考
え
ら
れ
る

候
補
は
､
｢置
吏
律
｣
も
し
-
は

｢侍
食
律
｣
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
い

は
､
そ
の
篇
名
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
､
も
し
-
は
解
ら
な
い
満
目

の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
｡
『青
書
』
に
み
え
る

｢郵
騨
令
｣
と
い
っ
た
例
が
念
頭
に
浮
か
ぶ
が
､
議
論
さ
れ
る
べ
き

こ
と
で
､
な
ん
ら
確
定
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
現
段
階
で
知
る
限
-
､

上
述
の
二
つ
の
律
の
内
容
は
､
こ
の
第
二
グ
ル
ー
プ
の
内
容
と
し
て

そ
れ
ほ
ど
ぴ
っ
た
り
と
調
和
し
て
い
な
い
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､
何
よ
-
も
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
､

こ
の
第
二
グ
ル
ー
プ
の
簡
億
を
行
書
律
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
は
'

い
さ
さ
か
の
疑
問
が
残
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
｡
出
土
位
置
が
違
う

よ
う
な
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
｡

(
33
)

別
の
と
こ
ろ
に
入
れ
る
こ
と
は
､
難
し
い
｡
こ
の
筒
は
､
盗
律
､

賊
律
の
近
-
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
が
､
内
容
が
こ
れ
ら
の
律
と
な

に
が
し
か
関
係
し
て
い
る
と
の
可
能
性
は
､
考
え
ら
な
い
｡
内
容
か

ら
判
断
す
れ
ば
､
二
年
律
令

(格
律
)
四

一
一
-
四

一
五
に
含
ま
れ

る
か
も
し
れ
な
い
｡
と
-
わ
け
'
そ
こ
に
見
え
る

｢馨
停
迭
｣
が
そ

の
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
揺
律
は
､
異
な
っ
た
位

置
に
み
え
る
｡
『張
家
山
漠
墓
竹
簡
』
編
集
者
が
簡
の
同
定
に
関
し

て
､
誤
っ
た
の
だ
と
い
う
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
｡
か
-
に
そ
う

で
あ
っ
て
も
､
讃
者
は
そ
れ
を
訂
正
す
る
の
は
､
容
易
に
で
き
る
こ

と
で
も
な
い
｡
出
土
番
壊

c
L79
(

F
L7
9
と
混
同
し
や
す
い
)
が

附
さ
れ
た
筒
の
位
置
が
､
行
書
律
の
第
二
グ
ル
ー
プ
の
筒
の
そ
れ
と

近
い
｡
も

っ
と
も
､
そ
れ
は
間
違
い
な
-
置
吏
律
を
構
成
す
る
筒
に

含
ま
れ
る
も
の
で
あ
-
､
二
年
律
令
二
二

一
は

一
連
の
番
鋸
と
し
て

そ
こ
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
編
集
者
の
一
人
で
あ
る
彰
浩
は
､

彼
の
行
書
律
に
関
す
る
総
括
的
な
論
文
の
な
か
で
は
､
問
題
の
二
年

律
令
二
六
九

(F
L7
9
)
を
取
-
扱

っ
て
い
な
い
こ
と
､
興
味
深
い
｡

(
34
)

A
.F
.P
.
H
u
ls
e
w
e
,
R
e
m
n
a
n
ts
of

C
h
'in
L
a
w
,
L
eid
en
,
E
.J
.
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B
ritt,)985:85
.参
照
｡
H
u
tsew
e
は
､
こ
れ
ら
の
筒
の
簡
番
鋸

を

一
八
三
を

一
八
四
､

一
八
四
を

一
八
五
と
し
て
引
用
し
て
い
る
こ

と
に
注
意
､
そ
れ
は
彼
は
異
な
っ
た
簡
番
鋸
を
も
つ

『睦
虎
地
秦
墓

竹
筒
』

一
九
七
七
年
を
基
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

(
35
)

後
引

(二
年
律
令

二
六
五
-
六
)
｡
こ
れ
ら
は
､
第
二
の
グ
ル
ー

プ
に
属
す
｡
符
合
す
る
部
分
を
除
い
て
､
内
容
は
異
な
っ
て
お
-
､

文
書
の
停
達
と
い
う
よ
-
も
､
郵
書
停
達
の
施
設
､
人
員
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
符
合
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
､
第
二
の

グ
ル
ー
プ
を
行
書
律
に
入
れ
る
理
由
は
希
薄
で
あ
る
｡

(
36
)

例
え
ば
､
後
の
時
代
に
屠
す
る
が
､
｢奉
璽
書
使
者
乗
馳
侍
｡
其

騨
騎
也
,
三
騎
行
,
-
-
｣
(
『漠
奮
儀
』
『漠
官
儀
』)
｡

(
37
)

こ
れ
は
'
約
三
三
四
メ
ー
ト
ル
の
初
期
の
里
程
｡
注

(
17
)
参
照
｡

(
38
)

囲
版
を
み
れ
ば
､
こ
の
文
の
あ
と
に

｢｣
｣
と
い
う
印
の
直
切
-
､

も
し
-
は
､
短
い
線
が
確
認
さ
れ
る
｡
こ
の
鈎
印
は
､
普
通
､
語
や

句
､
段
落
を
分
け
る
印
で
あ
っ
た
｡
詳
文
で
は
､
改
行
す
る
こ
と
で
､

そ
れ
を
表
わ
す
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
に
､
こ
の
鈎
印
が
な
ぜ
う
た
れ

て
い
る
の
か
､
全
て
の
場
合
に
そ
の
理
由
が
は
つ
き
-
し
て
い
る
の

か
と
い
え
ば
､
そ
う
で
は
な
い
｡
他
の
簡
憤
､
た
と
え
ば
本
稿
の
最

後
に
引
用
し
て
い
る
里
耶
秦
簡
か
ら
は
､
そ
れ
は
今
日
で
い
う
名
詞

と
-
に
人
名
の
問
に
う
た
れ
る
コ
ン
マ

｢'
｣
の
一
種
で
あ
る
｡
し

か
し
､
こ
の
簡
憶
に
お
い
て
は
､
あ
き
ら
か
に
そ
う
で
は
な
い
場
合

も
あ
る
｡
原
本
に
は
､
新
し
い
段
落
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
､
こ
こ

