
第
七
十
六
卷

第
二
號

�
成
二
十
九
年
九
�
發
行

秦
漢
の
社
會
と
﹁
日
書
﹂
を
と
り
ま
く
人
々

海

老

根

量

介

は
じ
め
に

第
一
違

｢日
書
﹂
は
社
會
を
反
映
す
る
か
？

第
二
違

｢日
書
﹂
と
墓
	
と
の
關
係
を
ど
う
考
え
る
か
？

第
三
違

｢日
書
﹂
は
ど
の
よ
う
に
し
て
液


し
て
い
た
の
か
？

第
四
違

な
ぜ
下
�
官
�
が
﹁
日
書
﹂
を

持
す
る
の
か
？

第
五
違

｢日
書
﹂
は
誰
に
向
け
た
も
の
だ
っ
た
の
か
？

お
わ
り
に

は

じ

め

に

中
國
古
代
︑
特
に
戰
國
時
代
末
�
か
ら
�
漢
�
�
の
墓
葬
か
ら
は
︑
し
ば
し
ば
﹁
日
書
﹂
と
呼
ば
れ
る
�
數
關
聯
の
書
籍
が
出
土
す
る
︒

﹁
日
書
﹂
は
︑
	
に
擇
日
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
占
い
の
方
法
が
集
め
ら
れ
て
雜
多
に
記
さ
れ
て
お
り
︑
今
日
で
も
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
の

で
き
る
中
華
圈
の
�
擇


書
に
も
似


っ
た
體
裁
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
﹁
日
書
﹂
は
﹁
中
國
古
代
の


書
﹂
と
も
言
わ
れ
る(1

)
︒

こ
れ
ら
﹁
日
書
﹂
の
中
で
�
も
早
く
出
土
し
た
の
は
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
で
︑
し
ば
ら
く
は
	
に
こ
れ
に
基
づ
い
て
﹁
日
書
﹂
硏
究
が
�
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め
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
︑
戰
國
楚
の
九
店
楚
鯵
﹃
日
書
﹄︑
秦
代
の
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄︑
漢
代
の
孔
家
坡
漢
鯵
﹃
日
書
﹄
な
ど
︑
各
時

代
・
地
域
の
﹁
日
書
﹂
が
出
土
す
る
よ
う
に
な
り
︑
現
在
で
は
そ
れ
ら
を
總
合
�
に
硏
究
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
に
�
い
︑

﹁
日
書
﹂
に
つ
い
て
の
先
行
硏
究
も
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
︒

｢日
書
﹂
硏
究
の
中
で
特
に
�
目
さ
れ
て
き
た
分
野
は
社
會
�
硏
究
で
あ
ろ
う
︒
今
日
我
々
が
目
睹
で
き
る
傳
世
�
獻
は
︑﹃
左
傳
﹄・﹃
�

記
﹄
の
よ
う
な
歷
�
を
記
し
た
も
の
で
あ
れ
︑﹃
論
語
﹄・﹃
孟
子
﹄・﹃
韓
非
子
﹄
の
よ
う
な
諸
子
百
家
の
思
想
を
記
し
た
も
の
で
あ
れ
︑﹃
禮

記
﹄・﹃
儀
禮
﹄
の
よ
う
な
禮
書
で
あ
れ
︑
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
王
侯
や
貴
族
な
ど
荏
�
者
の
視
點
で
書
か
れ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
讀
み
取
れ
る

中
國
古
代
の
�
�
や
生
活
は
︑
當
時
の
荏
�
者
層
の
そ
れ
に
 
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
對
し
て
︑﹁
日
書
﹂
は
當
時
の
人
々
が
そ
れ
を
も
と
に
日

常
生
活
を
占
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
そ
の
內
容
を


じ
て
︑
人
々
の
生
活
や
"
俗
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
特
に
﹁
日
書
﹂
は
︑
下
�
官
�
な

ど
比
�
�
身
分
の
低
い
人
々
の
墓
葬
か
ら
多
く
出
土
し
て
い
る
か
ら
︑
こ
れ
ま
で
知
り
え
な
か
っ
た
﹁
一
般
の
人
々
﹂
の
日
常
生
活
・
"
俗
に

つ
い
て
考
察
で
き
る
恰
好
の
#
料
と
し
て
�
待
さ
れ
て
き
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
當
時
の
社
會
を
知
る
貴
重
な
手
掛
か
り
と
し
て
﹁
日
書
﹂
を
利
用
す
る
硏
究
が
�
め
ら
れ
て
い
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑
實
は

﹁
日
書
﹂
に
關
し
て
は
︑
$
外
に
%
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
︒
ま
ず
﹁
日
書
﹂
は
︑﹃
墨
子
﹄
貴
義
'
に
お
い
て
日
取
り
と
方
向
の

禁
忌
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
﹁
日
者
﹂
と
何
ら
か
の
關
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
日
者
﹂
は
﹃
�
記
﹄
に
日
者
列
傳
が
立
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
中
國
古
代
に
お
い
て
か
な
り
�
(
�
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
︑﹃
�
記
﹄
太
�
公
自
序
の
﹃
集
解
﹄
に
引
く
張
晏
に
よ

れ
ば
︑
日
者
列
傳
自
體
は
散
逸
し
︑
現
行
の
も
の
は
褚
少
孫
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
と
い
う
︒
そ
の
內
容
は
卜
筮
を
生
業
と
す
る
司
馬
季
	
の
傳

と
な
っ
て
お
り
︑
本
來
の
﹁
日
者
﹂
の
+
と
は
,
離
が
あ
る(2

)
︒
結
局
の
と
こ
ろ
﹁
日
者
﹂
が
ど
う
い
う
者
た
ち
だ
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な

い
︒ま

た
︑﹁
日
書
﹂
は
し
ば
し
ば
﹁
民
閒
に
お
い
て
液


し
て
い
た
占
い
の
書
﹂
と
言
わ
れ
︑
當
時
の
中
下
層
の
人
々
の
閒
で
.
容
さ
れ
て
い

た
と
自
%
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹁
日
書
﹂
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
/
纂
さ
れ
︑
	
に
ど
の
よ
う
な
人
々
に
用
い
ら
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れ
て
い
た
か
︑
ど
う
い
っ
た
經
路
で
液
布
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
︑
論
じ
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た
先
行
硏
究
を
整
理
し
つ
つ
︑
上
営
し
た
よ
う
な
﹁
日
書
﹂
に
關
す
る
基
本
�
な
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
に
つ
い
て
再
檢
討
し
︑
現
段
階
で
の
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
�
と
す
る
︒
特
に
︑﹁
日
書
﹂
の
利
用
の
さ
れ
方
や
持
ち
	
が
手
に
す
る

ま
で
の
經
路
な
ど
に
着
目
し
︑
當
時
の
社
會
に
お
い
て
﹁
日
書
﹂
が
擔
っ
て
い
た
役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
い
︒
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
︑
時

代
・
地
域
の
衣
な
る
﹁
日
書
﹂
を
橫
斷
�
に
3
う
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
に
當
た
っ
て
は
�
$
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
︒
筆
者
は
以
�
︑﹁
日
書
﹂

は
時
代
・
地
域
に
よ
っ
て
對
象
と
す
る
層
が
衣
な
り
︑
そ
の
性
質
も
衣
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒
な
か
で
も
楚
の
﹁
日
書
﹂
は
國
家

レ
ベ
ル
の
事
柄
を
對
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
︑
秦
の
﹁
日
書
﹂
は
	
に
縣
以
下
の
レ
ベ
ル
を
問
題
と
し
て
お
り
︑
秦
の
占
領
下
の
楚

地
で
は
楚
・
秦
雙
方
の
﹁
日
書
﹂
の
內
容
を
.
け
繼
い
だ
た
め
︑
縣
以
下
～
國
家
レ
ベ
ル
を
幅
廣
く
對
象
と
し
得
る
﹁
日
書
﹂
が
成
立
し
て
い

た
と
考
え
た(3

)
︒
こ
の
�
提
に
基
づ
け
ば
︑
時
代
・
地
域
の
衣
な
る
﹁
日
書
﹂
を
混
ぜ
て
考
察
す
る
の
は
危
險
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か

し
︑
戰
國
秦
～
�
漢
�
�
に
お
い
て
﹁
日
書
﹂
を
副
葬
し
て
い
る
の
は
	
に
中
～
小
型
の
墓
葬
︑
そ
れ
も
地
方
の
下
�
官
�
層
の
墓
が
中
心
で

あ
る
こ
と
か
ら(4

)
︑
秦
～
漢
代
の
﹁
日
書
﹂
は
︑
基
本
�
に
は
戰
國
秦
の
﹁
日
書
﹂
の
系
瓜
の
性
質
を
.
け
繼
ぎ
︑
縣
以
下
の
レ
ベ
ル
を
對
象
と

す
る
も
の
が
	
液
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(5

)
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
國
家
レ
ベ
ル
の
事
柄
に
關
わ
る
楚
の
﹁
日
書
﹂
は
補
助
�
に
用
い
る
に
と

ど
め
︑
	
に
戰
國
秦
・
秦
・
�
漢
�
�
に
お
い
て
︑
縣
以
下
の
レ
ベ
ル
で
液
行
し
續
け
た
﹁
日
書
﹂
に
對
象
を
4
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た

い(
6
)

︒

第
一
違

｢
日
書
﹂
は
社
會
を
反
映
す
る
か
？

す
で
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
多
く
の
先
行
硏
究
で
は
︑﹁
日
書
﹂
が
當
時
の
社
會
を
反
映
し
て
い
る
と
の
�
提
の
も
と
︑
社
會
�
硏
究
を
�
め

て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
こ
の
�
提
に
對
し
て
懷
疑
�
な
$
見
も
あ
る
︒
李
零
氏
は
︑﹁
日
書
﹂
の
內
容
は
5
去
か
ら
繼
承
さ
れ
て
き
た

も
の
を
そ
の
ま
ま
襲
用
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
︑
現
實
の
社
會
を
反
映
な
ど
し
て
い
な
い
と
說
く(7

)
︒
な
る
ほ
ど
︑
戰
國
時
代
の
﹁
日
書
﹂
と
漢
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代
の
﹁
日
書
﹂
の
閒
で
︑
類
似
の
條
�
が
そ
の
ま
ま
.
け
繼
が
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
確
か
に
﹁
日
書
﹂
の
占
辭
は
時
代
を
越

え
て
繼
承
さ
れ
る
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒
從
っ
て
︑
ま
ず
こ
の
�
提
自
體
が
成
立
し
得
る
か
を
檢
證
し
て
み
る
必
8
が
あ
る
だ
ろ

う
︒そ

こ
で
︑
そ
の
よ
う
な
繼
.
關
係
に
あ
る
と
目
さ
れ
る
條
�
に
つ
い
て
︑
具
體
�
に
檢
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒
以
下
に
引
用
す
る
睡

虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
は
戰
國
秦
の
︑
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
は
秦
代
の
︑
孔
家
坡
漢
鯵
﹃
日
書
﹄
は
漢
代
の
﹁
日
書
﹂
で
あ
る(8

)
︒

(b
1
)
円
日
は
︑
良
日
な
り
︒
以
て
嗇
夫
と
爲
る
可
し
︑
以
て
祠
る
可
し
︒
早
に
利
あ
り
暮
に
利
あ
ら
ず
︒
以
て
人
を
入
れ
︑
始
冠
し
︑

乘
車
す
可
し
︒
爲
す
9
る
や
︑
吉
︒
(第
一
四
號
鯵
正
貳
)

(c
)

円
日
は
︑
良
日
な
り
︒
嗇
夫
と
爲
る
可
し
︑
以
て
祝
祠
す
可
し
︑
以
て
六
牲
を
畜
う
可
し
︒
黔
首
を
入
る
可
か
ら
ず
︒
(甲
種
第

一
三
號
鯵
︑
乙
種
第
一
四
號
鯵
壹
)

(d
)

円
日
は
︑
大
嗇
夫
と
爲
り
︑
冠
帶
し
︑
乘
車
す
可
し
︒
以
て
︹
嗇
︺
夫
と
︹
爲
︺
る
可
か
ら
ず
︒
以
て
禱
祠
す
可
し
︑
;
に
利

あ
り
暮
に
利
あ
ら
ず
︒
以
て
人
を
入
る
可
し
︒
(第
一
三
號
鯵
)

(b
1
)
�
日
は
︑
以
て
妻
を
取
り
︑
人
を
入
れ
︑
事
を
<
こ
す
可
し
︒
(第
一
七
號
鯵
正
貳
)

(c
)

�
日
は
︑
妻
を
取
り
︑
祝
祠
し
︑
客
に
賜
う
可
し
︒
以
て
黔
首
を
入
る
可
し
︒
事
を
作
す
は
吉
︒
(甲
種
第
一
六
號
鯵
壹
)

�
日
は
︑
妻
を
取
り
︑
祝
祠
し
︑
客
に
賜
う
可
し
︒
以
て
黔
首
を
入
る
可
し
︒
事
を
作
す
は
吉
な
り
︒
(乙
種
第
一
六
號
鯵
壹
)

(d
)

�
日
は
︑
以
て
=
を
取
り
︑
女
を
嫁
す
可
し
︒
以
て
人
を
入
れ
︑
事
を
<
こ
す
可
し
︒
(第
一
六
號
鯵
＋
殘
五
)

見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
戰
國
秦
の
﹁
日
書
﹂
中
の
﹁
人
﹂
が
︑
瓜
一
秦
代
で
は
﹁
黔
首
﹂
に
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
秦
が
瓜
一
後
に

民
の
呼
び
名
を
﹁
黔
首
﹂
と
改
め
た
こ
と
に
對
應
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
漢
代
に
な
る
と
︑
條
�
中
の
﹁
黔
首
﹂
は
再
び
﹁
人
﹂
に
戾
っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
こ
れ
と
同
樣
の
變
�
は
︑
戰
國
秦
～
漢
代
に
か
け
て
の
律
�
や
行
政
�
書
の
中
に
も
見
出
せ
る(9

)
︒
時
代
の
變
�
に
﹁
日
書
﹂
が
敏

感
に
對
應
し
︑
そ
の
中
の
用
語
が
?
や
か
に
變
�
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
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ま
た
︑
奴
隸
を
表
す
語
に
つ
い
て
は
︑
法
制
#
料
に
よ
れ
ば
︑
戰
國
秦
で
は
﹁
臣
妾
﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
漢
代
に
な
る
と

﹁
奴
婢
﹂
が
@
わ
れ
る
よ
う
に
な
る(10

)
︒
同
樣
の
變
�
は
﹁
日
書
﹂
中
に
も
確
A
で
き
る
︒

(b
1
)
除
日
は
︑
臣
妾
B
げ
ば
︑
得
ら
れ
ず
︒
券
病
9
ら
ば
︑
死
せ
ず
︒
市
積
︑
園
□
□
□
︑
地
を
除
い
︑
藥
を
飮
む
に
利
あ
り
︒
攻

擊
せ
ば
︑
以
て
執
ら
う
可
か
ら
ず
︒
(第
一
五
號
鯵
正
貳
)

(d
)

除
日
は
︑
奴
婢
B
げ
ば
︑
得
ら
れ
ず
︒
癉
病
9
る
者
は
︑
死
す
︒
以
て
□
□
□
□
︑
君
子
に
言
す
可
し
︒
以
て
衛
除
す
可
し
︒

以
て
藥
を
飮
む
可
し
︒
以
て
攻
め
ば
︑
報
わ
れ
ず
︒
(第
一
四
號
鯵
)

こ
の
よ
う
に
︑
對
應
す
る
條
�
で
︑
戰
國
秦
か
ら
漢
へ
と
時
代
が
下
る
閒
に
﹁
臣
妾
﹂
か
ら
﹁
奴
婢
﹂
へ
と
語
句
の
變
�
が
<
き
て
い
る
︒

も
う
一
つ
例
を
擧
げ
よ
う
︒
睡
虎
地
秦
鯵
の
律
�
で
は
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
﹁
公
﹂
と
い
う
語
が
︑
張
家
山
漢
鯵
﹃
二
年
律
令
﹄
で
は
E
く

見
ら
れ
ず
︑
そ
れ
に
相
當
す
る
語
と
し
て
﹁
縣
官
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
關
し
て
は
︑
里
耶
秦
鯵
八−

四
六
一
の
い
わ
ゆ
る
﹁
F
名

木
牘
﹂
に
﹁
公
室
を
縣
官
と
曰
う
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
や
は
り
秦
代
に
﹁
公
﹂
か
ら
﹁
縣
官
﹂
へ
の
改
變
が
行
わ
れ
た
ら
し
い(11

)
︒﹁
日
書
﹂

に
つ
い
て
見
て
み
る
と
︑

(b
1
)
執
日
は
︑
以
て
行
く
可
か
ら
ず
︒
以
て
B
げ
ば
︑
必
ず
執
ら
え
ら
れ
て
公
に
入
れ
ら
れ
て
止
め
ら
る
︒
(第
一
九
號
鯵
正
貳
)

(d
)

執
日
は
︑
以
て
行
く
可
か
ら
ず
︑
是
を
以
て
せ
ば
︑
B
げ
ず
ん
ば
︑
必
ず
執
ら
え
ら
れ
て
縣
官
に
入
れ
ら
る
︒
以
て
盜
を
G
う

可
し
︑
圍
ま
ば
得
ら
る
︒
(第
一
八
號
鯵
)

と
あ
り
︑
公
�
書
と
同
樣
の
變
�
が
<
き
て
い
る
︒

以
上
の
例
か
ら
︑﹁
日
書
﹂
中
の
用
語
が
公
�
書
同
樣
に
︑
時
代
が
移
り
變
わ
る
と
と
も
に
H
?
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
讀
み
取
れ
る(12

)
︒

同
時
に
︑﹁
日
書
﹂
が
一
定
の
�
閒
で
再
生
產
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
J
示
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
う
し
た
例
は
表
面
�
な
語
句
の
置
き
奄
え

に
す
ぎ
ず
︑
占
辭
の
內
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
何
ら
變
�
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
繼
承
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
反
論
も
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
K
に
︑
よ
り
具
體
�
な
內
容
に
踏
み
L
ん
で
見
て
み
よ
う
︒
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先
営
の


り
︑
筆
者
は
以
�
︑
秦
の
﹁
日
書
﹂
は
下
�
官
�
な
ど
縣
以
下
の
レ
ベ
ル
を
對
象
と
し
て
い
る
の
に
對
し
︑
楚
の
﹁
日
書
﹂
は
貴

族
層
を
	
な
對
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
と
こ
ろ
が
楚
地
が
秦
に
占
領
さ
れ
る
と
︑
當
地
に
は
縣
以
下
の
レ
ベ
ル
を
對
象
と

す
る
﹁
日
書
﹂
が
液
入
し
た
︒
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
に
は
︑
九
店
楚
鯵
﹃
日
書
﹄・
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
の
兩
方
を
繼
承
し
た
よ
う
な
內

容
が
確
A
で
き
る
が(13

)
︑
こ
れ
以
影
楚
地
で
は
下
�
官
�
層
を
中
心
に
﹁
日
書
﹂
が
.
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
と
す
れ
ば
︑
秦
の
征
M

�
後
で
︑
楚
地
で
は
﹁
日
書
﹂
の
對
象
者
の
N
變
に
直
面
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
﹁
日
書
﹂
中
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
は
︑
九
店
楚
鯵
﹃
日
書
﹄・
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
甲
・
乙
種
に
對
應
す
る
條
�
の
見
え
る
﹁
結
陽
﹂
と
い
う
占
い
を
見
て
み
よ
う(14

)
︒

(a
)

⁝
是
を
陽
日
と
謂
う
︒
百
事
順
成
す
︒
邦
君
は
年
を
得
︑
小
夫
は
四
成
す
︒
以
て
上
下
の
禱
祠
を
爲
さ
ば
︑
鬼
神
之
を
	
