
居
延
漢
簡
と
く
に
ウ
ラ
ン

●

ド
ル
ベ
ル
ジ
ン
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出
土
簡
に
つ
い
て

森

鹿

三

　
【
要
約
】
中
国
の
西
北
辺
境
三
チ
ナ
川
流
域
の
漢
代
の
爆
塁
か
ら
発
語
ら
れ
茱
札
文
藻
労
韓
建
塔
て
平
年
せ
ら
れ
て
お
り
・
ま
た
そ
の
発
、

　
掘
の
事
情
に
つ
い
て
は
F
・
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
お
よ
び
B
・
ゾ
ム
マ
ー
シ
ュ
ト
レ
ム
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
万
片
に
及
ぶ
木
札
文
書
個
々

　
の
田
土
地
に
つ
い
て
は
今
ま
で
詳
し
い
事
情
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
革
命
漢
簡
甲
編
」
に
至

　
つ
て
、
そ
の
う
ち
の
約
二
千
片
ち
か
く
の
嵐
土
地
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
も
と
に
し
て
ウ
ラ
ン
趾
ド
ル
ベ
ル
ジ
ン
か
ら
出
土
し
た
木
札
文
書

、、

]
馨
鮫
麓
離
離
晒
蝶
蝶
講
讐
輪
雛
総
論
吸
髄
ほ
糊
控
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
の
学
者
が
こ
れ
を
釈
読
し
整
理
分
類
に
努
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ

　
　
　
　
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
全
貌
を
は
じ
め
て
公
開
し
た
の
は
労
韓
茂
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
四

　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
い
わ
ゆ
る
居
延
漢
簡
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
九
三
〇
一
三
一
年
の

こ
と
で
、
発
見
者
は
西
北
科
学
考
査
隊
（
o
り
ぎ
9
ω
タ
δ
臼
。
。
び
早
老
①
α
難
。
ロ
）

に
参
加
し
て
い
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
考
古
学
者
フ
ォ
ル
ヶ
踊
ベ
ル
グ

マ
ソ
（
男
切
興
σ
Q
ヨ
碧
）
氏
で
あ
る
。
三
一
年
夏
に
一
万
片
に
上
る
こ

の
二
代
木
札
文
書
が
北
京
に
屯
た
ら
さ
れ
る
や
馬
衡
氏
を
は
じ
め
多

三
年
に
呂
版
さ
れ
た
『
暦
延
漢
思
考
釈
』
石
印
本
六
冊
が
そ
れ
で
あ

る
。
つ
い
で
四
九
年
号
は
同
書
の
釈
女
の
部
分
が
活
字
印
刷
で
再
刊

さ
れ
、
五
七
年
に
は
図
版
、
五
九
年
に
は
図
版
に
対
応
す
る
釈
文
と

改
訂
さ
れ
た
考
証
が
刊
行
さ
れ
た
。
つ
ま
b
一
睡
氏
の
釈
文
は
三
種
あ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
三
者
互
い
に
出
入
が
あ
っ
て
い
ず
れ
も
棄
て
難
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い
。
　
一
方
、
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
に
お
い
て
も
居
訳
筆
簡
の
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

理
が
進
め
ら
れ
五
九
年
に
は
『
居
延
漢
簡
甲
編
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、

こ
の
面
罵
に
は
一
万
片
の
う
ち
約
四
分
の
一
を
収
録
す
る
。
こ
の
書

の
特
色
と
し
て
ま
ず
第
一
に
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
簡
の
出
土
地

を
明
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
居
延
全
簡
の
四
分
の
一

に
つ
い
て
で
あ
る
か
ら
他
の
四
分
の
三
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な

い
し
、
ま
た
収
録
簡
に
つ
い
て
も
出
土
地
の
不
明
な
も
の
が
か
な
り

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
収
録
簡
の
約
七
割
、
一
七
四
四
片
に
つ
い
て

患
土
地
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
だ
け
で
も
、
箇
の
内
容
を
理
解
す
る
上

に
ど
れ
だ
け
役
に
立
つ
か
わ
か
ら
な
い
。
今
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し

て
ウ
ラ
ン
琵
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
（
d
H
窪
U
母
σ
且
汐
）
出
土
の
も
の
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
ウ
ラ
ソ
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
の
位
撮
は
大
体
北
緯
四
一
度
、
東
経
一

〇
〇
度
で
内
蒙
古
自
治
区
巴
数
輩
爾
盟
の
西
南
端
、
貫
粛
省
境
に
近

い
。
チ
ベ
ッ
ト
高
原
の
北
縁
か
ら
流
れ
て
来
る
エ
チ
ナ
川
の
右
岸
に

位
す
る
が
、
エ
チ
ナ
川
は
さ
ら
に
東
北
流
し
多
く
の
支
流
を
分
出
し

て
ソ
ゴ
ノ
ー
ル
と
ガ
シ
ュ
ソ
ノ
ー
ル
の
両
湖
に
そ
そ
ぐ
。
昔
は
も
っ

と
大
き
な
湖
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
五
日
月
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
た

と
い
引
。
　
エ
チ
ナ
川
の
下
流
域
に
あ
る
カ
ラ
ホ
ト
（
黒
眼
）
が
鼠
殺

の
居
延
磐
城
で
あ
っ
て
、
武
帝
の
太
初
三
年
（
前
一
〇
二
）
に
設
け
ら

れ
た
倒
奴
に
対
す
る
防
禦
基
地
、
遮
難
詰
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
軍
事
機
関
と
し
て
は
居
延
都
尉
府
が
億
か
れ
、
都
尉

尉
の
下
に
居
延
・
燈
井
・
無
言
・
珍
北
の
語
群
官
が
あ
り
、
居
延
候

官
は
お
そ
ら
く
都
尉
府
…
と
同
じ
く
居
延
城
に
、
鎌
井
候
官
は
東
南
の

ボ
ロ
ー
ツ
ォ
ソ
チ
に
、
甲
渠
候
官
は
西
方
の
ム
H
ド
ル
ベ
ル
ジ
ン
に
、

下
北
候
官
は
東
北
の
ワ
イ
ン
ト
レ
イ
に
設
け
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

あ
と
の
一
二
候
官
は
そ
れ
ぞ
れ
居
出
撃
城
か
ら
三
〇
キ
ロ
内
外
の
距
離

に
あ
っ
た
。
そ
し
て
候
官
の
下
に
候
、
ま
た
そ
の
下
に
墜
が
あ
っ
て

対
飼
奴
防
禦
の
任
務
に
あ
た
っ
た
。
一
方
、
エ
チ
ナ
川
の
中
流
域
に

は
肩
水
都
尉
府
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
位
概
は
お
そ
ら
く
ウ
ラ
ソ

ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
か
、
そ
の
す
ぐ
南
の
タ
ラ
リ
ン
ジ
ソ
ー
ー
ド
ル
ベ
ル

ジ
ソ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
都
尉
府
に
属
す
る
候
官
は
三
つ

あ
っ
て
、
塩
水
候
官
は
都
尉
府
の
近
く
に
あ
り
、
北
に
黒
馬
警
官
、

南
に
広
地
候
官
が
あ
っ
た
。
記
事
の
場
合
と
同
じ
く
候
・
墜
が
設
け

ら
れ
、
防
禦
勤
務
に
従
っ
て
い
た
。

二

一
九
三
〇
年
の
四
月
に
、
ボ
ロ
ー
ツ
ォ
ン
チ
で
は
じ
め
て
二
代
の
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木
札
文
書
を
発
見
し
た
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
は
、
そ
の
翌
年
の
五
月
に
至

る
一
年
あ
ま
り
の
問
、
今
の
べ
た
エ
チ
ナ
川
流
域
を
か
け
め
ぐ
っ
て

一
万
片
に
及
ぶ
漢
簡
を
獲
得
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
漢
簡
鵬
土

地
が
実
は
今
の
べ
た
居
延
都
府
と
肩
水
都
尉
府
の
所
轄
地
域
、
い
い

か
え
れ
ば
北
は
珍
北
候
官
か
ら
南
は
広
地
候
官
ま
で
約
二
〇
〇
キ
ロ

の
地
域
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
『
居
延
漢
簡
甲
編
…
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
繊
土
地
は

