
九
会
、
報

4

て
、
紙
背
文
書
の
性
格
や
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
関

心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

い
ま
北
京
図
書
館
、
台
湾
中
央
図
書
館
や
わ
が

静
嘉
堂
文
庫
な
ど
の
善
本
目
録
に
よ
っ
て
、
紙
背

文
書
を
有
す
る
書
物
を
拾
う
と
、
南
宋
乾
道
元
年

（
一
一
六
五
）
よ
り
同
九
年
に
お
よ
ぶ
広
徳
軍
（
安

徽
）
の
回
賦
銭
糧
文
書
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
わ

せ
て
十
九
種
に
及
ぶ
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
地
方
官

庁
文
書
で
あ
り
、
地
域
的
に
は
安
徽
・
新
江
・
湖

北
な
ど
華
中
の
も
の
で
あ
る
。
文
書
の
種
類
は
、

書
目
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
戸
口
銭
糧
冊
と
い
っ
た
、

地
方
の
財
政
経
済
を
具
体
的
に
示
す
も
の
が
多
い
。

文
書
の
紙
背
を
利
用
し
て
印
刷
し
た
書
物
に
つ

い
て
い
え
ば
、
元
明
時
代
で
は
『
漢
書
』
『
貌
書
』

な
ど
大
部
な
正
史
が
多
く
、
な
か
で
も
書
誌
学
で

い
う
三
朝
本
正
史
が
数
種
に
の
ぼ
る
。
一
一
一
朝
本
と

い
う
の
は
、
南
宋
の
初
期
に
開
板
さ
れ
、
宋
元
明

と
三
朝
に
わ
た
っ
て
逓
修
さ
れ
た
板
本
で
あ
り
、

明
の
南
京
国
子
覧
に
お
い
て
印
刷
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
朝
本
の
紙
背
文
書
は
南

京
を
中
心
と
す
る
地
域
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
某
者
所
蔵
の
三
朝
本
『
貌
書
』

の
紙
背
文
書
を
紹
介
し
た
。
こ
の
文
書
は
成
化
十

年
前
後
、
南
京
の
諸
軍
衛
倉
な
ど
に
南
直
隷
・
漸

江
・
江
西
・
湖
広
よ
り
納
入
し
た
糠
米
の
受
領
書
、

史
学
研
究
会
十
月
例
会

昭
和
四
十
三
年
十
月
五
日
（
土
）
午
後
一
時

於
京
大
文
学
部
第
一
講
義
室

漢
籍
の
紙
背
文
書
に
つ
い
て
竺
沙
雅
章
氏

中
国
史
の
場
合
、
日
本
史
な
ど
に
く
ら
べ
て
古

文
書
の
遺
存
が
少
な
く
、
史
料
と
し
て
ほ
と
ん
ど

典
籍
の
み
を
用
い
て
い
る
。
近
年
、
漢
代
の
木
筒
、

敦
憧
・
吐
魯
番
文
書
な
ど
に
つ
い
て
古
文
書
学
的

な
研
究
が
活
穣
に
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
古
文
書
は
中
国
の
辺
境
で
書
か
れ
た
も
の
で

あ
り
、
し
か
も
古
い
時
代
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
、
宋
代
以
降
の
古
文
書
群
と
し
て
漢
籍
の
紙