け
︑

乃
ち
其
の
志
を
盈
た
さ
ん
︒
(第
二
六
號
鯵
)

(b
1
)
陽
日
は
︑
百
事
順
成
す
︒
邦
郡
は
年
を
得
︑
小
夫
は
四
成
す
︒
以
て
上
下
を
祭
ら
ば
︑
羣
神
之
を
	
け
︑
乃
ち
志
を
盈
た
さ
ん
︒

(第
三
號
鯵
正
貳
)

九
店
楚
鯵
の
﹁
邦
君
﹂
が
︑
睡
虎
地
秦
鯵
で
は
﹁
邦
郡
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
楚
都
と
そ
の
周
邊
地
域
が
秦
に
占
領
さ
れ
︑
南
郡
が
設
置
さ
れ
た
︒

﹁
邦
君
﹂
か
ら
﹁
邦
郡
﹂
へ
の
變
�
は
︑
こ
の
よ
う
な
狀
況
を
.
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
以
下
の
例
か
ら
も
傍
證
さ
れ
る
︒

(a
)

⁝
是
を
陰
日
と
謂
う
︒
以
て
室
家
を
爲
る
に
利
あ
り
︑
祭
り
︑
妻
を
取
り
︑
女
を
嫁
し
︑
貨
を
入
れ
ば
︑
吉
︒
以
て
邦
君
に
見

え
ば
︑
不
吉
な
り
︑
亦
た
咎
無
し
︒
(第
二
九
號
鯵
)

(b
1
)
陰
日
は
︑
以
て
家
室
に
利
あ
り
︒
祭
祀
し
︑
子
を
嫁
し
︑
=
を
取
り
︑
財
を
入
れ
ば
︑
大
吉
︒
以
て
君
上
に
見
え
ば
︑
數す

み

や
か

に
U
し
︑
咎
無
し
︒
(第
六
號
鯵
正
貳
)

九
店
楚
鯵
の
﹁
邦
君
﹂
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
で
は
﹁
君
上
﹂
に
改
め
ら
れ
て
い
る
︒﹁
君
上
﹂
は
多
く
の
場
合
﹁
邦
君
﹂
同
樣
﹁
君
	
﹂
の
$
味

で
用
い
ら
れ
る
が
︑﹃
墨
子
﹄
大
取
'
に
は
﹁
義
厚
く
す
可
け
れ
ば
之
を
厚
く
し
︑
義
V
く
す
可
け
れ
ば
之
を
V
く
す
る
を
︑
倫
列
と
謂
う
︒

德
行
・
君
上
・
老
長
・
親
戚
は
︑
此
れ
皆
厚
く
す
る

な
り
︒﹂
と
あ
り
︑﹁
君
上
﹂
は
X
ぶ
べ
き
も
の
と
し
て
﹁
德
行
﹂・﹁
老
長
﹂・﹁
親
戚
﹂
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と
竝
び
稱
さ
れ
て
お
り
︑﹁
一
國
の
君
	
﹂
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
上
官
な
ど
職
務
上
の
目
上
の
人
を
廣
く
指
す
よ
う
で
あ
る
︒
睡

虎
地
秦
鯵
の
﹁
君
上
﹂
も
︑
官
�
に
と
っ
て
の
上
官
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(15

)
︒
な
お
︑
秦
漢
時
代
で
は
︑
官
府
の
官
長

と
彼
が
任
命
す
る
屬
�
と
の
閒
に
﹁
第
二
K
�
君
臣
關
係
﹂
と
呼
び
う
る
關
係
が
結
ば
れ
て
お
り(16

)
︑﹁
君
上
﹂
と
い
う
語
は
︑
下
�
官
�
か
ら

見
た
上
官
の
呼
稱
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
九
店
楚
鯵
中
の
貴
族
層
が
邦
君
と
面
會
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
占
辭
は
︑
當
地
が
南
郡
と
な
り
邦
君
も
い
な
く

な
る
と
︑
怨
た
な
﹁
日
書
﹂
の
	
8
な
利
用
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
下
�
官
�
層
に
と
っ
て
は
無
用
の
條
�
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
た
め
︑

睡
虎
地
秦
鯵
に
お
い
て
は
﹁
邦
君
﹂
を
﹁
邦
郡
﹂
や
﹁
君
上
﹂
に
改
め
︑
秦
の
郡
縣
制
に
合
わ
せ
た
占
辭
內
容
に
變
F
す
る
こ
と
で
︑
彼
ら
の

ニ
ー
ズ
に
應
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

も
う
一
つ
興
味
深
い
例
を
擧
げ
て
お
こ
う
︒

(a
)

⁝
是
を
外
Y
日
と
謂
う
︒
以
て
行
作
す
る
に
利
あ
ら
ず
︑
四
方
の
野
外
に
蹠 い

た

ら
ば
︑
必
ず
寇
盜
に
\
い
︑
必
ず
兵
せ
ら
る
︒
是

の
故
に
︑
行
作
す
る
に
利
あ
ら
ず
︑
野
事
せ
ば
︑
不
吉
な
り
と
謂
う
︒
(第
三
二
號
鯵
)

(b
1
)
外
Y
日
は
︑
以
て
行
作
す
可
か
ら
ず
︒
四
方
の
野
外
に
之
か
ば
︑
必
ず
寇
盜
に
\
い
︑
兵
せ
ら
る
︒
(第
九
號
鯵
正
貳
)

(b
2
)
空
外
Y
の
日
は
︑
以
て
行
く
可
か
ら
ず
︒
四
鄰
に
之
か
ば
︑
必
ず
兵
せ
ら
る
︒
(第
二
一
號
鯵
壹
)

九
店
楚
鯵
中
に
あ
る
﹁
四
方
の
野
外
に
蹠
る
﹂
(邑
の
四
方
に
あ
る
郊
外
の
山
林
・
原
野
へ
行
く
こ
と
)
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
甲
種
で
は
ほ
ぼ
同
內
容

が
引
き
繼
が
れ
て
い
る
が
︑
乙
種
で
は
﹁
四
鄰
に
之
く
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
四
鄰
﹂
は
︑﹁
四
鄰
諸
侯
﹂
な
ど
の
用
例
の
ご
と
く
︑
周
圍
の
諸

侯
へ
出
向
く
こ
と
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
別
の
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
︒
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
法
律
答
問
﹄
第
九
八
～
九
九
號
鯵
に
は
﹁
]

甲
の
室
に
入
り
︑
甲
を
]
傷
し
︑
甲
寇
と
號
ぶ
も
︑
其
の
四
鄰
・
典
・
老
皆
出
で
て
存
せ
ず
︑
寇
と
號
ぶ
を
聞
か
ず
︑
問
う
論
に
當
つ
る
や
當

て
ざ
る
や
︒
存
ぜ
ざ
る
こ
と
審
ら
か
な
ら
ば
︑
論
に
當
て
ず
︒
典
・
老
は
存
せ
ず
と
雖
も
︑
論
に
當
つ
︒
何
を
か
﹁
四
鄰
﹂
と
謂
う
︒﹁
四
鄰
﹂

と
は
卽
ち
伍
人
の
謂
い
な
り
︒﹂
と
あ
り
︑
伍
人
の
こ
と
を
﹁
四
鄰
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑
楚
地
が
秦
の
占
領
下
に
入
り
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伍
制
が
_
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
.
け
て
︑﹁
四
方
野
外
﹂
を
$
圖
�
に
﹁
四
鄰
﹂
に
改
變
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
の
例
は
︑
戰
國
楚
の
﹁
日
書
﹂
に
含
ま
れ
て
い
た
貴
族
層
を
對
象
と
し
た
占
辭
が
︑
秦
の
占
領
下
に
入
っ
て
以
影
︑
秦
の
社
會
の
實
態

に
合
わ
せ
て
內
容
を
變
F
さ
れ
︑
縣
以
下
の
レ
ベ
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
占
辭
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
中
に
見
え
る
楚
の

﹁
日
書
﹂
を
繼
承
し
た
內
容
か
ら
︑
貴
族
層
を
對
象
と
す
る
よ
う
な
占
辭
が
E
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
日

書
﹂
中
の
用
語
が
時
代
の
變
�
を
.
け
て
頻
繁
に
變
F
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
社
會
の
實
`
や
對
象
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
內
容
が
少
し
ず
つ

改
變
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
日
書
﹂
は
そ
の
ま
ま
の
內
容
で
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
.
け
繼
が
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
む

し
ろ
︑
時
代
や
地
域
に
合
わ
せ
て
a
宜
內
容
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
お
り
︑
ま
さ
し
く
社
會
を
反
映
す
る
と
見
て
も
差
し
荏
え
な
い
と
考
え
ら

れ
る
︒

第
二
違

｢
日
書
﹂
と
墓
	
と
の
關
係
を
ど
う
考
え
る
か
？

孫
占
宇
氏
が
﹁
日
書
が
日
者
の
操
る
工
具
書
で
あ
る
こ
と
は
︑
學
界
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
﹂
と
営
べ
る
よ
う
に(

17
)

︑
先
行
硏
究
で
は
︑

﹁
日
書
﹂
は
日
者
と
呼
ば
れ
る
日
擇
び
を
生
業
と
し
た
人
々
が
持
っ
て
い
た
書
籍
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑﹁
日
書
﹂
は
し
ば
し
ば

﹁
民
閒
に
お
い
て
液


し
て
い
た
占
い
の
書
﹂
と
言
わ
れ
︑
當
時
の
中
下
層
社
會
で
液
行
し
て
い
た
實
用
書
の
よ
う
に
3
わ
れ
て
も
い
る
︒
實

際
︑﹁
日
書
﹂
を
副
葬
し
て
い
た
の
は
秦
漢
時
代
の
下
�
官
�
層
が
中
心
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
日
書
﹂
の
書
籍
と
し
て
の
性
質
と
︑
實
際

の
持
ち
	
と
の
乖
離
に
つ
い
て
は
︑
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
︒

饒
宗
頤
氏
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
持
ち
	
・
喜
に
つ
い
て
﹁﹁
日
書
﹂
は
日
者
が
用
い
る
﹁
占
候
時
日
宜
忌
の
書
﹂
で
あ
り
︑
墓
	
は
日
者
の

�
に
も
精


し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
営
べ
て
い
る(18

)
︒
す
な
わ
ち
︑
墓
	
を
下
�
官
�
で
あ
り
な
が
ら
日
者
の
�
を
身
に
附
け
た
人
物
と

し
て
描
く
こ
と
で
︑
こ
の
乖
離
を
解
決
す
る
の
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
多
く
の
下
�
官
�
の
墓
葬
か
ら
﹁
日
書
﹂
が
出
土
し
て
い
る
現
在
︑
彼

ら
が
c
っ
て
日
者
の
�
に
精


し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る(19

)
︒
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工
d
元
男
氏
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
が
法
制
#
料
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
に
�
目
し
︑﹃
商
君
書
﹄
算
地
'
に
︑
法
を
a
用
す

る
に
は
在
地
社
會
の
"
俗
の
狀
況
を
正
確
に
觀
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
參
考
に
︑
睡
虎
地
秦
墓
の
墓
	
喜
が
南

郡
治
下
の
諸
縣
で
秦
法
を
施
行
す
る
た
め
﹁
日
書
﹂
を


じ
て
在
地
社
會
の
"
俗
を
觀
て
い
た
と
唱
え
た(20

)
︒
ま
た
奈
良
龍
一
氏
は
︑﹁
日
書
﹂

が
書
式
は
瓜
一
さ
れ
て
い
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑
婚
姻
の
吉
凶
な
ど
個
別
の
占
法
に
關
し
て
は
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
が
存
在
す
る
な
ど
一
貫
性

を
缺
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
占
い
の
書
と
斷
定
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
官
�
は
法
荏
�
の
た
め
に
各
地
域
の
實
態
を
e

査
・
觀
察
し
︑
記
錄
�
書
と
し
て
﹁
日
書
﹂
を
作
成
し
︑
そ
の
﹁
日
書
﹂
は
業
務
g
行
の
手
引
き
と
し
て
官
�
の
手
元
に
置
か
れ
︑
あ
る
場
合

に
は
そ
れ
を
も
と
に
し
て
律
の
條
�
の
規
定
へ
の
提
案
と
な
っ
た
と
す
る(21

)
︒

こ
れ
ら
の
說
は
︑
秦
の
地
方
行
政
に
當
た
る
下
�
官
�
た
ち
が
管
h
地
域
の
"
俗
を
把
握
す
る
た
め
に
﹁
日
書
﹂
を
利
用
し
て
い
た
と
す
る

點
に
特
i
が
あ
る
︒
確
か
に
︑
こ
う
考
え
れ
ば
﹁
日
書
﹂
の
性
質
と
持
ち
	
の
乖
離
は
說
%
が
つ
く
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
日
書
﹂
は
下
�
官

�
の
瓜
治
の
ツ
ー
ル
で
は
な
く
︑
や
は
り
下
�
官
�
が
自
ら
參
照
す
る
た
め
に

持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
反
論
が
根
强
い(22

)
︒﹁
日
書
﹂

を
副
葬
し
て
い
る
墓
葬
か
ら
式
盤
や
算
籌
な
ど
の
占
具
も
し
ば
し
ば
出
土
す
る
こ
と
は(23

)
︑
墓
	
が
自
ら
﹁
日
書
﹂
を
參
照
し
な
が
ら
占
具
を
操

作
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
︒
ま
た
︑﹁
日
書
﹂
を
官
�
に
よ
る
在
地
"
俗
の
觀
察
記
錄
と
す
る
說
に
も
疑
問
が
あ
る
︒﹁
日
書
﹂
が
中
國
古
代

の


書
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
︑
雜
多
な
內
容
を
k
い
L
み
書
き
で
K
々
に
記
し
て
い
く
ス
タ
イ
ル
が
後
世
の


書
と
共


點
を
持
つ
か
ら
で

あ
る
︒
官
�
に
よ
る
記
錄
だ
と
す
る
と
︑
な
ぜ
官
�
は
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
形
式
で
"
俗
を
記
す
必
8
が
あ
っ
た
の
か
︒
こ
う
し
た
﹁
日
書
﹂

の
形
式
は
︑
む
し
ろ
﹁
日
書
﹂
が
實
用
�
な
占
い
の
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
荏
持
す
る
も
の
で
あ
る
︒
K
に
︑


書
に
收
め
ら
れ
た
占
辭
が
相
互

に
食
い
l
う
こ
と
は
珍
し
く
な
く
︑
こ
れ
を
も
っ
て
﹁
日
書
﹂
が
占
い
の
書
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
必
然
性
は
な
い
︒
以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑

﹁
日
書
﹂
は
や
は
り
持
ち
	
が
自
ら
參
照
し
な
が
ら
占
斷
を
立
て
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒

も
っ
と
も
︑
上
営
の
工
d
氏
の
說
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
を
	
た
る
硏
究
對
象
と
し
て
﹁
日
書
﹂
を
論
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
段
階
で

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
#
料
�
限
界
が
あ
っ
た
︒
工
d
氏
は
そ
の
後
︑
時
代
・
地
域
を
越
え
て
﹁
日
書
﹂
が
續
々
出
土
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑
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出
行
の
吉
凶
を
占
う
內
容
を
多
く
含
む
﹁
日
書
﹂
が
下
�
官
�
の
出
張
記
錄
を
記
し
た
﹁
質
日
﹂
と
し
ば
し
ば
同
出
す
る
こ
と
か
ら
︑﹁
日
書
﹂

は
彼
ら
が
出
張
の
際
に
常
時
携
帶
す
べ
き
實
用
書
で
あ
る
と
し
︑
官
僚
制
・
郡
縣
制
の
發
U
に
よ
り
︑
出
張
な
ど
の
機
會
が
增
え
た
下
�
官
�

の
@
用
が
擴
大
し
︑﹁
日
書
﹂
の
�
n
が
促
さ
れ
た
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る(24

)
︒
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
︑﹁
日
書
﹂
は
﹁
日
者
の
占
い
內
容
を
/

ん
だ
書
籍
あ
る
い
は
抄
本
と
し
て
;
閒
に
液
布
し
て
い
た
も
の
で
︑
日
者
が
み
ず
か
ら
參
照
す
る
た
め
の
書
籍
で
は
な
い
﹂
と
說
%
し
て
い
る(25

)
︒

﹁
日
書
﹂
と
持
ち
	
と
の
關
係
を
%
確
に
営
べ
て
い
る
點
で
劃
�
�
で
あ
る
が
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
日
書
﹂
が
日
者
の
書
籍
と
は
衣
な
る
點
を
指
摘

し
て
い
る
の
も
�
目
さ
れ
る
︒
た
だ
︑
工
d
氏
は
何
ら
か
の
根
據
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑

﹁
日
書
﹂
と
持
ち
	
と
の
關
係
を
示
す
手
が
か
り
を
﹁
日
書
﹂
本
�
の
中
に
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
乙
種
に
は
﹁
鐘
律
式
占
﹂
と
い
う
'
が
含
ま
れ
る(26

)
︒
こ
の
'
は
︑
二
〇
〇
鯵
を
越
え
る
長
大
な
內
容
を
持
ち
︑
干

荏
・
時
閒
帶
・
星
宿
な
ど
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
數
値
を
も
と
に
︑
そ
れ
と
o
律
な
ど
の
關
係
か
ら
吉
凶
を
占
う
多
數
の
占
法
を
內
部
に
p
含

し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
占
法
は
相
互
に
獨
立
し
て
い
る
が
︑
基
本
�
な
原
理
は
あ
る
q
度
共


し
て
お
り
︑
E
體
と
し
て
一
'
を
r
成
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
︒
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
︑﹁
鐘
律
式
占
﹂
の
以
下
の
よ
う
な
記
営
で
あ
る
︒

①

凡
そ
人
來
た
り
て
病
を
問
わ
ば
︑
來
た
る
時
を
以
て
日
・
辰
・
時
の
數
を
投
じ
︑
之
を
幷
す
︒
上
の
下
よ
り
多
く
ば
病
已
む
と
占

︿
曰
﹀
う
︒
上
下
等
し
く
ば
已
む
に
垂
ん
と
す
と
曰
う
︒
下
の
上
よ
り
多
き
こ
と
一
な
ら
ば
未
だ
已
ま
ざ
れ
ど
も
s
ん
ど
已
む
と
曰

う
︒
下
の
上
よ
り
多
き
こ
と
二
な
ら
ば
未
だ
已
ま
ず
と
曰
う
︒
下
の
多
き
こ
と
三
な
ら
ば
日
尙
お
久
し
と
曰
う
︒
多
き
こ
と
四
・

五
・
六
な
ら
ば
久
し
く
し
て
︑
未
だ
已
む
時
を
知
ら
ず
と
曰
う
︒
多
き
こ
と
七
な
ら
ば
病
已
ま
ず
と
曰
う
︒
多
き
こ
と
八
・
九
な
ら

ば
死
す
と
曰
う
︒
(第
三
四
五
・
三
四
八
號
鯵
)

②

病
む
者
を
占
う
に
は
︑
其
の
來
た
り
て
事
を
問
う
を
以
て
日
・
辰
・
時
を
値
し
︑
因
り
て
之
を
三
し
︑
卽
ち
六
を
値
し
て
四
百
五
を

結
び
て
︑
三
す
る

を
以
て
□
□
除
し
︑
不
足
を
し
て
除
せ
し
む
る
な
り
︒
(第
三
五
五
號
鯵
)

③

B
貨
を
占
う
に
は
︑
B
う
し
な

い
て
來
た
り
て
之
を
問
う
を
以
て
︑
日
・
辰
・
時
數
を
幷
し
︑
因
り
て
⁝

(第
九
〇
號
鯵
)
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①
は
︑
人
が
來
て
病
に
つ
い
て
問
う
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
し
て
占
斷
を
立
て
る
か
︑
數
値
の
算
出
方
法
と
そ
れ
に
よ
る
占
斷
結
果
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
②
に
つ
い
て
も
同
樣
で
︑
病
を
占
う
際
に
は
︑
病
人
が
來
て
問
わ
れ
た
と
き
の
﹁
日
・
辰
・
時
﹂
を
も
と
に
算
出
す
る
︒
③
は
︑
財