破
城
子
・
登
園
托
尼
・
地
湾
・
大
嘗
の
築
地
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

ム
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
、
ワ
イ
ン
ト
レ
イ
、
ウ
ラ
ン
琵
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
、

タ
ラ
リ
ソ
ジ
ソ
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
の
こ
と
で
あ
る
。
今
そ
の
中
か
ら

ウ
ラ
ソ
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
す
な
わ
ち
地
湾
出
土
の
簡
を
取
り
上
げ
て

み
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
少
し
く
簡
の
整
理
番
号

に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
万
片
の
簡
に
は
〈
5
之

　
　
　
　
‘
　
．

1
＞
の
よ
う
に
上
下
の
二
番
号
が
附
け
ら
れ
て
い
て
上
番
号
の
同
じ

亀
の
は
岡
一
場
所
か
ら
出
土
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
一

応
前
提
に
し
て
地
湾
出
土
と
さ
れ
る
簡
の
上
番
号
を
列
挙
す
る
と
次

の
如
く
に
な
る
。

　
七
、
一
〇
、
一
四
、
二
〇
、
二
九
、
三
二
、
四
三
、
五
〇
、
五
四
、
九
七
、

　
　
｝
｝
六
、
一
一
七
、
一
一
八
、
　
｝
九
、
｝
二
｝
、
「
二
六
、
＝
三
、

一
四
一
、

二
八
八
、

四
〇
三
、

一
八
三
、
　
一
一
一
一
二
、
　
ニ
ニ
一
、
　
一
一
五
〇
、

ご一

S一

l
、
一
二
ご
一
六
、
三
三
七
、
一
二
四
一
〇
、

四
三
三
、
五
三
九
、
五
六
〇
、
五
六
二
、

五
六
四

四
六
　1

八
七
　h

ひ
八

八
四
　li

上
記
の
上
番
号
を
竜
つ
簡
が
す
べ
で
地
湾
す
な
わ
ち
ウ
ラ
ソ
ー
ド
ル

ベ
ル
ジ
ソ
出
土
と
み
と
め
う
る
と
す
る
と
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
上
番

号
を
も
つ
簡
と
接
合
で
き
る
簡
も
ま
た
地
湾
繊
土
と
み
な
し
う
る
わ

け
で
あ
る
。
た
と
え
ば

　
御
史
大
夫
畜
力
死
言
丞
相
挙
上
大
常
愚
書
二
大
史
丞
定
店
元
康
五
年
五
月

　
二
日
壬
子
夏
至
宜
寝
兵
大
宮
拝
井
渓
水
火
進
鳴
難
謁
以
聞
布
当
用
考
劔
匝

　
謹
無
比
原
宗
御
春
水
衡
野
大
官
御
三
中
二
≧
千
≧
石
ミ
令
官
長
拝
洌
火
官

　
先
夏
至
㎝
日
置
陽
副
管
火
擾
中
二
≧
千
≧
石
ミ
官
在
長
安
雲
武
者
其
日
皆

　
受
以
三
豊
易
故
火
特
旨
寝
兵
不
聴
事
尽
甲
寅
五
日
臣
財
布
臣
昧
死
以
聞

と
い
う
簡
は
、
採
集
聴
に
は
五
・
一
〇
と
一
〇
・
二
七
の
二
片
で
あ

っ
た
が
、
整
理
に
際
し
て
本
来
同
二
軸
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
接

合
し
た
屯
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
一
〇
の
上
番
号
を
も
つ
も
の
と

同
様
、
五
の
上
番
口
7
7
を
も
つ
も
の
も
ま
た
地
湾
嵐
土
と
み
と
め
う
る

わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
上
掲
の
簡
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、

御
史
大
夫
の
吉
は
丙
吉
、
丞
椙
の
帽
…
は
魏
相
、
半
弓
卿
の
昌
は
蘇
昌

で
あ
っ
て
、
田
鼠
で
あ
る
太
二
三
の
定
な
る
も
の
か
ら
五
月
二
日
壬
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子
が
夏
至
に
あ
た
診
丘
ハ
を
忌
む
こ
と
水
火
を
改
め
る
こ
と
な
ど
の
行

　
　
事
を
上
言
し
て
来
た
の
を
、
太
常
卿
、
丞
相
、
御
史
太
夫
を
経
て
天

　
　
子
に
上
聞
し
た
上
奏
文
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
除
夜
に
神
社
か
ら
新

　
　
火
を
も
ら
っ
て
帰
り
、
ま
た
元
旦
の
若
水
を
汲
ん
で
新
ら
し
い
年
を

　
　
迎
え
る
行
事
が
あ
る
が
、
轟
轟
で
は
夏
至
に
も
水
火
を
更
新
す
る
行

　
　
事
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
興
味
深
い
。
な
お
偶
然
に
・
も
こ
の
同

）
　
じ
元
康
五
年
（
前
六
一
）
の
、
し
か
も
四
i
五
月
の
暦
も
発
見
さ
れ
て

麟
い
る
が
・
荒
に
よ
る
と
西
三
九
日
翠
雲
寝
言
・
五
月
大
・
辛

K．

蝠
S
・
季
二
量
至
・
癸
丑
三
日
・
甲
轟
艮
（
下
略
）
」
と

つ灘
あ
っ
て
、
さ
き
の
上
委
に
附
遜
れ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど

眠
　
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
鷹
だ
け
だ
と
四
日
の
あ
と
の
尽
の

”
字
の
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
が
・
さ
き
の
上
奏
内
覧
え
る
夏
至
を

ル
ベ
　
中
に
し
て
の
五
日
閲
、
兵
を
や
め
憎
体
に
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
れ

ルド
　
ば
わ
け
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
よ
う
な
上
奏
交
や
筆

力
「
が
居
延
の
前
線
で
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
緊
張
し
た
冷

酌
戦
に
あ
け
く
れ
す
る
こ
の
辺
境
に
あ
っ
て
も
内
地
と
同
じ
く
吾
闘

く建
　
の
公
休
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

灘
　
　
さ
て
上
掲
の
例
か
ら
五
の
上
番
考
を
も
つ
も
の
を
地
湾
出
土
簡
グ

艇
牛
プ
に
引
門
違
が
・
そ
う
す
る
と
五
の
上
祷
墓
も
つ
簡
と

接
合
さ
れ
る
も
の
も
嗣
じ
く
地
湾
出
土
と
み
な
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
例
を
が
っ
引
い
て
お
こ
う
。

　
元
康
二
年
二
月
庚
子
藩
論
丑
左
前
万
世
墜
長

　
破
胡
敢
言
之
野
宮
即
日
疾
此
腹
四
節
不
幸

こ
の
簡
は
採
集
時
に
は
五
・
｝
八
と
二
五
五
・
二
二
の
二
業
で
あ
っ

た
の
を
接
合
し
た
も
の
で
、
こ
の
例
に
よ
っ
て
さ
き
の
手
続
と
同
様

に
、
二
五
五
の
上
番
号
を
も
つ
も
の
も
地
湾
出
土
簡
グ
ル
ー
プ
に
と

り
こ
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
々
例
を
あ
げ
な
い
が
、
同
様

の
操
作
に
よ
っ
て

　
五
、
二
二
、
三
七
、
五
一
、
七
七
、
一
二
四
、
一
三
八
、
一
四
六
、
一
七

　
九
、
二
五
三
、
二
五
五
、
三
〇
六
、
三
三
二
、
三
三
九
、
三
四
一
、
三
四

　
九
、
一
一
一
五
〇
、
四
［
〇
七
、
五
三
六

を
地
湾
出
土
簡
と
み
と
め
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く

数
字
だ
け
を
機
械
的
に
取
り
扱
う
こ
と
は
危
険
で
あ
っ
て
、
こ
と
に

一
九
四
九
年
刊
活
字
本
に
は
誤
植
が
多
い
の
で
警
戒
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

田

地
湾
出
土
簡
の
範
囲
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
の
で
、
そ
の
内
容
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を
検
討
し
た
く
思
う
が
、
は
じ
め
に
封
検
と
か
簿
検
と
か
目
に
つ
き

