
高
村
武
幸

著

秦
漢
鯵
牘
�
料
硏
究

柿

沼

陽

�

本
書
は
︑
戰
國
秦
漢
時
代
の
鯵
牘
�
料
硏
究
に
�
詣
の
深
い
高
村
武
幸
氏
に
よ
る
二
册
目
の
專
門
書
で
あ
る
︒
高
村
氏
は
�
著
﹃
漢
代
の
地

方
官
	
と
地
域
社
會
﹄
(
�
古
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
)
を
刊
行
さ
れ
た
の
ち
︑
二
〇
〇
八
年
に
三
重
大
學
人
�
學
部
�
�
學
科
に
着
任
さ
れ
︑
二

〇
一
四
年
四
�
に
母
校
�
治
大
學
に
着
任
さ
れ
た
︒
そ
の
あ
い
だ
に
も
續
々
と
鯵
牘
關
聯
の
硏
究
成
果
を
出
し
て
お
り
︑
硏
究
・
敎
育
の
兩
面

で
現
在
活
�
中
の
人
物
の
ひ
と
り
と
い
っ
て
よ
い
︒

そ
の
硏
究
は
︑
鯵
牘
の
�
料
�
性
格
に
對
す
る
檢
討
を
つ
み
か
さ
ね
︑
そ
こ
か
ら
戰
國
秦
漢
時
代
の
歷
�
の
一
端
を
�
ら
か
に
し
て
ゆ
く
と

い
う
も
の
で
︑
そ
の
特
�
は
�
著
と
本
書
の
雙
方
に
顯
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
と
く
に
本
書
は
秦
漢
時
代
の
鯵
牘
�
料
の
な
か
で
も
書
信
類

に
焦
點
を
あ
て
︑
そ
の
�
料
と
し
て
の
性
格
と
價
値
を
闡
�
し
た
も
の
で
あ
り
︑
鯵
牘
學
の
專
門
家
の
面
目
�
如
た
る
書
籍
で
あ
る
︒
二
十
世

紀
以
來
︑
中
國
で
は
陸
續
と
鯵
牘
・
帛
書
な
ど
が
み
つ
か
り
︑
鯵
牘
を
�
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
現
在
學
界
�
體
で
常
識
と
な
り
つ
つ
あ

る
が
︑
鯵
牘
の
�
違
內
容
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
モ
ノ
と
し
て
の
側
面
に
ま
で
檢
討
を
加
え
︑
鯵
牘
の
�
料
�
性
格
を
園
底
�
に
�
求
せ
ん
と
す

る
硏
究
は
�
年
よ
う
や
く
�
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
︒
本
書
は
そ
の
一
�
を
擔
う
重
�
な
一
書
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
本
書
の
內
容
は
專
門
�
で
︑
�
者
が
そ
れ
を
完
�
に
理
解
で
き
て
い
る
か
と
い
え
ば
︑
正
直
心
許
な
い
︒
�
者
自
身
は
中
國
古

代
貨
!
經
濟
�
の
實
態
解
�
の
た
め
に
傳
世
�
獻
と
鯵
牘
�
料
の
雙
方
を
活
用
し
た
經
驗
が
あ
り
︑
そ
の
さ
い
に
鯵
牘
の
出
土
背
景
・
形
狀
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等
々
を
熟
知
し
て
お
く
こ
と
が
硏
究
の
基
礎
に
な
る
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
高
村
氏
ほ
ど
に
鯵
牘
そ
の
も

の
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
か
と
い
え
ば
內
心
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
︒
よ
っ
て
本
書
の
細
部
に
わ
た
る
�
價
に
關
し
て
は
︑
高
村
氏
と
硏
究
の
方

向
性
を
同
じ
く
す
る
專
門
家
の
方
々
に
素
直
に
委
ね
た
い
︒
た
だ
し
�
者
が
一
九
八
〇
年
生
ま
れ
で
︑
一
九
七
二
年
生
ま
れ
の
高
村
氏
の
背
中

を
後
ろ
で
つ
ね
に
見
續
け
て
き
た
こ
と
は
事
實
で
あ
り
︑
今
後
も
鯵
牘
學
に
携
わ
る
者
の
ひ
と
り
と
し
て
本
書
を
看
#
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

本
書
の
精
華
を
自
ら
の
血
肉
と
す
る
た
め
に
も
︑
�
者
自
身
こ
こ
で
高
村
氏
の
硏
究
に
向
き
合
う
必
�
を
感
じ
︑
ま
た
本
書
の
內
容
を
よ
り
多

く
の
目
に
觸
れ
さ
せ
る
一
助
に
な
れ
ば
と
も
思
い
︑
筆
を
執
る
こ
と
に
し
た
︒
ま
ず
は
本
書
の
槪
略
を
�
者
な
り
に
ま
と
め
︑
そ
の
後
︑
高
村

氏
の
胸
を
借
り
る
形
で
い
さ
さ
か
の
卑
見
を
提
示
し
た
い
︒

ま
ず
は
本
書
の
違
立
て
を
し
め
し
て
お
く
︒

序
違

本
'

第
一
違

漢
代
�
書
行
政
に
お
け
る
書
信
の
位
置
附
け

第
二
違

�
漢
後
(
)
の
書
信
鯵
牘
の
分
類
と
檢
討

︱
︱
書
信
鯵
牘
試
論
︱
︱

第
三
違

後
漢
代
の
公
�
書
と
書
信

第
四
違

中
國
古
代
�
書
行
政
に
お
け
る
書
信
利
用
の
濫
觴

第
五
違

秦
・
漢
時
代
地
方
行
政
に
お
け
る
*
思
決
定
#
+

附
'

第
一
違

鯵
牘
の
再
利
用

︱
︱
居
,
漢
鯵
を
中
心
に
︱
︱

第
二
違

秦
・
漢
時
代
の
牘
に
つ
い
て

第
三
違

中
國
古
代
鯵
牘
の
分
類
に
つ
い
て
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結
語

參
考
�
獻
リ
ス
ト

本
書
は
本
'
と
附
'
に
大
別
さ
れ
る
︒
以
下
各
違
の
內
容
を
槪
觀
す
る
︒

序
違
︒
�
年
の
鯵
牘
�
料
硏
究
の
發
展
を
擧
げ
た
う
え
で
︑
①
鯵
牘
�
料
の
內
容
に
よ
る
利
用
の
-
り
︑
②
鯵
牘
の
�
字
.
報
の
み
を
利

用
す
る
-
り
︑
③
鯵
牘
の
分
類
︑
と
い
う
三
點
を
課
題
と
し
て
指
摘
し
︑
本
書
の
/
題
を
0
の
よ
う
に
設
定
す
る
︒
第
一
に
︑
從
來
公
�
書

や
1
籍
中
心
と
考
え
ら
れ
て
き
た
鯵
牘
�
料
群
に
相
當
量
の
書
信
が
含
ま
れ
る
點
を
ふ
ま
え
︑
書
信
類
鯵
牘
の
硏
究
を
行
な
う
︒
第
二
に
︑
鯵

牘
の
考
古
學
2
料
と
し
て
の
側
面
を
檢
討
す
る
︒
第
三
に
︑
鯵
牘
の
怨
た
な
分
類
を
行
な
う
︒
こ
の
う
ち
第
一
の
論
考
は
本
'
に
︑
第
二
・
第

