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今
さ
ら
改
め
て
言
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
戦
国
秦
漢
時
代
の
出
土
文

献
が
増
加
す
る
に
従
い
、
そ
の
中
の
相
当
部
分
が
占
い
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。『
日
書
』
や
『
周
易
』
な
ど
、

そ
れ
ら
の
文
献
に
関
す
る
研
究
は
既
に
充
分
な
蓄
積
が
あ
る
が
、
厄
介

な
の
は
占
い
の
文
献
は
一
定
の
理
論
に
基
づ
く
思
想
で
も
あ
り
、
現
実

の
社
会
の
中
で
実
践
さ
れ
た
宗
教
現
象
で
も
あ
る
た
め
、
文
献
学
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
思
想
学
、
歴
史
学
、
宗
教
学
な
ど
、
多
様
な
ア
プ
ロ
ー

チ
を
要
求
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
本
書
は
そ
れ
ら
の
文
献
を
「
出
土
術
数

文
献
」
の
語
で
呼
ん
だ
上
で
、
そ
の
総
合
的
研
究
を
行
う
た
め
の
基
盤

を
整
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
部「
解
題
篇
」と
第
二
部「
論

文
篇
」
か
ら
成
る
。

解
題
篇
は
現
在
ま
で
に
出
土
し
た
術
数
文
献
を
天
文
、
五
行
、
蓍
亀
、

雑
占
、
形
法
の
五
部
門
に
区
分
し
た
上
で
（
暦
譜
は
紙
幅
の
都
合
で
省
略

術
数
文
献
を
用
い
た
出
土
資
料
研
究
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さ
れ
て
い
る
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
土
状
況
、
内
容
、
研
究
状
況
に
つ
い
て

解
説
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
天
文
以
下
の
五
つ
の
範
疇
は
『
漢
書
』

芸
文
志
や
四
庫
分
類
を
参
照
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
こ
と
が

示
す
よ
う
に
、
伝
世
文
献
中
の
「
術
数
」
と
い
う
概
念
を
出
土
資
料
に

適
用
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
範
囲
の
文
献
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
、
そ
の

内
部
に
お
け
る
性
格
を
明
瞭
に
す
る
と
い
う
の
が
、
著
者
の
基
本
的
方

法
論
に
な
る
。
解
題
篇
は
占
い
に
関
す
る
概
観
す
る
上
で
は
便
利
こ
の

上
な
い
が
、
一
点
、
術
数
文
献
と
他
の
文
献
の
関
係
が
分
か
り
に
く
い

点
が
気
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
個
々
の
出
土
状
況
の
中
で
、
い
か
な
る

文
献
と
同
出
し
て
い
る
の
か
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
全
体

的
な
状
況
の
総
括
が
あ
っ
て
も
良
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

論
文
篇
は
四
つ
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、
著
者
の

博
士
論
文
『
出
土
術
数
文
献
の
研
究
』
か
ら
『
周
易
』
に
関
す
る
三
章

大
野
裕
司
著

戦
国
秦
漢
出
土
術
数
文
献
の
基
礎

的
研
究
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を
除
い
た
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。『
周
易
』
に
関
す
る
議
論
も
読

み
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
で
あ
る
が
、
先
ず
は
四
つ
の
論

文
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

先
ず
、第
一
章「
睡
虎
地
秦
簡﹃
日
書
﹄に
お
け
る
神
霊
と
時
の
禁
忌
」

は
、『
日
書
』
に
お
け
る
神
霊
の
性
格
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
日
取

り
の
吉
凶
の
占
い
（
択
日
）
の
中
で
タ
ブ
ー
が
特
定
の
神
霊
に
関
係
し

て
い
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
例
え
ば
、
星
（
星
神
。
大
野
氏
は
そ
れ
を
後

世
の
術
数
文
献
の
用
語
を
用
い
て
「
神し

ん
さ
つ煞

」
と
表
現
す
る
）
の
位
置
や
天
神

の
動
き
が
特
定
の
行
為
の
障
り
に
な
る
場
合
、
そ
れ
ら
に
祭
祀
を
行
う

こ
と
な
く
、
専
ら
タ
ブ
ー
を
守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
一
方
、
祖
先
・