や
す
い
竜
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
封
検
と
い
う
の
は
文

書
の
封
筒
に
あ
た
る
も
の
で
、
や
は
り
木
で
作
り
蓑
に
宛
名
が
か
い

て
あ
る
。
例
を
あ
げ
る
と

　
屑
水
候
官
墜
次
行
（
鷲
＝
一
・
二
三
）

　
　
　
　
　
印
臼
朱
千
秋

　
肩
水
候
官

　
　
　
　
　
十
一
月
壬
申
騨
長
髪
光
以
来
　
　
　
　
　
（
薫
・
二
）

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
前
者
は
墜
ご
と
に
リ
レ
ー
し
て
肩
水
心
宮

ま
で
届
け
る
こ
と
を
指
示
し
て
お
り
、
後
者
は
や
は
の
濾
水
候
官
へ

届
け
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
下
部
の
墜
行
の
部
分
は
上
の
肩
水

候
官
と
は
別
筆
で
受
信
者
の
書
き
留
め
た
・
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
印

日
夕
千
秋
と
い
う
の
は
封
検
を
開
く
前
に
押
し
て
あ
っ
た
印
影
を
ひ

か
え
て
お
い
た
の
で
あ
り
、
左
側
の
部
分
は
十
一
月
壬
申
の
日
に
到

着
し
た
こ
と
と
そ
の
配
達
者
が
糧
食
の
園
丁
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
は
交
書
を
発
送
す
る
時
に
文

書
の
上
に
封
検
を
お
き
、
縄
を
か
け
て
縄
目
の
上
を
泥
で
封
じ
、
封

泥
の
上
に
印
を
お
し
た
の
で
あ
っ
て
、
開
封
す
る
時
に
は
そ
の
封
泥

を
と
り
の
け
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
印
影
竜
崩
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

で
開
封
以
前
に
印
影
を
書
き
留
め
た
わ
け
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
発
信

者
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
の
封
検
は
朱
干
秋
が
発
些
し
た
肩

水
本
官
あ
て
の
文
書
の
エ
ン
ベ
ロ
ー
プ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

ら
は
実
際
に
行
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
出
土
地
は
と
り

竜
な
お
さ
ず
封
検
の
宛
名
そ
の
竜
の
で
あ
っ
て
、
地
湾
は
細
水
豊
漁

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
き
に
地
湾
上
土
と
み
と
め
た
上
番
号

を
も
つ
簡
の
中
で
こ
の
種
の
も
の
は
二
七
点
も
あ
る
か
ら
、
地
湾
を

も
つ
て
肩
水
候
官
所
在
地
と
す
る
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
少
し
く
気
が
か
り
な
の
は
、

　
肩
水
腫
恥
辱
次
行
（
三
二
・
二
三
）

　
野
水
金
関
（
三
二
・
五
）

　
肩
水
金
関
（
三
二
・
二
瓢
）

の
よ
う
に
同
一
の
上
番
号
を
も
ち
な
が
ら
、
潮
水
候
官
あ
て
と
と
も

に
肩
水
金
関
あ
て
の
封
検
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ほ

か
に
も
地
湾
出
土
簡
グ
ル
ー
プ
か
ら
肩
水
金
関
あ
て
の
食
卓
が
二
点

（
二
八
八
・
二
と
三
五
〇
・
四
一
）
見
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
地
湾
に
は

肩
水
候
官
と
と
も
に
下
水
金
関
も
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
な
い
か
と

疑
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
仮
説
も
不
都
合
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
繭
遼
私
印

　
肩
水
回
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
・
一
九
）

　
　
　
　
　
八
月
戊
子
金
関
卒
以
来
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印
日
高
猛

　
肩
水
候
宮

　
　
　
　
　
三
月
乙
已
金
関
卒
弘
以
来
　
　
　
　
（
三
三
鷲
丁
一
）

の
よ
う
に
、
肩
水
候
官
あ
て
の
文
書
を
金
関
の
卒
が
配
達
し
て
来
て

い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
る
と
、
こ
の
二
機
関
は
あ
る
程
度
は
な
れ
て
い

た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
肩
早
耳
官
と
肩
水
金
関
と
別

地
の
封
検
が
同
一
地
点
か
ら
発
児
さ
れ
た
の
は
、
金
関
か
ら
野
阜
へ

届
け
ら
れ
た
た
め
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
簿
検
と
い
う
の
は
帳
簿
の
表
紙
に
あ
た
る
も
の
で
、
地
湾
出

土
簡
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。

　
肩
水
候
嘗
元
康
四
年
十
二
月
四
時
雑
簿
（
五
・
一
）

　
直
写
候
官
元
康
四
年
一
月
守
御
器
簿
（
一
二
六
・
一
こ

　
肩
水
士
官
尤
康
二
年
尽
三
年
詔
書
（
二
〇
・
四
）

　
肩
水
候
官
甘
露
三
年
十
月
尽
四
年
九
月
Z
（
二
五
〇
。
二
）

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
地
湾
が
肩
蝦
蟹
官
の
遺
雄
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
が
、
さ
ら
に
簿
検
類
で
肩
水
候
官
と
明
記
し
て
な
く
と
も
、
さ

き
の
地
湾
嵐
土
簡
の
も
の
は
や
は
り
膚
水
候
官
の
簿
検
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
数
は
相
当
あ
る
の
で
若
干
例
を
あ
げ
る
に
と
ど

め
て
お
く
。

　
⑤
　
兀
康
三
年
十
月
尽
四
年
九
月
軍
卒
簿
（
五
・
一
四
）

　
⑤
元
康
三
年
十
月
尽
四
年
九
月
吏
巳
得
奉
一
歳
集
（
＝
一
六
・
二
餌
）

　
血
⑭
地
節
四
年
一
二
日
月
卒
丘
ハ
挙
（
一
二
轟
ハ
・
二
六
）

　
●
陽
朔
元
年
六
月
吏
民
出
入
簿
（
二
九
・
三
）

な
ど
が
そ
れ
で
、
地
節
（
前
六
九
－
六
六
）
・
元
康
（
前
六
五
－
六
二
）
・

甘
露
（
前
互
｝
T
五
〇
）
は
宣
帝
、
陽
朔
（
前
二
四
⊥
ご
）
は
成
帝
の

年
号
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
地
湾
が
肩
水
候
官
の
遺
祉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、

こ
ん
ど
は
逆
に
肩
水
圏
官
あ
て
の
封
検
や
儒
水
候
官
の
簿
検
に
附
け

ら
れ
て
い
る
原
簡
潔
号
の
上
番
勢
は
地
手
鉾
土
を
示
す
も
の
と
み
な

さ
れ
、

　
　
一
一
、
一
六
、
三
一
、
三
六
、
四
一
、
五
三
、
六
二
、
七
四
、
一
〇
九
、

　
　
一
九
九
、
二
〇
七
、
一
＝
二
、
二
二
八
、
二
三
六
、
二
六
三
、
二
八
○
、

　
三
二
四
、
五
五
八

の
上
番
号
を
・
も
つ
簡
を
新
た
に
地
湾
出
土
簡
グ
ル
ー
プ
に
加
入
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