で
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
し
か
し
､

一
方
､
我
々
が
目
に
す

る
筒
に
は
､

一
本
の
筒
の
後
半
が
空
白
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
き
ち

ん
と
し
た
段
落
を
も
つ
も
の
も
あ
る
｡
同
時
に
'
段
落
は
､
違
っ
た

印
､
す
な
わ
ち
､
長
い
線
､
■
､
●
な
ど
で
､
印
し
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
そ
れ
と
も
､
鈎
印
は
､
初
学
者
が
文
章
を
よ

-
理
解
し
や
す
-
す
る
た
め
､
も
し
-
は
訊
詣
す
る
便
の
た
め
の
単

な
る
マ
ー
ク
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡

(39
)
文
帝
の
も
と
で
､
肉
刑
を
慶
止
し
て
苔
刑
に
代
え
た
こ
と
､
『漢

書
』
に
は

(
『漢
書
』
巻
二
三
､

一
〇
九
九
頁
)
苔
三
百
は
､
結
果

と
し
て
受
刑
者
の
多
-
を
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
批
判

し
て
い
る
｡

(
40
)

そ
う
い
っ
た
基
準
は
､
統

一
秦
以
前
に
も
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ

る
｡
『周
植
』
地
官

･
司
開
､
鄭
玄
注

｢賂
迭
者
執
此
節
以
迭
行
者
､

皆
以
道
里
日
時
課
,
如
今
郵
行
有
程
臭
｣

(
41
)

百
六
十
は
二
百
の
八
割
に
あ
た
る
こ
と
､
言
う
ま
で
も
な
い
｡
こ

の
こ
と
は
､
前
漠
に
お
い
て
､
里
の
長
さ
が
長
-
な
っ
た
と
い
う
陳

夢
家
の
説
に
､
確
か
に
適
癒
す
る

(荏

(
17
)
参
照
)
｡
反
論
と
し

て
､
奨
わ
っ
た
の
は
長
さ
の
単
位
で
は
な
-
､
基
づ
-
べ
き
速
さ
だ

と
み
る
な
ら
ば
､
張
家
山
漠
筒
で
は
走
者
に
八
十
三
キ
ロ

(
一
日
)
､

時
速
に
し
て
三
･五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
文
書
を
配
達
す
る
こ
と
を
要

求
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
ロ
ー
マ
の
デ
ー
タ
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
､

納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
｡
注

(
43
)
参
照
｡

(
42
)

｢董
夜
行
千
里
馬
程
｣
｡
｢千
｣
と
は
､
｢千
里
馬
｣
の
よ
う
な
比

瞭
象
徴
表
現
で
､
｢多
数
｣
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

(
43
)

ロ
ー
マ
の
デ
ー
タ
は
､
A
n
n
e
K
o
tb
,
T
ra
n
sp
ort
u
n

d
N

a
c
h

rich･

tm
tr
a
n

sf
e
r
im

R
b.m
is
ch
m

R
eich,
(K
tio
.
B

eitr
a
g
e
zu
r

A

lten

G
eschic
hte,B
eih
eft

e

,N.F
.,
B
d
.2
)
,
B

ertin
:
A

k
a
d
e

m
ie
V

er･

tag)

2
0
0
0

:3
2
2
･
4
.

に
よ
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
ド
レ
ス
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デ
ン
大
学
の

M
artin
Jehne教
授
か
ら
有
益
な
教
示
を
得
た
こ
と

を
感
謝
す
る
｡

(
44
)

居
延
漠
簡

E
P
T
5
9
.
8
)3
｡
こ
の
筒
は
､
｢甲
溝
官
｣
と
い
う
語

が
示
す
よ
う
に
､
王
葬
時
代
の
も
の
で
あ
る
｡

(
45
)

樺
請
の
初
め

｢-
-
｣
は
､
『張
家
山
漠
墓
竹
筒
』
の
樺
護
で
は
､

□
□
口
と
し
て
､
映
字
三
字
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
筒
の
先
は
明

ら
か
に
破
損
し
て
い
て
､
｢不
以
次
｣
と
樺
讃
し
た
句
の
前
に
'
何

字
あ
っ
た
の
か
字
数
の
確
定
は
で
き
な
い
｡
こ
の
三
字
に
し
て
も
'

-

｢不
｣
に
つ
い
て
は
､
あ
え
て
そ
う
謹
め
ば
そ
う
か
も
し
れ
な

い
が
-

賓
際
に
囲
版
の
上
で
は
識
別
で
き
な
い
｡
｢次
｣
と
さ
れ

て
い
る
字
は
､
な
に
か
気
泡
の
よ
う
な
も
の
で
､
完
全
に
消
さ
れ
て

し
ま
っ
て
見
え
な
い
｡
現
物
を
み
れ
ば
､
素
量
よ
-
よ
-
も
っ
と
は

っ
き
-
す
る
だ
ろ
う
｡
も
っ
と
も
'
鐸
文
に
携
わ
っ
た
中
国
の
研
究

者
は
､
お
そ
ら
-
宕
異
を
基
に
し
た
の
で
あ
-
､
現
物
を
手
に
と
っ

て
の
で
は
な
か
ろ
う
｡
と
も
あ
れ
､
揮
護
は
保
留
に
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
｡

(
46
)

H
u
tsew
e
(
一
九
八
五
)
八
六
頁
は
､
｢博
吉
｣
を

｢博
に
よ
る

文
書
｣
と
解
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
博
に
よ
っ
て
配
送
さ
れ

る
文
書
は
'
お
そ
ら
-

一
般
の
部
を
通
過
せ
ず
に
､
博
に
よ
っ
て
同

一
人
物
が
配
送
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
か
-
に
､
｢停
｣
と

い
う
語
を
別
の
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
に
し
ろ
そ
う
で
な
い
に
し
ろ
､

こ
の
律
は
博
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
む
し
ろ
､

日
附
を
も
つ
文
書
の
多
-
の
例
は
､
日
時
を
記
録
す
る
こ
と
は
､
古

代
中
国
の
公
文
書
の
通
信
に
お
け
る

一
般
的
な
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
語
句
は
､
｢博
吉
ch
u
d
n
sh
ii
(侍
達
す
る

書
)｣
と
馨
音
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
､
尊
信
文
書
に
た
い
し
て
遮
博