背
文
書
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
あ
わ
せ
て

そ
の
史
料
的
価
値
に
言
及
し
た
い
。

中
国
の
古
版
本
の
な
か
に
、
往
々
、
文
書
の
紙

背
を
用
い
て
印
刷
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
早

く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
善
本
解
題
の
た
ぐ
い

に
も
記
録
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
蔵
書
家
や

書
誌
学
者
は
、
古
版
本
に
紙
背
文
書
が
あ
る
こ
と

が
、
そ
の
書
物
の
印
刷
時
期
に
つ
い
て
確
か
な
証

拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
善
本
の
価
値
を
決
定

づ
け
る
基
準
の
一
つ
と
し
て
重
視
し
た
の
で
あ
っ

倉
庫
の
出
納
・
管
理
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。

漢
籍
の
紙
背
文
書
は
宋
か
ら
明
に
か
け
て
の
貴

重
な
古
文
書
群
で
あ
り
、
こ
と
に
社
会
経
済
史
料

と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
発

掘
に
つ
と
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
た
だ
善
本
の

紙
背
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
、
史
料
と
し
て
活

用
し
う
る
状
態
に
も
っ
て
い
く
か
は
大
き
な
問
題

で
あ
る
。
紙
背
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
貴
重
な
文

化
遺
産
で
あ
る
古
版
本
を
段
損
す
る
こ
E
は
厳
に

つ
つ
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
佐
一
沙
）

織

豊

政

権

論

の

問

題

点

朝

尾

直

弘

氏

（
発
表
内
容
は
論
文
と
し
て
本
誌
に
掲
載
予
定
）

昭
和
四
十
三
年
度
大
会

昭
和
四
十
三
年
度
大
会
は
、
十
一
月
一
日
（
金
）
、

二
日
（
土
）
の
両
日
開
催
し
た
。
第
一
日
見
学
会

は
、
「
飛
鳥
か
ら
平
城
へ
」
と
題
し
て
、
近
時
発
掘

調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
る
飛
鳥
・
藤
原
・
平
城
三

宮
跡
を
巡
回
し
た
。
飛
鳥
宮
跡
に
は
じ
ま
り
、
飛

鳥
寺
を
経
て
、
甘
か
し
の
岡
に
登
っ
て
飛
鳥
・
南

大
和
を
眺
望
、
大
和
歴
史
館
で
は
藤
原
宮
出
土
の

木
簡
は
じ
め
出
土
品
を
見
学
、
震
後
に
平
城
宮
跡

に
至
り
、
出
土
品
覆
や
屋
を
見
学
、
臨
地
講
師
岸

俊
男
京
大
助
教
授
の
懇
切
な
解
説
の
も
と
に
古
代

都
城
に
対
す
る
認
識
を
新
た
に
し
た
。
な
お
、
大
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和
歴
史
館
で
は
伊
達
宗
泰
氏
、
平
城
宮
跡
で
は
狩

野
久
氏
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
懇
切
な
解
説
を
い
た
だ

い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
る
。

第
二
日
、
総
会
及
び
公
開
講
演
は
、
午
後
一
時

よ
り
京
大
楽
友
会
館
に
お
い
て
開
催
し
た
。
総
会

は
、
佐
藤
長
理
事
よ
り
会
務
・
会
計
の
報
告
を
行

な
っ
た
。

公
開
講
演
は
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教

授
薮
内
清
氏
及
び
京
都
大
学
文
学
部
教
授
小
葉
田

淳
氏
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
演
題
で
行
な
わ
れ

た
。
な
お
講
演
の
内
容
は
、
何
れ
も
論
文
と
し
て
、

近
く
本
誌
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

明
・
清
聞
に
お
け
る
西
洋
科
学
の
輸
入

薮

内

小
葉
回

近
世
貨
幣
の
形
成

淳清
氏氏

十
二
月
例
会

十
二
月
七
日
（
土
）
午
後
一
時
よ
り

於
京
大
文
学
部
第
一
講
義
室

ロ
ー
マ
帝
国
の
遺
跡
を
尋
ね
て
浅
香
正
氏

わ
た
く
し
は
ハ

l
ヴ

7
1
ド
大
学
に
あ
る
ハ

l

ヴ

7
1
ド
・
燕
京
研
究
所
よ
り
給
付
さ
れ
た
奨
学

金
に
よ
り
、
昭
和
四
十
年
八
月
か
ら
昭
和
四
十
二

年
五
月
ま
で
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
大
学
に
留
学
い
た
し
、