　
地
湾
出
土
と
み
と
め
ら
れ
る
簡
が
よ
う
や
く
豊
富
に
な
っ
て
来
た

が
、
こ
れ
ら
を
通
観
し
て
い
る
間
に
名
籍
の
書
き
方
に
他
地
出
土
の

87　（407）



も
の
と
ち
が
つ
た
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を

・
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は

　
ω
東
郡
田
心
立
霊
里
一
里
大
夫
王
徳
年
廿
四
長
七
尺
三
寸
黒
色
（
留
意
・

　
　
三
八
）

と
い
う
菰
う
に
職
・
郡
県
里
・
爵
・
姓
名
・
年
齢
・
身
長
の
ほ
か
皮

膚
の
色
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
同
様
に
完
備
し

た
竜
の
に
は

　
②
居
延
都
尉
給
事
佐
居
延
乱
言
里
謡
賞
些
些
辮
四
長
七
尺
五
寸
黒
色
（
四

　
　
三
・
ニ
ー
－
七
七
・
八
…
）

　
紛
給
岬
蜜
T
嬢
胴
得
郡
都
三
都
堤
一
働
年
批
川
山
屋
出
稼
長
七
尺
二
寸
黒
酬
色
（
三
ご
一
四
・
三

　
　
　
穴
）

が
あ
る
。
職
名
の
欠
け
て
い
る
竜
の
に
は

　
ω
河
籍
郡
河
南
県
北
中
里
公
乗
史
三
年
措
二
長
七
尺
二
寸
黒
色
（
四
三
・

　
　
　
七
）

　
　
㈲
河
内
郡
混
西
故
里
大
夫
蘇
三
軍
年
鎌
弓
長
七
尺
三
寸
黒
色
へ
三
三
圏
．

　
　
　
二
八
）

　
　
⑥
三
嘆
安
世
里
公
乗
工
未
央
意
外
長
七
尺
二
寸
黒
色
（
三
三
四
．
二
二
）

　
⑦
纒
熟
成
漢
里
大
夫
薩
建
徳
年
滑
二
長
七
尺
二
寸
黒
色
弓
一
（
三
七
．
三

　
　
　
二
）

が
あ
り
、
後
二
者
は
と
も
か
く
と
し
て
、
内
地
出
身
の
前
二
者
は
恐

ら
く
田
卒
あ
る
い
は
野
幌
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
上
部
の

職
名
と
下
部
の
身
長
が
欠
け
た
も
の
に
は

　
⑧
居
延
安
故
里
孫
寵
余
年
重
三
剣
一
黒
色
長
（
三
四
〇
二
二
九
）

が
あ
り
、
そ
の
出
身
地
や
剣
を
竜
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
下
士

官
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
次
に
山
名
以
下
の
存
す
る
も
の
に
は

　
⑨
都
群
肝
更
司
馬
奉
徳
年
廿
長
七
尺
二
・
寸
黒
色
（
三
八
七
・
三
）

　
⑩
小
熟
里
唐
宣
年
廿
三
長
七
尺
三
寸
黒
色
（
七
七
・
五
六
罰
七
七
．
五
三
）

が
あ
り
、
さ
ら
に
里
名
ま
で
を
欠
い
た
も
の
に

　
㈹
黒
上
造
史
賜
年
廿
五
長
七
尺
二
寸
黒
色
為
蘭
少
卿
将
車
（
一
四
．
一
二
）

　
⑫
上
臨
避
｝
土
福
…
年
六
十
長
七
肖
八
二
寸
黒
｛
色
（
一
四
・
　
｝
三
）

　
⑬
公
乗
孫
輔
年
十
八
長
ヒ
尺
一
寸
黒
色
（
遷
二
四
・
四
一
）

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
旧
卒
と
し
て
辺
境
警
備
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
が
、
兵
役
義
務
年
齢
（
一
一
三
－
五
六
歳
）
に
達
し
な
い
も
の
や
超
過

し
た
も
の
の
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
十
八
歳
の
若

さ
で
民
爵
最
高
の
公
乗
を
も
つ
て
い
る
こ
と
が
注
撲
さ
れ
る
。
ち
な

み
に
民
爵
の
最
も
低
い
も
の
が
公
士
、
そ
れ
か
ら
上
へ
上
造
・
讐
袋
・

不
更
・
大
夫
・
官
大
夫
・
公
大
夫
を
経
て
公
爵
に
達
す
る
。
次
に
姓

名
以
下
の
存
す
る
も
の
に
は

　
　
樋
　
李
錨
年
慨
五
長
七
尺
三
寸
黒
色
（
三
四
C
・
九
）
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が
あ
り
、
姓
ま
で
を
欠
く
も
の
に

　
，
⑱
順
年
辮
二
歳
□
七
尺
□
寸
黒
色
（
三
四
〇
・
四
三
）

　
⑯
｛
女
国
年
朔
長
七
m
八
二
寸
里
州
色
　
（
一
一
…
一
六
・
　
一
九
）

が
あ
診
、
年
齢
・
身
長
・
膚
色
だ
け
の
も
の
に
は

　
⑯
年
研
七
二
七
尺
二
寸
黒
色
（
三
七
・
ニ
ニ
）

　
⑱
室
長
七
尺
七
寸
黒
色
（
三
四
〇
・
一
九
）

が
あ
る
。
当
時
の
一
尺
は
大
体
二
一
ニ
セ
ソ
チ
で
あ
る
か
ら
七
尺
七
寸

は
約
一
・
七
七
メ
ー
ト
ル
、
7
こ
れ
が
居
延
簡
に
兇
え
る
最
も
身
長
の

高
い
男
で
あ
る
。
次
に
年
齢
も
欠
け
て
し
ま
っ
た
も
の
を
あ
げ
る
が
、

最
初
の
簡
は
年
齢
末
尾
の
一
の
字
が
見
え
て
い
る
。

　
⑲
一
長
七
尺
五
寸
黒
色
（
四
〇
七
・
一
五
）

　
齢
　
長
七
尺
黒
（
一
一
九
・
二
七
）

さ
ら
に
身
長
の
七
尺
が
欠
け
て
し
ま
っ
た
も
の
や
、
身
長
の
全
く
欠

け
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
・
も
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
⑳
二
寸
黒
色
（
二
二
一
・
二
）

　
働
　
三
寸
黒
色
（
三
三
廻
・
四
七
）

　
⑳
黒
色
五
（
五
㌘
三
五
）

　
図
黒
色
不
出
（
三
三
四
・
三
二
）

こ
の
よ
う
に
上
部
が
次
第
に
欠
け
て
い
く
一
方
に
は
下
部
が
次
第
に

欠
け
て
い
っ
て
、
ま
ず
黒
色
の
欠
け
て
い
る
も
の
、
身
長
の
欠
け
て

い
る
も
の
、
さ
ら
に
年
齢
の
欠
け
て
い
る
も
の
な
ど
、
ま
た
上
下
が

欠
け
て
中
聞
だ
け
残
っ
て
い
る
屯
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば

　
鱒
長
七
ロ
八
（
士
一
四
ニ
ハ
・
　
一
四
）

な
ど
極
端
な
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
ま
で
も
列
挙
す
る
こ
と
は
煩
に

堪
え
な
い
か
ら
、
す
べ
て
省
略
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
よ
り
も

皮
慮
の
色
ま
で
記
載
し
た
も
の
が
、
今
ま
で
に
設
定
し
て
来
た
地
湾

賜
土
工
グ
ル
ー
プ
以
外
に
存
す
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
お
こ
う
。
そ

の
結
果
、
わ
ず
か
に
次
の
三
口
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
㈱
曲
保
締
碑
鳥
憲
衆
墨
叢
顧
収
伸
ヰ
廿
二
長
山
ハ
ロ
八
黒
鋤
色
－
皆
六
日
μ
丁
［
巴
出
　
　
不
（
　

　
　
五
・
五
）

　
鋤
魏
郡
□
陽
高
武
里
大
夫
謝
一
年
上
長
七
尺
二
寸
黒
色
（
一
五
・
四
）

　
㈱
黒
王
望
年
甘
五
長
七
尺
五
寸
無
色
（
三
二
三
・
三
）

　
鈴
口
三
二
七
尺
五
寸
黒
色
十
一
月
辛
（
七
五
・
五
）

こ
れ
ら
の
簡
の
上
番
弩
す
な
わ
ち
一
五
や
七
五
や
三
二
三
は
『
居
延

漢
簡
甲
編
』
に
見
え
な
い
が
、
地
湾
出
土
簡
の
特
徴
を
も
つ
こ
れ
ら

の
簡
を
地
湾
グ
ル
…
プ
に
入
れ
る
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
新
た
に
く
り
入
れ
た
こ
れ
ら
の
簡
の
中
で
⑳
と
⑫
窃
に

は
黒
色
の
下
に
月
と
日
の
干
支
の
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
と
に
㈲
で
は
皆
六
月
丁
已
出
と
あ
り
、
そ
の
下
に
不
の
字
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の
よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
が
し
て
あ
る
。
実
は
前
掲
の
㈲
と
鋤
に
も
見
え

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
㈱
の
黒
色
の
下
の
五
は
五
月
の
上
の
字
が
残