物
を
x
失
し
た
際
に
︑
そ
の
人
が
來
て
問
う
た
と
き
の
﹁
日
・
辰
・
時
﹂
を
も
と
に
算
出
す
る
こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る(27

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
①

～
③
で
は
︑
病
人
や
財
物
を
失
っ
た
人
が
訪
ね
て
き
て
︑
病
狀
や
財
物
の
あ
り
か
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
と
き
に
︑
い
か
に
し
て
占
斷
を
立
て
る

べ
き
か
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
ら
は
や
っ
て
き
た
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
た
め
に
占
う
︑
占
�
家
の

た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
と
解
さ
れ
る(28

)
︒

K
に
︑
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
乙
種
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
甲
種
︑
孔
家
坡
漢
鯵
﹃
日
書
﹄
な
ど
多
く
の
﹁
日
書
﹂
に
含
ま
れ
る
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
占
法
で
あ
る
﹁
置
室
門
﹂
'
を
取
り
上
げ
た
い
︒
こ
の
'
は
︑
門
の
名
�
が
多
數
擧
げ
ら
れ
︑
各
門
に
つ
い
て
の
占
辭
が
記
さ
れ
る
︒

こ
れ
に
加
え
︑
睡
虎
地
・
孔
家
坡
の
も
の
に
は
四
角
で
家
屋
を
表
し
︑
各
門
が
ど
こ
に
位
置
し
て
い
る
の
か
を
描
い
た
圖
が
附
さ
れ
て
い
る
︒

本
'
で
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
甲
種
第
一
二
一
號
鯵
正
貳
﹁
失
行
門
は
︑
大
凶
︒﹂︑
第
一
二
四
號
鯵
正
貳
﹁
食
5
門
は
︑
大
凶
︑
五
歲

に
し
て
F
え
ず
ん
ば
︑
其
の
	
は
癃
す
︒﹂
の
よ
う
に
︑
凶
門
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
假
に
本
'
が
︑
こ
れ
か
ら
円
て
る
家
屋
の
門
の
�
置
を
円

設
に
先
だ
っ
て
占
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
凶
方
に
は
門
を
円
て
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
︑
門
に
わ
ざ
わ
ざ
﹁
失
行
門
﹂
な
ど
と
名
稱
を
附
け

る
必
8
は
な
い
だ
ろ
う
し
︑
そ
も
そ
も
詳
し
い
占
辭
を
記
す
こ
と
も
不
8
で
あ
ろ
う
︒
從
っ
て
︑
本
'
は
す
で
に
円
っ
て
い
る
家
屋
の
門
に
つ

い
て
︑
そ
の
吉
凶
を
占
っ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
本
'
は
本
來
︑
家
屋
を
円
て
よ
う
と
す
る
者
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
'
を

持
す
る
人
物
が
す
で
に
円
っ
て
い
る
家
屋
に
つ
い
て
占
う
場
合
も
︑
や
は
り
凶
方
に
は
そ
も

そ
も
門
を
円
て
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
︑
凶
方
に
つ
い
て
の
占
辭
が
あ
る
こ
と
を
說
%
で
き
な
い
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
本
'
は
︑
持
ち
	
が
自
分

で
參
照
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

本
'
が
役
立
つ
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
︑
家
屋
の
持
ち
	
が
他
人
に
そ
の
吉
凶
を
|
ね
た
と
き
︑
|
ね
ら
れ
た
人
が
本
'
を
參
照
し

て
囘
答
す
る
と
い
う
場
面
が
想
定
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
家
屋
の
吉
凶
に
つ
い
て
|
ね
ら
れ
た
占
�
家
が
參
照
し
て
占
斷
を
立
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て
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
︑
本
'
の
も
と
も
と
の
+
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
鐘
律
式
占
﹂
や
﹁
置
室
門
﹂
'
な
ど
︑﹁
日
書
﹂
に
含
ま
れ
る
各
'
は
︑
占
�
家
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
と
A
め

ら
れ
そ
う
で
あ
る
︒
で
は
︑﹁
日
書
﹂
は
や
は
り
占
�
家
の
用
い
て
い
た
書
籍
を
︑
人
々
が
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

｢鐘
律
式
占
﹂
に
は
︑
q
少
軒
氏
が
﹁
十
二
律
占
﹂・﹁
十
二
律
吉
凶
﹂
と
分
類
す
る
小
'
が
含
ま
れ
て
い
る(29

)
︒
ど
ち
ら
の
占
法
も
︑
十
二
の

o
律
に
基
づ
い
て
占
斷
を
立
て
る
と
い
う
點
が
共


し
て
い
る
︒﹁
十
二
律
占
﹂
は
︑
卦
辭
と
占
辭
な
ど
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
︒
今
︑
大

呂
の
條

(第
二
六
二
・
二
六
七
號
鯵
)
を
示
し
て
お
こ
う
︒

①
大
呂
は
︑
o
な
り
︒
②
貞
い
て
大
呂
に
在
ら
ば
︑
陰
陽
氣
を
摶む

す

び
︑
~
凡
三
□
︑
其
の
心
に
居
□
し
︑
牝
牡
相
い
求
め
︑
徐
ろ
に
其
の

o
を
得
︑
後
に
相
い
得
る
な
り
︑
黔
首
心
に
說
び
あ
り
︒
③
其
の
祟
り
は
大
街
・
�
原
︒
④
疾
人
を
卜
せ
ば
︑
死
せ
ず
︒
=
を
取
り
女
を

嫁
す
る
は
︑
吉
︒

｢十
二
律
占
﹂
は
四
つ
の
部
分
か
ら
r
成
さ
れ
る
︒
①
は
︑
大
呂
の
卦
が
象
i
す
る
も
の
に
つ
い
て
営
べ
た
﹁
卦
象
﹂
に
當
た
る
內
容
で
あ
る
︒

②
は
︑
四
字
一
組
の
韻
�
を
基
e
と
す
る
抽
象
�
な
內
容
が
記
さ
れ
て
お
り
︑﹁
卦
辭
﹂
に
相
當
す
る
︒
③
は
︑
祟
り
を
も
た
ら
し
て
い
る
神

靈
や
惡
鬼
を
示
し
た
も
の
︒
④
は
︑
各
o
律
に
つ
い
て
の
具
體
�
な
﹁
占
辭
﹂
に
當
た
る(30

)
︒
こ
の
う
ち
﹁
卦
辭
﹂
は
﹁
卦
象
﹂
を
說
%
し
た
部

分
と
考
え
ら
れ
︑
抽
象
�
な
內
容
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
占
�
家
が
こ
の
占
法
を
@
用
す
る
限
り
に
お
い
て
は
︑﹁
卦
辭
﹂
を
も
と
に
臨
機
應

變
に
占
斷
を
下
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
一
般
の
人
々
が
こ
の
﹁
卦
辭
﹂
を
參
照
し
て
も
︑
�
確
な
占
斷
を
�
き
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
ば
か
り
か
︑
�
$
の
把
握
す
ら
困
難
で
あ
ろ
う
︒
從
っ
て
︑
專
門
の
知
識
が
な
い
人
々
に
も
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
︑
各
卦
を
得

た
と
き
の
具
體
�
な
占
斷
の
下
し
方
を
示
し
た
の
が
﹁
占
辭
﹂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
�
目
さ
れ
る
の
が
﹁
十
二
律
吉
凶
﹂
に
見
え
る
占
辭
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
大
呂
の
條

(第
二
五
七
號
鯵
)
を
引
用
し
て
お
く
︒

黃
鐘
・
大
呂
・
姑
洗
・
中
呂
・
林
鐘
は
皆
曰
く
︑
�
謁
は
得
ら
れ
︑
爲
す
9
る
は
成
り
︑
=
を
取
る
・
女
を
嫁
す
者
は
吉
︑
病
む
者
は
死

せ
ず
︑
繫
囚
せ
ら
る
る
者
は
免
ぜ
ら
る
︒
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こ
こ
で
は
大
呂
は
黃
鐘
・
姑
洗
・
中
呂
・
林
鐘
の
四
つ
の
o
律
と
ま
と
め
ら
れ
︑
一
つ
の
占
辭
が
附
さ
れ
て
い
る
︒
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹁
十

二
律
吉
凶
﹂
の
占
辭
は
極
め
て
具
體
�
で
あ
り
︑﹁
十
二
律
占
﹂
の
よ
う
に
抽
象
�
な
﹁
卦
辭
﹂
は
見
ら
れ
な
い
︒
と
こ
ろ
で
︑
先
営
の
﹁
十

二
律
占
﹂
大
呂
の
條
の
④
と
比
�
し
て
み
る
と
︑
か
な
り
の
部
分
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹁
十
二
律
吉
凶
﹂
の

占
辭
は
﹁
十
二
律
占
﹂
の
占
辭
と
同
系
瓜
の
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る(31

)
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
︑﹁
十
二
律
吉
凶
﹂
の
占
辭

は
︑﹁
十
二
律
占
﹂
の
占
辭
に
基
づ
き
つ
つ
︑
い
く
つ
か
の
o
律
を
ま
と
め
て
一
つ
の
條
�
に
記
す
こ
と
で
︑
讀
者
が
さ
ら
に
參
照
し
や
す
く

し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
鐘
律
式
占
﹂
に
は
︑
き
わ
め
て
鯵
�
か
つ
抽
象
�
な
內
容
を
持
つ
本
來
の
條
�
に
對
し
て
︑
一
般
の
讀
者
が
閱
覽
し
や
す

い
よ
う
に
︑
具
體
�
で
理
解
し
や
す
い
占
辭
を
附
け
加
え
て
い
る
部
分
が
存
在
す
る
︒
つ
ま
り
﹁
鐘
律
式
占
﹂
は
︑
も
と
も
と
は
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
の
た
め
に
占
う
占
�
家
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
一
般
の
讀
者
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
專
門
�
・
抽
象
�
な

內
容
を
持
つ
卦
辭
を
具
體
�
な
占
辭
で
補
足
し
︑
さ
ら
に
各
占
辭
を
ま
と
め
た
形
に
/
集
し
た
'
も
作
ら
れ
る
な
ど
︑
誰
も
が
豫
備
知
識
な
く

參
照
し
や
す
い
形
式
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

鯵
�
か
つ
抽
象
�
な
條
�
に
詳
し
い
解
說
を
附
け
る
例
は
︑
他
の
占
�
書
に
も
確
A
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
漢
代
初
�
の
汝
陰
侯
墓
か
ら
出

土
し
た
阜
陽
漢
鯵
﹃
周
易
﹄
で
は
︑
今
本
と
共


す
る
內
容
の
卦
辭
に
續
い
て
︑
今
本
に
は
見
ら
れ
な
い
卜
辭
が
�
記
さ
れ
て
い
る
︒

〔九
︺
三
︒
戎
を
︹
厭
に
︺
伏
せ
︑︹
其
の
高
陵
を
升
る
も
︑
三
歲
︺
興
ら
︹
ず
︺︒
罪
9
る
者
を
卜
せ
ば
凶
︒
〼
戰
鬭
は
敵
强
く
︑
志
を

得
ず
︒
病
め
る
者
を
卜
せ
ば
死
せ
ず
︑
乃
ち
癃
た
り
︒
(第
五
六
～
五
八
號
鯵
︑
同
人
卦
)

〔六
︺
三
︒
我
が
生
を
觀
て
�
�
す
︒
君
に
事
う
る
は
先
ず
�
み
て
後
に
�
く
︒
復
□

(第
九
四
號
鯵
︑
觀
卦
)

初
九
︒
校
を
屨
い
て
︹
趾
を
︺
滅や
ぶ

る
も
︑︹
咎
无
し
︺︒
〼
繫
囚
せ
ら
る
者
は
桎
梏
せ
ら
る
る
も
︑
吉
︑
凶
な
ら
ず
︒
(第
九
八
～
九
九
號
鯵
︑

噬
嗑
卦
)

大
野
裕
司
氏
は
︑
傍
線
部

(卜
辭
部
分
)
は
筮
辭
部
分
を
解
釋
し
て
営
べ
た
も
の
で
︑
實
際
に
筮
占
を
行
う
た
め
﹃
周
易
﹄
に
�
解
を
附
し
た
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テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る(32

)
︒﹃
周
易
﹄
の
內
容
は
︑
一
般
の
利
用
者
に
は
抽
象
�
で
$
味
を
取
り
づ
ら
い
︒
そ
の
た
め
︑
實
際
に

筮
占
を
行
う
に
當
た
っ
て
︑
具
體
�
な
說
%
を
k
加
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
參
照
し
な
が
ら
占
斷
を
下
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

む
ろ
ん
︑﹁
日
書
﹂
中
の
樣
々
な
'
の
占
辭
E
て
に
こ
の
よ
う
な
r
�
が
確
A
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
︒
だ
が
こ
れ
に
關
し
て
は
︑
現
在

我
々
が
目
に
し
て
い
る
占
辭
自
體
が
解
說
に
當
た
り
︑
本
來
の
鯵
�
な
占
辭
の
痕
跡
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
︒

以
上
よ
り
︑﹁
日
書
﹂
は
も
と
も
と
專
業
の
占
�
家
の
用
い
て
い
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
占
�
に
つ
い
て
專
門
知
識
を
持
た
な
い

人
々
で
も
容
易
に
參
照
で
き
る
よ
う
に
︑
分
か
り
や
す
い
說
%
を
加
え
ら
れ
て
液


し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
︑
日
者
に
關
わ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
﹁
日
書
﹂
の
性
質
と
︑
そ
れ
を

持
し
て
い
た
の
は
下
�
官
�
な
ど
を
中
心
と
す
る
人
々
で

あ
っ
た
と
い
う
乖
離
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
ク
リ
ア
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

第
三
違

｢
日
書
﹂
は
ど
の
よ
う
に
し
て
液


し
て
い
た
の
か
？

｢日
書
﹂
は
も
と
も
と
專
業
の
占
�
家
の
用
い
て
い
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
專
門
知
識
を
持
た
な
い
人
々
の
た
め
に
分
か
り
や

す
く
說
%
を
加
え
ら
れ
︑
液


し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
K
に
本
違
で
は
︑﹁
日
書
﹂
が
ど
の
よ
う
に
し
て
人
々
の
手
に
渡
っ
た
の
か
を
考

え
て
み
た
い
︒

初
め
に
︑
も
と
も
と
﹁
日
書
﹂
に
關
わ
っ
て
い
た
占
�
家
の
形
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
檢
討
す
る
︒
戰
國
�
の
楚
で
盛
ん
に
副

葬
さ
れ
た
#
料
に
卜
筮
祭
�
鯵
が
あ
る
︒
卜
筮
祭
�
鯵
と
は
︑
貞
人
が
封
君
や
世
族
の
屋
_
を
訪
れ
︑
貞
問
・
祭
祀
儀
禮
案
を
提
示
し
︑
祭
祀

を
實
施
し
た
記
錄
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る(33

)
︒
こ
れ
に
對
し
て
﹁
日
書
﹂
で
は
︑
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
占
�
家
の
も
と
を
訪
ね
︑
占
斷
を
立
て
る
よ

う
依
賴
す
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
想
定
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
卜
筮
祭
�
鯵
に
見
ら
れ
る
貞
人
の
あ
り
方
と
は
衣
な
っ
て
い
る
︒
む
し
ろ
︑

﹃
�
記
﹄
日
者
列
傳
に
見
え
る
司
馬
季
	
の
よ
う
な
業
態
の
占
�
家
が
思
い
<
こ
さ
れ
る
︒

司
馬
季
	
な
る
者
は
︑
楚
人
な
り
︒
長
安
の
東
市
に
卜
す
︒
宋
忠
中
大
夫
と
爲
り
︑
賈
誼
�
士
と
爲
り
︑
同
日
俱
に
出
で
て
洗
沐
し
︑
相
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い
從
い
て
論
議
し
︑
先
王
�
人
の
�
�
を
誦
易
し
︑
人
`
を
究
徧
し
︑
相
い
視
て
�
く
︒
賈
誼
曰
く
︑﹁
吾
聞
く
な
ら
く
古
の
�
人
は
︑

;
廷
に
居
ら
ず
ん
ば
︑
必
ず
卜
醫
の
中
に
在
り
と
︒
今
吾
已
に
三
公
九
卿
;
士
大
夫
を
見
る
に
︑
皆
知
る
可
し
︒
之
を
卜
數
の
中
に
試
み

て
以
て
采
を
觀
ん
﹂
と
︒
二
人
卽
ち
輿
を
同
じ
く
し
て
市
に
之
き
︑
卜
肆
の
中
に
游
ぶ
︒
天
怨
た
に
雨
ふ
り
︑
�
は
人
少
な
く
︑
司
馬
季

	
閒
坐
し
︑
弟
子
三
・
四
人
侍
り
︑
方
に
天
地
の
�
・
日
�
の
�
・
陰
陽
吉
凶
の
本
を
辯
ず
︒
二
大
夫
再
拜
し
て
謁
す
︒
司
馬
季
	
其
の

狀
貌
を
視
る
に
︑
知
9
る
者
に
類
た
る
が
如
し
︒
卽
ち
之
を
禮
し
︑
弟
子
を
し
て
之
を
�
き
て
坐
せ
し
む
︒
坐
定
ま
り
︑
司
馬
季
	
復
た

�
語
を
理
め
︑
天
地
の
�
始
・
日
�
星
辰
の
紀
を
分
別
し
︑
仁
義
の
際
を
差
K
し
︑
吉
凶
の
符
を
列
し
︑
語
る
こ
と
數
千
言
︑
理
に
順
わ

ざ
る
は
莫
し
︒
⁝

司
馬
季
	
の
よ
う
に
市
で
卜
筮
を
生
業
と
す
る
者
の
+
は
︑
�
獻
中
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
日
書
﹂
に
關
わ
っ
て
い
た
の
は
︑
貴
族
が
�

え
て
い
る
專
屬
の
占
�
家
で
も
︑
貴
族
の
も
と
を
定
�
�
に
訪
問
す
る
貞
人
で
も
な
く
︑
市
な
ど
に
居
を
r
え
︑
來
訪
し
た
客
を
占
う
者
た
ち

と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
︑
そ
の
液


に
も
彼
ら
が
何
ら
か
の
形
で
關
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
︒

第
一
違
で
見
た
よ
う
に
︑﹁
日
書
﹂
中
の
用
語
や
占
辭
が
時
代
に
合
わ
せ
て
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑﹁
日
書
﹂
が
定
�
�
に
內
容
を

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
つ
つ
頒
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
こ
れ
に
加
え
て
�
目
さ
れ
る
の
が
︑﹁
日
書
﹂
に
は
し
ば
し
ば
﹁
質
日
﹂
と
呼

ば
れ
る
一
年
ご
と
の
カ
レ
ン
ダ
ー
も
�
出
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
は
周
家
臺
秦
鯵
で
あ
る
︒
周
家
臺
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
に

は
始
皇
三
十
六
年
の
紀
年
が
見
ら
れ
る
が
︑
同
じ
く
周
家
臺
秦
鯵
に
は
﹃
三
十
六
年
・
三
十
七
年
曆
�
﹄
も
含
ま
れ
て
お
り
︑
し
か
も
兩
者
の

竹
鯵
の
形
制
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
兩
者
は
�
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る(34

)
︒
す
る
と
︑﹁
日
書
﹂
と
﹁
質
日
﹂
は
セ
ッ
ト
と
し
て

制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
︒﹁
質
日
﹂
が
一
︑
二
年
の
短
い
ス
パ
ン
の
カ
レ
ン
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑﹁
日
書
﹂
も
そ
れ
と