帰
国
の
途
中
ヨ
I
ロ
ザ
パ
お
よ
び
中
近
東
に
あ
る

西
洋
古
代
史
に
関
係
あ
る
遺
跡
お
よ
び
博
物
館
、

美
術
館
な
ど
を
見
学
い
た
し
、
昭
和
四
十
二
年
八

月
に
帰
国
い
た
し
ま
し
た
。

本
日
の
研
究
報
告
の
標
題
は
「
ロ

l
マ
帝
国
の

遺
跡
を
尋
ね
て
」
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
お
話
を
い
た
し
ま
す
先
に
、
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
大

学
に
お
け
る
講
義
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
い
た
し

た
く
存
じ
ま
す
。
勿
論
わ
た
く
し
の
出
席
い
た
し

ま
し
た
講
義
は
ご
く
小
数
に
限
ら
れ
、
こ
れ
か
ら

お
話
い
た
し
ま
す
こ
と
が
、
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
大
学

に
お
け
る
す
べ
て
の
講
義
に
該
当
す
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
主
と
し
て
ロ

l
マ
帝
政
期

の
研
究
で
有
名
な
メ
イ
ス

γ
・
ハ
モ
ン
ド
教
授
の

講
義
に
出
席
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
教
授
は

「吋
v
o
h
r
ロ
偶
巨
田
宮
ロ
H
V
H
E
2市
川
広
O
」
呂
ωω
（
一
九
六
八

年
に
再
版
、
一
九
三
三
年
の
初
版
よ
り
一
九
六
八

年
ま
で
の
聞
の
ロ

l
マ
元
首
政
治
に
関
す
る
研
究

動
向
の
概
要
が
補
録
と
し
て
追
加
さ
れ
て
い
る
。
）

「の芹
uTω
常
兵
O

F
ロ
仏
〈
〈
O
H
H
仏

ωけm
与
白
』
ロ
の
H
o
o

－
h

p
ロ
仏
同
0
5白
b
H
V
P
H
存
店
巳
吋
V
白

O
H可
口
三
巴
〉
千

四
回
目

g
白
」
呂
田
H

・「叶

Z
K
E
gロ
吉
叩
宮
ロ
ロ
伊
同
ロ
V
U『」

zmuな
ど
を
発
表
し
、
す
ぐ
れ
た
？
i

マ
政
治
史

家
で
あ
り
ま
す
。
ハ
1
ヴ

7
1
ド
大
学
で
は
大
体

三
種
類
の
講
義
が
あ
り
、
第
一
は
い
わ
ゆ
る
概
説

に
相
当
す
る
も
の
で
、
ハ
モ
ン
ド
教
授
の
場
合
、
前

期
に
ロ

1
7
共
和
政
時
代
の
歴
史
、
後
期
に
ロ
ー

マ
帝
政
時
代
の
歴
史
を
、
そ
れ
ぞ
れ
各
学
期
の
最

初
の
議
義
時
間
に
配
布
さ
れ
た

4
ロ
胆
宮
曲
と
呼

ば
れ
る
予
定
表
に
従
っ
て
正
確
に
進
め
ら
れ
、
実

に
密
度
の
高
い
ロ
！
？
史
概
観
で
あ
り
ま
し
た
。

教
授
は
最
近
の
手
紙
の
中
で
、
学
生
の
関
心
が
人

文
学
か
ら
社
会
学
の
ご
と
き
関
連
科
目
へ
移
っ
て

行
く
、
と
い
さ
さ
か
淋
し
そ
う
な
気
持
を
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
わ
た
く
し
が
出
席
し
た
と
き
に

は
な
お
学
生
は
百
数
十
名
で
し
た
。
こ
れ
は
明
ら

か
に
一
種
の
マ
ス
・
プ
ロ
教
育
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
問
題
を
宮