っ
た
も
の
、
㈲
も
出
と
し
て
チ
ェ
ッ
ク
が
し
て
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
肩
水
金
関
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
関

所
を
出
る
時
に
職
。
郡
・
県
。
里
・
爵
・
姓
名
。
年
齢
・
身
長
・
鴬

色
を
詳
細
に
記
載
し
、
出
現
の
月
日
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

不
の
字
の
よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
は
照
舎
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
出
関
と

と
竜
に
入
関
の
際
に
も
同
様
の
手
続
を
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
つ
い
で
を
屯
っ
て
月
日
出
（
入
）
の
案
ざ
れ
て
い
る
屯

の
を
地
導
出
土
野
グ
ル
ー
プ
か
ら
拾
い
繊
し
て
お
こ
う
。

㈹
尺
五
寸
黒
色
十
月
（
三
四
〇
・
二
五
）

　
⑳
七
尺
二
寸
黒
色
四
月
癸
卯
（
四
三
・
一
八
）

鋤
部
萸
陽
里
大
夫
封
棘
年
辮
八
長
七
尺
二
寸
黒
色
牛
車
一
両
五
月
戊
戌

　
（
四
瓢
丁
…
三
）

鱒
前
陽
里
唐
芝
年
十
九
長
七
尺
三
寸
黄
黒
色
八
月
辛
酉
出
（
六
二
・
ヨ
四
）

㈱
黄
〃
巴
八
目
μ
辛
西
回
田
山
’
（
六
二
。
一
一
コ
ニ
）

鱒
候
丈
□
非
子
長
七
尺
黒
色
十
月
辛
亥
出
（
三
七
・
三
）

㈹
肩
水
見
新
徒
大
男
王
武
閏
月
二
三
出
（
三
七
二
）

最
後
の
王
武
は
新
た
に
徒
刑
囚
と
な
っ
た
も
の
で
、
強
制
労
働
に
従

う
た
め
に
出
関
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
男
と
い
う
の
は
国
手
を
課
せ

ら
れ
る
年
齢
す
な
わ
ち
一
五
歳
以
上
の
男
の
こ
と
で
あ
る
。
女
な
ら

ば
大
女
、
一
五
歳
未
満
七
歳
以
上
は
口
賦
を
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

男
、
使
女
と
い
う
。
そ
れ
以
下
が
未
醜
男
、
未
使
女
で
あ
る
。
と
も

か
く
さ
き
に
列
記
し
た
Q
ゆ
以
下
の
名
籍
も
、
こ
の
よ
う
な
関
出
入
の

際
の
記
録
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
と
は
簿
検
の
と
こ
ろ
で

引
用
し
た
吏
民
出
入
餌
の
中
身
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
肩

水
金
関
で
記
録
さ
れ
恐
ら
く
一
ト
月
ご
と
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
、

肩
水
溜
官
に
伝
達
さ
れ
た
屯
の
と
思
わ
れ
る
。
肩
水
候
官
あ
て
の
受

検
の
中
に
金
関
の
卒
が
伝
達
し
た
こ
と
を
書
き
留
め
た
竜
の
が
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
吏
民
出
入
簿
を
届
け
た
の
で
屯
あ
っ
た

ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
想
像
す
る
と
、
ウ
ラ
ソ
ー
ー
ド
ル
ペ
ル
ジ
ソ
は
や

は
り
肩
水
墨
官
の
お
か
れ
て
い
た
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
や
は
り
肩
水
金
関
で
取
り
扱
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
一
連
の

騎
士
出
関
の
記
録
が
あ
る
。
そ
の
形
式
は
一
定
し
て
い
て
「
昭
武
騎

士
敬
老
里
高
明
」
　
「
田
勒
騎
士
万
歳
里
言
守
」
と
い
う
よ
う
に
属
下

騎
士
某
里
姓
名
だ
け
で
、
年
齢
も
身
長
も
暦
色
も
記
載
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
・
も
多
く
は
ウ
ラ
ン
ー
ド
ル
ベ
ジ
ソ
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る

げ
か
、
　
中
に
は
タ
ラ
リ
ソ
ジ
ソ
ー
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
、
　
－
甲
一
国
名
を
大
湾
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と
よ
ぶ
城
鮭
か
ら
出
土
し
た
も
の
も
あ
る
。
今
あ
げ
た
昭
武
騎
士
の

方
は
五
六
四
・
三
で
地
湾
出
土
で
あ
る
が
、
二
二
騎
士
の
方
は
四
九

一
・
四
で
大
羽
出
土
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
大
井
と
は
ど
の
よ
う

な
性
格
の
遺
姫
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
地
湾
と
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
の
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

五

　
私
は
第
一
節
に
お
い
て
三
水
都
尉
府
の
位
咀
恒
に
つ
い
て
ウ
ラ
ン
甦

ド
ル
ペ
ル
ジ
ソ
ま
た
は
タ
ラ
ゾ
ソ
ジ
ン
ー
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
と
あ
い
ま

い
な
こ
と
を
い
っ
て
お
い
た
が
、
実
は
今
ま
で
決
め
か
ね
て
い
た
難

問
な
の
で
あ
る
。
三
三
は
一
九
四
三
年
刊
行
の
『
居
回
漢
一
考
釈
』

の
後
語
で

　
甘
粛
雀
界
を
出
て
二
五
華
里
に
し
て
大
湾
城
に
至
る
。
こ
の
城
は
三
重
に

　
な
っ
て
お
り
、
規
模
き
わ
め
て
大
で
あ
る
。
内
城
は
東
西
約
七
〇
メ
：
ト

ル
、
爾
北
三
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
東
門
の
外
に
爽
城
が
あ
り
、
そ
れ
は
策

西
約
二
三
メ
i
率
ル
、
南
北
約
四
五
メ
ー
ト
ル
、
外
郭
は
方
ニ
ニ
○
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
採
掘
し
え
た
も
の
は
み
な
唐
代
以
後
の
陶

片
で
あ
っ
て
、
全
然
、
漢
代
の
遣
跡
は
見
当
ら
な
い
。
は
じ
め
は
カ
ラ
ホ

ト
を
前
漢
の
居
延
城
と
し
、
後
漢
以
後
の
居
延
着
を
タ
ラ
リ
ン
ジ
ソ
蕗
ド

　
ル
ベ
ル
ジ
ソ
に
仮
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
試
掘
し
て
み
て
漢
代
の
遺
物
が

　
発
見
さ
れ
ぬ
以
上
、
こ
の
想
定
も
確
実
に
裏
付
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
、
タ
ラ
リ
ソ
ジ
ソ
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
が
唐
代
の
城
郭
で
あ

る
こ
と
、
少
く
と
も
法
難
の
そ
れ
で
な
い
こ
と
を
、
そ
の
試
掘
の
結

果
を
楯
に
と
っ
て
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
労
氏
は
大
湾

の
北
五
華
里
の
地
湾
す
な
わ
ち
ウ
ラ
ン
雛
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
を
も
つ
て

肩
水
都
尉
府
の
治
所
に
比
定
し
た
。
し
か
し
私
は
一
九
五
三
年
に
発

表
し
た
「
居
延
物
恥
研
究
序
説
」
に
お
い
て
、
労
氏
の
主
張
を
紹
介

し
な
が
ら
も
、
大
湾
を
も
つ
て
肩
水
都
三
三
の
治
所
に
擬
回
し
え
な

い
だ
ろ
う
か
と
疑
い
を
さ
し
は
さ
ん
で
お
い
た
。
そ
の
よ
砂
所
は
ほ

か
で
、
も
な
い
、
当
の
発
掘
者
砂
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
が
発
表
し
た
調
査
報

告
鞠
に
房
大
湾
で
一
・
五
〇
〇
の
漢
簡
姦
得
し
を
と
を
述
へ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
地
湾
に
お
い
て
も
二
、
0
0
0
の
漢

簡
を
掘
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
肩
水
都
同
一
の
治
所
を
大

湾
か
地
湾
か
に
き
め
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
磁
難
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
一
万
片
の
居
延
漢
簡
の
中
で
ど
れ
だ
け
が
地
湾
出
土
、
ど
れ