と
い
う
方
法
を
つ
か
っ
て
送
達
さ
れ
る
文
書
だ
と
考
え
て
い
る
｡
同

様
の
語
句
は
､
｢以
次
博
行
｣
(二
年
律
令
二
七
四
)
と
い
っ
た
表
現

で
あ
-
､
や
は
-

｢博
行
Ch
u
d
n
x
tn
gJ
は
､
侍
の
業
務
と
い
う
意

味
で
は
な
い
｡

(
47
)

こ
こ
は
､
『睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
の
注
鐸
者
に
し
た
が
っ
た
も
の

で
あ
る
｡
た
だ
､
私
に
は
'
な
ぜ
日
附
を
書
-
こ
と
が
､
速
や
か
な

野
庭
に
供
す
る
の
か
'
理
由
が
解
ら
な
い
｡
筒
に
日
附
を
記
入
す
る

こ
と
が
､
中
断
す
る
こ
と
な
-
筒
を
庭
理
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
｡

(
48
)

｢仁
｣
を

｢信
｣
に
謹
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
､
D
r.
U
-rich

r
au
の
教
示
を
得
た
｡
高
亨

『古
宇
通
保
倉
典
』
(済
南

斉
魯
書

証

一
九
八
九
)
八
二
頁
を
参
照
｡

(49
)
『睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
の
揮
請
は
､
｢者
勿
令
I
書
-
-
｣
と
断

句
し
､
H
u
tsew
e
は
､
｢･･･者
勿
｡
令
書
｣
と
謹
む
｡
い
ず
れ
の
場

合
も
､
前
の
候
は
中
途
半
端
の
ま
ま
終
わ
る
こ
と
に
な
る
｡
前
者
で

は
､
｢書
｣
は
動
詞
と
し
て
の
意
味
と
な
ろ
う
が
､
以
下
の
文
章
と

の
繋
が
-
が
わ
る
-
､
す
-
な
-
と
も
､
先
学
が
こ
れ
ま
で
明
確
な

も

の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も

の
と
は
は
ち
が
う
｡

一
方
'

H
u
ts
eweは
'
秦
律
十
八
種

l
八
三
の

｢命
書
｣
と
'
｢令
書
｣
を

並
べ
て
解
樺
せ
ん
と
す
る
｡
氏
は
､
｢令
書
｣
を

｢書
か
れ
た
命
令
｣

と
詳
す
が
､
む
し
ろ

｢王
言
｣
と
課
す
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
｡

や
は
-
､
こ
れ
ら
は
､
後
の

｢詔
書
｣
の
先
駆
に
他
な
ら
な
い
｡
文

法
の
上
か
ら
言
え
ば
､
H
u
tsew
e
が

｢有
日
｣
を
､
｢-
･･･と
い
う

場
合
は
｣
と
す
る
の
は
お
か
し
い
｡
が
､
こ
こ
は
､
普
通
は
､
｢又
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日
｣
で
あ
ろ
う
｡
百
歩
譲

っ
て
､
｢有
｣
を

｢書
｣
の
筆
実
の
誤
-

-

南
字
の
隷
書
鰹
は
似
て
い
る
-

と
み
る
と
し
て
も
､
ま
た

｢有
｣
が
や
は
-

｢有
る
｣
と
い
う
意
味
を
保
持
す
る
の
は
､
｢有

-
-
者
｣
と
い
う
名
詞
句
を
導
-
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
し
か
な
い
｡

し
か
し
､
氏
の
解
樺
に
従
え
ば
､
｢
日
､
報
｣
と
､
｢宜
到
不
束
｣
と

い
う
動
詞
構
文
を
目
的
語
と
す
る
名
詞
句
と
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

｢延
の
召
喚
に

｢報
｣
と
あ
-
､
到
着
し
て
い
る
べ
き
な
の
に
来
て

い
な
い
者
は
､
追
跡
調
査
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｣
､
こ
の
よ
う
に
詳

し
て
も
､
そ
の
前
に
位
置
す
る
筒
の

｢勿
｣
の
中
途
半
端
さ
は
､
説

明
し
き
れ
な
い
｡
｢廷
騨
｣
を
句
の
初
め
と
す
る
こ
と
は
､

一
つ
の

解
決
策
だ
が
､
異
な
る
主
語
の
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
｡

(
50
)

『睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
の
注
樺
は
､
｢騨
｣
を

｢召
喚
｣
､
と
解
鐸

す
る
｡
障
害
と
し
て
は
､
後
に
引
用
す
る
二
年
律
令
二
七
六
に
見
ら

れ
る
語
で
あ
る
｡
私
は
､
｢召
喚
｣
で
は
､
受
領
者
に

｢報
｣
を
命

ず
る
こ
と
と
同
じ
意
味
の
繰
り
返
し
と
な
る
と
思
う
し
､
『漢
書
』

巻
二
七
上
､

二
二
二
七
頁
に
は
､
鼎
に
鋳
込
ん
だ
郷
の
刑
書
を
､
刑

障
害
と
表
現
し
て
い
る
｡
｢法
律
｣
も
し
-
は

｢判
決
文
｣
を
意
味

す
る
も
の
と
し
て
､
同
様
の

｢辞
書
｣
は

『漢
書
』
巻
二
七
上
､

一

三
二
七
頁
に
見
え
る
｡
｢避
｣
の
仮
借
と
し
て
の

｢騨
｣
､
｢避
け
る
｣

は
､
匪
連
の
奏
献
書
六
〇
に
見
え
る
｡

(
51
)

こ
の
謀
は
､
奏
献
書
に
頻
見
す
る
､
廷
尉
の
論
断
が
引
用
さ
れ
る
､

｢廷
報
｣
と
い
っ
た
句
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
先
に
引
用
し

た
奏
献
書
六
〇
を
参
照
｡
｢報
｣
に
関
し
て
は
､
E
n
n
o
G
iete‥
T
he

D
uduan
猫
断

and
Zm
p
eria
l
C
om
m
unication
in
E
a
r
ly

C
hina,

P
h.D
.
D
is
s
.,

F
re
ie

U
n
iv
e
r
s
ita
t

B
erlin,

2
0
0
)
,
c
h

a

p

t.
4

.
6
.