同
q
度
の
短
い
ス
パ
ン
で
內
容
を
F
怨
さ
れ
つ
つ
頒
布
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
K
に
﹁
質
日
﹂
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み
よ
う
︒
中
國
古
代
に
お
い
て
︑
公
式
な
曆
の
�
布
は
國
家
が
行
い
︑
中
央
か
ら
地
方
へ
と
傳

え
ら
れ
た
と
さ
れ
︑﹁
質
日
﹂
も
こ
の
よ
う
に
し
て
社
會
の
末
端
に
ま
で
傳
え
ら
れ
た
曆
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る(35

)
︒
と
こ
ろ
が
︑
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さ
ま
ざ
ま
な
﹁
質
日
﹂
に
記
さ
れ
た
曆
日
を
見
て
み
る
と
︑
里
耶
秦
鯵
中
に
確
A
さ
れ
る
秦
の
公
�
書
の
曆
日
と
合
致
し
な
い
も
の
が
一
部
あ

る
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑
各
﹁
質
日
﹂
ど
う
し
で
曆
日
が
相
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
︒
こ
れ
は
%
ら
か
に
中
央
か
ら
�
布
さ
れ
た
曆
そ
の

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

陳
洩
氏
は
︑
こ
の
よ
う
に
相
互
に
矛
盾
す
る
﹁
質
日
﹂
を
︑
民
閒
に
存
在
し
て
い
た
曆
表
の
テ
キ
ス
ト
だ
と
考
え
る(36

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

﹁
質
日
﹂
は
單
年
も
し
く
は
二
年
ほ
ど
の
聯
續
し
た
曆
日
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
︑﹁
民
閒
の
獨
自
の
曆
﹂
と
い
う
ほ
ど
體
系
�
な
も
の

だ
と
は
考
え
に
く
い
︒
�
年
ま
で
の
曆
な
ど
か
ら
推
測
し
て
作
成
さ
れ
た
鯵
易
の
カ
レ
ン
ダ
ー
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る(37

)
︒

公
�
書
の
曆
と
の
ず
れ
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
發
生
し
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
︑
嶽
麓
秦
鯵
﹃
二
十
七
年
質
日
﹄
で
は
︑
大
�
が
聯
續
す

べ
き
と
こ
ろ
を
大
・
小
�
の
繰
り
�
し
で
記
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
︑
そ
れ
以
影
で
ず
れ
が
<
き
て
い
る
︒
ま
た
︑
周
家
臺
秦
鯵
﹃
三
十
四

年
曆
�
﹄
で
は
︑
小
�
が
聯
續
し
た
り
︑
大
�
が
三
聯
續
し
た
り
と
︑
一
般
の
曆
の
�
�
置
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
竝
び
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ

ら
の
﹁
書
き
閒
l
い
﹂
は
︑
一
見
す
る
と
作
者
が
E
く
曆
の
知
識
を
持
た
な
い
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
𧰼
を
與
え
る
︒
し
か
し
周
家
臺
秦

鯵
は
︑
こ
れ
だ
け
ず
れ
が
あ
り
な
が
ら
︑
十
・
十
一
�
の
聯
大
�
は
�
っ
て
い
な
い
し
︑
年
頭
・
年
末
の
干
荏
は
つ
じ
つ
ま
が
合
う
よ
う
に
e

整
さ
れ
て
お
り
︑
何
ら
か
の
$
圖
に
基
づ
い
て
�
を
竝
べ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
こ
で
は
そ
の
$
圖
を
%
ら
か
に
し
え
な
い
が
︑﹁
日

書
﹂
に
し
ば
し
ば
カ
レ
ン
ダ
ー
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
あ
る
q
度
の
曆
の
知
識
を
持
っ
た
占
�
家
に
よ
っ
て
﹁
質
日
﹂
や
﹁
日

書
﹂
が
作
成
さ
れ
︑
頒
布
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
筆
者
は
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
乙
種
に
含
ま
れ

る
﹁
丹
﹂
'
に
つ
い
て
︑
宗
敎
�
職
能
者
が
自
ら
の
液
�
の
儀
禮
を
廣
め
る
た
め
に
作
成
・
�
布
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た(

38
)

︒
と
す
れ
ば
︑

﹁
日
書
﹂
中
の
他
の
占
法
に
つ
い
て
も
︑
專
業
の
占
�
家
が
作
成
し
て
液


さ
せ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑﹁
日
書
﹂
に
關
わ
る
占
�
家
は
︑
市
に
居
を
r
え
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
先
に
考
察
し
た
︒
す
る
と
︑
そ
の
液


の
舞
臺
と
な
っ

た
の
は
必
然
�
に
市
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
秦
漢
時
代
の
市
は
︑
商
人
の
市
籍
へ
の
登
錄
や
市
租
の
i
收
︑
官
�
に
よ
る
治
安
維
持
な
ど
︑
國
家

の
瓜
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
獄
等
狀
四
種
﹄
案
例
四
﹁
芮
盜
賣
公
列
地
案
﹂
に
よ
れ
ば
︑
市
中
に
は
﹁
棺
列
﹂
す
な
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わ
ち
棺
を
賣
る
店
舖
が
集
ま
る
一
劃
が
あ
る
な
ど
︑
店
舖
は
品
目
ご
と
に
整
理
さ
れ
︑
銀
雀
山
漢
鯵
﹃
守
法
守
令
等
十
三
'
﹄
第
八
八
四
・
八

八
五
號
鯵
に
﹁
市
貨
□
貴
者
は
︑
肆
を
�
く
る
に
⁝
を
5
ぐ
る
毋
か
れ
⁝
七
尺
を
5
ぐ
る
毋
か
れ
︒
下
貨
の
賤
な
る
者
は
︑
肆
を
�
く
る
に
十

尺
を
5
ぐ
る
毋
か
れ
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
 
品
の
價
格
に
よ
っ
て
も
規
制
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た(39

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
市
で
商
わ
れ
る
品
目
に

ま
で
管
理
が
n
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
日
書
﹂
の
液


に
も
公
權
力
の
目
が
屆
い
て
い
た
可
能
性
は
高
い
︒﹁
日
書
﹂
は
︑
律
令
や
行
政
�

書
・
裁
¡
記
錄
な
ど
の
公
�
書
と
は
衣
な
り
︑
私
�
に
出
囘
っ
て
い
た
書
籍
に
す
ぎ
な
い
か
ら
︑
そ
の
�
字
¢
い
は
本
來
比
�
�
自
由
な
は
ず

で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
︑
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
で
は
﹁
人
﹂・﹁
民
﹂・﹁
人
民
﹂
が
﹁
黔
首
﹂
に
無
理
や
り
置
き
奄
え
ら
れ
た
り
︑

﹁
罪
﹂
字
を
用
い
た
り
し
て
い
る(40

)
︒
こ
の
よ
う
な
現
象
は
︑﹁
日
書
﹂
が
市
で
出
囘
っ
て
い
た
こ
と
が
影
£
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

む
ろ
ん
︑
市
で
液


し
て
い
た
と
は
い
え
︑
當
時
の
市
に
書
肆
が
あ
り
︑
そ
こ
で
﹁
日
書
﹂
が
賣
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
`
景
を
想
宴
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う(41

)
︒
せ
い
ぜ
い
占
�
家
が
需
8
に
應
じ
て
個
別
に
抄
寫
し
�
布
す
る
よ
う
な
狀
況
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る

が
︑
そ
の
閒
に
專
業
の
筆
寫
者
な
ど
が
介
在
す
る
の
か
な
ど
︑
不
¤
%
な
部
分
が
多
い
︒
ま
た
︑
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
甲
種
の
內
容
は
乙
種

と
重
複
し
て
お
り
︑
乙
種
は
墓
	
が
甲
種
を
寫
し
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら(42

)
︑﹁
日
書
﹂
は
讀
者
が
自
ら
書
き
寫
し
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
當
時
の
﹁
日
書
﹂
が
ど
の
よ
う
に
/
集
さ
れ
て
い
た
か
は
︑
當
時
の
竹
鯵
の
製
�
や
抄
寫
が

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
な
ど
も
含
め
て
︑
今
後
さ
ら
に
檢
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
市
に
居
を
r
え
る
占
�
家
が
自
ら
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
﹁
日
書
﹂
に
再
/
集
し
て
�
布
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
彼
ら
の

生
業
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
關
し
て
は
K
の
よ
う
に
考
え
る
︒﹁
日
書
﹂
は
︑
讀
者
が
自
分
で
參
照

し
て
利
用
で
き
る
よ
う
な
�
易
な
內
容
で
あ
る
と
は
い
え
︑﹁
鐘
律
式
占
﹂
の
よ
う
な
專
門
性
が
高
く
極
め
て
難
解
な
內
容
も
含
ま
れ
て
お
り
︑

ま
た
竹
鯵
を
�
閒
な
く
字
で
埋
め
る
こ
と
が
念
頭
に
あ
る
た
め
か
︑
占
法
の
一
部
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
ま
ま
あ
る(43

)
︒
そ
の
よ
う
な
場
合
︑

讀
者
だ
け
で
そ
れ
ら
の
占
法
を
@
い
こ
な
せ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
︒
今
日
見
ら
れ
る


書
の
中
で
も
︑
擇
日
書
な
ど
の
專
門
度
の
高
い
も
の

に
關
し
て
は
︑
一
般
人
に
は
@
い
に
く
く
︑
そ
れ
を
解
讀
す
る
に
は
專
門
家
た
る
占
い
師
が
媒
介
者
と
し
て
必
8
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(44

)
︒
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﹁
日
書
﹂
も
こ
れ
と
同
樣
に
︑
持
ち
	
は
基
本
�
に
は
自
分
で
參
照
し
て
い
た
が
︑
必
8
に
應
じ
て
市
の
占
�
家
の
も
と
を
¥
ね
¡
斷
を
仰
ぐ

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う(45

)
︒
ま
た
︑
出
張
や
出
仕
︑
土
木
工
事
な
ど
の
日
q
は
﹁
日
書
﹂
の
占
斷


り
の
吉
日
を
擇
べ
る
と
は
限
ら
な
い
︒

そ
の
よ
う
な
時
は
占
�
家
に
賴
ん
で
凶
日
に
物
事
を
行
う
場
合
の
儀
禮
を
行
っ
て
も
ら
う
必
8
が
あ
っ
た(46

)
︒
占
�
家
に
と
っ
て
﹁
日
書
﹂
と
は
︑

商
賣
�
具
の
液
出
を
$
味
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の
頒
布
を


じ
て
自
分
た
ち
の
占
法
を
廣
め
︑
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
獲
得
す
る
た
め

の
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
四
違

な
ぜ
下
�
官
�
が
﹁
日
書
﹂
を

持
す
る
の
か
？

�
違
で
は
︑
占
�
家
の
テ
キ
ス
ト
に
一
般
向
け
の
分
か
り
や
す
い
記
営
を
附
け
加
え
た
も
の
が
﹁
日
書
﹂
で
あ
る
こ
と
︑﹁
日
書
﹂
は
市
に

居
を
r
え
る
占
�
家
が
關
わ
り
︑
市
を
中
心
に
液


し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
︒
こ
れ
は
︑﹁
日
書
﹂
が
縣
以
下
の
レ
ベ
ル
を
對
象
と
し
︑

下
�
官
�
ら
を
中
心
に
.
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
合
致
す
る
︒
し
か
し
︑
下
�
官
�
は
一
方
で
嚴
格
な
法
荏
�
の
末
端
に
位
置
す
る
存
在

で
も
あ
る
︒
彼
ら
に
と
っ
て
﹁
日
書
﹂
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
問
題
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
を
題
材
に
し
て
繰
り
�
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
睡
虎
地
秦
鯵
の

9
者
は
下
�
官
�
で
あ
り
︑

秦
律
や
裁
¡
�
書
の
雛
形
︑
法
律
に
關
す
る
問
答
集
な
ど
行
政
に
關
わ
る
書
籍
の
ほ
か
︑
官
�
と
し
て
の
心
得
を
記
し
た
﹃
爲
�
之
�
﹄︑
秦

王
政
二
十
年

(
�
二
二
七
)
に
南
郡
守
が
治
下
の
縣
・
�
に
秦
の
法
律
令
を
園
底
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
布
吿
で
あ
る
﹃
語
書
﹄︑
そ
し
て
﹁
日

書
﹂
と
︑
多
§
な
書
籍
を

持
し
て
い
た
︒
こ
の
う
ち
法
律
�
書
や
﹃
語
書
﹄
は
︑
秦
の
嚴
格
な
法
に
よ
る
瓜
治
を
象
i
す
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
一
方
︑﹁
日
書
﹂
は
在
地
の
"
俗
を
反
映
し
た
も
の
と
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
工
d
元
男
氏
は
︑
秦
が
當
初
は
﹁
日
書
﹂
な
ど
を
利
用

し
な
が
ら
在
地
"
俗
を
許
容
し
つ
つ
︑
秦
法
の
¨
¤
を
は
か
る
柔
軟
な
法
治
	
義
を
占
領
地
に
_
い
て
い
た
が
︑
瓜
一
を
目
�
に
し
て
一
元
�

荏
�
を
志
向
す
る
嚴
格
な
法
治
	
義
へ
と
轉
奄
し
た
と
考
え
る(47

)
︒
ま
た
奈
良
龍
一
氏
は
︑﹃
語
書
﹄
の
﹁
今
且
に
人
を
し
て
之
を
案
行
せ
し
む
﹂

と
い
う
語
句
が
︑
取
り
閲
ま
り
と
同
時
に
そ
の
地
の
©
俗
を
e
査
・
觀
察
す
る
こ
と
を
$
味
し
︑
そ
の
"
俗
の
e
査
・
記
錄
を
書
寫
し
た
鯵
牘
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が
﹁
日
書
﹂
で
あ
る
と
す
る(48

)
︒
す
な
わ
ち
︑
秦
の
地
方
行
政
に
當
た
る
下
�
官
�
た
ち
が
︑
管
h
地
域
の
"
俗
を
把
握
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と

し
て
﹁
日
書
﹂
を
利
用
し
て
い
た
と
說
%
す
る
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
が
成
り
立
た
な
い
の
は
�
営
し
た


り
で
あ
る
︒
ま
た
︑
戰
國
�
か
ら
瓜
一

�
に
至
る
秦
の
瓜
治
體
制
の
變
�
自
體
は
檢
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
︑﹁
日
書
﹂
は
瓜
一
秦
代
に
お
い
て
も
變
わ
ら
ず
副
葬
さ
れ
て
い
た
か

ら
︑
こ
れ
を
そ
の
變
�
と
關
聯
附
け
て
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

一
方
︑
池
田
雄
一
氏
は
︑﹁
日
書
﹂
を
民
閒
で
庶
民
の
手
に
よ
っ
て
釀
成
さ
れ
た
自
律
�
規
範
と
し
︑﹁
日
書
﹂
中
に
は
不
法
行
爲
が
許
容
さ

れ
る
よ
う
な
占
辭
が
あ
る
こ
と
︑﹃
爲
�
之
�
﹄
に
は
民
の
"
俗
を
改
め
る
こ
と
を
戒
め
る
記
営
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
︑﹃
語
書
﹄
で

否
定
�
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
﹁
惡
俗
﹂・﹁
©
俗
"
泆
﹂
な
ど
は
楚
の
地
域
に
特
�
さ
れ
る
反
社
會
�
行
爲
で
あ
り
︑
廣
く
﹁
民
﹂
に
許
容
さ
れ

る
"
俗
と
は
衣
な
っ
て
い
る
と
し
︑
實
は
﹃
語
書
﹄
に
は
民
閒
の
"
俗
や
人
々
の
心
`
を
否
定
す
る
行
論
は
な
く
︑
秦
に
お
い
て
は
律
令
と
"

俗
を
兩
立
さ
せ
︑
地
域
社
會
に
大
幅
な
變
革
を
求
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る(49

)
︒
加
え
て
︑
拜
官
出
仕
す
る
日
の
吉
凶
や
︑
官
府
內
で
の
對

人
關
係
に
關
わ
る
占
辭
な
ど
︑﹁
日
書
﹂
に
は
�
人
に
と
っ
て
も
手
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
內
容
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る(50

)
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑

官
�
が
瓜
治
に
際
し
て
民
閒
の
"
俗
へ
積
極
�
に
介
入
す
る
こ
と
に
は
愼
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
︑﹁
日
書
﹂
に
法
律
に
反
す
る
よ
う
な
行
爲

が
含
ま
れ
る
こ
と
も
默
A
し
て
い
た
ば
か
り
か
︑
官
�
の
方
で
も
自
分
た
ち
の
職
務
に
關
わ
る
內
容
の
含
ま
れ
た
﹁
日
書
﹂
を
手
元
に
置
き
︑

參
照
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑﹃
語
書
﹄
の
﹁
©
俗
﹂
と
﹃
爲
�
之
�
﹄
の
﹁
"
俗
﹂
を
區
別
す
る
點
に
つ
い
て
は
︑
工
d

元
男
氏
が
批
¡
し
て
い
る
よ
う
に
疑
問
が
あ
る(51

)
︒
そ
こ
で
本
稿
で
も
﹃
語
書
﹄
の
內
容
を
檢
討
し
て
お
き
た
い(52

)
︒
や
や
長
く
な
る
が
E
�
を
引

用
し
て
お
く
︒

(A
)
廿
年
四
�
丙
戌
朔
丁
亥
︑
南
郡
守
の
ª
縣
・
�
嗇
夫
に
謂
う
︒
古
者
︑
民
に
各
お
の
©
俗
9
り
︑
其
の
利
と
す
る

n
び
好
惡
同

じ
か
ら
ず
︑
或
い
は
民
に
«
な
ら
ず
︑
邦
に
Y
あ
り
︒
是
を
以
て
�
王
は
法
度
を
作
爲
し
︑
以
て
民
心
を
矯
端
し
︑
其
の
¬
僻
を
去
り
︑

其
の
惡
俗
を
除
く
︒
法
律
未
だ
足
ら
ざ
れ
ば
︑
民
に
詐
巧
多
く
︑
故
に
後
に
閒
令
の
下
る
者
9
り
︒
凡
そ
法
律
令
な
る
者
は
︑
以
て
民
を

敎
�
し
︑
其
の
"
僻
を
去
り
︑
其
の
惡
俗
を
除
き
て
︑
之
を
し
て
善
を
爲
す
に
之
か
し
む
る
な
り
︒
(B
)
今
法
律
令
已
に
具
わ
れ
ど
も
︑
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�
民
用
い
る
莫
く
︑
©
俗
"
泆
の
民
止
ま
ず
︑
是
れ
卽
ち
	
の
%
法
を
廢
し
て
︑
¬
僻
"
泆
の
民
を
長
ぜ
し
め
︑
甚
だ
邦
に
Y
あ
り
て
︑

民
に
«
な
ら
ず
︒
故
に
ª
是
の
爲
に
し
て
法
律
令
・
田
令
n
び
爲
閒
私
方
を
脩
め
て
之
を
下
し
︑
�
を
し
て
%
布
せ
し
め
︑
�
民
を
し
て

皆
之
を
%
知
し
︑
罪
に
歫い

た

る
こ
と
毋
か
ら
し
む
︒
(C
)
今
法
律
令
已
に
布
聞
せ
ら
る
る
も
︑
�
民
の
法
を
犯
し
閒
私
を
爲
す
者
止
ま
ず
︑

私
好
・
©
俗
の
心
變
わ
ら
ず
︑
令
・
丞
自
從
り
以
下
知
れ
ど
も
舉
論
せ
ず
︑
是
れ
卽
ち
%
ら
か
に
	
の
%
法
を

け
て
︑
¬
僻
の
民
を
養

�
す
︒
(D
)
此
く
の
如
く
ん
ば
︑
則
ち
人
臣
と
爲
り
て
亦
た
不
忠
な
り
︒
若
し
知
ら
ず
ん
ば
︑
是
れ
卽
ち
不
®
任
・
不
知
な
り
︒
知
り