だ
け
が
大
湾
出
土
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
簡

の
内
容
を
た
し
か
め
、
出
土
地
の
性
格
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
で
は
．
一
万
片
の
贋
延
漢
簡
の
出
土
地
点
が
わ
か
っ
て
い
る
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の
で
あ
ろ
う
か
。
発
掘
老
の
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
に
よ
っ
て
こ
の
愚
管
漢

簡
が
北
京
に
も
た
ら
さ
れ
た
時
・
に
は
、
恐
ら
く
そ
の
詳
し
い
出
土
地

点
が
報
告
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
中
国
が
わ
で
つ
け
た
例
の
上

下
二
番
号
は
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
の
報
告
に
竜
と
つ
い
て
つ
け
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
ら
、
上
番
号
に
対
応
す
る
地
点
が
わ
か
れ
ば
何
で
も
な
い

こ
と
で
あ
る
。
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
の
『
居
延
漢
簡
楚
楚
』
に

そ
れ
ぞ
れ
の
簡
の
鐵
土
地
を
大
ま
か
な
が
ら
も
地
湾
・
大
指
・
破
城

子
・
瓦
論
叢
尼
と
い
う
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ベ
ル
グ
マ
ン

氏
か
・
り
中
国
へ
引
渡
さ
れ
た
時
の
資
料
に
よ
っ
て
い
る
の
か
屯
知
れ

な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
『
甲
編
』
に
出
土

地
点
を
泳
さ
な
い
も
の
が
半
数
近
く
も
あ
る
の
は
い
ぶ
か
し
い
こ
と

で
あ
る
。
　
一
方
、
三
回
・
も
釈
文
を
出
し
た
労
氏
の
書
に
も
出
土
地
点

を
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
る
と
、
中
央
研
究
院
が
わ
で
も
上
番

号
に
対
応
す
る
出
土
地
点
を
把
捉
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
中
麟
と
協
力
し
て
西
北
科
学
考
査
隊
を
組
織
し
、
ス
ウ
エ
ソ
ー
ー

ヘ
デ
ィ
ソ
氏
を
は
じ
め
多
く
の
す
ぐ
れ
た
学
者
を
派
遣
し
て
一
九
二

七
年
以
来
八
年
間
に
わ
た
っ
て
蒙
古
・
新
磯
方
面
の
科
学
的
調
査
を

行
な
っ
た
ス
ウ
エ
ー
デ
ソ
が
わ
で
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ち

ら
の
方
で
は
6
冨
ω
営
9
ω
≦
Φ
象
ω
『
国
図
℃
⑦
q
莚
。
ゆ
℃
二
σ
財
6
讐
δ
⇔

と
題
す
る
報
告
書
を
続
女
刊
行
し
て
お
り
、
前
述
の
ベ
ル
グ
マ
ソ
琉

の
旅
行
調
査
記
の
ほ
か
、
本
格
的
な
エ
チ
ナ
川
流
域
の
考
古
学
霜
露

　
　
　
⑤

査
報
告
書
が
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
三
九
、
四
一
冊
と
し
て
、
一
九
五

六
、
八
年
に
刊
行
し
て
い
る
。
ベ
ル
グ
マ
ン
氏
の
残
後
ボ
ー
ゾ
マ
！

シ
ュ
ト
レ
ム
（
切
O
Q
Q
o
B
琶
鍵
。
っ
¢
α
営
）
氏
に
よ
っ
て
軸
搬
理
刊
行
一
さ
れ
た

屯
の
で
、
発
掘
物
は
細
大
も
ら
さ
ず
、
こ
く
め
い
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
簡
の
内
容
を
主
臼
的
と
す
る
も
の

に
と
っ
て
は
、
ど
の
地
点
で
簡
が
い
く
ら
、
検
が
い
く
ら
発
掘
さ
れ

ま
た
そ
の
大
き
さ
が
何
セ
ン
チ
と
知
ら
さ
れ
る
だ
け
で
は
、
あ
ま
り

役
に
立
た
な
い
。
む
し
ろ
中
国
が
わ
で
つ
け
ら
れ
た
番
号
に
よ
っ
て

そ
の
詳
し
い
串
土
地
点
を
示
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
も
っ
と
も

中
に
は
中
国
が
わ
の
無
考
に
よ
っ
て
発
掘
物
を
指
示
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
ウ
ラ
ソ
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
に
つ
い
て
は
第
四
一
冊
の
一
三

五
百
ハ
以
下
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
，
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
は
こ
こ
に
諺
Q
Q
ら
◎

と
い
う
地
点
名
を
与
え
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
の
発
掘
地
点
を
一
八
に

わ
け
、
》
ω
G
。
・
ど
諺
ω
Q
。
・
b
。
…
…
と
い
う
風
に
再
慌
し
た
上
で
一
々
の

発
掘
品
に
番
号
を
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
中
国
が
わ
で
つ
け
た
療
簡

編
号
は
ベ
ル
グ
マ
ン
氏
の
も
の
と
全
く
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

互
に
連
絡
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
が
｝
ω
G
。
轟
と
つ
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け
た
地
点
は
望
楼
に
上
る
陪
段
よ
こ
の
部
屋
（
野
切
x
。
。
白
）
で
、
こ
こ

か
ら
二
、
0
0
0
簡
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
の
発
掘
記

載
に
お
い
て
中
国
が
わ
の
上
番
号
一
三
四
、
一
三
八
、
一
六
四
、
一

六
五
、
一
八
三
、
一
九
七
、
二
五
二
、
三
三
七
、
三
五
三
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
ま
た
》
ω
ω
・
ω
で
は
一
〇
〇
、
跨
ω
ω
・
㎝
で
は
二
六
三
、

》
c
。
ω
・
O
で
は
六
九
、
三
食
九
、
諺
Q
。
ω
山
O
で
は
二
〇
七
、
諺
ω
G
。
・
躊

で
は
＝
一
五
、
　
一
九
九
、
｝
ω
ω
・
謀
で
は
一
二
三
三
、
》
ω
ω
・
H
G
隠
で

は
三
ニ
ニ
、
　
》
ω
G
。
・
H
①
で
は
三
四
三
、
　
諺
。
。
ω
・
嵩
で
は
二
〇
〇
、

諺
ω
Q
。
高
○
。
で
は
二
〇
五
の
上
番
号
を
も
つ
も
の
に
ふ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
上
番
号
を
私
が
今
ま
で
に
作
り
上
げ
て
来
た
地
湾
出
土
簡
グ

ル
ー
プ
と
比
較
す
る
と
、
わ
ず
か
に
一
三
八
、
一
八
三
、
一
九
九
、

二
〇
七
、
二
六
一
『
三
三
七
の
六
番
号
が
一
致
す
る
だ
け
で
他
の
一

五
番
号
を
さ
ら
に
地
湾
出
土
簡
グ
ル
ー
プ
に
ひ
き
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
と
・
も
か
く
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
の
報
告
書
で
地
湾
出
土

と
し
て
言
及
し
て
い
る
木
簡
で
労
氏
の
書
や
甲
編
に
見
え
る
も
の
は

一
〇
〇
・
一
の
「
東
野
営
卒
東
阿
霊
関
電
軍
衣
索
」
の
ほ
か
わ
ず
か

に
四
点
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
多
く
は
検
出
で
き
な
い
。
こ
れ
竜
い

ぶ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
わ

の
精
力
的
な
調
査
発
表
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
居
腰
簡
一
々
の
詳
し
い

出
土
地
点
は
や
は
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
従
っ
て
地
湾
患
土
簡
と
大

湾
出
土
簡
を
は
っ
き
り
取
り
出
し
て
来
る
と
い
う
操
作
も
今
ま
で
な

か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
点
が
叢
濃
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
も
確
言
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

　
し
か
し
上
来
模
索
し
た
と
こ
ろ
が
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
志

す
な
わ
ち
ウ
ラ
ソ
ー
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
は
肩
水
回
官
の
治
所
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
南
方
約
三
キ
ロ
の
大
器
す
な
わ
ち
タ

ラ
リ
ソ
ジ
ン
ー
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
は
、
私
が
九
年
前
に
推
定
し
た
よ
う