こ
の
文
章
の
別
の
解
程
と
､
文
法
上
の
問
題
は
､
注

(
49
)
参
照
｡

(
52
)

H
u
tsew
e
(
l
九
八
五
)
八
六
頁
､
A
9
6
｡

(
53
)

｢過
｣
の
意
味
で
の

｢郵
｣
の
語
義
と
い
う
観
鮎
か
ら
言
え
ば
､

こ
の
よ
う
な
記
録
簿
が

｢過
書
刺
｣
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
も
､
注
目

し
て
お
き
た
い
｡
注

(
6
)
(
7
)
参
照
｡

(
54
)

か
か
る
種
々
の
記
録
簿
に
つ
い
て
は
､
李
均
明

｢漠
簡

『過
書

刺
』
解
｣
(
『文
史
』
二
八

一
九
八
七
)
四
八
頁
､
李
均
明

｢簡
憤

文
書

『刺
』
考
述
｣
(
『文
物
』

一
九
九
二
-
九
)
五
五
-
九
頁
､
李

均
明

･
劉
軍

『簡
牒
文
書
学
』
(南
寧

贋
西
出
版
社

一
九
九
九
)

四
〇
八
-

一
〇
､
四

二
二
-
四
頁
､
富
谷
至

｢亭
制
に
関
す
る

一
考

察
-

漠
筒
に
見
え
る
亭
の
分
析
｣
(
『達
境
出
土
木
簡
の
研
究
』
京

都

朋
友
書
店

二
〇
〇
三
)
三
六
七
-
四
〇
九
頁
､
三
八
四
-
五

頁
を
参
照
｡

(
55
)

も
し
-
は

｢早
す
ぎ
る
｣
｡
｢□
行
｣
を

｢疾
程
｣
と
改
め
た
こ
と

に
つ
い
て
は
､
簡
牒
整
理
小
組

｢中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵

居
延
漠
簡
整
理
近
況
簡
報
｣
(
『古
今
論
衡
』
四

二
〇
〇
〇
)
八
七

-

1
二
二
頁
､
九
四
頁
と
赤
外
線
素
直
二

一
〇
頁
を
参
照
｡
し
か
し
､

｢九
十
五
里
｣
を

｢九
十
六
里
｣
と
の
簡
牒
整
理
小
組
の
謹
み
に
は
､

私
は
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
｡
問
題
の
文
字
は
明
ら
か
に

｢五
｣
で

あ
る
｡

(
56
)

宋
曾
群
､
李
振
宏

｢秦
漠
時
制
研
究
｣
(
『歴
史
研
究
』

一
九
九
三

-
六

･
三
)
三
-

一
五
頁
｡

(
57
)

永
田
英
正

『居
延
漠
筒
の
研
究
』
(同
朋
舎

一
九
八
九
)
四
三

一
-
四
頁
｡

(
58
)

宋
合
群
､
李
振
宏

｢漠
代
居
延
地
直
郵
騨
方
位
考
｣
(
『河
南
大
学
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学
報
』

一
九
九
三
-

一

二
八
-
三
六
､
八

一
頁
)

｡

(
59
)

連
境
の
行
政
機
構
に
つ
い
て
は
､
永
田

(
一
九
八
九
)
四
二
七
頁

参
照
｡

(60
)
H
u
tsew
e

(
一
九
八
五
)
二

一
頁
を
参
考
し
て
詳
出
｡

(
61
)

｢障
害
｣
に
関
し
て
は
､
注

(
50
)
参
照
｡

(
62
)

後
者
の
例
は
､
後
に
引
用
す
る
秦
里
耶
筒
に
認
め
ら
れ
る
｡

(
63
)

王
子
今

(
一
九
九
四
)
四
七
六
頁
注

〔
五
〕
は
､
『北
堂
書
紗
』

巻
七
九
所
引
の

『風
俗
通
』
に

｢漠
家
因
秦
,
大
牢
十
里

一
亭
｣
と

見
え
る
興
味
あ
る
辛
苦
に
注
意
を
排

っ
て
い
る
｡
｢郵
｣
と

｢亭
｣

の
密
接
な
関
係
は
､
多
-
の
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
｡

(
64
)

｢索
南
水
｣
は
史
料
か
ら
は
､
検
澄
で
き
な
い
｡
『張
家
山
漠
墓

竹
筒
』
注
揮
者
は
､
流
水
の
支
流
の
漸
水
で
は
な
い
か
と
見
る
｡
こ

の
二
つ
は
'
と
も
に
索
願
の
近
郊
を
流
れ
､
そ
の
南

一
五
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
に
江
水
が
､
後
の
南
郡
の
郡
治
､
江
陵
を
通
る
｡
譜
其
騒

(
一
九
八
二
)
二
二
-
二
三
頁
､
5
-
6
/
⑥
｡

(
65
)

『張
家
山
漠
墓
竹
筒
』
注
程

(二
〇
〇
一
)

一
六
九
頁
は
､
｢室
｣

と
し
て
､
｢家
｣
を
解
揮
し
､
彰
浩

(二
〇
〇
三
)
五
七
頁
は
､

｢戸
｣
と
解
樺
す
る
｡
以
下
の
本
文
の
行
論
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(66
)
『張
家
山
漠
墓
竹
筒
』
の
注
樺
は
'
｢敬
｣
を

｢警
｣
の
仮
借
と

す
る
が
､
私
は
そ
う
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
を
見
つ
け
ら
れ

な
い
｡
ち
な
み
に

｢人
文
資
料
庫
｣
(茎
漕
中
央
研
究
院
)
に
も
､

｢警
事
｣
は
探
し
出
せ
ず
､
｢敬
事
｣
は
極
め
て

一
般
的
な
熟
語
で

あ
る
｡
『青
書
』
刑
法
志
に
は
､
｢驚
事
律
｣
が
見
え
､
｢驚
｣
は

｢警
｣
と
解
し
て
は
い
る
も
の
の
､
こ
こ
で
は

｢敬
事
｣
が

一
つ
の

固
有
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
｡

(
67

)

こ
の
候
文
の
謀
は
､
試
講
で
あ
る
｡
構
文
か
ら
す
れ
ば
､
何
か
槍

加

(息
)
が
あ
っ
て
も
､
他
の
何
か
を
減
少

(減
)
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
と
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
槍
加
は
､
何
家
族