て
敢
え
て
論
ぜ
ず
ん
ば
︑
是
れ
卽
ち
不
廉
な
り
︒
此
れ
皆
大
罪
に
し
て
︑
令
・
丞
%
知
せ
ず
ん
ば
︑
甚
だ
«
な
ら
ず
︒
(E
)
今
且
に
人

を
し
て
之
を
案
行
し
︑
令
に
從
わ
ざ
る
者
を
舉
云
し
︑
致
す
に
律
を
以
て
し
︑
論
ず
る
こ
と
令
・
丞
に
n
ば
し
め
ん
と
す
︒
印
た
且
に
縣

官
の
獨た

れ
が
令
を
犯
し
て
令
・
丞
の
得
ざ
る
者
多
き
か
を
課
し
︑
令
・
丞
を
以
て
聞
せ
し
め
ん
と
す
︒
K
を
以
て
傳
え
よ
︒
書
を
江
陵
に

別
か
ち
て
布
し
︑
郵
を
以
て
行や

れ
︒

ま
ず

(A
)
は
︑
法
律
令
と
い
う
も
の
E
般
が
生
ま
れ
て
き
た
根
源
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
說
%
し
た
內
容
で
あ
る
︒
古
く
は
民
に
©
俗
が

あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
利
と
す
る
も
の
や
好
惡
が
衣
な
っ
て
い
た
た
め
︑
民
や
邦
に
Y
が
n
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
︑
�
王
が
法
を
作
り
︑
民
を
矯
正

し
惡
俗
を
除
い
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る
︒
續
い
て

(B
)
で
は
︑
秦
の
南
郡
に
卽
し
た
狀
況
が
說
%
さ
れ
る
︒
法
律
令
が
世
の
中
に
生
み
出
さ

れ
た
後
に
な
っ
て
も
︑
�
民
が
そ
れ
を
用
い
ず
︑
©
俗
を
重
視
す
る
¬
な
民
が
は
び
こ
っ
て
い
た
た
め
︑
南
郡
守
は
法
律
令
を
整
備
し
て
布
吿

し
︑
�
民
に
周
知
さ
せ
て
︑
彼
ら
が
罪
に
抵
觸
し
な
い
よ
う
に
し
た
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に

(C
)
で
は
︑
こ
う
し
て
法
律
令
が
す
で

に
布
吿
さ
れ
て
い
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑
�
民
が
法
を
犯
し
私
�
な
不
正
を
行
う
者
が
後
を
絕
た
ず
︑
私
心
を
持
ち
©
俗
を
重
視
す
る
心
も
變
わ

ら
ず
︑
縣
令
・
丞
以
下
の
官
�
も
知
っ
て
い
な
が
ら
檢
擧
し
て
罪
に
問
お
う
と
も
し
な
い
と
︑
さ
ら
に
具
體
�
な
現
在
の
南
郡
の
狀
況
が
說
%

さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
行
爲
は

(D
)
人
臣
と
し
て
﹁
不
忠
﹂︑
不
正
行
爲
を
知
ら
な
い
の
は
﹁
不
®
任
﹂
(任
に
堪
え
な
い
)
・﹁
不
知
﹂
(
狀
況
の

把
握
不
足
)
︑
知
っ
て
い
な
が
ら
罪
に
問
わ
な
い
の
は
﹁
不
廉
﹂
(
廉
�
で
な
い
)
で
︑
縣
令
・
丞
も
こ
れ
を
把
握
し
て
い
な
い
の
は
問
題
で
あ
る
︒

(E
)
そ
こ
で
今
︑
人
を
�
¢
し
て
縣
・
�
を
視
察
さ
せ
︑
令
に
從
わ
な
い
者
を
律
に
則
っ
て
彈
云
し
︑
令
・
丞
も
罪
に
問
う
︒
ま
た
審
査
し

― 20 ―

216



て
︑
官
�
が
令
を
犯
し
て
縣
令
・
丞
が
摘
發
し
て
い
な
い
者
が
�
も
多
い
縣
は
︑
そ
の
縣
令
・
丞
を
報
吿
さ
せ
る
︒
以
上
が
︑﹃
語
書
﹄
の
大

$
で
あ
る
︒

�
±
部
の

(A
)～
(C
)
で
は
︑
民
が
©
俗
を
衣
に
す
る
こ
と
を
批
¡
し
︑
そ
れ
を
取
り
除
い
て
法
律
令
に
從
わ
せ
る
こ
と
で
︑
移
風
易
俗

を
推
し
�
め
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
%
白
で
あ
る(53

)
︒
確
か
に
︑
各
地
の
民
の
©
俗
が
衣
な
っ
て
い
る
こ
と
の
²
Y
を
說
き
こ
そ
す
れ
︑

民
が
自
律
�
な
"
俗
を
持
つ
こ
と
自
體
は
否
定
し
て
い
な
い
と
も
解
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
直
接
の
非
難
の
對
象
と
な
っ
て
い

る
の
は
︑
�
民
が
法
律
令
を
無
視
し
て
©
俗
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
こ
こ
で
言
う
﹁
©
俗
﹂
が
楚
固
9
の
反
社
會
�
行
爲
で
あ
ろ
う

と
︑
特
定
の
地
域
を
越
え
た
民
の
自
律
�
秩
序
で
あ
ろ
う
と
︑
法
律
令
に
反
す
る
限
り
に
お
い
て
は
變
わ
ら
ず
排
除
の
對
象
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
︒
從
っ
て
︑﹃
語
書
﹄
の
�
面
の
限
り
で
は
︑
や
は
り
在
地
"
俗
を
否
定
し
︑
法
律
令
に
よ
る
荏
�
を
園
底
�
し
よ
う
と
す
る
$
圖
し
か
讀

み
取
る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒

ま
た
︑﹃
語
書
﹄
は
�
±
部
の
移
風
易
俗
の
思
想
が
强
e
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
後
±
部
の

(D
)・
(E
)
に
お
い
て
は
﹁
不
忠
﹂・﹁
不

®
任
﹂・﹁
不
知
﹂・﹁
不
廉
﹂
や
縣
令
・
丞
の
監
督
不
行
き
屆
き
な
ど
︑
も
っ
ぱ
ら
官
�
の
行
い
に
對
す
る
非
難
と
彈
云
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
�
$
す
べ
き
だ
ろ
う(54

)
︒﹃
語
書
﹄
が
郡
守
か
ら
縣
�
官
に
發
せ
ら
れ
た
布
吿
で
あ
る
以
上
︑
そ
の
中
で
�
も
重
8
な
の
は
言
う
ま
で
も
な

く

(E
)
の
命
令
部
分
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑﹃
語
書
﹄
は
﹁
©
俗
﹂・﹁
©
俗
"
泆
之
民
﹂
な
ど
と
い
う
表
現
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
で

あ
る
が
︑
結
局
の
と
こ
ろ
は
©
俗
に
染
ま
り
き
っ
た
民
を
直
接
取
り
閲
ま
る
こ
と
を
目
�
と
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
律
令
を
な
い
が
し
ろ
に
し

て
不
正
を
働
い
て
い
る
官
�
を
摘
發
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(55

)
︒

以
上
の
理
解
に
基
づ
け
ば
︑﹃
語
書
﹄
で
非
難
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
©
俗
に
從
っ
て
生
き
る
民
に
よ
っ
て
引
き
<
こ
さ
れ
る
l
法
行
爲
を
︑

こ
れ
ま
た
©
俗
に
則
っ
て
不
問
に
付
し
︑
行
政
を
行
う
際
に
©
俗
に
則
っ
て
處
理
す
る
下
�
官
�
の
+
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
こ
れ
に
つ

い
て
は
K
の
よ
う
な
例
が
想
<
さ
れ
る
︒
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
獄
等
狀
四
種
﹄
案
例
七
﹁
識
劫
剣
案
﹂
(秦
王
政
十
八
年

(
�
二
二
九
)
の
事
案
)
で
は
︑

大
夫
の
沛
が
妾
の
剣
を
解
放
し
て
妻
と
し
︑﹁
宗
人
﹂
に
對
し
て
彼
女
を
﹁
宗
﹂
に
入
れ
︑
里
の
互
助
組
織
の
賦
を
他
の
人
妻
同
樣
に
³
擔
し
︑
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里
人
と
祭
祀
な
ど
の
際
に
飮
食
を
共
に
す
る
こ
と
を
求
め
︑
許
可
さ
れ
た
︒
剣
が
﹁
宗
﹂・﹁
里
﹂
に
よ
っ
て
沛
の
妻
と
A
め
ら
れ
た
こ
と
を
$

味
す
る
が
︑
こ
の
案
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
︑
沛
が
©
に
對
し
て
剣
を
妻
に
し
て
い
た
こ
と
を
申
吿
し
て
お
ら
ず
︑
戶
籍
上
は
﹁
免
妾
﹂
の

ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
縣
で
の
議
論
で
は
﹁
剣
は
大
夫
□
の
妻
と
爲
し
︑
識
に
二
甲
を
貲
せ
︒
或
い
は
曰
く
︑
剣
は
庶
人
と
爲
し
︑
識

を
完
し
て
城
旦
と
爲
し
︑
喧
足
し
て
蜀
に
輸
せ
︒﹂
と
さ
れ
︑
剣
を
妻
と
A
め
る
か
ど
う
か
で
¡
斷
が
つ
か
ず
︑
上
�
に
伺
い
を
立
て
て
い
る
︒

沛
は
官
に
婚
姻
の
屆
出
を
し
て
お
ら
ず
︑
剣
は
戶
籍
に
沛
の
妻
と
し
て
登
錄
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
︑
法
律
を
忠
實
に
a
用
す
る
な
ら
ば
剣

は
妻
と
は
A
め
ら
れ
な
い
が
︑
縣
で
は
﹁
宗
﹂・﹁
里
﹂
に
A
め
ら
れ
て
い
る
と
の
事
實
を
重
視
し
︑
妻
と
す
る
と
の
案
も
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ

れ
な
ど
は
︑
ま
さ
に
﹁
©
俗
﹂
を
重
視
し
た
¡
斷
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
ま
た
張
家
山
漢
鯵
﹃
奏
讞
書
﹄
案
例
四
は
︑
女
子
の
符
が
¸
B

し
た
後
に
戶
籍
を
僞
り
︑
解
と
い
う
男
性
と
結
婚
し
た
が
︑
後
に
符
は
¸
B
者
で
あ
る
こ
と
が
發
覺
し
︑
解
も
罪
に
問
わ
れ
た
︒
解
は
符
が
¸

B
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
結
婚
し
た
が
︑
律
に
﹁
B
人
を
娶
り
て
妻
と
爲
す
は
︑
黥
し
て
城
旦
と
爲
し
︑
知
ら
ざ
る
も
︑
減
ず
る
こ
と
9

る
に
非
ざ
る
な
り
︒﹂
と
あ
る
の
に
基
づ
け
ば
︑
黥
城
旦
と
な
る
︒
た
だ
し
縣
で
は
`
狀
¹
量
の
餘
地
あ
り
と
し
て
獄
�
の
閒
で
議
論
に
な
り
︑

廷
尉
に
上
申
し
伺
い
を
立
て
た
と
こ
ろ
︑
廷
尉
の
�
答
は
﹁
B
人
を
娶
り
て
妻
と
爲
す
を
も
っ
て
之
を
論
ず
︒
律
に
白
ら
か
な
れ
ば
︑
讞
す
る

に
當
た
ら
ず
︒﹂
す
な
わ
ち
︑
律
�
に
%
白
に
規
定
が
あ
る
の
だ
か
ら
︑
伺
い
を
立
て
る
に
當
た
ら
な
い
と
い
う
冷
た
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ

の
案
件
は
漢
代
の
例
で
︑
か
つ
獄
�
た
ち
の
¡
斷
は
©
俗
に
則
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
︑
縣
で
の
裁
¡
で
は
︑
律
�
に
%
白
に
規

定
が
あ
り
な
が
ら
︑
現
場
レ
ベ
ル
で
律
�
を
a
用
し
な
い
よ
う
な
¡
斷
が
<
こ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
處
理
方
法
の
一
つ
と
し
て
︑﹁
日
書
﹂
な
ど
に
基
づ
い
た
對
應
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
例
え
ば
︑﹁
日
書
﹂
に
含

ま
れ
る
盜
人
占
い
を
利
用
し
て
犯
人
の
推
定
を
行
っ
た
場
合
︑
冤
罪
が
容
易
に
發
生
し
た
り
︑
犯
人
の
º
捕
を
す
ぐ
諦
め
た
り
す
る
な
ど
の
²

Y
が
發
生
す
る
可
能
性
が
あ
る(56

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
縣
以
下
の
レ
ベ
ル
で
は
現
地
の
"
俗
を
法
律
よ
り
も
優
先
さ
せ
た
り
︑﹁
日
書
﹂
を
利
用
し

て
事
案
を
處
理
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
頻
發
し
た
た
め
︑
南
郡
守
は
特
に
律
令
を
布
吿
し
︑
さ
ら
に
治
下
の
縣
�
の
官
�
た
ち
を
監
察
す

る
こ
と
で
︑
綱
紀
肅
正
を
圖
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
秦
～
�
漢
�
�
に
お
い
て
︑
地
方
行
政
は
基
本
�
に
縣
單
位
で
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行
わ
れ
て
お
り
︑
郡
の
	
な
業
務
は
治
下
の
縣
の
監
察
で
あ
っ
た(57

)
︒
實
際
の
地
方
瓜
治
に
當
た
っ
て
は
︑
縣
の
レ
ベ
ル
で
は
在
地
の
"
俗
や
秩

序
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
瓜
治
を
�
め
る
の
が
現
實
�
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
宴
に
難
く
な
い
が
︑
監
察
を
行
う
と
い
う
立
場
上
︑
郡
以
上

の
レ
ベ
ル
で
は
法
律
令
に
よ
る
園
底
し
た
瓜
治
を
指
示
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
日
書
﹂
を
地
方
官
�
が

持
し
職
務
に
役
立

て
て
い
る
と
い
う
現
實
は
秦
の
瓜
治
の
﹁
本
o
﹂︑﹃
語
書
﹄
に
見
え
る
郡
守
の
指
示
は
秦
の
瓜
治
の
﹁
円
�
﹂
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う(58

)
︒

夙
に
湯
淺
邦
弘
氏
が
﹃
語
書
﹄
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
强
硬
な
法
思
想
と
﹃
爲
�
之
�
﹄
が
民
へ
の
柔
軟
な
對
應
を
說
い
て
い
る
こ
と
を
取
り
上

げ
︑
そ
こ
に
秦
の
瓜
治
の
二
重
r
�
を
見
出
し
た
の
は
︑
こ
の
點
を
正
し
く
指
摘
し
て
い
る(59

)
︒

ま
た
︑﹁
日
書
﹂
の
內
容
が
完
E
に
l
法
行
爲
を
容
A
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
︑
時
に
法
律
の
方
が
﹁
日
書
﹂
と
の
親
和
性
を
示
す
こ
と

も
あ
っ
た
︒
例
え
ば
張
家
山
漢
鯵
﹃
二
年
律
令
﹄
田
律
第
二
五
〇
號
鯵
に
は
﹁
戊
・
己
の
日
を
以
て
土
功
を
興
す
毋
か
れ
︒﹂
と
あ
り
︑
同
樣

に
五
行
說
で
土
に
�
當
さ
れ
る
戊
・
己
の
日
の
土
功

(土
木
工
事
)
を
禁
じ
る
規
定
は
﹁
日
書
﹂
で
も
し
ば
し
ば
確
A
さ
れ
る(

60
)

︒
こ
の
よ
う
に
︑

法
律
と
﹁
日
書
﹂
に
見
え
る
よ
う
な
"
俗
は
︑
E
く
か
け
離
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
從
っ
て
︑
地
方
行
政
レ
ベ
ル
で
﹁
日
書
﹂
に
基

づ
い
た
業
務
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
想
定
で
き
る
︒

な
お
︑﹃
語
書
﹄
は
南
郡
に
お
い
て
發
布
さ
れ
た
指
令
で
あ
り
︑
と
も
す
れ
ば
被
荏
�
者
と
し
て
の
楚
地
の
"
俗
の
特
衣
性
を
示
す
事
例
と

し
て
引
用
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
﹁
©
俗
﹂
を
重
視
し
法
律
令
に
な
じ
ま
な
い
�
民
の
+
は
︑
楚
地
に
限
ら

ず
︑
秦
の
故
地
も
含
む
︑
廣
く
秦
の
荏
�
領
域
E
體
に
當
て
は
ま
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
秦
地
に
お
い
て
も
︑
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄

の
よ
う
な
﹁
日
書
﹂
が
下
�
官
�
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
こ
の
こ
と
を
傍
證
し
て
い
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
地
方
行
政
に
お
い
て
E
て
が
﹁
日
書
﹂
を
參
照
し
て
決
め
ら
れ
て
い
た
り
︑
何
事
に
も
法
律
よ
り
も
在
地
の
"
俗
を
優
先
さ
せ

て
い
た
り
し
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
は
︑
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
獄
等
狀
四
種
﹄
や
張
家
山
漢
鯵
﹃
奏
讞
書
﹄
に
お
い
て
︑
法
律
を
a

用
さ
せ
つ
つ
司
法
手
續
き
を
�
め
て
い
く
官
�
た
ち
の
+
か
ら
も
窺
え
る
︒
た
だ
︑
こ
の
よ
う
な
裁
¡
關
係
の
記
錄
は
模
範
や
雛
形
と
す
る
た

め
に
/
集
さ
れ
て
お
り
︑
比
�
�
法
律
を
»
守
し
つ
つ
對
處
さ
れ
た
事
例
を
拔
粹
し
集
積
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
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縣
以
下
の
レ
ベ
ル
の
官
�
た
ち
は
︑
基
本
�
に
は
律
令
に
基
づ
き
つ
つ
行
政
を
行
っ
て
い
た
が
︑
時
と
場
合
に
應
じ
て
在
地
の
ル
ー
ル
に
則
っ

た
處
理
を
し
て
い
た
︒
そ
し
て
そ
の
狀
況
は
︑﹃
語
書
﹄
の


U
後
も
お
そ
ら
く
さ
ほ
ど
變
わ
ら
な
か
っ
た
︑
い
や
︑
變
え
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

第
五
違

｢
日
書
﹂
は
誰
に
向
け
た
も
の
だ
っ
た
の
か
？

｢日
書
﹂
は
市
に
居
を
r
え
た
占
�
家
が
/
集
に
關
わ
り
︑
市
に
お
い
て
液


し
て
い
た
︒
秦
～
漢
代
の
﹁
日
書
﹂
の
內
容
は
縣
以
下
の
レ

ベ
ル
を
	
に
問
題
と
し
て
お
り
︑
實
際
に
下
�
官
�
層
な
ど
の
墓
葬
を
中
心
に
出
土
し
て
い
る
︒
彼
ら
下
�
官
�
層
は
︑
法
律
に
よ
る
一
元
�

瓜
治
を
理
念
と
し
て
揭
げ
る
秦
に
お
い
て
︑
現
實
�
に
は
﹁
日
書
﹂
を
用
い
る
な
ど
し
て
在
地
の
"
俗
や
秩
序
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
瓜

治
を
行
っ
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
日
書
﹂
と
下
�
官
�
層
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
︑
池
田
雄
一
氏
は
︑﹁
日
書
﹂
は
民
閒
で
庶
民
の
手
に
よ
っ
て
釀
成
さ
れ
た

自
律
�
規
範
と
し
つ
つ
も
︑
�
人
に
と
っ
て
も
手
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
內
容
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
い
る(

61
)

︒
工
d
元
男
氏
も
︑﹁
日
書
﹂

中
に
下
�
官
�
を
對
象
と
す
る
占
辭
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
︑
彼
ら
に
よ
っ
て
	