に
肩
水
都
尉
府
の
殺
所
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も

現
在
残
っ
て
い
る
城
郭
は
労
氏
の
い
う
よ
う
に
唐
代
ご
ろ
の
も
の
で
、

漢
代
で
は
今
の
外
郭
の
と
こ
ろ
に
中
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
は
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
が
漢
簡
一
、
五
〇
〇
点
を
発
掘
し
た
の
は

今
の
外
郭
中
央
西
南
よ
り
の
叢
祠
の
下
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
労
氏
が
試
掘
し
て
風
勢
の
陶
暴
片
ば
か
り
し
か
墨

ず
、
漢
代
の
遺
物
は
何
一
つ
出
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
恐
ら
く
内
城

を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
唐
代
ご
ろ
に
西
方

に
拡
大
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
竜
か
く
こ
の
大
聖
か
ら
一
、
五

〇
〇
も
の
累
代
の
木
札
文
書
が
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
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こ
が
漢
代
に
お
い
て
緊
要
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

そ
し
て
近
く
の
ウ
ラ
ソ
ー
ー
ド
ル
ベ
ル
ジ
ソ
が
肩
水
候
官
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
れ
ば
、
こ
こ
大
湾
は
そ
の
上
級
官
庁
で
あ
る
肩
水
都
尉
府
の

治
所
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、

地
湾
の
場
合
に
行
な
っ
た
よ
う
な
操
作
を
く
り
か
え
し
、
大
古
出
土

簡
を
集
成
し
て
立
話
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
一
例
だ
け
を
あ
げ

て
大
縞
が
肩
水
都
尉
府
の
置
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
…
緩
し
て
お
こ
う
。

次
の
封
検
へ
五
〇
四
．
二
）
は
甲
掛
に
よ
る
と
大
里
出
土
と
い
う
が
、

そ
れ
に
は

　
山
嗣
激
岡
一
罪
蹴
一
事
封
冊
続
蝦
一
国
候
㊥
六
月
昔
四
田
門
口
達
食
時
沙
㎝
銀
｛
苧
長
受
腓
北
卒
立
唄

　
詣
肩
息
都
尉
府
　
　
　
　
　
日
食
時
二
分
塾
頭
卒
宣
付
髭
馬
卒
問

と
あ
り
、
こ
の
肩
癖
都
尉
府
あ
て
の
封
検
が
大
蒜
か
ら
嵐
指
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
湾
こ
そ
漢
代
に
お
い
て
肩
水
都
尉
府
の
治
所

で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
少
し
く
そ
の
内
容
に

、
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
南
轡
と
い
う
の
は
北
か
ら
南
に
郵
送
す

る
文
書
の
こ
と
で
、
一
碧
は
一
群
の
意
で
あ
る
か
ら
そ
れ
ら
南
行
文

書
を
一
括
し
て
、
恐
ら
く
定
期
的
に
郵
送
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
群
の
南
行
文
書
の
中
に
こ
の
津
液
肩
候
で
封
印
し
て
肩
水
都

尉
府
に
あ
て
た
文
書
が
入
っ
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
封
検
の
上
部
は

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
張
披
講
候
と
い
う
の
は
、
と
塾

も
な
お
さ
ず
魚
水
候
官
の
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
肩
水
候
官
と
肩
水
都

尉
府
の
間
に
は
あ
る
程
度
の
距
離
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ

て
こ
の
続
篇
の
下
部
に
は
肩
水
候
官
か
ら
南
逸
し
て
肩
水
都
徳
器
に

届
け
ら
れ
る
ま
で
の
経
過
が
こ
ま
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
六
月
二
十

四
日
辛
酉
の
朝
食
面
前
に
鳶
頭
感
心
が
騨
北
亭
の
卒
の
音
と
い
う
竜

の
か
ら
こ
の
文
書
を
受
け
取
り
、
そ
し
て
朝
食
時
に
樹
頭
亭
の
卒
の

宜
な
る
も
の
が
騨
馬
亭
の
卒
の
同
な
る
竜
の
に
翻
け
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
の
文
書
は
肩
水
候
官
か
ら
腓
北
亭
、
沙
頭
亭
、
騨

馬
亭
を
へ
て
肩
水
都
尉
府
に
騒
げ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
肩
水
候
官
の
あ
っ
た
地
湾
か
ら
肩
水
都
尉
府
の
あ
っ
た
大
棚
ま
で

二
三
キ
ロ
の
間
に
三
つ
の
亭
あ
る
い
は
墜
が
設
概
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

　
こ
の
一
例
だ
け
か
ら
で
も
大
町
が
漢
代
の
肩
水
都
尉
府
の
治
所
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
．
ろ
う
が
、
他
日
大
言
出
土
簡
を
集
成

し
て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
こ
の
都
尉
府
の
構
成
と
機
能
を
明
ら
か
に

し
た
い
。
こ
の
た
び
は
地
湾
繊
土
簡
の
集
成
を
目
的
と
し
た
た
め
に
、

肩
水
晶
官
と
の
関
係
に
言
及
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
終
に
地
湾
出
土
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

み
と
め
う
る
簡
の
上
番
号
を
一
括
し
、
こ
れ
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
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漢簡とくにウラン・ドルペルジソ臨土簡について（森）

五
、
七
、
　
一
〇
、
　
一
　
一
、
　
一
一
二
、
　
一
四
【
、
　
一
五
、
　
一
六
、
ご
○
、
　
ご
九
、

一二

增
A
三
二
、
　
一
二
六
、
　
一
瓜
七
、
四
一
、
四
一
二
、
五
〇
、
五
一
、
五
一
二
、
五

四
、
六
二
、
六
九
、
七
四
、
七
五
、
七
七
、
九
七
、
一
〇
〇
、
一
〇
九
、

一
一
六
、
一
一
七
、
一
一
八
、
一
一
九
、
一
二
一
、
一
二
四
、
一
二
五
、

一
一
ご
ハ
、
　
一
ゴ
ニ
、
　
一
一
二
四
［
、
　
一
一
二
八
、
　
一
四
一
、
　
一
四
六
、
　
一
六
四
、

一
六
五
、
一
七
九
、
一
八
三
、
一
九
七
、
一
九
九
、
二
〇
〇
、
二
〇
五
、

二
〇
七
、
　
二
一
二
、
　
一
一
一
ゴ
一
、
　
ご
二
一
、
　
一
一
二
八
、
　
二
三
六
、
　
二
五
〇
、

二
五
二
、
二
五
三
、
二
五
五
、
二
六
三
、
二
六
八
、
二
八
○
、
二
八
四
、

二
八
八
、
三
〇
六
、
三
二
二
、
三
一
一
三
、
三
二
四
、
三
二
九
、
三
三
二
、

一
二
一
二
一
二
、
三
一
二
四
、
三
一
二
六
、
　
三
三
七
、
三
一
二
九
、
三
囮
【
○
、
三
四
一
、

一二

l
一
二
、
一
二
四
阿
六
、
三
悶
門
九
、
　
一
二
五
〇
、
一
二
五
一
二
、
一
瓢
八
七
、
四
〇
一
二
、

四
〇
七
、
四
三
三
、
五
一
瓢
六
、
五
一
二
九
、
五
五
八
、
五
六
〇
、
五
六
ご
、

五
六
㎎

①
拙
稿
「
居
延
漢
簡
研
究
序
説
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
＝
一
一
三
、
一
九
五