三
の
論
考
は
附
'
に
�
さ
れ
る
︒
な
お
後
者

(附
'
の
論
考
)
は
あ
く
ま
で
も
讀
者
の
御
批
正
を
得
て
0
に
3
む
た
め
の
中
閒
報
吿
と
し
て
位

置
附
け
ら
れ
て
い
る
︒

第
一
違
︒
鯵
牘
中
の
書
信
の
な
か
に
︑
官
	
の
公
務
に
關
わ
る
內
容
が
記
さ
れ
る
例
が
あ
る
︒
漢
鯵
の
書
信
の
多
く
は
官
府
6
跡
出
土
で
︑

發
信
者
・
7
信
者
は
官
	
や
そ
の
關
係
者
の
場
合
が
多
く
︑
書
信
と
行
政
と
の
關
係
は
看
#
で
き
な
い
︒
ま
た
8
に
︑
公
�
書
風
で
あ
り
な
が

ら
︑
書
信
の
定
型
語
句
を
ふ
く
む
例
も
あ
る
︒
そ
こ
で
漢
代
�
書
行
政
に
お
け
る
書
信
の
位
置
附
け
を
檢
討
す
べ
く
︑
書
信
の
書
式
を
確
9
す

る
と
︑
勞
榦
・
陳
直
の
硏
究
を
ふ
ま
え
た
鵜
飼
昌
男
の
硏
究
と
︑
東
1
樓
漢
鯵
に
基
づ
く
馬
怡
の
硏
究
が
あ
る
︒
鵜
飼
氏
の
書
信
の
書
式
に
關

す
る
硏
究
を
ふ
ま
え
る
と
︑
敦
煌
・
居
,
漢
鯵
の
な
か
か
ら
公
務
關
聯
の
內
容
を
も
つ
比
�
�
完
整
な
書
信
鯵
を
一
九
例
抽
出
で
き
る
︒
そ
の

な
か
に
は
﹁
記
﹂
と
よ
ば
れ
る
�
書
も
含
ま
れ
︑
從
來
﹁
書
信
と
し
て
の
記
﹂
と
﹁
下
行
�
書
と
し
て
の
記
﹂
に
大
別
さ
れ
て
き
た
が
︑
實
際

に
は
兩
者
は
嚴
密
に
區
別
で
き
な
い
︒
む
し
ろ
﹁
官
吿
﹂
形
式
の
﹁
記
﹂
は
長
官
の
指
示
と
し
て
頻
繁
に
發
信
さ
れ
︑
書
式
の
鯵
略
�
・
定
型

�
が
3
ん
だ
も
の
で
︑
公
務
關
聯
の
內
容
を
持
つ
書
信

(公
�
書
�
書
信
)
と
よ
ぶ
べ
き
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
書
信
の
な

か
に
は
﹁
公
�
書
�
書
信
﹂
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
が
存
在
し
︑
そ
れ
は
︑
=
常
の
公
�
書
で
は
>
え
な
い

(例
：
自
言
書
の
根
囘
し
や
官
@
品
の
辨

償
方
法
の
相
談
)
︑
>
っ
て
は
都
合
が
惡
い

(例
：
內
々
の
處
分
や
諫
言
︑
*
見
具
申
)
︑
ま
た
は
>
う
段
階
に
は
至
ら
な
い

(例
：
官
府
內
で
の
長
官
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と
直
屬
の
屬
	
閒
で
の
や
り
と
り
)
と
い
っ
た
事
柄
を
處
理
す
る
さ
い
に
利
用
さ
れ
た
︒
書
信
が
本
來
持
っ
て
い
る
私
�
な
*
思
の
傳
B
と
い
う

非
公
式
�
性
格
を
︑
行
政
の
柔
軟
な
C
用
に
應
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
違
︒
書
信
�
體
を
檢
討
對
象
と
す
る
と
︑
書
信
の
書
式
・
語
句
・
內
容
は
多
樣
で
︑
D
用
場
面
等
で
D
い
分
け
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
︒
そ
こ
で
︑
�
器

(副
葬
品
)
で
な
く
︑
公
�
書
や
1
籍
類
な
ど
多
樣
な
鯵
牘
と
渾
淆
し
た
狀
態
で
出
土
し
︑
各
種
鯵
牘
と
の
關
係
を
念
頭

に
置
い
た
硏
究
の
對
象
と
さ
れ
︑
古
�
書
學
�
硏
究
が
す
で
に
�
も
3
ん
だ
�
料
で
あ
る
敦
煌
・
居
,
漢
鯵
の
書
信
鯵
を
み
る
と
︑
典
型
�
な

書
信

(
�
ら
か
に
私
�
な
用
件
を
傳
B
し
て
い
る
�
書
)
の
特
�
と
し
て
0
の
五
點
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

①

書
信
用
語

(の
可
能
性
が
高
い
語
句
)
が
含
ま
れ
る

(例
：
叩
頭
︑
白
︑
再
拜
︑
毋
恙
︑
幸
甚
な
ど
)
︒

②

書
信
の
書
式
を
も
つ

(例
：
脇
附
を
用
い
る
︑
7
信
者
の
�
で
改
行
を
行
な
う
な
ど
)
︒

③

7
信
者
名
の
表
記
が
公
�
書
や
1
籍
類
の
そ
れ
と
衣
な
る

(例
：
字
を
用
い
る
︑
姓
に
卿
な
ど
の
敬
稱
を
附
し
た
り
官
職
を
附
し
た
り
す
る
)
︒

④

字
體
が
謹
直
で
な
い
︒

⑤

以
上
の
書
式
や
用
語
の
組
み
合
わ
せ
や
出
現
頻
度
は
樣
々
ゆ
え
︑
書
信
と
い
う
性
質
が
7
信
者
に
わ
か
り
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
︒

以
上
五
點
を
ふ
ま
え
て
關
聯
鯵
牘
を
收
集
・
分
類
す
る
と
︑
�
漢
後
(
)
の
人
々
が
書
信
・
公
�
書
�
書
信
・
公
�
書
を
H
宜
D
い
分
け
て

い
た
.
景
が
I
ぶ
︒
三
者
は
衣
な
る
種
類
の
�
書
と
は
い
え
︑
聯
續
す
る
一
面
も
も
つ
︒
書
信
は
︑
公
�
書
と
同
じ
く
古
�
書
學
�
*
味
で
の

�
書

(甲
か
ら
乙
に
對
し
て
甲
の
*
思
を
表
�
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
*
思
表
示
手
段
)
で
︑
兩
者
は
一
定
の
書
式
や
定
型
句
を
@
し
た
︒
兩
者
を

分
か
つ
�
は
︑
書
信
が
非
公
式
性

(個
人
�
・
私
�
な
*
思
の
表
�
と
い
う
性
質
)
を
帶
び
る
點
に
あ
る
が
︑
そ
れ
で
は
書
信
と
公
�
書
�
書
信

(個
人
�
・
私
�
形
式
に
よ
っ
て
公
�
事
柄
に
關
す
る
*
思
表
�
を
す
る
も
の
)
を
區
別
し
に
く
い
︒
そ
こ
で
本
書
は
0
の
定
義
を
と
る
︒

公
�
書
：﹃
公
�
權
威
も
し
く
は
權
力
の
元
に
公
�
な
も
の
と
し
て
行
な
わ
れ
た
*
思
表
�
﹄
と
い
う
形
式
を
と
る
*
思
表
�
手
段
︒

書
信

(公
�
書
�
書
信
を
含
む
)
：﹃
公
�
權
威
も
し
く
は
公
�
權
力
の
元
に
公
�
な
も
の
と
し
て
行
な
わ
れ
た
*
思
表
�
で
は
な
い
﹄
と
い
う

形
式
を
と
る
*
思
表
�
手
段
︒
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そ
し
て
書
信
の
な
か
で
も
公
�
書
同
樣
の
效
力
を
發
揮
す
る
と
)
待
さ
れ
る
も
の
が
公
�
書
�
書
信
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