土
地
神
・
職
能
神
の
よ
う
な
身
近
な
神
々
は
祭
祀
の
対
象
に
な
る
が
、

祭
祀
の
日
取
り
に
は
規
程
が
あ
り
、
そ
れ
を
犯
す
と
逆
に
災
い
が
も
た

ら
さ
れ
る
。
非
択
日
部
分
（
代
表
的
に
は
﹃
日
書
﹄
甲
種
詰
篇
）
の
神
霊
は
、

人
が
タ
ブ
ー
を
犯
す
か
否
か
に
関
係
な
く
、
恒
常
的
に
災
い
を
も
た
ら

す
点
で
、
性
格
が
全
く
異
な
る
。

大
野
氏
は
こ
の
状
況
に
対
し
ロ
バ
ー
ト
・
マ
レ
ッ
ト
の
議
論
を
援
用

し
て
理
解
す
る
。
マ
レ
ッ
ト
の
議
論
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
タ
イ
ラ
ー
の

ア
ニ
ミ
ズ
ム
説
（
不
可
視
の
霊
魂
に
対
す
る
信
仰
が
宗
教
の
起
源
と
す
る
説
）

に
対
し
、
超
常
的
な
力
（
マ
ナ
）
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
宗
教
の
起
源

で
あ
る
と
す
る
も
の
な
の
だ
が
、
天
神
や
星
神
に
関
す
る
タ
ブ
ー
は
、

神
の
力
（
マ
ナ
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
タ
ブ
ー
を
侵
犯
す

れ
ば
マ
ナ
の
力
に
よ
っ
て
災
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
祖
先
や
職
能
神
の
よ
う
な
よ
り
身
近
な
神
も
マ
ナ
を

持
ち
、
故
に
祭
祀
に
よ
っ
て
そ
の
力
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
両

者
は
畏
敬
感
に
程
度
の
差
が
あ
り
、
天
神
や
星
神
は
最
も
畏
敬
す
べ
き

存
在
で
あ
る
の
で
、交
渉
不
可
能
と
さ
れ
、祭
祀
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ

た
と
す
る
。
そ
し
て
、
後
世
の
術
数
文
献
の
神
煞
に
は
凶
神
だ
け
で
な

く
吉
神
が
存
在
し
、後
者
を
利
用
す
る
こ
と
で
利
益
を
得
る
と
い
う「
功

利
的
な
態
度
」
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
出
土
術
数
文
献
に
は
吉
神
が

存
在
せ
ず
、
そ
れ
は
神
霊
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
中
心
と
す
る
「
原
始

的
な
態
度
に
近
い
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
。

第
二
章
「
中
国
古
代
の
神
煞
」
は
、
第
一
章
で
も
扱
っ
た
神
煞
を
通

し
て
、術
数
文
献
に
お
け
る
「
天
」
の
捉
え
方
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

先
ず
、
出
土
術
数
文
献
を
後
世
の
術
数
文
献
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
前

者
の
神
煞
に
は
吉
神
に
相
当
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
改
め
て

確
認
し
、
そ
れ
は
宇
宙
の
運
行
が
法
則
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
認
識

を
反
映
し
た
も
の
で
、
天
（
自
然
界
の
法
則
性
）
に
対
す
る
従
順
、
畏
敬

の
念
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
を
儒
家
の
「
天
」
観

念
（
い
わ
ゆ
る
天
人
相
関
説
）
と
比
較
し
、
儒
家
に
お
い
て
「
天
」
意
に

か
な
う
と
は
道
徳
性
を
体
現
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対

し
、
出
土
術
数
文
献
は
道
徳
性
を
求
め
る
こ
と
は
一
切
な
い
こ
と
を
指

摘
す
る
。
そ
れ
は
儒
教
の
天
人
相
関
説
が
為
政
者
（
君
主
）
を
対
象
と
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す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
術
数
的
な
天
道
観
は
身
分
に
か
か
わ

ら
ず
、
全
て
の
人
が
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。

中
国
思
想
の
中
で
最
も
重
要
と
言
え
る
「
天
」
の
思
想
に
つ
い
て
、

「
天
」
理
解
は
実
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
―
「
天
」
の
理
法
を
道
徳
性