に
利
用
さ
れ
た
と
し
な
が
ら
も
︑
も
と
も
と
民
閒
の
占
家

だ
っ
た
﹁
日
書
﹂
の
/
者
が
徐
々
に
﹁
日
書
﹂
に
對
す
る
官
�
の
關
心
と
需
8
を
A
識
し
︑
�
治
に
關
わ
る
占
い
を
﹁
日
書
﹂
中
へ
積
極
�
に

/
入
し
て
い
っ
た
と
す
る(62

)
︒
こ
れ
ら
に
共


し
て
い
る
の
は
︑﹁
日
書
﹂
が
も
と
も
と
は
下
�
官
�
の
用
い
る
も
の
で
は
な
く
︑
民
閒
の
人
々

の
た
め
に
向
け
ら
れ
た
書
籍
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
市
に
居
を
r
え
る
占
�
家
は
訪
れ
る
樣
々
な
人
々
の
た
め
に
占
い
を

行
っ
て
い
た
の
で
︑
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
廣
く
一
般
の
人
々
を
對
象
と
し
て
い
た
だ
ろ
う
︒
そ
れ
を
﹁
民
閒
秩
序
﹂
を
代
表
す
る
も
の
と
言
う

こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
︑
こ
の
よ
う
に
下
�
官
�
と
民
の
世
界
を
區
分
し
て
考
え
る
こ
と
に
は
や
や
疑
問
を
覺
え
る
︒

先
引
の
﹃
語
書
﹄
で
は
︑﹁
今
法
律
令
已
に
具
わ
れ
ど
も
︑
�
民
用
い
る
莫
く
﹂﹁
�
民
を
し
て
皆
之
を
%
知
し
︑
罪
に
歫
る
こ
と
毋
か
ら
し

む
﹂﹁
今
法
律
令
已
に
布
聞
せ
ら
る
る
も
︑
�
民
の
法
を
犯
し
閒
私
を
爲
す
者
止
ま
ず
﹂
な
ど
︑
法
律
を
»
守
し
な
い
存
在
と
し
て
﹁
�
民
﹂
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が
言
n
さ
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
民
が
法
律
に
背
き
︑
そ
れ
を
取
り
閲
ま
る
べ
き
�
も
法
律
に
背
い
て
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
狀
況
を
表
し

て
い
る
と
見
て
良
い
の
だ
が
︑
こ
の
﹁
�
民
﹂
と
い
う
語
自
體
は
秦
漢
�
の
#
料
中
に
多
く
見
ら
れ
︑
�
と
民
が
一
體
と
な
っ
た
人
々
の
こ
と

を
指
し
て
い
る(63

)
︒
ま
た
︑
斗
食
・
佐
�
な
ど
の
地
方
小
�
は
︑
勤
務
日
數
に
應
じ
た
報
酬
の
荏
給
が
な
さ
れ
︑
中
に
は
輪
番
で
年
數
箇
�
の
み

勤
務
す
る
者
も
含
ま
れ
て
い
る
な
ど
︑
官
と
民
の
閒
の
線
引
き
は
非
常
に
曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る(64

)
︒
す
る
と
︑
少
な
く
と
も

﹁
少
�
﹂
と
呼
ば
れ
る
現
地
¾
用
の
郡
縣
屬
�
に
關
し
て
は
︑﹁﹁
日
書
﹂
の
よ
う
な
民
閒
の
"
慣
・
秩
序
が
官
�
の
側
に
も
波
n
し
た
﹂
と
か
︑

そ
れ
と
は
正
反
對
に
﹁
民
を
瓜
制
す
る
た
め
に
官
�
も
﹁
日
書
﹂
を
利
用
し
た
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
︑﹁
官
﹂
と
﹁
民
﹂
の
對
立
r
�
を
見
る

の
は
お
そ
ら
く
正
し
く
な
い
︒
下
�
官
�
層
は
︑
も
と
も
と
﹁
日
書
﹂
が
對
象
と
す
る
よ
う
な
世
界
に
生
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑

そ
れ
を
積
極
�
に
利
用
し
て
い
た
の
は
當
然
と
も
言
え
る
︒

そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑﹁
日
書
﹂
は
讀
者
が
自
ら
參
照
す
る
の
を
�
提
と
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
そ
の
利
用
の
狀
況
は
再
考
の
餘
地
が

あ
る
︒
確
か
に
︑﹁
日
書
﹂
は
�
易
に
參
照
で
き
る
よ
う
な
手
引
書
で
あ
り
︑
�
字
が
讀
め
さ
え
す
れ
ば
あ
る
q
度
は
誰
に
で
も
利
用
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
も
そ
も
�
字
知
識
を
持
っ
た
人
々
が
當
時
ど
れ
だ
け
い
た
の
か
︒

秦
漢
時
代
︑
�
字
知
識
は
庶
民
に
至
る
ま
で
比
�
�
廣
範
に
n
ん
で
い
た
と
も
言
わ
れ
る(65

)
︒
し
か
し
︑
そ
の
中
に
は
署
名
q
度
は
で
き
る
レ

ベ
ル
や
︑
鯵
單
な
�
違
は
讀
め
る
が
書
く
の
は
不
得
手
で
あ
る
レ
ベ
ル
︑
公
�
書
に
定
型
句
を
書
き
L
ん
で
處
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
レ
ベ
ル

な
ど
︑
樣
々
な
q
度
の
者
を
含
ん
で
い
る(66

)
︒
墓
葬
か
ら
出
土
す
る
よ
う
な
書
籍
を
讀
ん
で
理
解
し
︑
な
お
か
つ
自
分
で
寫
し
取
る
こ
と
が
で
き

る
レ
ベ
ル
を
﹁
閏
分
な
�
字
知
識
が
あ
る
﹂
と
み
な
す
と
す
れ
ば
︑
大
±
の
人
々
は
そ
の
レ
ベ
ル
に
は
U
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒﹁
日
書
﹂

に
卽
し
て
考
え
る
な
ら
ば
︑
そ
の
內
容
は
比
�
�
單
純
な
占
辭
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
っ
て
い
る
と
は
い
え
︑
占
い
の
對
象
は
多
岐
に
n
ん
で

お
り
︑
用
い
て
い
る
漢
字
の
種
類
も
多
い
︒
從
っ
て
︑
�
字
が
少
し
で
も
分
か
る
誰
も
が
﹁
日
書
﹂
を
利
用
で
き
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

具
體
�
に
見
て
み
よ
う
︒
漢
代
中
～
後
�
の
邊
境
防
衞
施
設
で
は
︑
候
官
・
部
・
燧
が
そ
れ
ぞ
れ
內
地
の
縣
・
©
・
里
レ
ベ
ル
に
相
當
す
る

が
︑
高
村
武
幸
氏
に
よ
れ
ば
︑
末
端
の
燧
長
で
あ
っ
て
も
下
行
�
書
を
理
解
で
き
な
け
れ
ば
務
ま
ら
ず
︑
大
±
は
�
字
の
知
識
が
あ
っ
た
と
い
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う(
67
)

︒
こ
れ
に
對
し
て
冨
谷
至
氏
は
︑
�
書
は
部
に
ま
で
し
か
傳
U
さ
れ
ず
︑
燧
に
は
口
頭
傳
U
が
基
本
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る(68

)
︒
里
レ
ベ
ル
に

つ
い
て
は
︑
里
耶
秦
鯵
八−

一
四
四
三+

八−

一
四
五
五
に

丗
二
年
六
�
乙
巳
朔
壬
申
︑
都
©
守
の
武
の
爰
書
︒
高
里
の
士
伍
の
武
自
言
す
ら
く
︑
大
奴
の
幸
・
甘
多
︑
大
婢
の
言
・
言
の
子
の
益
等
︑

牝
馬
一
Á
を
以
て
子
の
小
男
の
產
に
予
え
ん
︑
と
︒

典
の
私
占
す
︒

初
手
︒

と
あ
り
︑
高
里
の
士
伍
の
武
の
財
產
の
生
�
分
與
を
里
典
の
私
が
﹁
占
﹂
(申
吿
)
し
︑
そ
れ
を
初
が
記
し
て
い
る
︒
初
は
背
面
の
記
載
に
よ

れ
ば
©
佐
で
あ
っ
た
︒
す
る
と
︑
里
や
燧
で
は
︑
大
部
分
の
者
は
�
字
知
識
を
身
に
附
け
て
お
ら
ず
︑
ま
し
て
や
﹁
日
書
﹂
の
よ
う
な
書
籍
を

讀
み
と
く
こ
と
は
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
の
一
方
で
︑
こ
の
里
耶
秦
鯵
の
例
か
ら
も
%
ら
か
な
よ
う
に
︑
日
常
�
に
�
書
行
政
に
携
わ
っ
て

い
る
下
�
官
�
ら
は
︑﹁
日
書
﹂
を
讀
解
で
き
る
q
度
の
�
字
知
識
は
閏
分
に
身
に
附
け
て
い
る
︒

｢日
書
﹂
と
下
�
官
�
の
密
接
な
關
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
工
d
元
男
氏
は
︑
官
�
の
出
張
の
增
大
と
﹁
日

書
﹂
の
�
n
を
結
び
つ
け
て
い
る
が(69

)
︑﹁
日
書
﹂
中
に
は
︑
出
行
に
關
す
る
占
辭
ば
か
り
で
な
く
︑
土
木
工
事
に
關
す
る
占
辭
も
頻
見
さ
れ
る

ほ
か
︑﹁
日
書
﹂
で
占
わ
れ
て
い
る
祭
祀
や
動
物
の
飼
育
︑
伐
木
︑
衣
M
の
製
�
︑
穀
物
の
出
入
な
ど
の
行
爲
は
︑
�
陵
縣
の
職
務
內
容
と
し

て
里
耶
秦
鯵
中
に
見
え
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
廣
く
一
般
の
人
々
が
行
い
う
る
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
官
�
が
こ
れ
ら
の
條
�
を
職
務
に

役
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
縣
官
﹂・﹁
奴
婢
﹂・﹁
黔
首
﹂・﹁
罪
﹂
な
ど
の
用
語
が
時
代
と
と
も
に
公
�
書
同
樣
に
改
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
︑﹁
日
書
﹂
と
官
�
と
の
關
係
の
密
接
さ
の
表
れ
と
も
理
解
で
き
よ
う
︒﹁
日
書
﹂
は
本
來
私
�
な
書
籍
で
あ
り
︑
公
�
書
の
よ

う
に
規
格
�
さ
れ
た
�
字
¢
い
を
園
底
す
る
必
8
は
な
い
︒
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
︑
か
よ
う
に
�
字
¢
い
や
用
語
に
�
$
を
拂
っ
て
い
る
の
は
︑

下
�
官
�
を
	
な
利
用
者
と
し
て
想
定
す
る
以
上
︑
あ
る
q
度
は
�
字
¢
い
や
用
語
に
氣
を
�
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

實
は
こ
れ
と
似
た
現
象
が
他
の
書
籍
に
も
確
A
で
き
る
︒﹃
爲
�
之
�
﹄
は
︑
四
字
一
句
を
基
e
と
し
て
︑
官
�
の
心
得
や
あ
る
べ
き
官
�

の
+
に
つ
い
て
說
き
<
こ
す
も
の
で
︑
こ
れ
と
共


す
る
內
容
を
持
つ
書
籍
と
し
て
︑
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
�
治
官
n
黔
首
﹄︑
王
家
臺
秦
鯵
﹃
政

事
之
常
﹄︑
北
大
秦
鯵
﹃
爲
�
之
�
﹄
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
律
令
や
裁
¡
記
錄
︑
�


に
關
す
る
�
書
︑
算
�
書
︑
出
張
に
關
す
る
記
錄
を
書
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き
こ
む
カ
レ
ン
ダ
ー
の
役
割
を
果
た
し
た
﹁
質
日
﹂︑
n
び
﹁
日
書
﹂
な
ど
と
�
出
し
て
お
り
︑
持
ち
	
は
官
�
で
あ
っ
た
と
思
し
い
︒
す
る

と
﹃
爲
�
之
�
﹄
の
よ
う
な
官
�
の
訓
戒
を
記
し
た
書
籍
も
︑
當
時
の
官
�
が
座
右
に
置
く
べ
き
書
と
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
こ
で

�
目
さ
れ
る
の
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
爲
�
之
�
﹄
の
﹁
民
﹂
が
︑
瓜
一
後
の
抄
寫
と
思
し
き
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
�
治
官
n
黔
首
﹄
で
は
﹁
黔
首
﹂

に
無
理
や
り
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る(70

)
︒
こ
れ
も
︑
官
�
が
日
ご
ろ
參
照
す
る
こ
と
を
考
慮
し
た
書
き
奄
え
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
が
︑
E
て
の
﹁
民
﹂
が
﹃
爲
�
治
官
n
黔
首
﹄
中
で
﹁
黔
首
﹂
に
書
き
奄
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
律
令
や
行
政
�
書
の
よ
う
な
公

�
書
に
お
い
て
﹁
黔
首
﹂
の
@
用
が
園
底
さ
れ
た
こ
と
は
︑
里
耶
秦
鯵
や
龍
崗
秦
鯵
が
專
ら
﹁
黔
首
﹂
を
用
い
︑﹁
民
﹂
字
が
E
く
確
A
さ
れ

な
い
こ
と
か
ら
%
ら
か
で
あ
る
︒
す
る
と
﹃
爲
�
治
官
n
黔
首
﹄
の
よ
う
な
書
籍
は
︑
多
く
の
下
�
官
�
が
手
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て

も
︑
公
�
書
そ
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
︒

す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
爲
�
之
�
﹄
は
在
地
"
俗
に
對
す
る
柔
軟
な
對
應
を
說
く
な
ど
︑
そ
の
內
容
は
必
ず
し
も
﹃
語
書
﹄

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
秦
の
瓜
治
理
念
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
う
し
た
$
味
で
も
︑
こ
れ
ら
は
律
令
や
裁
¡
關
係
�
書
の
よ
う
な

公
�
書
と
同
列
に
語
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
あ
く
ま
で
私
�
な
書
籍
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
當
時
の
官
�
ら
が
こ
れ
を
多
く

持
し

て
い
た
の
は
︑
何
よ
り
も
そ
の
內
容
が
9
用
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒
從
っ
て
︑
こ
れ
ら
は
非
公
A
で
は
あ
る
も
の
の
︑
官
�
の
閒
で
は
﹁
準

敎
科
書
﹂
と
し
て
.
容
さ
れ
て
い
た
書
籍
と
見
な
す
の
が
穩
當
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
と
同
樣
︑
官
�
の
手
元
に
置
か
れ
︑
公
�
書
同

樣
に
用
語
に
�
$
が
拂
わ
れ
て
い
た
﹁
日
書
﹂
も
︑
官
�
に
と
っ
て
座
右
に
置
く
べ
き
﹁
準
敎
科
書
﹂
�
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

も
ち
ろ
ん
︑﹁
日
書
﹂
が
E
く
下
�
官
�
層
に
よ
っ
て
獨
占
さ
れ
て
い
た
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
︒
�
字
知
識
の
擴
大
に
は
經
濟
活
動
の
隆

盛
と
の
關
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が(71

)
︑﹁
日
書
﹂
中
に
は
﹁
市
旅
﹂・﹁
賈
市
﹂
な
ど
︑
商
業
活
動
に
關
す
る
內
容
が
占
わ
れ
て
い
る
の
を
多
く

確
A
す
る
こ
と
が
で
き
︑﹁
日
書
﹂
の
讀
者
層
の
關
心
は
商
業
活
動
に
も
�
が
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

す
る
と
︑﹁
日
書
﹂
は
民
閒
の
秩
序
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
︑
徐
々
に
下
�
官
�
に
.
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
內
容
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
よ
り
も
︑
占
�
家
の
專
門
書
か
ら
讀
者
の
參
照
を
�
提
と
し
た
書
籍
に
變
�
す
る
5
q
で
︑
�
初
か
ら
下
�
官
�
や
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經
濟
活
動
に
從
事
す
る
者
な
ど
︑
�
字
知
識
を
身
に
附
け
た
人
々
を
	
8
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
想
定
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か(72

)
︒

お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
秦
か
ら
漢
代
に
.
け
繼
が
れ
た
﹁
日
書
﹂
に
つ
い
て
檢
討
し
て
き
た
︒
秦
の
﹁
日
書
﹂
は
︑
も
と
は
市
に
居
を
r
え
る
占
�
家

の
專
門
�
な
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
の
が
︑
下
�
官
�
や
經
濟
活
動
に
從
事
す
る
者
が
�
字
知
識
を
身
に
附
け
︑
自
ら
日
取
り
の
吉
凶
を
占
う
こ
と

へ
の
欲
求
が
高
ま
る
よ
う
に
な
る
と
︑
彼
ら
に
向
け
て
�
易
な
說
%
を
附
し
て
內
容
を
閏
實
さ
せ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
變
�
し
た
も
の
だ
っ
た
︒

﹁
日
書
﹂
は
そ
の
よ
う
な
占
�
家
た
ち
が
關
わ
り
定
�
�
に
內
容
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
つ
つ
︑
時
に
﹁
質
日
﹂
な
ど
の
短
�
�
な
カ
レ
ン
ダ
ー

と
セ
ッ
ト
で
市
に
お
い
て
頒
布
さ
れ
て
い
た
︒
特
に
下
�
官
�
た
ち
は
︑
嚴
格
な
法
荏
�
の
末
端
に
位
置
し
な
が
ら
も
︑
現
實
�
に
は
在
地
"

俗
に
向
き
合
っ
て
瓜
治
を
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
郡
縣
行
政
に
當
た
っ
て
は
必
8
に
應
じ
て
﹁
日
書
﹂
を
積
極
�
に
利
用
し
て
い
た
︒
彼
ら
に
と
っ

て
﹁
日
書
﹂
は
︑﹃
爲
�
之
�
﹄
な
ど
の
官
�
の
心
得
を
記
し
た
書
籍
と
同
樣
︑
準
敎
科
書
�
な
存
在
で
あ
っ
た
︒

占
�
家
た
ち
が
﹁
日
書
﹂
の
頒
布
に
關
わ
っ
て
い
た
の
は
︑﹁
日
書
﹂
を


し
て
自
說
を
廣
め
︑
さ
ら
な
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
擴
大
を
�
待

し
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
﹁
日
書
﹂
の
み
で
對
處
で
き
な
い
問
題
に
直
面
し
た
際
︑
占
�
家
を
訪
ね
て
¡
斷
を
仰
い
だ
︒
そ
れ

と
は
反
對
に
︑
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
乙
種
の
﹁
丹
﹂
'
が
公
�
書
を
模
倣
し
て
い
る
よ
う
に
︑
占
�
家
の
側
も
官
�
と
の
つ
な
が
り
を
重
視

し
て
い
た(73

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
占
�
家
と
官
�
や
經
濟
活
動
に
從
事
す
る
者
は
﹁
日
書
﹂
を
媒
介
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
た
︒﹁
日
書
﹂

持
者

に
と
っ
て
︑﹁
日
書
﹂
を
持
つ
こ
と
は
單
に
日
取
り
の
吉
凶
を
い
つ
で
も
占
え
る
以
上
の
利
點
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し

く
論
じ
る
紙
幅
は
す
で
に
な
い
が
︑
�
後
に
鯵
單
に
見


し
だ
け
を
営
べ
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
︑﹁
日
書
﹂
を
3
え
る
と
い
う
だ
け
で

持
者
に
は
あ
る
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
が
得
ら
れ
た
︒
漢
代
を
中
心
に
副
葬
さ
れ
た
死
後
の
世
界

へ
の
轉
居
屆
で
あ
る
吿
地
策
は
︑
そ
の
公
�
書
へ
の
模
倣
度
の
高
さ
か
ら
︑
現
役
も
し
く
は
�
職
し
た
官
�
が
作
成
に
關
わ
っ
て
い
た
可
能
性
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が
指
摘
さ
れ
て
い
る(74