第
三
違
︒
居
,
漢
鯵
・
五
一
廣
場
漢
鯵
・
東
1
樓
漢
鯵
を
用
い
︑
�
漢
後
(
)
〜
後
漢
初
の
公
�
書
�
書
信
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
變
�
し
︑

公
�
書
の
變
�
と
い
か
に
關
係
し
た
か
を
檢
討
す
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
後
漢
初
)
に
﹁
叩
頭
死
罪
﹂
等
の
書
信
用
語
を
ふ
く
む
册
書

(本
來

公
式
性
が
高
い
)
が
出
現
す
る
︒
か
よ
う
な
�
書
は
︑
非
公
式
で
丁
寧
な
表
現
を
用
い
る
點
で
︑
官
	
の
辯
�
等
に
さ
い
し
て
書
式
や
語
句
等

の
型
式
面
で
融
=
が
利
か
ず
公
式
の
こ
と
と
7
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
公
�
書
よ
り
も
好
ま
れ
た
︒
そ
の
日
常
�
D
用
に
K
い
︑
書
信
用
語
は

徐
々
に
公
�
書
に
L
M
し
て
い
っ
た
︒
現
に
五
一
廣
場
漢
鯵

(後
九
〇
〜
一
一
二
年
の
紀
年
を
も
ち
︑
臨
湘
縣
廷
で
發
7
信
さ
れ
た
�
書
)
に
は
﹁
公

�
書
の
�
素
が
極
め
て
强
い
も
の
の
書
信
�
�
素
が
み
ら
れ
る
も
の
﹂
や
﹁
�
漢
後
(
)
の
=
常
書
信
型
式
に
�
い
が
︑
や
や
書
式
が
瓜
一
�

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
﹂
が
含
ま
れ
る
︒
さ
ら
に
後
漢
末
の
長
沙
郡
で
も
︑
�
漢
後
(
)
の
張
掖
郡
や
敦
煌
郡
と
同
樣
︑
公
�
書
と
公

�
書
�
書
信
に
よ
る
行
政
が
實
施
さ
れ
た
︒
�
す
る
に
︑
公
�
書
の
み
で
は
行
政
C
營
に
圓
滑
さ
を
缺
く
た
め
︑
河
西
四
郡
で
も
長
江
中
液
域

で
も
二
世
紀
餘
に
渡
っ
て
公
�
書
�
書
信
は
必
�
と
さ
れ
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
�
漢
後
(
)
の
公
�
書
�
書
信
の
う
ち
︑﹁
某
吿
﹂

形
式
の
記
・﹁
白
事
鯵
﹂・﹁
奏
事
鯵
﹂・
册
書
を
用
い
た
辯
�
書
の
類
な
ど
は
し
だ
い
に
公
�
書
と
9
識
さ
れ
て
い
っ
た
︒
お
そ
ら
く
�
漢
後
(

)
の
縣
廷
で
民
政
關
係
實
務
を
司
る
列
曹

(卒
�
や
令
�
な
ど
の
就
く
二
0
�
等
O
)
が
閏
實
し
︑
郡
で
も
そ
れ
に
對
應
す
る
列
曹
が
形
成
さ
れ
︑

後
漢
)
に
列
曹
の
組
織
・
機
能
が
强
�
さ
れ
︑
郡
と
縣
の
屬
	
機
P
閒
に
@
機
�
關
聯
が
生
ま
れ
︑
そ
の
な
か
で
列
曹
の
發
信
・
7
信
し
や
す

い
公
�
書
�
書
信
の
D
用
が
增
え
︑
そ
の
常
態
�
が
公
�
書
�
書
信
の
公
�
書
�
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
四
違
︒
公
�
書
�
書
信
の
R
源
は
い
つ
か
︒
も
と
よ
り
﹁
�
書
行
政
そ
の
も
の
は
律
令
の
整
備
に
對
應
す
る
形
で
�
四
世
紀
末
ご
ろ
に
本

格
�
に
開
始
﹂
さ
れ
︑﹁
あ
る
+
度
廣
域
の
行
政
に
も
對
應
す
る
�
書
行
政
制
度
と
な
っ
た
の
が
�
三
世
紀
中
)
ご
ろ
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
#
+

で
公
�
書
の
書
式
は
定
ま
っ
て
ゆ
き

(例
：
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
封
診
式
﹂
)
︑
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
ぬ
事
案
が
書
信
の
形
で
處
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
︒
戰
國
時
代
の
縣
令
・
丞
と
直
屬
屬
	
は
集
團
で
“
一
人
の
人
格
”
を
形
成
し
︑
內
部
で
は
口
頭
で
指
示
や
報
吿
が
な
さ
れ
︑
せ
い
ぜ

い
聯
絡
メ
モ
を
U
わ
す
+
度
で
あ
っ
た
が
︑
こ
う
し
た
狀
況
は
﹁
�
書
行
政
の
發
展
度
や
V
熟
度
﹂
に
應
じ
て
變
�
し
︑
か
く
て
公
�
書
�
書
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信
が
W
芽
し
た
︒

第
五
違
︒
從
來
の
公
�
書
に
關
す
る
諸
硏
究
は
中
央
政
府
の
決
定
事
項
の
傳
B
#
+
を
�
ら
か
に
し
た
︒
だ
が
詔
書
以
外
の
公
�
書
の
﹁
決

定
事
項
﹂
が
い
か
に
決
定
さ
れ
た
の
か
と
い
う
*
思
決
定
#
+
は
な
お
Y
然
と
し
な
い
︒
そ
こ
で
﹁
郡
縣
を
中
心
に
︑
秦
漢
時
代
の
地
方
官
府

で
ど
の
よ
う
に
し
て
地
方
行
政
上
の
*
思
決
定
が
な
さ
れ
る
の
か
︑
ま
た
そ
の
際
に
は
�
書
が
用
い
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
︑
用
い
ら
れ
る
と
す

れ
ば
ど
の
よ
う
な
�
書
か
︑
ま
た
そ
う
し
た
狀
況
が
生
ず
る
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
﹂
を
檢
討
す
る
︒
そ
こ
で
里
耶
秦
鯵
の
公

�
書
を
み
る
と
︑
秦
代
の
縣
行
政
C
營
で
は
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
ワ
ー
ク
や
規
定
・
指
示
=
り
に
實
施
す
れ
ば
よ
い
業
務
が
多
く
︑
縣
や
諸
官
が
獨

自
の
*
思
決
定
を
す
べ
き
業
務
は
少
な
か
っ
た
︒
後
者
の
業
務
の
中
核
は
裁
Y
・
人
事
・
隸
下
官
府
の
指
揮
監
督

(と
り
わ
け
裁
Y
關
係
業
務
)

で
︑
お
も
に
複
數
官
	
に
よ
る
會
議
が
開
か
れ
︑
結
論
が
ま
と
ま
れ
ば
縣
の
*
思
と
さ
れ
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
奏
讞
し
て
郡
の
Y
斷
が
求
め
ら

れ
た
︒
當
初
︑
各
官
	
の
*
見
表
�
は
口
頭
で
な
さ
れ
て
い
た
が
︑
し
だ
い
に
鯵
易
�
書
が
や
り
と
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
�
漢
後
(
)
に

は
長
官
直
屬
屬
	
と
長
官
の
あ
い
だ
で
も
そ
う
し
た
�
書
が
や
り
と
り
さ
れ
た

(=

公
�
書
�
書
信
)
︒
公
�
書
�
書
信
[
見
の
﹁
白
﹂
字
鯵
は

口
頭
で
申
し
上
げ
る
*
で
︑﹁
地
方
官
府
の
中
で
複
數
の
官
	
に
よ
る
直
接
會
話
︑
\
聲
會
話
に
よ
る
行
政
上
の
*
思
決
定
#
+
の
痕
跡
﹂
と

解
さ
れ
る
︒

附
'
第
一
違
︒
一
九
三
〇
年
代
居
,
漢
鯵
の
實
見
結
果
を
ふ
ま
え
︑
鯵
牘
の
﹁
一
生
﹂
を
た
ど
る
︒
ま
ず
縣
O
官
府