と
す
る
理
解
と
、
よ
り
物
理
的
法
則
に
近
い
も
の
と
い
う
理
解
が
併
存

し
て
い
た
―
と
い
う
指
摘
は
極
め
て
貴
重
で
あ
り
、
本
書
の
最
大
の
達

成
で
あ
る
と
評
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
私
事
で
あ
る
が
、
評
者
も
最

近
、
或
る
事（

注
）が

き
っ
か
け
で
、
こ
の
二
つ
は
基
本
的
に
は
区
別
し
た
方

が
良
い
と
い
う
認
識
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
価
値
を
認
め
た

上
で
、
更
な
る
研
究
の
進
展
の
た
め
に
幾
つ
か
の
指
摘
を
行
っ
て
お
き

た
い
。
先
ず
、こ
の
二
つ
の
天
道
観
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
判
然
と
区
別
で
き
る
の
か
、
両
者
は
地
続
き
で
は
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
儒
家
的
天
道
観
に
お
け
る
道
徳
性
と
は
目
に

見
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
道
徳
的
な
人
格
を
体
現
す
る
と
は
、
実

際
に
は
礼
の
規
程
に
従
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
礼
が
何
か
を
や
る
べ
き
／

や
る
べ
き
で
な
い
と
規
程
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
結
果
的
に

術
数
的
な
タ
ブ
ー
と
そ
れ
程
遠
く
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

第
二
に
、
大
野
氏
の
所
論
に
は
実
は
マ
レ
ッ
ト
の
畏
敬
感
の
理
論
は

フ
ィ
ッ
ト
し
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
と
い
う
の
は
、
マ
レ
ッ
ト
は
“
超

自
然
的
”（
普
通
で
な
い
）
も
の
に
対
す
る
畏
敬
（aw

e

）
が
宗
教
の
根

源
で
あ
る
と
す
る
が
、術
数
的
な
天
道
観
は
“
超
自
然
的
”
で
は
な
く
、

「
自
然
界
に
お
け
る
規
則
的
・
循
環
的
運
行
」（
一
九
五
頁
）
の
法
則
を

中
心
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
出
土
術
数
文
献
の「
畏
敬
」は“
超

自
然
”
で
は
な
く
、“
自
然
”
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。

そ
の
こ
と
と
関
係
す
る
が
、
第
三
に
、
著
者
は
神
煞
と
い
う
“
神
霊
”

を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
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の
エ
ホ
バ
の
よ
う
に
自
然
か
ら
超
絶
し
て
、
意
志
的
に
全
て
を
定
め
得

る
存
在
な
ら
、“
超
自
然
的
”
と
言
い
得
る
。
し
か
し
、
神
煞
が
「
天
」

の
理
法
を
象
徴
す
る
「
い
わ
ば
符
号
」（
一
七
八
頁
）
で
あ
る
な
ら
、
全

く
性
格
が
異
な
る
。
両
者
を
“
神
霊
”
と
い
う
言
葉
で
括
る
こ
と
は
妥

当
な
の
だ
ろ
う
か
。
第
四
に
、
出
土
術
数
文
献
の
「
畏
敬
」
は
後
代
の

術
数
文
献
に
対
し
て
は
「
原
始
的
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国

宗
教
史
全
体
の
中
で
は
「
原
始
的
」
と
は
言
え
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
「
原
始
的
」
で
あ
る
と
は
如
何
な
る
こ
と

な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
措
い
て
お
く
と
し
て
も
、
自

然
の
中
に
法
則
性
を
見
い
だ
し
て
理
論
化
し
、
そ
れ
を
「
畏
敬
」
す
る

態
度
は
相
当
に
新
し
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
第
五
に
、
第
一
章