)
︒
す
な
わ
ち
下
�
官
�
は
︑
吿
地
策
を
作
成
す
る
こ
と
で
︑
專
門
�
な
公
�
書
の
知
識
に
乏
し
い
人
々
の
ニ
ー
ズ
に
應
え

る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
と
同
樣
に
︑
�
字
知
識
の
あ
る
人
々
は
﹁
日
書
﹂
を
自
ら
の
職
務
や
生
活
の
た
め
に
利
用
す

る
ば
か
り
で
な
く
︑
周
圍
の
﹁
日
書
﹂
を
參
照
で
き
な
い
人
々
の
た
め
に
占
斷
を
立
て
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
當

時
に
お
い
て
は
︑
日
擇
び
が
日
常
生
活
を
規
定
す
る
重
8
な
8
素
で
あ
っ
た
た
め
︑
人
々
の
﹁
日
書
﹂

持
者
へ
の
依
存
度
は
增
し
た
に
l
い

な
い
︒﹁
日
書
﹂

持
者
が
﹁
日
書
﹂
を
副
葬
す
る
の
は
︑
生
�
用
い
て
い
た
書
籍
を
死
後
の
世
界
に
も
持
っ
て
い
く
と
い
う
$
識
の
ほ
か
に
︑

﹁
日
書
﹂
を
操
っ
て
い
た
こ
と
を
誇
示
す
る
$
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
︑
官
�
や
在
地
9
力
者
と
宗
敎
�
職
能
者
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
︑﹃
�
記
﹄
滑
稽
列
傳
に
見
え
る
河
伯
娶
=
の
說
話
が
參
考
に
な

る
︒

魏
の
�
侯
の
時
︑
西
門
�
鄴
の
令
と
爲
る
︒
�
Å
き
て
鄴
に
到
り
︑
長
老
を
會
し
︑
之
に
民
の
疾
苦
す
る

を
問
う
︒
長
老
曰
く
︑﹁
河
伯
の

爲
に
=
を
娶
る
に
苦
し
み
︑
故
を
以
て
貧
し
﹂
と
︒
�
其
の
故
を
問
う
に
︑
對
え
て
曰
く
︑﹁
鄴
の
三
老
・
廷
掾
常
歲
百
姓
に
賦
斂
し
︑

其
の
錢
を
收
取
し
て
數
百
萬
を
得
︑
其
の
二
三
十
萬
を
用
い
て
河
伯
の
爲
に
=
を
娶
り
︑
祝
巫
と
共
に
其
の
餘
錢
を
分
か
ち
て
持
ち
歸
る
︒

其
の
時
に
當
た
り
て
︑
巫
行
き
て
小
家
の
女
の
好
き
者
を
視
て
︑
是
れ
當
に
河
伯
の
=
と
爲
る
べ
し
と
云
い
︑
卽
ち
娉
取
す
︒
⁝
﹂

こ
の
說
話
は
魏
の
�
侯
の
時
代
を
舞
臺
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
三
老
や
廷
掾
な
ど
の
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
漢
代
の
狀
況
を
反
映
し
た

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る(75

)
︒
鄴
の
三
老
と
廷
掾
が
巫
祝
集
團
と
結
託
し
︑
宗
敎
儀
式
を
利
用
し
て
民
衆
か
ら
收
奪
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
営
べ

て
お
り
︑
縣
�
と
在
地
の
9
力
者
が
宗
敎
�
職
能
者
を
取
り
L
む
こ
と
で
地
域
の
權
力
を
掌
握
し
て
い
く
さ
ま
が
讀
み
取
れ
る
︒
縣
�
が
高
度

な
�
字
知
識
を
獲
得
し
︑﹁
日
書
﹂
を
周
圍
の
人
々
に
讀
み
解
く
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
︑
占
�
家
と
も
結
び
つ
い
て
︑
地
域
社
會
の
中
で

9
力
者
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

さ
ら
に
︑
增
淵
龍
夫
氏
は
︑
巫
が
社
會
か
ら
¸
れ
た
人
々
の
隱
れ
み
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
や
︑
巫
が
在
地
の
官
�
や
9
力
者
と
結
び
つ
い

て
勢
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
擧
げ
︑
巫
が
Æ
俠
に
も


じ
る
性
格
を
帶
び
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た(76

)
︒
秦
の
﹁
日
書
﹂
の
內
容
の
一
部
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が
三
晉
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
︑
秦
か
ら
楚
の
故
地
に
﹁
日
書
﹂
が
傳
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
日
書
﹂
の
傳
播
に
關
わ
る

占
�
家
は
廣
域
に
わ
た
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
廣
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
つ
Æ
俠
と
︑
同
じ
く
地
域
閒
�
易
で
財
を

な
し
た
大
商
人
の
類
似
性
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑﹁
日
書
﹂
に
關
わ
る
占
�
家
も
Æ
俠
や
商
人
と
同
じ
よ
う
に
廣
域
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
9
し
︑
市
を
活
動
の
據
點
と
し
た
こ
と
は
�
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
む
ろ
ん
︑
巫
者
に
Ç
い
ら
れ
た
反
亂
が
頻
發
す
る
よ
う
に
な
る

後
漢
代
は
と
も
か
く(77

)
︑
�
漢
�
�
に
は
巫
者
が
Æ
俠
の
よ
う
な
隱
然
た
る
勢
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
#
料
は
見
當
た
ら
な
い
︒

だ
が
︑
地
方
の
官
�
や
9
力
者
は
︑
占
�
家
と
關
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
で
廣
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
聯
な
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
ま
た
﹁
日
書
﹂
は
︑
秦
漢
瓜
一
王
;
の
も
と
で
E
國
�
に
內
容
の
劃
一
�
が
あ
る
q
度
�
む
が
︑
そ
れ
で
も
舊
戰
國
諸
國
の
領
域
ご

と
に
特
i
�
な
﹁
日
書
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
た(78

)
︒﹁
日
書
﹂
に
關
わ
る
占
�
家
が
持
つ
廣
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
J
示
す
る
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
秦
末
の
反
亂
の
指
�
者
は
郡
縣
の
屬
�
層
が
多
い
︒
彼
ら
が
各
地
域
で
9
力
者
と
目
さ
れ
︑
地
域
輿
論
を
代
表
す
る
と
さ

れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
︑﹁
日
書
﹂
と
の
關
わ
り
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
本
稿
で
は
具
體
�
な
論
證
を
行
う
に
は
至

ら
な
か
っ
た
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

劉
樂
賢
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
日
書
硏
究
﹄
(
�
津
出
版
社
︑
一
九
九
四

年
)
四
二
三
頁
な
ど
︒

(2
)

劉
樂
賢
﹃
鯵
帛
數
�
�
獻
探
論
﹄
(湖
北
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇

三
年
)
三
六
六
頁
︒

(3
)

拙
稿
﹁
戰
國
﹃
日
書
﹄
に
反
映
さ
れ
た
地
域
性
と
階
層
性

︱
︱

九
店
楚
鯵
﹃
日
書
﹄・
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
の
比
�
を


し
て

︱
︱
﹂
(﹃
中
國
出
土
#
料
硏
究
﹄
一
四
︑
二
〇
一
〇
年
三
�
)︒

(4
)

こ
れ
ま
で
出
土
し
た
﹁
日
書
﹂
に
つ
い
て
は
︑
工
d
元
男
﹁
郡
縣

少
�
と
�
數

︱
︱
｢日
書
﹂
か
ら
み
え
て
き
た
も
の
︱
︱
﹂
(池
田

知
久
・
水
口
拓
壽
/
﹃
中
國
傳
瓜
社
會
に
お
け
る
�
數
と
思
想
﹄
È

古
書
院
︑
二
〇
一
六
年
)
九
一
頁
に
︑
年
代
・
墓
	
・
同
時
出
土
の

鯵
牘
や
占
具
な
ど
の
`
報
も
含
め
て
整
理
さ
れ
て
い
る
︒

(5
)

漢
代
の
﹁
日
書
﹂
に
は
諸
侯
王
や
列
侯
の
墓
葬
か
ら
出
土
し
た
例

も
あ
る
が
︑
彼
ら
の

持
し
た
﹁
日
書
﹂
は
︑
下
�
官
�
ら
を
中
心

― 30 ―

226



に
液
布
し
て
い
た
﹁
日
書
﹂
と
は
內
容
を
衣
に
し
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
︒
諸
侯
王
・
列
侯
の
﹁
日
書
﹂
の
多
く
は
未
公
開
で
あ
る
︒
今

後
の
公
開
を
待
っ
て
論
じ
た
い
︒

(6
)

從
っ
て
︑
本
稿
に
お
い
て
斷
り
な
く
﹁
日
書
﹂
と
言
う
場
合
︑
基

本
�
に
こ
う
し
た
性
質
を
持
つ
﹁
日
書
﹂
の
こ
と
を
指
す
︒

(7
)

李
零
﹃
中
國
方
�
正
考
﹄
(中
華
書
局
︑
二
〇
〇
六
年
)
一
七
一
頁
︒

(8
)

本
違
で
は
K
の
略
記
を
用
い
る
︒
(a
)
：
九
店
楚
鯵
﹃
日
書
﹄︑

(b
1
)
：
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
甲
種
︑
(b
2
)
：
睡
虎
地
秦
鯵

﹃
日
書
﹄
乙
種
︑
(c
)
：
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄︑
(d
)
：
孔
家
坡
漢

鯵
﹃
日
書
﹄︒
な
お
本
稿
で
は
出
土
�
字
#
料
を
引
用
す
る
際
︑
圖

版
や
先
行
硏
究
を
參
照
し
て
著
者
が
確
定
し
た
釋
�
を
揭
げ
る
︒
た

だ
し
衣
體
字
や
假
借
字
は
で
き
る
限
り


行
字
に
直
し
た
︒

(9
)

拙
稿
﹁
放
馬
�
秦
鯵
鈔
寫
年
代
蠡
測
﹂
(武
漢
大
學
鯵
帛
硏
究
中

心
	
辦
﹃
鯵
帛
﹄
第
七
輯
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
)
一

六
一
～
一
六
六
頁
︒

(10
)

水
閒
大
輔
﹁
秦
律
か
ら
漢
律
へ
の
繼
承
と
變
革

︱
︱
睡
虎
地
秦

鯵
・
龍
崗
秦
鯵
・
張
家
山
漢
鯵
の
比
�
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂

(﹃
中
國
出
土
#
料
硏
究
﹄
一
〇
︑
二
〇
〇
六
年
三
�
)
四
頁
︒

(11
)

水
閒
大
輔
﹁
秦
漢
﹁
縣
官
﹂
考
﹂
(早
稻
田
大
學
長
江
液
域
�
�

硏
究

/
﹃
中
國
古
代
�
論
集

︱
︱
政
治
・
民
族
・
�
數
︱
︱
﹄

雄
山
閣
︑
二
〇
一
六
年
)
九
九
～
一
一
二
頁
︒

(12
)

た
だ
︑﹁
日
書
﹂
は
公
�
書
と
衣
な
り
用
語
の
@
用
が
園
底
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
︑
時
代
が
下
っ
て
も
﹁
臣
妾
﹂
や
﹁
公
﹂
が
用
い
ら

れ
て
い
る
例
も
あ
る
︒

(13
)

先
営
の


り
︑
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
の
抄
寫
年
代
は
睡
虎
地
秦

鯵
﹃
日
書
﹄
よ
り
後
れ
る
た
め
︑
兩
者
は
直
接
の
繼
承
關
係
に
な
い
︒

放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
と
同
系
瓜
の
內
容
が
楚
地
に
傳
わ
り
︑
睡
虎

地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
に
繼
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(14
)

森
和
﹁
子
彈
庫
楚
帛
書
の
#
料
�
性
格
に
つ
い
て

︱
︱
占
書
と

曆

︱
︱
﹂
(﹃
長
江
液
域
�
�
硏
究

年
報
﹄
三
︑
二
〇
〇
五
年
一

�
)
五
五
～
五
八
頁
を
參
照
︒

(15
)

劉
樂
賢
õ

(1
)
一
�
揭
書
二
六
頁
は
︑
﹁
君
上
﹂
を
﹁
長
官
﹂

と
解
釋
し
て
い
る
︒

(16
)

渡
邊
信
一
郞
﹃
中
國
古
代
國
家
の
思
想
r
�

︱
︱
專
制
國
家
と

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹄
(
校
倉
書
Í
︑
一
九
九
四
年
)
三
四
四
頁
︒

(17
)

孫
占
宇
﹃
天
水
放
馬
�
秦
鯵
集
釋
﹄
(甘
肅
�
�
出
版
社
︑
二
〇

一
三
年
)
三
頁
︒

(18
)

饒
宗
頤
﹁
雲
夢
秦
鯵
日
書
硏
究
﹂
(
饒
宗
頤
・
曾
憲


﹃
雲
夢
秦

鯵
日
書
硏
究
﹄
中
山
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
)
一
頁
︒

(19
)

も
っ
と
も
︑
多
く
の
先
行
硏
究
は
こ
の
乖
離
に
つ
い
て
論
じ
て
す

ら
い
な
い
︒
な
る
ほ
ど
︑
現
在
占
い
の
書
を
手
に
す
る
人
閒
が
皆
占

い
師
で
は
な
い
よ
う
に
︑
當
時
の
人
々
が
日
者
の
專
門
書
籍
を

持

し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
そ
も
そ
も
疑
問
を
差
し
挾
む
必
8
も

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
日
者
の
書
籍
と
下
�
官
�
の
持
っ

て
い
た
﹁
日
書
﹂
を
本
當
に
同
一
視
し
て
良
い
か
は
�
低
限
論
じ
て

お
く
必
8
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

(20
)

工
d
元
男
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
よ
り
み
た
秦
代
の
國
家
と
社
會
﹄
(創

�
社
︑
一
九
九
八
年
)
一
五
八
～
一
五
九
頁
︒

(21
)

奈
良
龍
一
﹁
﹁
日
書
﹂
の
性
格
と
©
里
社
會
﹂
(﹃
專
修
�
學
﹄
六

〇
︑
二
〇
一
六
年
三
�
)
一
二
～
三
三
頁
︒
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(22
)

池
田
知
久
﹁
出
土
#
料
に
よ
る
怨
た
な
中
國
古
代
�
硏
究
の
試
み

︱
︱
工
d
元
男
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
よ
り
み
た
秦
代
の
國
家
と
社
會
﹄

を
讀
ん
で
︱
︱
﹂
(﹃
創
�
﹄
四
〇
三
︑
一
九
九
八
年
一
〇
�
)
二

六
～
二
七
頁
︑
大
櫛
敦
弘
﹁
工
d
元
男
著
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
よ
り
み
た

秦
代
の
國
家
と
社
會
﹄﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
五
八−

一
︑
一
九
九
九

年
六
�
)
一
二
四
頁
︒

(23
)

工
d
元
男
õ

(4
)
�
揭
論
�
九
一
頁
︒

(24
)

工
d
元
男
﹁
具
�
曆
の
淵
源

︱
︱
｢日
書
﹂・﹁
視
日
﹂・﹁
質
日
﹂

の
閒

︱
︱
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
七
二−

二
︑
二
〇
一
三
年
九
�
)

六
三
頁
︑
同
氏
﹁﹁
日
書
﹂
の
�
料
�
性
格
に
つ
い
て

︱
︱
質
日
・

視
日
と
の
關
聯
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
(渡
邉
義
浩
/
﹃
第
四
囘
日

中
學
者
中
國
古
代
�
論
壇
論
�
集

中
國
怨
出
#
料
學
の
展
開
﹄
È

古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
)
九
三
～
九
四
頁
︒

(25
)

工
d
元
男
﹃
占
い
と
中
國
古
代
の
社
會

發
掘
さ
れ
た
古
�
獻
が

語
る
﹄
(東
方
書
店
︑
二
〇
一
一
年
)
二
六
六
～
二
六
七
頁
︒

(26
)

q
少
軒
﹁
放
馬
�
鯵

見
式
占
古
佚
書
�
初
步
硏
究
﹂
(﹃
中
央
硏

究
院
歷
�
語
言
硏
究

集
刊
﹄
八
三−

二
︑
二
〇
一
二
年
六
�
)
の

整
理
と
命
名
に
よ
る
︒

(27
)

｢問
病
﹂
に
は
﹁
病
氣
の
見
舞
い
を
す
る
﹂
の
$
味
も
あ
り
︑
例

え
ば
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
乙
種
第
一
八
八
號
鯵
壹
に
は
﹁
凡
そ

酉
・
午
・
巳
・
寅
は
︑
以
て
病
む
者
を
問
わ
ば
︑
必
ず
代
わ
り
て
病

む
﹂
と
あ
り
︑
見
舞
い
に
行
く
と
代
わ
り
に
病
に
か
か
る
と
営
べ
ら

れ
る
︒
た
だ
し
②
﹁
其
の
來
た
り
て
事
を
問
う
﹂
の
﹁
其
﹂
は
病
人

を
指
し
︑﹁
問
﹂
の
對
象
は
﹁
事
﹂
(=

病
狀
)
と
思
し
い
こ
と
や
︑

③
﹁
來
た
り
て
之
を
問
う
﹂
は
財
物
を
x
失
し
た
人
が
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
問
う
$
味
に
し
か
解
せ
な
い
こ
と
か
ら
︑
①
に
つ
い
て
も

﹁
人
が
來
て
自
分
の
病
に
つ
い
て
問
う
﹂
の
$
味
に
解
し
て
お
く
︒

(28
)

｢
日
書
﹂
に
關
わ
る
存
在
と
し
て
は
一
般
に
日
者
が
想
定
さ
れ
る

が
︑
冒
頭
で
営
べ
た


り
︑
日
者
の
實
態
は
良
く
分
か
っ
て
い
な
い
︒

ま
た
︑﹁
日
書
﹂
に
含
ま
れ
る
占
法
は
擇
日
系
が
中
心
だ
が
︑
非
擇

日
系
の
占
法
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
愼
重
を
�

し
︑
﹁
日
書
﹂
に
關
わ
る
者
を
占
�
家
と
表
現
し
て
お
く
︒

(29
)

q
少
軒
õ

(
26
)
�
揭
論
�
二
九
四
～
三
〇
四
頁
︒

(30
)

q
少
軒
õ

(26
)
�
揭
論
�
二
九
四
頁
︒

(31
)

q
少
軒
õ

(
26
)
�
揭
論
�
三
〇
三
～
三
〇
四
頁
︒

(32
)

大
野
裕
司
﹁
阜
陽
漢
鯵
﹃
周
易
﹄
の
筮
辭
と
卜
辭
﹂
(﹃
中
國
哲

學
﹄
三
七
︑
二
〇
〇
九
年
一
一
�
)
五
八
～
七
〇
頁
︒

(33
)

工
d
元
男
﹁
�
夜
君
成
楚
鯵
﹁
卜
筮
祭
�
鯵
﹂
初
探

︱
︱
戰
國

楚
の
祭
祀
儀
禮
︱
︱
﹂
(﹃
長
江
液
域
�
�
硏
究

年
報
﹄
三
︑
二

〇
〇
五
年
一
�
)
一
五
頁
︒

(34
)

夏
德
安
﹁
周
家
臺
�
數
�
鯵
﹂
(武
漢
大
學
鯵
帛
硏
究
中
心
	
辦

﹃
鯵
帛
﹄
第
二
輯
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
)
四
〇
〇
頁

は
兩
者
が
同
一
鯵
册
に
/
綴
さ
れ
て
い
た
と
す
る
︒
q
少
軒
﹁
周
家

臺
秦
鯵
︽
日
書
︾
與
︽
卅
六
年
日
︾
/
聯
補
說
﹂
(
武
漢
大
學
鯵
帛

硏
究
中
心
	
辦
﹃
鯵
帛
﹄
第
八
輯
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
三

年
)
三
六
四
～
三
七
八
頁
は
出
土
位
置
か
ら
こ
れ
を
否
定
す
る
が
︑

兩
者
が
密
接
な
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
A
め
て
い
る
︒

(35
)

d
田
®
久
﹃
中
國
古
代
國
家
と
社
會
シ
ス
テ
ム
︱
︱
長
江
液
域

出
土
#
料
の
硏
究
﹄
(
È
古
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
)
一
二
九
︑
一
五