(候
官
・
都
官
含
む
)

で
]
費
さ
れ
る
鯵
牘
は
ふ
つ
う
當
該
官
府
が
原
材
料
の
^
B
か
ら
加
工
製
作
ま
で
を
行
な
い
︑
原
材
料
や
加
工
品
は
_
入
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
︒
鯵
牘
の
製
作
に
は
官
府
管
理
下
の
勞
働
力

(
漢
代
邊
境
で
は
戍
卒
︑
里
耶
秦
鯵
で
は
𠛬
徒
)
が
用
い
ら
れ
た
︒
鯵
牘
製
作
用
の
勞
働
力
が
な
い

末
端
行
政
機
P
に
は
︑
縣
O
官
府
の
製
作
し
た
鯵
牘
が
供
給
さ
れ
た
︒
一
方
︑
鯵
牘
の
再
利
用
に
關
し
て
は
︑
一
0
D
用
時
の
書
寫
內
容
を
`

り
落
と
し
︑
再
度
書
寫
材
料
と
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
︒
か
か
る
﹁
再
生
鯵
牘
﹂
は
現
存
し
な
い
が
︑
そ
の
傍
證
と
し
て
`
衣

(
`
り
く
ず
)

が
現
存
す
る
︒
こ
の
ほ
か
に
︑
未
`
衣
の
D
用
濟
鯵
牘
の
な
か
に
は
そ
の
ま
ま
別
の
場
[

(烽
燧
な
ど
)
に
C
ば
れ
る
も
の
も
あ
り
︑
そ
れ
が

衣
處
鯵

(記
載
內
容
か
ら
い
え
ば
本
來
出
土
す
る
は
ず
の
な
い
6
跡
か
ら
出
土
す
る
鯵
牘
)
で
あ
る
︒
D
用
濟
鯵
牘
の
一
部
は
燃
料
と
さ
れ
︑
現
に
居
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,
漢
鯵
に
は
燒
け
焦
げ
た
も
の
が
殘
る
︒
D
用
濟
鯵
牘
を
a
め
に
切
斷
し
︑
a
め
切
斷
部
を
少
し
焦
が
し
て
銳
角
な
部
分
を
H
當
に
落
と
し
た

も
の
も
相
當
數
あ
り
︑
籌
木
・
廁
籌
鯵

(排
c
の
後
に
拭
う
d
具
︒
現
在
の
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
)
の
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
少
數
な
が
ら
木
製

品
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た

(
8
に
破
損
し
た
木
製
品
に
H
宜
字
を
記
し
た
例
も
あ
る
)
︒
e
書
や
封
泥
匣
の
よ
う
に
別
f
檢
討
を
�

す
る
例
も
あ
る
が
︑
基
本
�
に
は
鯵
牘
の
﹁
一
生
﹂
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
っ
た
︒

附
'
第
二
違
︒﹁
人
々
が
多
樣
な
場
面
や
用
f
に
應
じ
て
多
樣
な
鯵
牘
を
D
い
分
け
て
い
た
實
態
﹂
を
ふ
ま
え
︑
と
く
に
秦
漢
時
代
の
木

牘
・
竹
牘
と
册
書
の
用
f
を
檢
討
す
る
︒
牘
は
︑
從
來
幅
廣
の
木
札
と
解
さ
れ
て
き
た
が
︑
當
時
の
語
義
と
し
て
正
確
で
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
三

行
以
上
に
わ
た
っ
て
�
字
が
書
寫
さ
れ
て
い
る
か
︑
書
寫
さ
れ
る
こ
と
を
�
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
鯵
﹂
と
定
義
さ
れ
る
︒
牘
は
︑
①

公
�
書
類

(公
�
書
の
模
倣
た
る
吿
地
策
も
含
む
)
︑
②
書
信
類
︑
③
1
籍
類

(公
務
と
無
關
係
の
も
の
も
含
む
)
︑
④
書
籍
類
に
用
い
ら
れ
︑
用
f

は
時
代
ご
と
に
變
�
し
た
︒
牘
は
本
來
﹁
鯵
c
な
册
書

(札
や
兩
行
の
鯵
よ
り
な
る
)
﹂
で
︑
公
�
書
�
性
格
の
强
い
册
書
よ
り
も
格
が
低
く
︑

書
信
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
︒
だ
が
�
書
行
政
の
擴
大
と
と
も
に
︑
鯵
c
な
牘
の
用
f
は
廣
が
り
︑
秦
代
に
は
﹁
牘
と
册
書
が
混
在
す
る
公
�
書

の
時
代=

牘
の
公
�
書
と
書
信
が
混
在
す
る
時
代
﹂
と
な
っ
た
︒
だ
が
�
漢
中
)
以
影
に
牘
は
公
�
書
と
さ
れ
な
く
な
り

(公
�
書
�
書
信
の
例

は
殘
る
)
︑
册
書
も
用
f
が
變
わ
り
︑
公
�
書
だ
け
で
な
く
︑
公
�
書
�
書
信

(草
稿
用
・
非
公
�
な
札
で
P
成
さ
れ
た
册
書
に
︑
書
信
用
語
を
ま
じ

え
つ
つ
︑
公
�
書
に
似
た
書
式
で
記
さ
れ
た
�
書
)
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
格
式
・
公
式
性
高
き
册
書
を
用
い
て
上
O
機
關
や
上
官
に
敬
*
を
表

す
る
目
�
で
D
用
さ
れ
た
︒

附
'
第
三
違
︒
鯵
牘
の
性
質
や
形
狀
を
ど
う
把
握
す
る
か
は
基
礎
�
�
料
批
Y
の
作
業
で
あ
る
︒
硏
究
者
閒
で
相
互
に
議
論
を
積
み
重
ね
る

に
は
そ
の
共
=
言
語
と
し
て
鯵
牘
�
料
�
體
を
見
渡
す
た
め
の
�
體
�
分
類
が
必
�
で
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
樣
々
な
面
で
曖
昧
さ
を
g
含
す
る
古

典
�
鯵
牘
名
稱
と
そ
れ
を
用
い
た
分
類
と
は
別
に
︑
形
狀
と
機
能
と
を
可
能
な
限
り
分
か
ち
︑
多
樣
な
鯵
牘
を
g
攝
し
得
る
分
類
﹂
を
試
み
た
︒

以
上
が
�
者
よ
り
み
た
本
書
の
槪
略
で
あ
る
︒
一
見
し
て
わ
か
る
と
お
り
︑
本
書
は
高
い
專
門
性
を
帶
び
て
い
る
︒
ま
た
本
書
は
︑
本
'
で

書
信
鯵
を
︑
附
'
で
他
の
論
題
を
檢
討
す
る
形
を
と
っ
て
お
り
︑
�
者
は
ほ
ぼ
三
分
の
二
︑
後
者
は
ほ
ぼ
三
分
の
一
の
分
量
を
占
め
︑
必
ず
し
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も
內
容
�
に
す
べ
て
が
直
列
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
�
者
の
考
察
も
︑﹁
結
語
﹂
で
高
村
氏
自
身
9
め
て
い
る
よ
う
に
︑
時
代

順
に
檢
討
が
3
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
*
味
で
本
書
は
︑﹁
結
語
﹂
で
話
が
總
括
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
︑
一
册
の
讀
み
物
と