に
お
い
て
、
天
神
・
神
煞
／
身
近
な
神
／
祟
る
存
在
を
区
分
し
た
の
は

卓
見
で
あ
る
が
、
祭
祀
す
る
か
否
か
が
「
畏
敬
感
」
の
程
度
に
よ
り
決

ま
る
と
い
う
の
は
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
程
度
の
差

で
あ
る
な
ら
、
そ
の
程
度
に
見
合
っ
た
祭
祀
を
設
け
れ
ば
よ
い
か
ら
で

あ
る
。
祭
祀
さ
れ
る
か
さ
れ
な
い
か
は
、程
度
で
は
な
く
、質
の
差
（
神

霊
と
し
て
の
性
格
が
異
な
る
）
な
の
で
は
な
い
か
。
最
後
に
、睡
虎
地
『
日

書
』
詰
篇
の
神
霊
（
祟
る
存
在
）
を
「
畏
敬
感
」
の
視
点
か
ら
ど
の
よ

う
に
整
理
す
る
の
か
、
一
言
説
明
が
欲
し
か
っ
た
。

第
三
章
「﹃
日
書
﹄
に
お
け
る
禹
歩
と
五
画
地
の
出
行
儀
式
」
は
、

睡
虎
地
『
日
書
』
出
邦
門
篇
を
始
め
、
著
者
が
「
禹
歩
五
画
地
法
」
と

呼
ぶ
、
出
行
に
お
け
る
儀
礼
を
扱
い
、
先
ず
、
こ
の
儀
礼
が
、
禹
歩
、

禹
符
、
五
画
地
（
十
字
を
切
る
し
ぐ
さ
）
の
要
素
か
ら
成
る
こ
と
を
確
認

し
た
上
で
、
そ
の
諸
要
素
が
後
代
の
資
料
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
も
と
も
と
禹
歩
は
辟
邪
法
の
一
つ
で
あ
っ
た

が
、
葛
洪
が
重
視
し
た
た
め
に
、
道
教
の
中
で
複
雑
な
も
の
に
発
展
し

て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
一
般
人
向
け
の
唐
代
の
儀
礼
書
で
は
禹
歩
を
省

略
し
て
、
五
縦
六
横
（
縦
に
五
、
横
に
六
の
十
字
を
切
る
）
を
中
心
に
し

た
簡
略
な
儀
式
を
設
定
し
、
そ
れ
が
明
清
時
代
の
速
用
縦
横
法
と
い
う

儀
礼
に
固
定
化
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
そ
の
儀
礼
は
基
本
的
に
や
む
を

得
ず
凶
日
に
出
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
に
、
邪
を
祓
う
た
め
に
行
わ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
出
行
の
凶
日
を
挙
げ
る
占
文
の
後
に
置

か
れ
る
と
い
う
共
通
し
た
特
徴
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、そ
れ
は『
日

書
』
で
も
同
様
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。

な
お
、『
日
書
』
の
出
行
儀
礼
は
工
藤
元
男
氏
が
か
ね
て
か
ら
研

究
し
て
お
り
、
本
誌
で
も
か
つ
て
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
（﹃
東
方
﹄

三
七
六
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
）。
本
書
で
は
工
藤
説
と
の
差
を
四
点
に

要
約
し
て
い
る
が
（
二
四
五
・
六
頁
、
注
（
67
））、
最
も
大
き
な
違
い
は
、

工
藤
氏
が
行
神
祭
祀
を
含
め
た
出
行
儀
礼
全
体
の
一
部
と
し
て
本
儀
礼

を
位
置
づ
け
て
い
る
の
に
対
し
、
著
者
は
本
儀
礼
は
凶
日
に
出
行
す
る

場
合
の
辟
邪
法
で
あ
り
、
行
神
祭
祀
と
別
の
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
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第
四
章
「
玉
女
反
閉
局
法
に
つ
い
て
」
は
、
や
は
り
出
行
の
時
に
辟

邪
の
た
め
に
行
わ
れ
る
玉
女
反
閉
局
法
（
日
本
の
陰
陽
道
の
場
合
は
反
閇
）

と
い
う
儀
礼
を
論
じ
る
。
第
三
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
術
数
文

献
に
お
け
る
出
行
儀
礼
は
途
中
で
禹
歩
の
要
素
が
消
失
し
、
五
縦
六
横

を
中
心
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
推
移
が
あ
っ
た
。し
か
し
、

宋
代
以
降
の
文
献
に
見
え
る
玉
女
反
閉
局
法
に
は
禹
歩
が
含
ま
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
唐
代
の
文
献
と
比
べ
る
な
ら
、
も
と
も
と
の
玉
女
反
閉
局