R
Eロ
m
p
g
u
g
E
（
授
業
補
助

者
）
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

授
業
補
助
者
は
大
学
院
博
士
課
程
の
学
生
で
、
そ

の
教
授
と
同
一
の
研
究
分
野
か
、
そ
れ
に
近
い
領

域
の
研
究
に
従
事
し
、
か
っ
そ
の
教
授
の
講
義
に

今
ま
で
出
席
し
、

g
p
n
Eロ曲目
v
g
z
g
E
に
相
応

わ
し
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
が
、
採
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
従
っ
て
か
れ
ら
に
は
当
然
奨
学
金
が
付
与

さ
れ
ま
す
が
、
教
授
の
講
義
に
は
必
ず
出
席
し
、

一
ヶ
月
に
一
回
位
開
か
れ
る

g
白色
O
ロ

5
8江
口
聞

の
責
任
者
と
な
り
、
学
生
の
質
問
に
答
え
た
り
、

教
授
の
講
義
の
補
助
を
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ハ
モ
ン
ド
教
授
の
場
合
、
五
名

g
p
n
F
E四
g目

F
E

Z
Eけ
が
任
命
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
は
こ
の
将
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報

来
の
研
究
者
の
卵
と
も
い
う
べ
き
学
生
は
ど
こ
で
、

ど
の
よ
う
に
教
育
さ
れ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
第

二
、
第
三
段
階
の
講
義
で
鍛
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

第
二
番
目
の
種
類
の
講
義
は
わ
た
く
し
た
ち
の

講
義
の
場
合
、
特
殊
研
究
に
相
当
す
る
も
の
で
す

が
、
ハ
モ
ン
ド
教
授
の
場
合
、
わ
た
く
し
た
ち
の

場
合
と
少
し
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
教
授
の
講
義

題
目
は

ω
E
H
g
p
冨
丘
町
O

己的戸ロ円－

3
・
o
z
g
g

5
5
0
同
町
件
。
円
可

a
s
o
同
O
B
P口
問
。
句
ロ

E
W

m
0
5
8
P
足
立
宮
島
田
伊
E
P
o
z
g
g
Z
5
0

同
町
仲

0
3、
。
同
昨
日
戸
白
河

05mg
何
百
勺
町
四
で
、
前

の
一
般
講
義
と
同
様
、
秋
学
期
に
は
共
和
政
、
春

学
期
に
は
帝
政
に
つ
い
て
講
義
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
こ
の
講
義
は
わ
た
く
し
た
ち
が
考
え
る
特

殊
講
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
授
は
各
学
期
の
毎

日
の
授
業
の
題
目
を
最
初
に
定
め
、
そ
れ
に
つ
い

て
の
根
本
資
料
、
つ
い
で
研
究
文
献
、
最
後
に
そ

の
問
題
に
つ
い
て
の
概
観
を
与
え
、
い
わ
ば
徹
底

し
た
基
礎
教
育
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
学
生
は
ハ

モ
ン
ド
教
授
に
関
し
て
い
え
ば
、
ロ
ー
マ
史
に
関

す
る
根
本
資
料
と
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
問
題
を
学

習
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
が
出
席
し

た
年
の
受
講
生
は
約
二
十
名
足
ら
ず
で
し
た
が
、

か
れ
ら
は
各
学
期
の
終
り
に
、
教
授
の
与
え
た
題

dι 
"" 

目
に
つ
い
て
研
究
報
告
を
な
す
義
務
が
あ
り
ま
し

た。
第
三
の
段
階
は
一
種
の
演
習
指
導
で
あ
り
ま
す

が
、
ハ
モ
ン
ド
教
授
の
場
合
、
博
士
課
程
の
学
生

が
最
後
に
四
科
目
同
時
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
口
答
試
聞
の
予
備
演
習
の
よ
う
な
も
の
で
し