し
て
體
系
�
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
︑
單
行
の
旣
出
論
�
を
ゆ
る
や
か
に
ま
と
め
た
も
の
と
解
せ
る
︒
加
え
て
高
村
氏
は
︑
關
聯
分
野
の

諸
硏
究
を
む
や
み
に
引
用
せ
ず
︑
堅
實
に
實
證
を
積
み
重
ね
ん
と
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
か
え
っ
て
他
分
野
の
硏
究
者
に
i
居
の
高
さ
を
感
ぜ

し
め
る
か
も
し
れ
な
い
︒
と
は
い
え
︑
ひ
と
た
び
本
書
を
ひ
も
と
い
て
ゆ
く
と
︑
實
際
に
は
難
解
な
鯵
牘
�
料
の
�
易
な
日
本
語
譯
が
附
さ
れ

る
な
ど
の
細
か
い
�
慮
に
氣
づ
く
ば
か
り
で
な
く
︑
な
に
よ
り
も
そ
の
內
容
の
面
白
さ
に
思
い
至
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
そ
の
な
か
に
は
︑
今

後
中
國
�
を
硏
究
す
る
さ
い
に
看
#
し
得
ぬ
重
�
な
論
點
が
複
數
含
ま
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
つ
ぎ
に
�
者
な
り
に
︑
本
書
を
よ
り
廣
い
學
說
�

の
な
か
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
︒

第
一
︒
本
書
は
︑
鯵
牘
の
モ
ノ
と
し
て
の
側
面
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
︑
鯵
牘
の
出
土
狀
況
や
形
狀
の
*
味
を
考
え
︑
考
古
學
�
�
l
を
も
見

据
え
な
が
ら
鯵
牘
の
あ
り
よ
う
を
檢
討
せ
ん
と
し
た
點
に
特
�
が
あ
る
︒
も
と
よ
り
我
が
國
で
は
森
鹿
三
氏
の
居
,
漢
鯵
硏
究
グ
ル
ー
プ
に
端

を
發
す
る
鯵
牘
硏
究
の
發
展
�
が
あ
り
︑
册
書
の
復
元
を
=
じ
て
壯
大
な
歷
�
宴
を
描
き
出
し
た
大
庭
脩
氏
や
︑
居
,
漢
鯵
を
き
め
細
か
く
分

類
し
て
斷
鯵
零
墨
も
生
か
し
た
永
田
英
正
氏
の
硏
究
な
ど
を
經
︑
現
在
ま
で
に
三
千
以
上
の
書
籍
や
論
�
が
'
ま
れ
て
い
る
︒
な
か
で
も
上
営

の
興
味
關
心
に
基
づ
き
︑
鯵
牘
の
形
狀
の
*
義
に
�
目
し
た
硏
究
と
し
て
︑
高
村
氏
も
參
考
�
獻
と
し
て
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
︑
す
で
に
冨

谷
至
﹃
�
書
行
政
の
漢
n
國
﹄
(名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
〇
年
)
や
�
山
�
﹃
秦
漢
出
土
�
字
�
料
の
硏
究
﹄
(創
�
社
︑
二
〇
一
五
年
)
な

ど
の
單
著
︑
あ
る
い
は
角
谷
常
子
'
﹃
東
ア
ジ
ア
木
鯵
學
の
た
め
に
﹄
(
�
古
書
院
︑
二
〇
一
四
年
)
や
�
山
�
・
佐
o
信
'
﹃
�
獻
と
6
物
の

境
界
Ⅱ
︱
︱
中
國
出
土
鯵
牘
�
料
の
生
態
�
硏
究
﹄
(東
京
外
國
語
大
學
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
�
�
硏
究
[
︑
二
〇
一
四
年
)
[
收
の
論
�
な
ど

が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
現
地
で
鯵
牘
を
實
見
し
︑
そ
の
形
狀
を
p
一
確
9
す
る
作
業
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
︑
本
書
も
同
樣
の
手
法
に
基
づ
く
重

�
な
指
摘
を
含
む
︒
か
か
る
觀
點
に
基
づ
く
鯵
牘
の
分
類
は
高
村
氏
自
身
の
べ
る
よ
う
に
現
在
3
行
中
の
試
み
で
︑
今
後
の
さ
ら
な
る
3
展
に

)
待
が
集
ま
る
︒
た
と
え
ば
附
'
第
一
違
で
︑
鯵
牘
の
製
作
#
+
を
檢
討
し
た
際
に
橋
本
繁
﹃
韓
國
古
代
木
鯵
の
硏
究
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
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一
四
年
)
な
ど
︑
`
衣
を
檢
討
し
た
際
に
東
野
治
之
﹁
�
城
宮
出
土
木
鯵
[
見
の
�
s
李
善
�
﹂
(﹃
萬
葉
﹄
第
七
六
號
︑
一
九
七
一
年
)
以
影
の
日

本
木
鯵
學
の
成
果
な
ど
に
ふ
み
こ
み
︑
世
界
の
鯵
牘
學
に
お
け
る
位
置
附
け
を
ご
敎
示
い
た
だ
け
る
と
︑
よ
り
本
書
の
描
く
歷
�
宴
も
�
瞭
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

第
二
︒
本
書
本
'
の
重
點
は
︑
秦
漢
鯵
牘
中
で
從
來
比
�
�
輕
視
さ
れ
て
き
た
書
信
類
の
�
料
�
性
格
を
闡
�
し
︑
そ
の
書
式
や
內
容
を
し

め
し
た
こ
と
に
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
後
代
の
書
儀

(手
紙
の
模
範
�
例
集
)
に
關
す
る
諸
硏
究
に
も
つ
な
が
る
︒
趙
和
�
﹃
敦
煌
寫
本
書
儀
硏
究
﹄

(
怨
�
豐
出
版
︑
一
九
九
三
年
)
︑
周
一
良
・
趙
和
�
﹃
v
五
代
書
儀
硏
究
﹄
(中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
)
︑
趙
和
�
﹃
敦
煌
表
狀
箋
w
書

儀
輯
校
﹄
(江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
)
︑
吳
麗
娛
﹃
v
禮
摭
6
中
古
書
儀
硏
究
﹄
(商
務
印
書
館
︑
二
〇
〇
二
年
)
︑
張
小
豔
﹃
敦
煌
書
儀
語

言
硏
究
﹄
(商
務
印
書
館
︑
二
〇
〇
七
年
)
な
ど
が
著
名
な
ほ
か
︑
�
�
で
は
山
本
孝
子
﹁
v
五
代
時
)
書
信
�
物
質
形
狀
與
禮
儀
﹂
(﹃
敦
煌
學
﹄

第
三
一
輯
︑
二
〇
一
五
年
)
な
ど
に
�
目
さ
れ
る

(後
営
)
︒

第
三
︒
鵜
飼
昌
男
氏
や
馬
怡
氏
の
先
驅
�
硏
究
を
ふ
ま
え
た
高
村
氏
に
よ
る
書
信
類
の
*
譯
は
︑
當
時
の
人
び
と
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
︒

�
著
と
同
じ
く
︑
高
村
氏
の
硏
究
成
果
は
日
常
�
の
硏
究
と
し
て
も
興
味
深
く
讀
め
る
︒
と
く
に
公
�
書
�
書
信
の
存
在
を
指
摘
し
た
う
え
で
︑

官
	
同
士
の
任
俠
�
結
合
や
︑
門
生
故
	
關
係
に
も
連
な
る
が
ご
と
き
役
人
同
士
の
﹁
表
面
�
し
な
い
つ
な
が
り
﹂
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を

論
じ
て
い
る
點
は
面
白
い
︒
か
つ
て
永
田
英
正
氏
が
上
計
制
度
の
底
邊
を
突
き
止
め
た
點
を
も
じ
っ
て
︑
高
村
氏
は
役
人
同
士
の
.
義
�
關
係