法
は
反
閉
局
と
い
う
陣
を
描
き
、
そ
こ
の
中
で
算
木
を
動
か
す
も
の
で

あ
っ
た
の
が
、
後
に
な
っ
て
そ
れ
以
外
の
要
素
を
取
り
込
ん
だ
と
き
に

禹
歩
も
含
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
当
該
儀
礼
に
か
か
わ

る
諸
文
献
の
比
較
、
校
勘
も
行
わ
れ
て
お
り
、
地
味
で
あ
る
が
堅
実
な

研
究
で
あ
る
と
評
し
得
る
。

大
野
氏
は
秦
漢
時
代
の
出
土
文
献
と
後
代
の
術
数
文
献
を
関
係
づ

け
、時
代
的
な
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
最
も
意
を
注
い
で
お
り
、

そ
の
点
は
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
確
か
に
出
土
資
料
の
理
解
に

資
す
る
た
め
に
、
術
数
文
献
自
体
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

は
必
要
で
あ
り
、
今
後
も
研
究
を
更
に
精
緻
に
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
望

ま
し
い
。
但
し
、
出
土
術
数
文
献
を
そ
れ
以
外
の
出
土
資
料
の
中
に
位

置
づ
け
る
こ
と
も
同
様
に
必
要
で
あ
り
、
今
後
、
そ
の
方
面
に
も
研
究

を
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

【
注
】
評
者
の
と
こ
ろ
の
大
学
院
生
で
あ
る
馬
場
真
理
子
氏
は
、

二
〇
一
四
年
一
二
月
に
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
に
提

出
し
た
修
士
論
文
『
古
代
日
本
に
お
け
る
﹁
天
﹂
の
思
想
』
の
中
で
、

日
本
に
お
け
る
天
命
思
想
の
受
容
を
論
じ
、術
数
的
な
天
命
観
を“
機

械
論
的
”
と
呼
称
し
た
上
で
、
儒
教
的
な
天
人
相
関
説
と
は
区
別
す

べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
い
け
ざ
わ
・
ま
さ
る　

東
京
大
学
）

漢
字
・
漢
文
指
導
入
門
講
座

▼
期
日：
8
月
3
日（
月
）10
時
00
分
～
15
時
10
分（
9
時
45
分
～
受
付
）

▼
会
場
：
湯
島
聖
堂
内
斯
文
会
館
講
堂
（
東
京
都
文
京
区
湯
島1-4-

25

）
JR
御
茶
ノ
水
駅
下
車　

徒
歩
2
分
、地
下
鉄
千
代
田
線
新
御
茶
ノ

水
駅
下
車　

徒
歩
2
分
、
地
下
鉄
丸
ノ
内
線
御
茶
ノ
水
駅
下
車　

徒

歩
1
分
▼
主
催
：
全
国
漢
文
教
育
学
会
▼
後
援
：
文
京
区
教
育
委
員

会
（
申
請
中
）
▼
資
料
代
：
一
、〇
〇
〇
円
（
学
生
五
〇
〇
円
）
▼
定

員
：
60
名　

＊
メ
ー
ル
に
よ
り
、
先
着
順
で
受
け
付
け
ま
す
。
当
日

の
申
し
込
み
も
可
能
で
す
。
▼
プ
ロ
グ
ラ
ム
：
開
講
式　

挨
拶　

安

居
總
子
（
本
学
会
副
会
長
）
／
「
漢
文
訓
読
入
門
」
講
師
　
塚
田
勝

郎
（
筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
）
／
（
昼
食
、
休
憩
）
／
「
漢
文
の

学
習
指
導
」
講
師
　
菊
池
隆
雄
（
前
・
鶴
見
大
学
）
／
閉
講
式
　
挨

拶
　
本
学
会
役
員
▼
申
し
込
み
先
：residence906khaki.plala.or.jp

（
事
務
局
・
真
鍋
）･･

＊
申
し
込
み
は
、
メ
ー
ル
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
：090-1888-9943

（
事
務
局
・
真
鍋
）