(上
に
説
明

が
あ
る
)
､
㈲

一
般
的
な
人
口

(彰
浩
二
〇
〇
二
､
五
七
頁
は
そ
う

考
え
る
)､
回
す
ぐ
前
に
言
及
さ
れ
て
い
る
田
土
か
ら
得
ら
れ
る
農

産
物
な
の
か
､
決
め
が
た
い
｡
第

一
番
目
の
解
樺
は
､
も
し
､
郵
人

に
成
人
し
た
子
息
が
あ
-
'
戸
を
形
成
し
て
お
-
､
親
に
隣
接
し
て

自
分
の
家
を
構
え
て
い
る
な
ら
ば
､
他
の
郵
人
を
､
補
充
と
し
て
や

め
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
-
､
彰
浩
の
解
樺
に
従

え
ば
､
｢人
口
が
増
加
し
､
戸
数
が
槍
え
て
も
､
郵
戸
を
減
ら
さ
な

い
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
な
る
の
か
､
そ
の
解

樺
の
背
景
が
理
解
で
き
な
い
｡
人
口
が
噂
加
す
る
の
に
､
お
上
は
な

ぜ
'
郵
の
人
員
を
解
雇
し
よ
う
と
す
る
の
か
｡
ど
ち
ら
の
解
樺
も
二

つ
の
鮎
で
､
疑
問
が
の
こ
る
｡

一
つ
は
､
｢戸
｣
は
動
詞

｢減
｣
の

直
接
の
目
的
語
と
し
て
み
て
い
る
､
し
か
し
､
｢減
戸
｣
(
『漢
書
』

巻
五
九
､
二
六
五
三
頁
､
『後
漢
書
』
列
侍
四
､
五
六
〇
頁
､
注

〔
一
〕
所
引

『来
観
漠
記
』
)
の
如
-
､
動
詞
が
目
的
語
の
先
に
位

置
す
る
の
が
､
自
然
で
あ
ろ
う
｡
二
に
は
､
｢戸
｣
と

｢室
｣
､
こ
の

二
つ
の
語
を
ど
の
様
に
詳
し
分
け
す
る
の
か
を
考
慮
に
い
れ
ず
'

｢戸
｣
は
こ
こ
で
は
'
結
果
と
し
て

｢室
｣
と
同
じ
意
味
の
語
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
｡

一
つ
の
文
章
の
中
で
､
同
じ
事
柄
に
封
し
て
二

つ
の
異
な
っ
た
表
記
が
何
故
に
可
能
な
の
か
｡

三
番
目
の
解
梓
に
つ
い
て
言
え
ば
､
こ
れ
は
他
と
は
違
っ
た
理
解

で
あ
-
､
｢も
し
､
収
穫
が
得
ら
れ
れ
ば
､
相
昔
す
る
戸
は
成
果
を

減
じ
て
い
な
い
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
｢息
｣
は
農
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産
物
の
こ
と
と
な
-
､
｢戸
｣
は
､
｢減
｣
の
目
的
語
で
は
な
い
｡
ま

た
､
｢室
｣
で
は
な
-
､
｢戸
｣
が
登
場
し
て
い
る
の
も
､
そ
れ
な
-

に
理
解
で
き
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
｢戸
｣
-

｢家
｣
で
は
な
い
-

は
､
国
家
に
よ
る
存
慶
を
前
提
と
し
た
単
位
だ
か
ら
で
あ
る
｡
問
題

は
､
そ
の
場
合
に
は
､
目
的
語
と
し
て
代
替
す
べ
き
何
か
を
特
定
し

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
租
税
も
し
-
は
篠
役
で
あ
-
､
こ
こ
で
は

省
略
に
従

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

(
68
)

『張
家
山
漠
墓
竹
筒
』
の
注
稗
は
､
｢-
急
書
､
復
,
勿
令
-
｣

と
断
句
を
す
る
｡
そ
こ
か
ら
は
､
｢緊
急
の
文
書
と
返
書
､
-
-
し

て
は
な
ら
な
い
｣
と
し
か
､
解
樺
で
き
な
い
｡
贋
義
に
は
､
｢復
｣

は
､
｢返
す
｣
｢返
答
す
る
｣
と
い
う
意
味
を
持
つ
が
､
｢返
書

(特

定
の
封
象
を
も
つ
に
し
ろ
そ
う
で
な
い
に
し
ろ
)｣
と
い
う
名
詞
で

使
わ
れ
る
こ
と
は
､
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
漠
代
の
他
の
文
書
資
料
､
そ

の
顕
著
な
例
が
武
威
出
土
の
老
人
優
遇
政
策
を
述
べ
た
も
の
だ
が
､

そ
の
語
は

｢免
除
｣
と
明
ら
か
に
解
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
(漢

淑
滑

『漠
代
復
除
制
度
研
究
』
(墓
中

国
立
中
興
大
学

一
九
七

七
)
六
九
-
七
〇
頁
｡
彰
浩

(二
〇
〇
三
)
五
七
頁
も
､
｢-
急
書
､

復
､
勿
令
-
｣
と
断
句
し
て
い
る
の
で
､
か
か
る
理
解
を
示
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
｡
具
腰
的
に
は
､
免
除
さ
れ
る
の
が
､
篠
役
な
の
か

租
税
な
の
か
は
､
は
つ
き
-
は
し
な
い
｡

(69
)
囲
版
を
み
れ
ば
､
鈎
印
は

｢事
｣
の
後
に
見
え
る
｡

(
70
)

同
じ
よ
う
に
､
鈎
印
は

｢行
之
｣
の
後
に
あ
-
､
句
末
を
示
し
て

い
る
｡

(
71
)

張
家
山
の
樺
護
は
､
｢置
｣
を
樺
し
て
い
な
い
が
､
｢置
｣
は
明
ら

か
に
確
認
で
き
る
｡

(72
)
散
見
す
る

｢願
官
｣
と
い
う
語
で
あ
る
が
､
私
は
､
概
し
て
い
え

ば
､
｢役
所
｣
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢願
官

事
｣
と
は
､
｢公
務
｣｡

(
73
)

｢水
薬
｣
に
つ
い
て
は
'
王
鳳
陽

『古
鮮
排
』
(書
林
文
史
出
版

社

一
九
九
三
)

一
八
〇
頁
参
照
｡
『漢
書
』
巻
五
九
､
二
六
五
〇

頁
に
は
､
こ
ぼ
れ
た

｢水
薬
｣
は
小
便
さ
な
が
ら
､
と
い
う
逸
話
が

見
え
る
｡

(
74
)

張
世
超
､
張
玉
春
､
『秦
簡
文
字
編
』
(京
都

中
文
出
版
社

一

九
九
〇
)
五
四
八
-
九
頁
｡

(
75
)