の
物
質
�
底
邊
の
一
端
に
觝
れ
た
と
い
っ
て
は
い
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
︒
ち
な
み
に
�
者
自
身
は
�
年
︑﹃
中
國
古
代
の
貨
!
：
お
金
を
め
ぐ

る
人
び
と
と
暮
ら
し
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
五
年
)
や
﹃
つ
な
が
り
の
歷
�
學
﹄
(北
樹
出
版
︑
二
〇
一
五
年
)
で
中
國
古
代
の
人
び
と
の
つ
な

が
り
の
あ
り
よ
う
に
�
目
す
べ
き
こ
と
を
說
い
て
い
る
が
︑
書
信
は
そ
の
格
好
の
硏
究
素
材
の
ひ
と
つ
を
提
供
す
る
も
の
と
も
解
せ
る
︒

第
四
︒
本
書
本
'

(秦
漢
鯵
牘
の
書
信
類
に
關
す
る
硏
究
)
を
︑
よ
り
廣
い
書
信
�
と
も
い
う
べ
き
學
說
�
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
︑

書
信
を
/
題
と
し
た
�
易
な
單
著
と
し
て
す
で
に
︑
戰
國
秦
漢
代
書
信
に
關
し
て
は
佐
o
武
敏
﹃
中
國
古
代
書
鯵
集
﹄
(
~
談
社
︑
二
〇
〇
六
年
)
︑

淸
代
書
信
に
關
し
て
は
岡
田
英
弘
﹃
康
煕
n
の
手
紙
﹄
(
o
原
書
店
︑
二
〇
一
三
年
﹇
一
九
七
九
年
初
出
﹈
)
や

D
á
n
ie
l
Z
.
K
á
d
á
r.
2
0
1
1
.
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H
isto
rica
l
C
h
in
ese
L
etter
W
ritin
g
.
L
o
n
d
o
n
&
N
Y
:
C
o
n
tin
u
u
m
な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
書
信
の
形
狀
・
書
式
に
關
す
る
專
論
と
し
て
は
︑

中
國
で
馬
怡
氏
ら
が
硏
究
を
繼
續
し
て
い
る
ほ
か
︑
�
�
で
は
書
信
=
�
を
論
じ
た
硏
究
書
の

A
n
tje
R
ic
h
te
r.
2
0
1
3
.
L
etters
&

E
p
isto
la
ry
C
u
ltu
re
in
E
a
rly
M
ed
iev
a
l
C
h
in
a
.
S
e
a
ttle
&

L
o
n
d
o
n
:
U
n
iv
e
rsity
o
f
W
a
sh
in
g
to
n
P
re
ss
や
︑
A
n
tje
R
ic
h
te
r.
e
d
.

2
0
1
5
.A
H
isto
ry
o
f
C
h
in
ese
L
etters
a
n
d
E
p
isto
la
ry
C
u
ltu
re.L
e
id
e
n
&
B
o
sto
n
:B
rillが
刊
行
さ
れ
た

(そ
の
內
容
は
本
書
と
�
接
し
て
お

り
︑
言
Ä
が
欲
し
か
っ
た
)
︒
こ
の
よ
う
に
中
國
書
信
�
硏
究
は
�
年
Å
Æ
に
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
テ
ー
マ
で
︑
本
書
も
こ
の
液
れ
に
棹
さ
す

も
の
で
あ
る
︒
も
と
よ
り
鯵
牘
硏
究
は
一
種
の
ニ
ッ
チ
產
業
�
側
面
が
あ
り
︑
後
學
の
多
く
は
先
學
の
未
着
手
の
テ
ー
マ
を
探
し
て
日
々
硏
究

を
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
な
か
で
書
信
類
鯵
牘
に
も
︑
律
令
類
・
書
籍
類
・
1
籍
類
・
È
策
類
な
ど
の
硏
究
に
續
き
︑
よ
う
や

く
光
が
當
た
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
︒

第
五
︒
本
書
で
闡
�
し
た
書
信
は
︑
當
然
當
時
の
�
書
傳
B
シ
ス
テ
ム
と
リ
ン
ク
す
る
存
在
で
あ
る
︒
ま
た
書
信
は
公
�
書

(
o
r
官
�
書
)

と
表
裏
一
體
の
關
係
に
あ
る
︒
こ
こ
で
�
目
す
べ
き
は
︑
く
し
く
も
本
書
刊
行
と
ほ
ぼ
同
時
)
に
︑
秦
漢
�
書
傳
B
シ
ス
テ
ム
に
關
す
る
o
田

É
久
﹃
中
國
古
代
國
家
と
.
報
傳
B

︱
︱
秦
漢
鯵
牘
の
硏
究
︱
︱
﹄
(
�
古
書
院
︑
二
〇
一
六
年
)
︑
官
�
書
に
關
す
る
鷹
取
祐
司
﹃
秦
漢
官
�

書
の
基
礎
�
硏
究
﹄
(
�
古
書
院
︑
二
〇
一
五
年
)
︑
漢
鯵
[
見
の
用
語
に
關
す
る
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
[
鯵
牘
硏
究
班
'
﹃
漢
鯵
語
彙
中
國

古
代
木
鯵
辭
典
﹄
(岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
)
︑
冨
谷
至
'
﹃
漢
鯵
語
彙
考
證
﹄
(岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
)
が
あ
い
つ
い
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
︒
ま
た
後
漢
末
や
三
國
時
代
の
鯵
牘
の
形
狀
に
關
し
て
も
窪
添
慶
�
・
關
尾
�
郞
・
伊
o
敏
雄
ら
の
吳
鯵
硏
究
會
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る

硏
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒
關
聯
硏
究
は
中
國
・
臺
灣
・
韓
國
・
歐
米
圈
で
も
�
年
續
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
精
度
の
高
い

硏
究
成
果
で
あ
り
︑
今
後
は
こ
れ
ら
の
成
果
を
本
書
と
す
り
あ
わ
せ
る
作
業
が
つ
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒

以
上
︑
五
點
に
わ
た
り
︑
�
者
な
り
に
本
書
の
學
說
�
�
*
義
を
論
じ
た
︒
そ
こ
か
ら
窺
え
る
の
は
︑
本
書
の
テ
ー
マ
が
ち
ょ
う
ど
現
在
の

學
界
動
向
の
液
れ
に
棹
さ
す
も
の
で
あ
る
點
で
あ
る
︒
そ
れ
は
Ì
接
す
る
硏
究
課
題
と
の
あ
い
だ
に
相
乘
效
果
を
生
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
︒
以
上
を
み
る
か
ぎ
り
︑
學
問
に
も
や
は
り
液
行
廢
り
が
あ
り
︑
本
書
は
結
果
�
に
そ
の
波
に
う
ま
く
乘
っ
た
も
の
と
�
せ
よ
う
︒
さ
き
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ほ
ど
�
者
は
本
書
の
專
門
�
�
價
を
專
門
家
に
委
ね
た
い
と
の
べ
た
が
︑
そ
の
一
因
は
本
書
が
上
記
の
理
由
で
少
な
か
ら
ぬ
專
門
家
の
�
目
を

集
め
る
と
豫
想
さ
れ
る
點
に
も
あ
っ
た
︒
だ
が
�
く
私
見
を
提
示
し
な
い
の
も
學
Í
�
書
�
の
常
に
反
す
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
第
六
～
第
九
の

論
點
と
し
て
︑
高
村
氏
に
胸
を
借
り
る
つ
も
り
で
蛇
足
な
が
ら
內
容
に
關
す
る
私
見
の
一
部
を
の
べ
た
い
︒