た
。
こ
の
口
答
試
聞
は
博
士
課
程
の
学
生
に
と
っ

て
の
最
大
の
難
関
で
、
四
つ
の
科
目
（
た
と
え
ば

わ
た
く
し
が
受
け
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
ロ
ー
マ
史
、

ギ
リ
シ
ア
史
、
ビ
ザ
ン
ツ
史
、
ア
メ
リ
カ
史
）
に

つ
い
て
四
人
の
教
授
の
試
間
に
合
格
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
四
人
の
教
授
は
そ
れ
ぞ
れ

自
己
の
研
究
領
域
に
関
し
て
、
学
生
に
何
を
質
問

し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

i

学
生
は
ま
っ

た
く
必
死
に
な
っ
て
研
究
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す

そ
こ
で
ハ
モ
ン
ド
教
授
は
隔
週
学
生
を
研
究
室
に

集
め
て
各
学
期
の
授
業
相
当
数
日
の
題
目
を
作
成

し
、
学
生
に
研
究
さ
す
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
問
題

を
提
出
さ
れ
た
学
生
は
当
日
教
授
と
一
問
一
答
の

形
式
で
資
疑
応
答
を
繰
返
す
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、

勿
論
学
生
も
教
授
も
一
切
ノ
l
ト
を
み
ず
、
そ
れ

を
各
学
生
一
人
に
つ
き
一
時
間
づ
っ
行
な
う
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
一
年
間
行
な
っ
た
演
習

が
い
わ
ば
ハ
モ
ン
ド
教
授
の
口
答
試
問
の
範
囲
と

内
容
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
学
生

は
授
業
を
休
む
こ
と
も
出
来
ず
、
熱
心
に
出
席
い

た
し
ま
す
が
、
教
授
は
第
二
、
第
三
の
段
階
の
授

業
に
お
い
て
大
体
に
お
い
て
学
生
の
能
力
を
十
分

に
判
定
し
て
お
り
、
か
く
て
学
生
は
最
後
の
難
関

を
突
破
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
訓
練
の

課
程
の
中
か
ら
上
述
の
な

2
Eロ
m
g回
一
件
目
仲

が
選
ば
れ
て
き
ま
す
。

以
上
が
わ
た
く
し
の
出
席
い
た
し
ま
し
た
講
義

の
形
式
で
あ
り
ま
す
が
、
講
義
は
一
回
一
時
間
逓

三
回
行
な
わ
れ
、
各
科
目
に
つ
い
て
は
か
な
り
内

容
の
豊
富
な
講
義
が
行
な
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
代

り
、
語
学
を
除
い
て
、
大
学
院
の
学
生
は
各
学
期

に
四
科
目
履
修
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。
従
っ
て
日
本
の
大
学
生
程
に
多
く
の
科
目

を
履
修
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
履
修
い
た
し
ま
し
た

科
目
に
対
し
て
は
、
次
の
日
に
教
壇
に
立
ち
う
る

程
の
十
分
の
学
力
を
習
得
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
試
験
も
厳
格
に
行
な
わ
れ
、
各
学
期

末
に
は
各
科
目
に
つ
い
て
三
時
間
の
試
験
が
実
施

さ
れ
、
更
に
各
学
期
の
中
間
に
一
時
間
試
験
が
行

な
わ
れ
ま
す
の
で
、
講
義
の
進
み
具
合
も
相
当
な

も
の
で
あ
り
ま
す
。
戦
後
日
本
の
教
育
組
織
は
ア

メ
リ
カ
の
も
の
を
採
用
し
た
と
開
い
て
お
り
ま
し

た
が
、
似
て
い
る
も
の
は
形
式
の
み
で
、
内
容
は

全
く
採
用
さ
れ
ず
、
白
か
ら
深
く
反
省
し
て
帰
国

(147) 147 



し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
十
二
年
六
月
一
日
に
古
代
文
明
の
遺
跡