睦
虎
地

｢法
律
答
問
｣
二
〇
l
'
(H
u
tsew
e
詳

l
九
八
五
､

l

七
九
頁

(D
-∞
-))
そ
こ
で
は
､
氏
は
室
人
を

｢
一
軒
の
家
の
な
か

の
同
居
人
｣
と
課
す
｡

(
76
)

ヂ
漕
漠
墓
簡
憤

一
裏
第
三
段
｡

(
77
)

こ
の
鮎
は
､
彰
浩

(二
〇
〇
三
)
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
｡
も
っ
と

も
､
私
は
氏
の
主
張
を
す
べ
て
受
け
入
れ
る
に
は
跨
跨
が
あ
る
｡

(
78
)

こ
の
最
後
の
地
名
､
-

も
し
そ
れ
が
地
名
で
あ
れ
ば
の
こ
と
だ

が
-

解
ら
な
い
｡
二
番
目
の
文
字
を
ど
う
樺
讃
す
れ
ば
よ
い
の
か
､

そ
れ
も
確
定
で
き
な
い
｡
候
文
も
､
六
所
と
お
ぼ
し
き

(も
し
-
は

五
所
の
名
前
と
今
ひ
と
つ
の
特
定
さ
れ
た
も
の
か
)
地
名
を
列
馨
し
､

さ
ら
に

｢五
郵
｣
で
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
に
関
し
て
も
問
題
を

残
す
｡
明
ら
か
に
､
比
定
さ
れ
て
い
る
地
名
も
同
じ
レ
ベ
ル
で
は
な

い
｡
｢漠
中
｣
の
揮
請
が
正
し
い
と
し
て
､
三
カ
所
の
地
名
は
郡
名
､

少
な
-
と
も
､
下
排
､
政
道
は
造
名
､
つ
ま
-
非
漢
人
の
パ
ー
セ
ン

ト
が
高
い
願
で
あ
る
｡
幹
線
道
路
に
そ
っ
て
､
四
･二
キ
ロ
毎
に

一

つ
の
郵
が
設
置
さ
れ
る

(二
年
律
令
二
六
四
)
と
い
う
の
が
､
同
時

- 34-
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代
の
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
､
初
期
の
時
代
の
郭

が
､
各
郡
に

一
つ
で
は
な
-
も
っ
と
多
か
っ
た
と
見
る
の
が
理
に
か

な
っ
て
い
る
｡
こ
の
候
文
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
地
域
､
萄
､
巴
､
漠

中
､
は
､
二
六
四
筒
で
言
及
さ
れ
る
南
郡
の
西
境
遠
-
､
西
'
西
北

に
及
ん
だ
｡
下
排
､
政
道
は
､
武
都
郡
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
が
､
武
都
郡
は
前

一
一
一
年
以
後
で
は
じ
め
て
設
置
さ

れ
た
｡
そ
の
時
期
以
前
'
道
は
郡
の
領
域
外
に
あ
っ
た
､
も
し
-
は
､

蓋
然
性
は
希
薄
で
あ
る
が
､
漠
中
の
一
部
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

後
者
の
場
合
は
､
｢萄

･
巴
､
漠
中
下
排

･
政
道
及
薙
副
中
五
郵

-

萄

･
巴
と
漠
中
の
下
排

･
政
道

･
薙
副
の
中
の
五
郵
-

｣
と

謹
み
と
な
ろ
う
｡
な
ぜ
か
､
贋
漠
郡
に
つ
い
て
は
､
言
及
さ
れ
て
は

い
な
い
が
､
劉
邦
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ

(
『漢
書
』
巻
二

八
上
､

一
五
九
七
頁
)
､
そ
れ
は
う
ま
さ
し
-
局
と
巴
の
問
で
あ
る
｡

換
言
す
れ
ば
､
こ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
行
政
地
理
は
虞
漠
郡
が
設
置

さ
れ
る
前
の
秦
代
も
し
-
は
漠
の
極
初
期
の
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る

と
思
え
る
｡

(
79
)

原
筒
に
は
､
二
人
の
人
物
は
並
列
を
し
め
す
鈎
印
で
も
っ
て
直
別

が
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
『文
物
』
(二
〇
〇
三
-

一
)

一
九
頁
に
出
さ
れ
た
詳
註
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
｡

一
方
､
『文

物
』
(二
〇
〇
三
-

一
)
七
五
頁
と

『中
国
歴
史
文
物
』
(二
〇
〇
三

-

一
)

一
三
頁
に
は
､
少
な
-
と
も
コ
ン
マ
は
施
さ
れ
て
い
る
｡

『文
物
』
(二
〇
〇
三
-

一
)

一
四
頁
で
の
囲
版
に
は
､
鍵
印
は
は

っ
き
-
見
え
る
｡

(
80
)

『文
物
』
は
､
｢郭
｣
(開
-
)
と
讃
む
が
､
｢郁
｣
(斥
け
る
､
返

す
)
の
方
が
よ
-
ふ
さ
わ
し
い
｡
昔
時
の
二
つ
の
蓄
膿
は
､
直
別
が

つ
き
に
-
い
｡
こ
の
謹
み
に
関
し
て
は
､
私
は

『中
囲
歴
史
文
物
』ヽ

(二
〇
〇
三
-

一
)

二
二
頁
の
程
護
に
従
い
た
い
｡
私
は
ま
た
､
若

ヽ干
の
跨
跨
が
あ
る
も
の
の
､
そ
の
句
護
に
従
う
｡
｢郁
｣
が

｢
(ど
こ

か
'
も
し
-
は
誰
か
に
)
返
す
｣
と
い
う
意
味
で
､
間
接
の
目
的
語

を
従
え
る
構
文
を
､
例
と
し
て
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
､

｢舗
之
｣
で
､
文
が
切
れ
る
と
す
れ
ば
､
｢啓
陵
｣
は
'
績
-
文
の

主
語
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
｢啓
陵
の
二
十
七
戸
に
は
､
す
で
に

典
が
い
る
｣
と
な
る
｡
こ
う
解
鐸
す
る
と
し
て
も
､
そ
れ
は
従
い
が

た
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
啓
陵
は
､
郷
と
し
て
出
て
き
て
お
-
､

一
人
の

典
を
も
ち
わ
ず
か
二
十
七
戸
か
ら
な
る
里
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