三
～
一
五
四
頁
︒
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(36
)

陳
洩

(森
和
・
工
d
元
男
譯
)﹁
嶽
麓
書
院
秦
鯵
﹁
質
日
﹂
初
步

硏
究
﹂
(﹃
中
國
出
土
#
料
硏
究
﹄
一
六
︑
二
〇
一
二
年
三
�
)
七
九

～
八
〇
頁
︒

(37
)

｢質
日
﹂
は
公
�
な
曆
と
矛
盾
す
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑
持
ち
	
の

官
�
た
ち
は
︑
そ
れ
に
公
�
な
出
張
記
錄
を
書
き
L
ん
で
い
る
︒

﹁
質
日
﹂
の
曆
日
が
公
�
な
曆
と
根
本
�
に
原
理
を
衣
に
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
︑
メ
モ
と
し
て
用
い
る
に
は
差
し
荏
え
な
い
�
差
の

範
圍
に
留
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

(38
)

拙
稿
﹁
放
馬
�
秦
鯵
を
中
心
に
み
た
﹁
日
書
﹂
の
液


﹂
(﹃
日
本

秦
漢
�
硏
究
﹄
一
七
︑
二
〇
一
六
年
一
一
�
)
一
〇
頁
︒

(39
)

宗
周
太
郞
﹁
中
國
古
代
に
お
け
る
都
市
と
市

︱
︱
張
家
山
漢
鯵

よ
り
見
え
る
市
Ñ

︱
︱
﹂
(﹃
曰
古
﹄
二
五
︑
二
〇
一
五
年
一
〇
�
)

二
三
頁
︒

(40
)

õ

(9
)
�
揭
拙
稿
一
六
〇
～
一
六
五
頁
︒

(41
)

井
上
�
﹃
中
國
出
版
�
�
�

︱
︱

書
物
世
界
と
知
の
風
景

︱
︱
﹄
(名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
二
年
)
三
九
～
四
〇
頁
︒

(42
)

何
雙
E
﹁
天
水
放
馬
�
秦
鯵
甲
種
︽
日
書
︾
考
営
﹂
(甘
肅
省
�

物
考
古
硏
究

/
﹃
秦
漢
鯵
牘
論
�
集
﹄
甘
肅
人
民
出
版
社
︑
一
九

八
九
年
)
八
頁
︒

(43
)

例
え
ば
放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
乙
種
﹁
置
室
門
﹂
'
で
は
圖
が
存

在
し
な
い
︒
各
門
の
名
�
と
�
置
を
記
憶
し
て
い
な
け
れ
ば
こ
の
占

法
を
利
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒

(44
)

三
浦
國
雄
﹁


書
﹃
玉
匣
記
﹄
初
探
﹂
(﹃
人
�
學
報
﹄
八
六
︑
二

〇
〇
二
年
三
�
)
一
九
頁
︒

(45
)

大
野
裕
司
﹁
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
に
お
け
る
神
靈
と
時
の
禁

忌
﹂
(
同
氏
﹃
戰
國
秦
漢
出
土
�
數
�
獻
の
基
礎
�
硏
究
﹄
北
海
�

大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
四
年
)
一
五
六
頁
は
︑﹁
日
書
﹂
は
基
本
�

に
は
實
利
k
求
の
書
で
あ
る
が
︑
神
靈
に
關
す
る
部
分
に
お
い
て
は

畏
敬
感
に
基
づ
く
原
始
�
な
態
度
を
保
存
し
て
お
り
︑
完
E
に
は



俗
�
・
民
衆
�
・
功
利
�
し
き
ら
な
い
5
q
に
お
い
て
成
立
し
た
�

數
書
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
︒
﹁
日
書
﹂
の
こ
の
よ
う
な
性
質
は
︑

そ
の
液


に
占
�
家
の
積
極
�
關
與
が
あ
っ
た
こ
と
と
無
關
係
で
は

な
い
だ
ろ
う
︒

(46
)

放
馬
�
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
甲
種
第
六
六
～
六
七
號
鯵
貳
・
乙
種
第
一

六
五
號
鯵
は
︑
出
行
時
に
吉
日
を
擇
べ
な
か
っ
た
際
に
行
う
儀
禮
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
︒
大
野
裕
司
﹁
﹃
日
書
﹄
に
お
け
る
禹
步
と
五

劃
地
の
出
行
儀
式
﹂
(同
氏
õ

(
45
)
�
揭
書
)
二
三
三
頁
を
參
照
︒

(47
)

工
d
元
男
õ

(
20
)
�
揭
書
三
八
四
～
三
九
一
頁
︒

(48
)

奈
良
龍
一
õ

(21
)
�
揭
論
�
三
〇
～
三
二
頁
︒

(49
)

池
田
雄
一
﹁
中
國
古
代
の
律
令
と
"
俗
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
一
二
一
︑

二
〇
一
〇
年
一
�
)
一
～
一
九
頁
︒

(50
)

池
田
雄
一
﹁
秦
漢
時
代
の
日
書
と
�
人
﹂
(﹃
中
國
の
歷
�
と
地

理
﹄
三
︑
特
集
﹁
漢
代
を
(
る
奏
謹

︱
︱
中
國
古
代
の
裁
¡
記
錄

︱
︱
﹂︑
二
〇
一
四
年
七
�
)
一
四
二
～
一
五
三
頁
︒

(51
)

工
d
元
男
õ

(
4
)
�
揭
論
�
八
八
～
八
九
頁
︒

(52
)

從
來
﹃
語
書
﹄
の
末
尾
に
置
か
れ
て
い
た
第
九
～
一
五
號
鯵
が
本

來
﹃
爲
�
之
�
﹄
に
屬
し
︑
從
っ
て
第
一
五
號
鯵
背
に
記
さ
れ
た

﹁
語
書
﹂
と
い
う
'
題
が
﹃
語
書
﹄
の
も
の
で
は
な
く
﹃
爲
�
之
�
﹄

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
陳
侃
理
﹁
睡
虎
地
秦
鯵
“
爲
�
之
�
”
應

F
名
“
語
書
”
︱
︱
Ô
談
“
語
書
”
名
義
n
秦
鯵
中
類
似
�
獻
�
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性
質
﹂
(
淸
華
大
學
出
土
�
獻
硏
究
與
保
護
中
心
/
﹃
出
土
�
獻
﹄

第
六
輯
︑
中
西
書
局
︑
二
〇
一
五
年
)
二
四
七
～
二
五
二
頁
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
こ
れ
に
從
い
第
九
～
一
五
號
鯵
を
Ö
除
し

た
が
︑
'
題
に
つ
い
て
は
混
亂
を

け
る
た
め
舊
來


り
と
し
た
︒

(53
)

池
田
知
久
﹁
睡
虎
地
﹃
語
書
﹄
と
﹃
淮
南
子
﹄
齊
俗
'

︱
︱

｢風
俗
﹂
を
繞
る
中
央
集
權
と
地
方
分
權
︱
︱
﹂
(﹃
東
洋
の
思
想
と

宗
敎
﹄
三
一
︑
二
〇
一
四
年
三
�
)
二
～
三
頁
︒

(54
)

な
お
︑﹁
今
且
に
人
を
し
て
之
を
案
行
せ
し
む
﹂
と
は
郡
が
治
下

の
縣
に
向
か
っ
て
郡
�
を
�
¢
し
︑
治
下
の
縣
の
不
正
を
行
う
�
を

摘
發
す
る
こ
と
を
指
す
︒
こ
の
語
句
を
©
俗
の
e
査
・
觀
察
と
結
び

附
け
る
の
は
難
し
い
︒

(55
)

も
ち
ろ
ん
︑
民
の
不
正
を
不
當
に
隱
0
す
る
な
ど
し
て
い
た
官
�

が
彈
云
さ
れ
れ
ば
︑
結
果
と
し
て
そ
の
民
自
身
も
罪
に
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
そ
れ
は
官
�
の
彈
云
に
よ
っ
て
副
K
�
に

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
郡
�
に
よ
る
監
察
が
︑
民
の
不

正
を
摘
發
す
る
こ
と
自
體
を
目
�
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
�

$
す
べ
き
で
あ
る
︒

(56
)

池
田
雄
一
õ

(49
)
�
揭
論
�
九
～
一
九
頁
は
︑﹁
日
書
﹂
中
の

¸
B
の
吉
凶
や
盜
人
占
い
に
つ
い
て
︑
本
來
l
法
行
爲
で
あ
る
が
︑

貧
困
な
下
層
階
�
の
人
々
を
對
象
と
す
る
﹁
必
8
惡
﹂
と
し
て
社
會

で
.
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
占
い
は
む

し
ろ
官
�
や
奴
隸
	
な
ど
が
¸
B
者
・
盜
人
を
k
捕
す
る
た
め
に
參

照
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

(57
)

紙
屋
正
和
﹁
�
漢
�
±
�
に
お
け
る
郡
・
國
の
職
掌
と
二
千
石
の

任
用
﹂
(同
氏
﹃
漢
時
代
に
お
け
る
郡
縣
制
の
展
開
﹄
×
友
書
店
︑

二
〇
〇
九
年
)
一
三
九
～
一
四
一
頁
︒

(58
)

も
っ
と
も
︑
そ
れ
が
郡
守
に
と
っ
て
も
﹁
円
�
﹂
か
︑
そ
れ
と
も

眞
に
そ
の
よ
う
な
瓜
治
を
志
向
し
て
い
た
の
か
は
別
問
題
で
あ
る
︒

﹃
語
書
﹄
�
±
部
で
︑
民
ご
と
に
衣
な
る
俗
を
棄
て
法
に
よ
り
瓜
治

す
る
こ
と
の
重
8
性
を
高
ら
か
に
	
張
し
て
い
る
點
は
︑
秦
の
目
指

す
も
の
が
理
念
�
に
は
移
風
易
俗
に
よ
る
一
元
�
瓜
治
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
︒
し
か
し
實
際
に
は
そ
こ
ま
で
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
變
革
は
不

可
能
で
あ
っ
た
た
め
︑﹃
語
書
﹄
後
±
部
で
は
︑
現
實
�
な
範
圍
で

の
官
�
の
閲
め
附
け
强
�
と
︑
そ
れ
に
よ
る
民
へ
の
副
K
�
影
£
を

�
待
す
る
に
留
ま
り
︑
い
く
ら
か
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
と
も
理

解
で
き
る
︒

(59
)

湯
淺
邦
弘
﹁
秦
Ø
國
の
�
觀
念

︱
︱
雲
夢
秦
鯵
﹁
語
書
﹂
﹁
爲

�
之
�
﹂
の
思
想
�
�
$
義
︱
︱
﹂
(﹃
日
本
中
國
學
會
報
﹄
四
七
︑

一
九
九
五
年
一
〇
�
)
八
～
九
頁
︒
な
お
︑
湯
淺
氏
は
﹁
日
書
﹂
に

つ
い
て
︑
秦
が
楚
の
"
俗
に
Ù
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
も
考
え

ら
れ
る
が
︑
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
犯
罪
者
や
小
�
の
瓜
制
を

圖
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
と
し
︑
そ
こ
に
秦
の
法
と
地
方
"
俗
と
の
閒

で
Ú
妙
な
立
場
に
置
か
れ
た
�
の
+
が
想
<
さ
れ
る
と
す
る
︒

(60
)

た
だ
︑
工
d
元
男
﹁
中
國
古
代
の
﹁
日
書
﹂
に
み
え
る
時
閒
と
占

卜

︱
︱
田
律
の
分
析
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン

�
學
﹄
五
︑
二
〇
〇
九
年
一
二
�
)
一
八
～
一
九
頁
や
︑
奈
良
龍
一

õ

(
21
)
�
揭
論
�
三
二
頁
が
︑
こ
れ
を
﹁
日
書
﹂
を


じ
て
社
會

に
¨
¤
し
た
"
俗
を
反
映
し
て
制
定
さ
れ
た
律
�
と
す
る
の
は
贊
成

し
か
ね
る
︒
秦
は
水
德
に
基
づ
き
︑
黑
を
X
ん
で
民
を
﹁
黔
首
﹂
と

改
稱
し
︑﹁
水
﹂
を
 
旁
に
持
つ
﹁
泰
﹂
字
を
創
り
出
す
な
ど
︑
秦
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漢
�
に
は
王
;
側
も
當
時
液
行
し
た
五
行
說
を
重
視
し
て
い
た
︒

從
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
五
行
說
に
基
づ
く
土
木
工
事
の
禁
忌
は
︑
何

も
﹁
日
書
﹂
の
み
に
據
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
︒

(61
)

池
田
雄
一
õ

(49
)
�
揭
論
�
一
～
一
九
頁
︑
同
õ

(50
)
�
揭

論
�
一
四
二
～
一
五
三
頁
︒

(62
)

工
d
元
男
õ

(4
)
�
揭
論
�
九
四
～
九
九
頁
︒

(63
)

劉
敏
﹁
秦
漢
時
�
“
�
民
”
�
一
體
性
和
等
�
特
點
﹂
(﹃
中
國
�

硏
究
﹄
二
〇
〇
八−

三
︑
二
〇
〇
八
年
八
�
)
八
～
九
頁
は
︑﹁
�

民
﹂
が
�
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
政
治
・
財
產
水
準
に
あ
る
民
を
指

す
階
�
で
あ
り
︑
現
在
�
で
あ
る
者
や
か
つ
て
�
で
あ
っ
た
民
も
含

む
と
す
る
︒

(64
)

宮
宅
�
﹁
漢
代
官
僚
組
織
の
�
下
層

︱
︱
｢官
﹂
と
﹁
民
﹂
の

は
ざ
ま
︱
︱
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
八
七
︑
二
〇
一
二
年
一
二
�
)
二

四
～
三
六
頁
︒

(65
)

高
村
武
幸
﹁
漢
代
の
官
�
任
用
と
�
字
の
知
識
﹂
(同
氏
﹃
漢
代

の
地
方
官
�
と
地
域
社
會
﹄
È
古
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
)
九
五
～
九

七
頁
︒

(66
)

｢識
字
能
力
﹂
を
¡
定
す
る
の
が
難
し
い
こ
と
は
︑
エ
ノ
・
ギ
ー

レ
﹁
古
代
の
識
字
能
力
を
如
何
に
¡
定
す
る
の
か

︱
︱
漢
代
行
政

�
書
の
事
例
硏
究
︱
︱
﹂
(高
田
時
雄
/
﹃
漢
字
�
�
三
千
年
﹄
臨

川
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
)
一
三
三
～
一
三
七
頁
を
參
照
︒

(67
)

高
村
武
幸
õ

(65
)
�
揭
論
�
九
九
～
一
〇
〇
頁
︒

(68
)

冨
谷
至
﹁
書
記
官
へ
の
�

︱
︱
漢
代
下
�
官
�
の
�
字
"
得
﹂

(
高
田
時
雄
/
õ

(
66
)
�
揭
書
)
一
六
七
～
一
六
八
頁
︒

(69
)

õ

(
24
)
を
參
照
︒

(70
)

õ

(9
)
�
揭
拙
稿
一
六
二
～
一
六
三
頁
︒

(71
)

濱
川
榮
﹁
秦
・
漢
時
代
の
庶
民
の
識
字
﹂
(﹃
�
滴
﹄
三
五
︑
二
〇

一
三
年
一
二
�
)
一
八
～
一
九
頁
︒

(72
)

な
お
õ

(38
)
�
揭
拙
稿
で
は
︑
秦
の
﹁
日
書
﹂
の
う
ち
の
少
な

か
ら
ぬ
部
分
が
三
晉
の
影
£
を
.
け
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒

本
稿
で
営
べ
た
よ
う
な
﹁
日
書
﹂
の
展
開
が
三
晉
・
秦
と
ど
の
よ
う

な
關
係
が
あ
る
の
か
は
︑
今
後
の
檢
討
課
題
と
し
た
い
︒

(73
)

õ

(
38
)
�
揭
拙
稿
一
〇
頁
︒

(74
)

山
田
®
芳
﹁
境
界
の
官
�

︱
︱
中
國
古
代
に
お
け
る
冥
界
へ
の

仲
介
者

︱
︱
﹂
(﹃
歷
�
﹄
八
三
︑
一
九
九
四
年
九
�
)
九
一
頁
︒

(75
)

仲
山
茂
﹁
漢
代
の
掾
�
﹂
(﹃
�
林
﹄
八
一−

四
︑
一
九
九
八
年
七

�
)
七
一
頁
︒

(76
)

增
淵
龍
夫
﹁
漢
代
に
お
け
る
巫
と
俠
﹂
(同
氏
﹃
怨
版

中
國
古
代

の
社
會
と
國
家
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
六
年
)
一
二
四
～
一
三
九
頁
︒

(77
)

東
晉
K
﹁
後
漢
初
�
の
巫
者
の
反
亂
に
つ
い
て
﹂
(﹃
名
古
屋
大
學

東
洋
�
硏
究
報
吿
﹄
二
五
︑
二
〇
〇
一
年
三
�
)
一
一
三
～
一
二
五

頁
︒

(78
)

睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
は
安
陸
縣
︑
王
家
臺
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
は
江

陵
縣
︑
孔
家
坡
漢
鯵
﹃
日
書
﹄
は
桃
侯
國
と
︑
舊
楚
の
領
域
內
で
は

あ
る
が
出
土
地
は
や
や
離
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
地
に
︑
共


し
た

基
本
フ
ォ
ル
ム
を
持
つ
﹁
日
書
﹂
が
液


・
繼
承
さ
れ
て
い
る
︒

[附
記
﹈
本
稿
は
JS
P
S
科
硏
費
1
5
K
1
6
8
4
7
の
助
成
を
.
け
た
も
の
で
あ
る
︒
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THE SOCIETY OF QIN AND HAN PERIODS AND

THE PEOPLE INVOLVED WITH RISHU

EBINE Ryosuke

There are many source books on fortune-telling known as rishu 日書 that have

chiefly been excavated from the tombs of low-ranking government officials who

lived in the last years of the Warring States, Qin, and the early Han periods. These

rishu include many written fortunes of low-ranking government officials and people

engaged in economic activities. Therefore, these people seem to have been main

readers of rishu. Among them, the low-ranking government officials would have

served as the terminal organs of a strictly enforced legal regime, but actually they

had to take the local folkways into consideration and used rishu positively as the

occasion demanded. Rishu for them was a quasi-textbook as was the Weilizhidao

爲�之�, which contained maxims for government officials.

By analyzing the composition of rishu, we find that they were originally texts

for professional fortunetellers working in markets. As low-ranking government

officials and people engaged in economic activities became increasingly literate,

simple explanations were added to the texts, their content was elaborated, and the

texts were finally transformed into manuals that these people could read and by

which they could tell their own fortunes. Fortunetellers seem to have taken part in

the distribution of rishu. They periodically adapted the contents of rishu in

responses to changes in society and customs and language usage. Rishu were

sometimes combined with a short-term calendars, zhiri 質日, when they were

disseminated in the markets. So it can be said that rishu distinctly reflect the

changes that occurred in the times and society.

Fortunetellers made their individual styles of fortunetelling known through

distribution of rishu in expectation of gaining more clients. Clients would visit

fortunetellers and ask them to tell their fortunes when they were confronted with a

problem they could not cope with by reading rishu themselves. In this way,

low-ranking government officials and people engaged in economic activities were

connected with fortunetellers through rishu. Some of the reasons why these

officials increased their influence in local society are likely to have been that they

won the support of others with fortunetelling using rishu and that they succeeded in

building links with widespread networks of fortunetellers.
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