お
よ
び
博
物
館
や
美
術
館
の
見
学
の
た
め
ヨ

l
ロ

ヲ
パ
に
向
っ
て
ボ
ス
ト
ン
国
際
空
港
を
飛
び
立
ち
、

ま
ず
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
リ
ス
ボ
ン
に
つ
き
、
人
類
学

博
物
館
日

5
2
2
5
5吃
g
を
最
初
と
し
て
、

多
く
の
博
物
館
や
美
術
館
を
見
学
し
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
ロ

l
マ
時
代
の
遺

跡
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
で
は

セ
ゴ
ヴ
ィ
ア
の
水
道
、
南
フ
ラ
ン
ス
で
は
ア
ル
ル

お
よ
び
ニ

l
ム
の
両
都
市
を
中
心
と
し
た
ロ

l
マ

時
代
の
諸
遺
跡
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ロ
ン
ド
ン
の
北

方
セ
ン
ト
・
オ
ル
パ
ン
ズ
市
に
あ
る
ヴ
ェ
ル
ラ
ミ

ウ
ム
遺
跡
、
ド
イ
ツ
で
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
近

く
に
あ
る
リ
メ
ス
国
境
の
軍
隊
駐
屯
地
ザ
l
ル
ブ

ル
ク
の
遺
跡
、
イ
タ
リ
ア
で
は
ボ
ロ

l
ニ
ャ
の
近

郊
に
あ
る
エ
ト
ル
ス
キ
人
の
唯
一
の
都
市
遺
跡
と

い
わ
れ
る
マ
ル
ツ
ア
ボ
ッ
ト
遺
跡
、
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
、

つ
い
で
ロ

1
マ
市
、
ト
ス
カ
ナ
地
方
に
あ
る
エ
ト

ル
ス
キ
人
の
古
墳
、
オ
ス
テ
ィ
ア
、
テ
ィ
ブ
ル
に

あ
る
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
別
荘
、
ナ
ポ
リ
お
よ
び

ポ
ン
ベ
ィ
、
パ
エ
ス
ト
ゥ
ム
に
あ
る
ギ
リ
シ
ア
時

代
の
諸
神
殿
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
ア
テ
ネ
に
あ
る
諸

遺
跡
、
ト
ル
コ
で
は
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
の
首
都
イ
ン

タ
ン
ブ
ー
ル
、
レ
バ
ノ
ン
で
は
古
代
フ
ェ
ニ
キ
ア

人
の
諸
都
市
の
遺
跡
お
よ
び
昔
へ
リ
オ
ポ
リ
ス
と

呼
ば
れ
た
バ

l
ル
ベ
ッ
ク
の
神
殿
、
エ
ジ
プ
ト
で

は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
な
ど
を
見
学
し
て
帰
国
し
た
次
第

で
あ
り
ま
す
。

「
ロ
I
マ
は
一
日
に
し
て
な
ら
ず
」
と
か
「
す

べ
て
の
道
は
ロ

l
マ
に
通
ず
る
」
と
よ
く
い
わ
れ

ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
を
歩
い
て
ま
ず
驚

く
こ
と
は
ロ

l
マ
帝
国
の
偉
大
性
で
あ
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
は
ロ
！
？
の
力
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
文
化
の
思
恵
に
浴
し
、
ロ
ー
マ
時
代
の
遺