　
三
年
八
月
刊
）
、
同
「
屠
延
出
土
の
木
簡
」
（
『
墨
美
』
六
七
、
　
一
九
五
七
年

　
八
月
刊
）

②
　
拙
稿
「
新
刊
魁
延
長
赤
岡
編
に
よ
せ
て
」
（
極
東
書
店
『
欝
報
』
一
九
六

　
〇
年
τ
二
）

③
　
拙
稿
「
屠
延
出
土
の
母
家
羅
座
名
籍
に
つ
い
て
」
　
（
橋
本
紅
土
古
稀
記

　
念
『
東
洋
学
論
叢
』
、
　
一
九
穴
○
年
六
月
刊
）
三
四
七
i
八
頁
。

④
男
切
¢
三
宝
9
瞬
二
8
謎
ぎ
『
9
民
霞
。
ξ
8
ざ
σ
Q
陣
。
巴
鵠
鼠
畠
羨
。
昏
ヨ

　
嵐
。
お
。
は
ρ
§
α
Q
Q
9
翫
騨
昌
σ
q
（
口
『
8
曙
。
闇
国
×
唱
。
象
江
窪
一
H
日
艶
。
，
置

　
お
b
。
¶
～
お
Q
。
伊
℃
霞
骨
H
＜
）
や
同
ば
曹

　
　
切
o
o
り
◎
ヨ
欝
鴛
ω
葺
α
ヨ
一
諺
H
o
｝
昼
8
ざ
α
Q
ざ
巴
図
。
ω
Φ
錠
。
財
＄
ぎ
汁
財
¢

　
国
駐
Φ
亭
σ
q
9
国
。
σ
q
δ
⇔
　
冒
ま
月
ジ
幽
自
σ
Q
o
圏
勲
　
録
6
　
ω
貯
。
あ
髪
Φ
蝕
旨

　
国
老
a
三
8
勺
β
三
川
舞
δ
昌
ω
Φ
（
お
㎝
①
ソ
自
（
6
㎝
。
。
）

⑤
こ
の
リ
ス
ト
を
作
っ
て
、
す
ぐ
に
思
い
つ
か
れ
る
の
は
労
氏
の
『
二
二

　
漢
簡
図
版
之
都
』
の
排
列
で
あ
る
。
ま
ず
図
版
の
第
一
頁
を
み
る
と
上
番

　
琴
一
四
、
六
五
、
七
四
、
二
一
三
の
も
の
が
あ
り
、
第
四
頁
に
は
三
二
九
、

　
一
三
二
六
、
一
一
ゴ
ニ
九
、
四
〇
一
二
、
四
〇
七
、
五
二
四
、
五
六
四
の
も
の
が
あ

　
る
。
第
一
頁
の
六
五
、
第
二
頁
の
五
二
四
を
除
く
ほ
か
は
す
べ
て
地
湾
出

　
土
の
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
未
確
認
の
穴
五
、
五
二
四

　
も
、
あ
る
い
ほ
地
湾
繊
土
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
労
氏
の
図
版
で

　
は
、
陶
一
頁
に
は
園
二
地
点
出
土
の
も
の
が
集
め
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い

　
か
と
想
像
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、
地
湾
出
土
簡
は
さ

　
ら
に
そ
の
数
を
ま
し
て
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
操
作
に
は
大
き
な

　
危
険
が
伴
な
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
図
版
第
酋
三
八
頁

　
に
は
、
地
湾
置
土
と
確
認
さ
れ
る
上
番
号
四
一
、
七
闘
の
も
の
が
含
ま
れ

　
て
い
る
が
、
他
方
、
破
城
子
繊
土
と
確
認
さ
れ
て
い
る
コ
ニ
六
、
二
一
七

　
や
、
大
湾
出
土
と
確
認
さ
れ
て
い
る
五
　
八
や
、
瓦
閃
［
托
尼
出
十
…
と
確
～
認

　
さ
れ
て
い
る
三
〇
八
、
五
三
四
や
、
ポ
ロ
ッ
ォ
ン
チ
出
土
と
確
認
さ
れ
て

　
い
る
四
五
八
な
ど
も
こ
の
頁
に
は
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
労
氏
図

　
版
の
排
列
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し
た
出
土
地
点
を
決
定
す
る
こ
と
は
無
理

　
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
今
後
居
延
漢
蒲
を
出
土
地
鋼
に
整
理
す
る
上
に
お

　
い
て
、
こ
の
麟
版
の
排
列
が
大
い
に
役
立
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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Manor　of．theκ御％々ゆ興福寺T6mple　in

　　　　　　　　the．Maro〃zachi室町Era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Isao　Atsuta

　　In　spite　of　its　fundamental　land　system　in　medievai　Jac　pan，　the．

manorlal　system　or£he　She”en荘園，　as　a　land　sysむem，　seems

to　be　unexpectedly　neglected　among　our　scholars；and　there　is　the

infiuential　theory　that　in　the　Muromachi　di”一enT　era　it　was　no　longer

of　any　importance　in　the　soclal　framework．

　　It　is　true　that　the　Muromachi　．ag　NT　era　is　the　period　of　its　col－

lapse　or　dissolution，　but　even　the　reality　of　manors　seems　to　be

neglected　and　then　understanding　Of　the　social　structure　is　in　the

danger　of　inadequacy．　Then，　as　the　man6rial　system　has　its　dlfferen－

tiat］on　in　the　ruling　system　by　each　lord，　it　is　useful　to　study　ea．　ch

case　of　indivldual　lord．

　　This　article，　on　such　refiection，　tries　to　study　the　K6勇漉錫Lガ’s　興禰

Sv　manor　in　the　Muromachi　emc　in　its　ruling　system，　to　exphc　ln

th4t　its　speciallty　which　was　represented　by　the　so－called　」〈intoA－myo”

均等名was　sti玉1　s綴bborniy　supported三n　sp玉te　6f　the　change　in　10cal

landholdihg　stucture．

Documents　of　the　Han　Dynasty　on　Wooden

　　　　　　　　Slips　from　Edsin－Gol　Region

　　　　　　　　　especially　Ulan－Dttrbeljin

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Shikaz6　Mori

The　xvooden　．slips，　from　the　ffan　forts　in　the　region　of　tlie　Edsin－

gol　River，　in　the　north－western　frontier　of　China，　were　interpreted　by

Mr．　Lao－kan　ljwt　and　was　’reported　on　excavatlng　information　by

Mr．　F．　Bergman　and　Mr．　B．　Sommerstr6m．　Origin　of　each　slip　over

ten　thousand　pieces　has　fully　been　unknown．　‘Cha’一yen－llan－chien，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　484　）



Chia－Pien’居延漢簡甲編，　published　by　the　Archaeo1Qgical　Ins脆ute

gf　the　Chinese　Scientific　Academy，　shows　the　origin　of　about　one

thousand　pieces　among　them．　Then，　this　article，　based　on　this　pieces，

tries　to　collect　the　wooden　slips　from　Ulan－Durbeljin．　As　a　result　of

this　work，　it　becomes　clear　that　Ulan－Durbeljin　was　the　residence

of　Chien－s乃彩Hon－1〈uan肩水筆官who　belonged　to　（］hien－shui－Tu－zvei一

．勉潮水都尉府whic1〕seemed　to　be　sitμated　3　kilometres　south　of

Tftc　ralingin－Durbeljin．　．

　　　A　Character　of　Geographical　Thought

　　　　　　　　　　　in　the　Late　Edo　Era

On　Brtnte，　y～‘〃～α8‘’≠α　and　1（δkan　S／tibct　山，幸蠕轡ヒ，　貢〕摩§江漢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　Kikuo　Ono

　　Our’geography，　through　otir　very　intercourse　with　the　European

co，untries　since　the　16th　century　thft．　t　enabled　us　to　explore　the　fields

of　astronornical　t’heories，　information　of　the　world，　and　ac　world　atlas，

begft．　n　to　start　for　new　development　including　the　heliocentric　theory

threugh　the　rise　of　．the　so－called　“Rangalett”　or　the　study　of　tlag

Dutch　language．

　　From　the　end　of　the　18th　century　to　that　o’f　the　19th，　Banto”

Yamagata山片蟻挑and　K6肋πShiba司馬江漢of　C緬癬z町人or　the

toxvnsfoll〈　class，　among　those　who　studied　such　geography，　began　to

form　a　new　idea　which　included　consciousness　of　the　importance　of

geography，　approach　to　the　modern　scientific　spirit，　and　criticism　a－

gainst　the　feudal　society．　But　the　control　of　sclence　by　the　shogunate

government　and　varlous　problems　within　the　intellectuals　picked　off

a　lbud　of　development　frorn　such　bourgeois，　and　aiso　geography　was

compelled　to　bear　a　burden　as　a　science　for　the　rulers．　By　observing

geograc　phy　in　£his　period，　we　may　have　some　suggestions　for　analysing

the　geography　of　our　country　after　1晩璃明治or　at　present．
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