第
六
︒
高
村
氏
に
よ
る
公
�
書
・
公
�
書
�
書
信
・
書
信
の
定
義
自
體
は
わ
か
る
が
︑
そ
の
實
質
�
な
分
類
基
準

(た
と
え
ば
書
信
の
分
類
基

準
と
さ
れ
る
第
二
違
[
載
の
①
～
⑤
)
が
十
分
條
件
な
の
か
必
�
條
件
な
の
か
が
や
や
Y
然
と
し
な
い
︒
ま
た
本
書
二
七
頁
[
引
の
鵜
飼
氏
の
書

信
に
對
す
る
定
義
と
の
關
聯
も
氣
に
な
る
︒
高
村
氏
は
①
～
⑤

(と
く
に
①
～
③
)
の
ど
れ
か
を
滿
た
し
た
例
を
書
信
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
︑
實
際
に
は
公
�
書
�
書
信
や
書
信
風
公
�
書
な
る
も
の
も
あ
り
︑
事
例
中
に
斷
鯵
零
墨
も
含
ま
れ
る
︒
よ
っ
て
�
事
例
が
①
～
⑤
の
�

條
件
を
滿
た
し
て
い
る
と
も
限
ら
な
い
︒
そ
れ
を
書
信
と
一
括
し
う
る
の
か
否
か
︒
ま
た
①
は
叩
頭
︑
白
︑
再
拜
︑
毋
恙
︑
幸
甚
な
ど
の
書
信

用
語
の
@
無
を
條
件
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
書
信
自
體
の
定
義
を
定
め
る
ま
え
に
︑
叩
頭
︑
白
︑
再
拜
︑
毋
恙
︑
幸
甚
を
書
信
專
用
の
用
語

と
9
め
て
よ
い
も
の
か
否
か
︒
そ
れ
ら
の
語
を
含
む
鯵
を
書
信
と
よ
ぶ
と
し
て
も
︑
そ
こ
か
ら
﹁
書
信

(公
�
書
�
書
信
を
含
む
)=

『公
�
權
威

も
し
く
は
公
�
權
力
の
元
に
公
�
な
も
の
と
し
て
行
な
わ
れ
た
*
思
表
�
で
は
な
い
﹄
と
い
う
形
式
を
と
る
*
思
表
�
手
段
﹂
と
ま
で
い
え
る

か
ど
う
か
︒﹁
白
﹂
等
の
語
を
含
む
鯵
が
當
初
は
私
�
內
容
の
�
書
に
よ
く
み
ら
れ
︑
の
ち
公
�
內
容
の
�
書
に
み
え
る
よ
う
に
な
る
と
は
い

え
て
も
︑
そ
れ
を
﹁
公
�
書
�
書
信
の
公
�
書
�
﹂
と
表
現
し
う
る
か
否
か
︒
�
者
個
人
は
以
上
の
點
が
]
�
し
切
れ
て
い
な
い
︒

第
七
︒
そ
こ
で
�
目
す
べ
き
が
當
時
の
�
書
傳
B
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
︒
�
者
は
︑
鵜
飼
氏
が
﹁
書
信
の
傳
B
は
公
�
書
傳
B
シ
ス
テ
ム
に
よ

ら
ず
[
用
で
赴
く
人
物
に
託
す
の
が
一
般
�
﹂
と
推
測
し
︑
高
村
氏
も
こ
れ
に
從
っ
て
い
る
點
こ
そ

(第
三
違
�
二
一
)
︑
書
信
と
公
�
書
を
分

け
る
第
一
の
分
岐
點
に
相
應
し
い
と
感
ず
る
︒
現
に
﹃
後
漢
書
﹄
袁
安
列
傳
に
は
﹁
從
事
因
﹇
袁
﹈
安
致
書
於
令
︒
安
曰
﹁
公
事
自
@
郵
驛
︑

私
Ï
則
非
功
曹
[
持
﹂︒
辭
不
肯
7
︑
從
事
懼
然
而
止
﹂
と
あ
り
︑
公
�
書
が
國
家
�
郵
亭
制
度
に
よ
り
傳
B
さ
れ
︑
書
信
は
官
	
が
つ
い
で

に
持
參
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
の
袁
安
の
見
解
を
し
め
す
︒
も
っ
と
も
本
例
は
︑
そ
の
内
容
と
は
う
ら
は
ら
に
︑
當
時
の
官
	
が
兩
者
を
混
同

し
て
い
た
實
.
を
示
唆
す
る
︒
す
る
と
公
�
書
と
書
信
は
︑
書
式
・
用
語
・
字
體
の
相
衣
で
な
く
︑
建
�
上
は
ま
ず
國
家
�
郵
亭
制
度
を
用
い
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る
か
否
か
で
分
け
る
べ
き
で
︑
官
府
6
跡
出
土
の
書
信
や
公
�
書
�
書
信
は
當
時
倫
理
�
に
グ
レ
ー
な
代
物
だ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒

今
後
は
︑
こ
の
點
と
後
漢
時
代
に
お
け
る
Ï
託
の
橫
行
と
を
關
聯
づ
け
る
こ
と
で
︑
政
治
�
や
社
會
�
と
の
聯
動
も
可
能
に
な
る
と
)
待
さ
れ

る
︒第

八
︒
つ
づ
い
て
�
目
し
た
い
の
が
封
泥
の
@
無
で
あ
る
︒
�
者
と
し
て
は
︑
か
り
に
公
�
書
と
書
信
の
嚴
格
な
る
區
別
が
當
時
存
在
し
た

と
す
れ
ば
︑
封
緘
の
@
無
や
︑
公
印
と
私
印
の
Ñ
い
が
Y
斷
基
準
の
一
つ
に
な
り
得
る
と
推
測
す
る
︒
一
般
に
書
信
鯵
は
封
檢
を
用
い
な
い
と

も
推
測
さ
れ
て
い
る
が

(鵜
飼
說
)
︑﹃
藝
�
類
聚
﹄
人
部
言
志
引
﹁
答
陳
思
王
曹
Ò
書
﹂
に
﹁
信
到
︑
奉
[
惠
貺
︑
發
函
伸
紙
﹂
と
あ
る
よ
う

に
︑
封
緘
さ
れ
た
書
信
も
あ
り
︑
そ
の
場
合
は
私
印
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
公
印
・
私
印
・
封
泥
・
封
檢
の
問
題
を
考
え
る
に
は
王
國
維

﹃
鯵
牘
檢
書
攷
﹄
以
來
︑
日
本
で
も
栗
原
Ó
信
・
尾
形
勇
・
江
村
治
樹
・
松
村
一
德
・
阿
部
幸
信
・
陳
波
・
谷
豐
信
諸
氏
の
硏
究
な
ど
が
參
考

に
な
る
︒
册
書
が
公
�
書
に
用
い
ら
れ
や
す
い
理
由
も
︑﹁
*
識
の
問
題
﹂
と
い
う
よ
り
︑
册
書
が
封
泥
に
よ
る
封
緘
を
�
提
と
す
る
形
狀
で
︑

よ
り
機
密
保
持
に
向
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
︒
と
は
い
え
封
泥
や
印
璽
の
硏
究
は
な
お
不
十
分
で
︑
是
非
は
今
後
に
)
待
せ
ざ
る
を
得
な

い
︒第

九
︒
本
書
に
お
い
て
鯵
牘
が
籌
木
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
點
を
重
視
し
て
い
る
點
は
面
白
く
︑
日
本
木
鯵
學
の
籌
木
關
聯
論
�

(本
書
[

引
)
の
み
な
ら
ず
︑
周
連
春
﹃
Õ
隱
Ö
蹤

廁
[
�
歷
�
・
經
濟
・
風
俗
﹄
(國
家
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)
な
ど
を
ふ
ま
え
た
議
論
展
開
が
今
後