跡
の
な
い
都
市
は
文
化
都
市
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

な
い
程
で
あ
り
ま
す
。
ロ
ー
マ
時
代
の
遺
跡
の
な

い
都
市
は
成
り
上
が
り
も
の
の
都
市
で
あ
り
ま
す
。

今
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
の
都
市
へ
行
っ
て
も
都
市

の
中
心
に
「
広
場
」
と
「
市
役
所
」
と
「
教
会
」

が
集
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
ロ
I
マ

時
代
の
都
市
構
造
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
古
代
ロ

l
マ
時
代
の
ロ

l
マ
市
の

構
造
を
み
ま
す
と
「
フ
ォ
ル
ム
」
と
呼
ば
れ
る
広

場
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
神
殿
や
貴
族
の
住
居
や

公
共
建
造
物
が
立
っ
て
い
ま
し
た
。
今
日
の
ロ
ー

マ
市
の
フ
ォ
ロ
・
ロ
マ

1
ノ
の
遺
跡
を
御
覧
に
な

り
ま
す
と
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
ロ

l
マ
文
化
と
は
都
市
文
化
で

あ
り
、
そ
の
文
化
が
そ
の
当
時
野
蛮
な
ヨ

l
ロ
y

パ
の
諸
部
族
社
会
に
は
じ
め
て
ロ

l
マ
人
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
最
も
具
体

的
な
よ
い
例
は
南
仏
に
あ
り
ま
す
ア
ル
ル
の
都
市

だ
と
忠
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
御

説
明
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。

ア
ル
ル
の
歴
史
に
つ
き
ま
し
て
は
『
古
代
文

化
』
（
財
団
法
人
古
代
学
協
会
）
に
発
表
い
た
す

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
そ
の

雑
誌
を
御
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す

が
、
ア
ル
ル
の
町
に
は
ロ

l
マ
市
民
生
活
に
必
要

な
、
フ
ォ
ル
ム
、
劇
場
、
円
形
劇
場
、
公
共
浴
場
、

城
壁
、
水
道
の
遺
跡
が
明
確
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。

フ
ォ
ル
ム
の
遺
跡
と
し
て
は
現
在
ホ
テ
ル
の
一
隅

に
は
め
込
ま
れ
た
二
本
の
大
理
石
柱
が
見
え
る
だ

け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
遺
構
を
明
確
に
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
劇
場
は
か
つ
て
一
万
二
千
名
も

収
容
さ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
今
日
で
も
立
派

な
大
理
石
の
柱
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
石

組
の
観
衆
・
席
は
い
ま
も
ロ
！
？
時
代
の
ま
ま
で
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
円
形
劇
場
に
い
た
っ
て
は
一
部

分
の
破
損
も
あ
り
ま
す
が
、
夏
に
な
り
ま
す
と
、

い
ま
で
も
闘
牛
が
催
さ
れ
、
市
民
の
熱
狂
の
ま
と

と
な
っ
て
い
ま
す
み
公
共
浴
場
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ヌ
ス
帝
時
代
に
建
造
さ
れ
た
も
の
で
、
か
な
り

彼
損
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
十
分
に
当
時
の
面
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息

影
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
ら
ま
た
城
壁
の
外
に

ロ
1
7
帝
政
末
期
か
ら
の
古
い
墓
地
が
あ
り
、
風

雨
に
晒
さ
れ
な
が
ら
も
千
年
以
上
の
歴
史
に
耐
え

て
き
た
沢
山
の
石
棺
が
道
の
荷
側
に
並
ん
で
い
ま

す
。
ア
ル
ル
は
ロ

1
ヌ
川
の
河
口
に
あ
っ
た
た
め

ガ
リ
ア
地
方
に
対
す
る
文
明
の
玄
関
口
に
あ
た
り
、

ま
た
ガ
リ
ア
地
方
で
徴
集
さ
れ
た
穀
物
租
税
が
海

路
に
よ
り
ロ

l
マ
の
外
港
オ
ス
テ
4
ア
に
運
ば
れ

た
た
め
、
そ
の
積
出
港
と
し
て
栄
え
た
の
で
し
ょ

う
。
今
で
も
船
頭
組
合
に
関
す
る
碑
文
を
み
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