郷
な
ら
ば
､
二
百
七
十
､
も
し
-
は
二
千
七
百
ぐ
ら
い
の
戸
と
な
ろ

う
｡
紀
安
諾

(
エ
ノ

･
ギ
ー
レ
)
｢ヂ
漕
新
出
土
行
政
文
書
的
性
質

輿
漠
代
地
方
行
政
｣
(
『大
陸
雑
誌
』
九
五
-
三

一
九
九
七
)
二
九

-
三
一頁
｡

啓
陵
が
､
郷
で
あ
る
と
と
も
に
､
郷
の
中
で
の
主
要
な
里
の
名
前

と
い
う
解
稗
は
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
､
よ
し
そ
う
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
か
か
る
郷
は
す
で
に
典
を
有
し
て
い
る
､
と
の
陳

述
は
､
成
里
に
典
を
任
命
し
な
い
と
い
う
論
鮎
に
は
な
ら
な
い
｡
た

だ
'
い
ず
れ
に
し
ろ

｢二
十
七
戸
｣
に
関
し
て
､
正
し
-
は
ど
う
解

樺
す
る
の
か
､
疑
問
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
｡
千
振
波

｢里
耶

秦
筒
中
的

〟除
郵
人
″

簡
｣
(
『湖
南
大
学
学
報
』
社
曾
科
学
版

二

〇
〇
三
-
≡
)､
九
頁
は
､
｢郊
｣
を

｢昌
郭
｣
な
る
人
名
の
一
部
と

し
､
｢之
｣
を

｢行
-
｣
と
解
揮
す
る
｡
し
か
し

｢郭

(郁
)
之
｣

と
い
う
表
現
は
､
里
耶
簡

J
t
㊥

)34
に
も
見
え
る
｡
そ
こ
で
は
､

｢郵
｣
は
､
前
に
置
か
れ
て
い
る

｢敦
狐
｣
と
い
う
人
名
の
一
部
で
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は
な
い
｡
同
じ
人
物
は
､
簡
J
L㊧
6
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

(
81
)

『文
物
』
で
は
､
｢癒
｣
と
い
う
非
常
に
ま
れ
な
字
に
揮
し
て
い

る
｡
寓
寅
で
は
､
｢磨
｣
の
よ
う
で
あ
-
､
特
に
下
の
部
分
は

｢火
｣

よ
-
も

｢心
｣
の
よ
う
に
見
え
る
が
､
二
つ
の
文
字
部
首
は
'
昔
時

の
蓄
膿
の
う
え
か
ら
直
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡
張
世
超
､
張
玉
春

(
一
九
九
°
)
七
六
二
頁
､
参
照
｡
『中
国
歴
史
文
物
』
(二
〇
〇
三

-

一
)

一
三
頁
も
ま
た
､
｢癒
｣
に
揮
す
｡
｢癒
律
｣
-

律
に
適
磨

す
る
-

と
い
う
熟
語
は
､
睦
虎
地
秦
簡

｢法
律
答
間
｣
三
八
筒
に

見
ら
れ
る
｡
こ
の
候
の
句
請
に
関
し
て
の
個
人
的
な
討
論
の
な
か
で
､

D
r.
U
-ricF
r
a
u
氏
に
貴
重
な
ご
意
見
を
賜

っ
た
こ
と
を
感
謝
す

る
｡
『中
国
歴
史
文
物
』
(前
出
)
の
樺
請
は
､
｢-
何
律
令
?
麿
尉

巳
除
-
｣
と
な
っ
て
お
-
､
｢
こ
れ
は
何
の
律
令
か
｡
尉

(
の
要
望

に
)
磨
じ
て
､
(私
は
)
す
で
に
任
命
し
た
｣
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
か
｡

(
82
)

李
挙
動
は
､
『文
物
』
(二
〇
〇
三
-

一
)
七
五
-
七
六
頁
に
お
い

て
､
｢手
｣
は

｢署
名
す
る
｣
も
し
-
は
､
｢文
書
を
副
書
し
､
受
け

取
-
､
停
達
す
る
こ
と
に
賓
際
に
責
任
を
も
っ
こ
と
｣
と
考
え
る
｡

古
代
中
団
の
文
化
的
背
景
に
お
い
て
､
個
人
的
な

｢署
名
｣
と
い
っ

た
も
の
が
'
い
っ
た
い
ど
う
い
っ
た
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
､
十

分
に
は
解
っ
て
い
な
い
｡
居
延
漠
筒
に
お
け
る
署
名
と
考
え
ら
れ
る

も
の
に
つ
い
て
の
研
究
は
､
大
庭
修

｢文
書
簡
の
署
名
と
副
署
試

論
｣
(
『漠
簡
研
究
』
京
都

同
朋
舎

一
九
九
二
)
二
四
七
-
六
七

頁
｡
さ
ら
に
､
私
は
､
第
二
の
解
稗
が
､
｢手
｣
の
通
常
の
語
義
の

範
囲
を
､
よ
-
包
括
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
つ
ま
-

｢手
｣
｢持
つ
､
取
る
｣
｢自
分
で
｣
さ
ら
に
は
'
｢自
筆
｣
と
い
う
｡

そ
し
て
見
過
ご
し
が
た
い
こ
と
と
し
て
､
｢
(莱
)
が
書
い
た
｣
と
い

う
こ
と
を
､
｢手
｣
で
は
な
-
て
､
｢書
｣
と
表
現
し
た
-

敦
燈
懸

泉
置
出
土
吊
書

T
OLL4
(3
):
6
L
L'
『文
物
』
T
O
L
L4
(3
):
6
L
L'

裏
表
紙
-

と
考
え
た
い
｡
更
に
､
こ
の
文
書
は
本
文
の
講
で
示
し

た
よ
う
に
四
種
類
の
別
筆
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
｡
そ
の
中
に

｢某
手
｣
で
終
わ
っ
て
い
る
の
が
二
つ
､
あ
と
二

つ
は

｢某
馨
｣
｢某
行
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
｢手
｣
｢馨
｣
｢行
｣
が
別

筆
で
あ
る
以
上
､
三
つ
の
語
に
は

｢書
｣
(書
-
)
と
い
う
意
味
に

限
定
さ
れ
ず
､
別
の
意
味
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
｡

従
っ
て
､
私
は
､
｢手
｣
を

｢取
-
扱
い
｣
と
課
す
｡

(
83
)