)
待
さ
れ
る
︒
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
出
現
�
に
籌
木
は
お
し
り
を
拭
く
の
に
必
須
で
︑
紙
の
出
現
後
に
も
そ
の
狀
況
は

す
ぐ
に
は
變
�
し
な
か
っ
た
ろ
う
︒
す
る
と
D
用
後
に
籌
木
と
も
な
る
木
竹
の
鯵
牘
の
利
c
性
は
想
宴
以
上
で
︑
こ
れ
も
紙
出
現
後
す
ぐ
に
鯵

牘
が
淘
汰
さ
れ
な
か
っ
た
一
因
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
は
日
常
�
�
に
興
味
深
い
論
題
で
あ
る
︒

以
上
本
稿
で
は
︑
本
書
の
*
義
を
�
者
な
り
に
押
し
廣
げ
て
考
え
︑
蛇
足
な
が
ら
數
點
の
私
見
を
附
記
し
た
︒
本
書
は
き
わ
め
て
專
門
�
で
︑

他
分
野
の
硏
究
者
に
開
か
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
け
れ
ど
も
︑
そ
の
細
部
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
關
心
へ
と
つ
な
が
る
種
が
埋
ま
っ
て
い

る
︒
と
く
に
本
書
で
は
秦
漢
時
代
の
書
信
が
一
定
の
書
式
を
@
す
る
點
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
︑
v
代
書
儀
の
存
在
を
經
て
︑
現
代
に
も
=
ず
る
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話
で
面
白
い
︒
ず
ぼ
ら
な
�
者
は
今
も
な
お
手
紙
の
書
き
方
を
熟
知
し
て
お
ら
ず
︑
H
宜
手
紙
の
書
き
方
に
關
す
る
書
籍
等
を
參
考
に
手
紙
を

書
い
て
い
る
が
︑
中
國
古
代
に
官
	
の
あ
い
だ
で
か
く
も
書
信
の
書
き
方
が
忘
却
さ
れ
ず
に
代
々
傳
え
ら
れ
て
き
た
の
に
は
い
か
な
る
背
景
が

あ
っ
た
の
か
︒
當
時
す
で
に
書
儀
�
な
も
の
が
あ
り
︑
廣
く
液
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
我
々
は
歷
�
上
の
識
字
×
を
問
題
に
す
る
さ
い

に
�
字
の
多
寡
を
基
準
に
す
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
あ
ら
た
め
て
�
字
數
の
多
寡
で
は
計
り
き
れ
な
い
﹁
知
﹂
の
あ
り
方

(上
営
の
書
信
の
書
式
な

ど
を
ふ
く
む
)
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
本
書
を
は
じ
め
︑
�
年
の
鯵
牘
學
の
高
ま
り
は
衣
樣
な
ほ
ど
で
︑
い
ま
や
傳
世
�
獻
に
關

す
る
硏
究
の
ほ
う
が
稀
少
に
な
り
つ
つ
あ
る
︒
今
後
も
鯵
牘
�
料
の
激
增
が
見
Ø
ま
れ
る
以
上
︑
少
な
く
と
も
二
一
世
紀
�
(
の
中
國
古
代
�

硏
究
の
中
心
が
鯵
牘
硏
究
に
置
か
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
で
あ
り
︑
本
書
の
よ
う
な
鯵
牘
學
�
な
鯵
牘
硏
究
が
今
後
の
大
き
な
Ù
の
ひ
と
つ
に

な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
し
そ
の
一
方
で
︑
�
後
に
蛇
足
な
が
ら
︑
�
者
自
身
は
激
增
す
る
鯵
牘
�
料
の
波
に
の
ま
れ
な
が
ら
も
︑
宮
崎
市
定
﹁
歷
�
學
の
實
證

性
﹂
(﹃
宮
崎
市
定
�
集
23

隨
筆

(上
)﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
)
の
0
の
言
が
な
お
も
心
の
片
隅
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
點
に
言
Ä
し
て
お
き

た
い
︒﹁
歷
�
家
と
い
う
も
の
は
︑
歷
�
學
は
實
證
�
科
學
な
り
と
い
う
円
�
を
忠
實
に
守
っ
て
︑
實
證
の
で
き
そ
う
な
範
圍
に
問
題
を
探
し

て
そ
の
考
證
に
I
身
を
や
つ
し
て
い
る
の
で
︑
た
ま
た
ま
議
論
の
分
れ
る
[
は
︑
歷
�
家
の
能
力
の
限
界
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
能
力

の
限
界
を
知
る
こ
と
︑
そ
し
て
一
步
で
も
こ
の
限
界
を
�
3
さ
せ
る
こ
と
が
科
學
の
重
�
な
任
務
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
Û
し
な

が
ら
同
時
に
世
上
か
ら
歷
�
學
が
忘
れ
ら
れ
︑
無
用
視
さ
れ
る
危
險
が
あ
る
の
も
︑
實
は
こ
の
點
に
掛
か
っ
て
い
る
︒
世
の
中
の
問
題
は
日
に

�
に
變
�
3
展
す
る
︒
歷
�
家
は
自
分
で
問
題
を
提
出
し
︑
自
ら
そ
れ
に
答
え
て
滿
足
し
︑
世
人
が
も
っ
と
も
知
り
た
い
と
思
う
問
題
に
は
恐

れ
て
手
を
出
そ
う
と
し
な
い
﹂
と
︒
む
ろ
ん
本
書
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
良
質
な
專
門
書
で
あ
り
︑
�
年
の
鯵
牘
學
の
發
展
も
目
を
み
は
る
も
の
が

あ
る
け
れ
ど
も
︑
同
時
に
�
者
は
宮
崎
氏
の
指
摘
を
う
け
︑
鯵
牘
硏
究
の
果
て
に
見
え
る
歷
�
宴
が
ど
の
よ
う
な
現
代
�
*
味
を
も
つ
の
か
に

も
絕
え
ざ
る
關
心
を
も
つ
︒
こ
れ
こ
そ
が
二
一
世
紀
�
(

(
鯵
牘
が
陸
續
と
出
土
す
る
世
界
)
を
生
き
る
中
國
古
代
�
硏
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
固

@
の
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
︒
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と
も
あ
れ
以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
本
書
は
專
門
�
で
あ
る
と
同
時
に
︑
讀
者
に
さ
ま
ざ
ま
な
論
點
を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
良

書
で
あ
る
︒
も
と
よ
り
�
者
個
人
は
い
か
な
る
書
籍
で
も
︑
そ
こ
か
ら
ど
れ
だ
け
自
分
に
と
っ
て
*
義
あ
る
論
點
を
く
み
出
せ
る
か
が
重
�
だ

と
考
え
て
お
り
︑
本
書
�
も
そ
の
よ
う
な
視
點
か
ら
執
筆
し
た
が
︑
と
も
か
く
こ
れ
を
機
に
本
書
を
手
に
取
る
讀
者
が
少
し
で
も
增
え
︑
當
該

分
野
の
硏
究
の
發
展
を
後
押
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
︑
本
書
�
の
役
目
は
果
た
さ
れ
た
と
滿
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
Ý
讀
や

曲
解
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
︑
そ
の
點
は
高
村
氏
に
ご
海
容
を
願
う
ほ
か
な
い
が
︑
そ
れ
も
含
め
て
讀
者
の
ご
高
見
を
仰
ぐ
0
第
で
あ

る
︒

二
〇
一
五
年
一
〇
�

東
京

�
古
書
院

二
二
糎

六+

三
六
四+

二
一
頁

一
〇
〇
〇
〇
圓+

稅
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