以
上
は
全
く
の
一
例
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
ア
ル

ル
の
よ
う
な
都
市
が
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
に
適
応
し

な
が
ら
も
ロ

l
マ
都
市
の
基
本
的
性
格
を
失
う
こ

と
な
く
、
地
中
海
沿
岸
の
各
地
に
建
設
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
す
。
自
分
の
目
で
ロ

l
マ
都
市
の
遺
跡

を
見
学
す
る
機
会
を
与
え
て
下
さ
い
ま
し
た
関
係

の
諸
研
究
所
や
諸
先
生
に
深
く
感
謝
い
た
す
次
第

で
あ
り
ま
す
。

（
追
記
こ
の
報
告
発
表
後
、
『
古
代
文
化
』
（
財
団

法
人
古
代
学
協
会
刊
）
に
「
古
代
史
研
究
の
旅
か
ら
」

と
い
う
標
題
の
も
と
で
紀
行
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
）

（
浅
香
）

消界学

学
界
消
息

読
史
会

昭
和
四
三
年
九
月
例
会

九
月
一
四
日
（
土
）
午
後
一
時
よ
り

於
京
大
・
楽
友
会
館

鎌
倉
幕
府
庄
郷
地
頭
制
の
成
立

昭
和
四
三
年
度
秋
季
大
会

一
一
月
三
日
（
祝
）

於
京
大
文
学
部
第
六
講
義
室

平
安
京
の
宅
地
配
分
と
班
田
制
に
つ
い
て

秋
山
国
三

い
わ
ゆ
る
加
賀
藩
騒
動
の
史
的
背
景
若
林
喜
三
郎

平
安
時
代
に
お
け
る
宮
廷
陰
陽
道
の
形
成

村
山
修
一

今

中

寛

司

酒
井
忠
雄

織
田
健
一

直
木
孝
次
郎

岩
井
忠
熊

平
岡
定
海

井
上
秀
雄

有

泉

貞

夫

柴

田

実

横
井
小
楠
の
思
想
系
列
に
つ
い
て

歴
史
の
要
求
・
教
育
の
要
求

寸
七
条
窓
法
の
一
考
察

古
代
税
制
と
屯
倉

福
沢
論
者
の
政
治
観

天
平
十
三
年
国
分
寺
創
建
認
に
つ
い
て

任
那
諸
国
の
国
家
成
立

「
興
業
立
見
」
の
成
立

里
神
楽
考

上
横
手
雅
敬

東
洋
史
談
話
会
昭
和
四
三
年
度
大
会

昭
和
四
三
年
－
一
月
三
日
（
祝
）
午
前
九
時
J
午
後
五

時
於
京
都
大
学
法
経
第
七
教
室

明
浦
時
代
に
お
け
る
荒
政
と
地
主
佃
戸
制

森

正

夫

『
左
伝
』
に
見
え
る
「
叛
」
小
倉
芳
彦

銅
虎
符
・
竹
使
符
に
関
す
る
一
考
察
大
庭
備

桑

弘

羊

の

均

輸

法

に

つ

い

て

影

山

剛

後

漢

の

西

岡

軍

鎌

田

重

雄

ワ
リ
l
ウ
ツ
ラ
l
の

社

会

理

論

加

賀

谷

克

吋
。
ロ
苫
己
A

碑
文
に
見
え
る
一
可
汗
に
つ
い
て

護

雑

夫

羽

田

明

内
陸
ア
ジ
ア
研
究
会
例
会

五
月
八
日
（
水
）

ア
リ
・
エ
タ
ベ
ル
の
『
中
国
記
』
と
オ
ス
マ
ン
・
明

両

朝

の

通

交

に

つ

い

て

小

田

寿

典

七
月
三
日
（
水
）

マ
ム
ル
l
p
朝
時
代
の
商
業
問
題

人
月
五
日
（
月
）

四
オ
イ
ラ
ー
ト
の
住
地
に
つ
い
て

宋
代
官
回
に
於
け
る
佃
権
と
刻
佃

｜
｜
租
種
管
業
団
に
つ
い
て
｜
｜

元
典
章
と
通
制
条
格
に
つ
い
て

明
代
郷
村
社
会
の
身
分
構
成

章
学
誠
・
襲
自
珍
・
章
痢
麟

於
羽
田
記
念
館 草

野

摘

岡
本
敬
二

小
山
正
明

島
田
由
民
次
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