｢守
府
｣
は
､
正
式
な
官
職
名
と
し
て
の
用
例
を
他
に
知
ら
な
い
｡

府
は
､

一
般
的
に
官
署
の
こ
と
で

(特
に
太
守
､
も
し
-
は
都
尉
の
､

し
か
し
こ
こ
で
は
願
の
官
署
で
あ
る
こ
と
は
､
あ
き
ら
か
で
あ
る
)
､

官
位
を
も

っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
､
私
は
､
｢守
｣
を

所
謂

｢代
行
｣
と
し
て
の
意
味
で
は
考
え
な
い
｡
｢快
｣
が
人
名
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
-
､
衝
撃
を
あ
た
え
た
最
初
の
報
告

(
『人

民
日
報
』
海
外
版
二
〇
〇
二
年
八
月
二
七
日
二
頁
)
が
想
像
し
た
よ

う
な

｢快
行
｣
(速
達
)
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
い
｡
そ
れ
な
ら
'

｢急
行
｣
(睡
虎
地
秦
筒
の
よ
う
に
)
と
な
る
べ
き
で
あ
る
｡
｢快
｣

は
筒
で
は
判
讃
す
る
の
が
難
し
い
が
､
同
じ
人
物
は

8
:
)56,p
1.

2
3
で
確
認
で
き
る
｡

(
84
)

こ
れ
は
､
前
出
の
文
よ
-
早
い
日
附
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
こ

の
最
後
の
段
は
､
木
億
の
表
の
三
段
の
如
-
､
裏
の
最
初
の
二
つ
の

段
落
よ
-
も
す
こ
し
大
臆
な
手
で
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
､

表
に
書
き
嘉
さ
れ
た
郷
畜
夫
か
ら
の
文
書
に
封
す
る
受
領
の
記
録
で

- 36-

■■

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潮
目
亜

｣

_

2004
･
9

Pg
薄

｢

■■

あ
る
こ
と
を
物
語
る
｡
返
事
を
書
き
実
す
の
は
､
裏
面
の
空
自
部
分

に
､
お
そ
ら
-
は
手
を
異
に
し
て
､
後
に
な
っ
て
附
け
加
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
｡

(
85
)

李
挙
動
は

｢以
来
｣
を

｢も
っ
て
締
る
｣
と
解
樺
し
て
い
る

(二

〇
〇
三
､
七
五
頁
)
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
解
樺
が
で
き
る
の
か
､
理

解
に
苦
し
む
｡
夙
に

l
九
六
〇
年
代
､
M
ich
aet
L
o

ew
e
は
､
R
e･

cord
sof
H
an
A
dm
im
Ostration
(C
a
m
b
r
i
d

g
e
U
P
,
)
967,vo
t.
)
,

p
.2

9
)
に
お
い
て
､
｢以
来
｣
を

｢
-
受
け
取
る
｣
と
詳
し
､
ま
た

最
近
に
､
富
谷
至

『木
簡

･
竹
筒
の
語
る
中
国
古
代
』
(東
京

岩

波
書
店

二
〇
〇
三
)

一
四
七
頁
で
､
同
じ
解
程
を
し
て
お
-
､
氏

は

｢配
達
し
て
き
た
者
｣
と
そ
こ
の
文
章
を
説
明
し
て
い
る
｡

(
86
)

督
郭
の
地
位
に
か
ん
し
て
は
､
『後
漢
書
』
列
博

一
五
､
八
七

一

頁
注

〔
六
〕
'
列
停
三
五
'

一
五
三
〇
頁
注

〔
四
〕
､
『績
漢
書
』
志

第
二
八
､
三
六
二

一
頁
お
よ
び
､
巌
耕
望

『中
国
地
方
行
政
制
度
』

史
-
甲
部
､
秦
漠
地
方
行
政
制
度

(茎
北

中
央
研
究
院

一
九
六

一
)

一
三
八
-
四
四
頁
の
説
を
参
照
｡

【
補
記
】

本
稿
は
､
二
〇
〇
三
年
九
月

一
八
日
に
オ
ラ
ン
ダ

･
ラ
イ
デ
ン
で
開
催

さ
れ
た
第

一
七
回

｢戦
国
時
代
研
究
合

(w
arriP
g
S
ta
t
es
W
orkiロg

G
rou
p
)｣
に
て
行

っ
た
報
告
に
､
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
ご
意
見

と
ご
教
示
を
賜

っ
た
邪
義
田
教
授
､

U
-ric°
r
au
博
士
､

c
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NEW GLIMPSES OF THE EARLY CHINESE POSTAL SYSTEM 

Enno GIELE 

Only recently found and/or published manuscripts from the very beginning of 

the Chinese empire, i.e., from the end of the third to the beginning of the second 

century B.C., have made possible a better understanding of the early Chinese 

system of mail delivery through runners, in particular its legislative aspects. The 

paper first provides an overview about the subject as it can be dealt with on the 

basis of traditional sources, before it tries to fill out and enlarge this framework on 

the basis of the manuscripts. These are chiefly bamboo strips from a Han tomb at 

Zhangjiashan, a Qin tomb at Shuihudi, as well as wooden boards from a Qin well at 

Liye. Except for their contents, the organization and the transcription of the 

manuscripts are also critically dealt with and occasionally alternative suggestions 

are made. 

THE HONGDUMENXUE IN THE POLITICAL HISTORY OF THE 

LATER HAN: TOWARDS A RE-EVALUATION OF THE 

REFORMATION IN THE PERIOD OF 

EMPEROR LING 

UETANI K6ichi 

The actual state of the Hongdumenxue i~~'If~F~~, the Academy at the 

Hongdu Gate, which was established in the final years of the Later Han (the first 

year of the Guanghe era, 178), remains unclear, but it is thought to have been a 

school for the literary arts, focusing on the composition of literature and calligra

phy, and has been considered one of the follies of Emperor Ling ~'IW. 

This article attempts a re-evaluation of the Hongdumenxue, using the words 

of the contemporary opponents of its establishment, Cai Yong ~~, Yang Qiu 

~~f;jt, and Yang Ci ~l!!1, make up for the lack of historical sources in an attempt 

to recover the historical reality of the academy. 

As a result, I have made clear that the Hongdumenxue was first, one of a 

series of policies promoted by Emperor Ling to reform the structure of the Later 
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