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啓
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

七
八
八

第
五
按

六
O 

届斉

ー』

.:1L. 

啓
蒙
時
代
に
於
げ
る
支
那
研
究
ミ
そ
の
現
代
的
意
義
(
上
)

島

恭

彦

目

攻

『
は
し
が
き
一
近
世
歓
洲
に
於
け
る
支
那
研
究
の
成
立
ニ
支
那
穂
讃
論
、
グ
オ
ル
テ
ー
ル
、
ケ
ネ
l

士
一
支
那
枇
舎
の
批
列
的
研
究
、
モ

Y

テ
λ

キ

ュ

l
、
マ
プ
リ
1
(
以

上

本

旗

掲

載

)

四

支

那

の

枇

曾

紐

F

済
的
研
究
、
チ
ユ
ル
ゴ

1
、

ス

ミ

旦

五

啓

蒙

期

の

支

那

研

究

の

史

的

地

位
k
意
義

lま

し

力主

き

支
那
研
究
は
欧
洲
の
諸
国
に
於
い
て
も
相
蛍
の
暦
史
と
偉
統
を
持
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
曹
で
の
支
那
研
究
に
荷
も
鑑
歩
褒
展
の
跡
の
認
め
ら
れ
る
園

に
於
て
は
、
一
般
の
畢
問
白
歴
史
に
於
け
る
と
同
様
に
、
そ
と
に
は
必
ず
新
し
い
研
究
方
法
が
奮
い
方
法
を
批
判
、
克
服
し
つ
A

前
蓮
ナ
る
み
」
一
耳
ふ
過

程
が
見
曲
さ
れ
る
。
一
闘
の
支
那
研
究
の
確
立
に
は
ま
づ
常
国
白
支
那
に
封
す
る
働
き
か
け
と
、
其
に
基
〈
食
践
的
な
知
識
の
蒐
集
が
必
要
で
あ
る
が
、

車
に
そ
れ
だ
け
で
は
真
由
支
那
研
究
で
は
な
〈
、
獲
得
さ
れ
た
素
材
は
そ
の
園
の
内
部
に
生
れ
た
新
し
い
研
究
方
法
主
綜
合
し
て
、
自
ら
を
科
皐
白
水

準
に
ま
で
高
め
て
ゆ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
新
し
い
科
事
は
新
し
い
素
材
を
必
要
と
す
る
ぽ
か
り
で
な
〈
、
従
来
人
々
の
生
活
を
無
意

識
の
中
に
つ
ふ
み
、
研
究
白
幽
胞
を
も
強
〈
制
約
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
奮
い
概
念
形
態
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
、
新
し
い
意
識
を
も
っ
た
研
究
者
を
必

要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
研
究
者
の
伺
人
的
努
力
を
侯
っ
て
行
は
れ
る
も
の
で
は
な
〈
、
社
曾
+
一
世
の
磨
史
的
褒
表
に
ワ
れ
て
行
は
れ
る
概
念



形
惑
の
編
成
替
に
関
聯
し
て
ゐ
る
事
貨
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
近
世
闘
家
の
封
外
的
活
動
苧
園
内
の
政
治
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
草
新
等
、
あ
ら
ゆ
る
傑
件

が
結
合
し
て
、
と
L

に
新
し
い
支
那
研
究
が
波
立
し
た
の
ほ
所
謂
患
家
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
奮
ρ

王
道
築
士

的
支
那
親
、
訓
詰
畢
的
支
那
研
究
、
そ
の
他
一
切
の
封
建
議
接
的
支
那
諭
が
一
雁
清
算
さ
れ
て
、
新
し
い
批
列
的
、
科
撃
的
支
那
研
究
の
端
繍
が
う
も
一

た
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
膏
々
が
啓
蒙
期
の
支
那
研
究
を
と
り
あ
げ
て
問
題
に
す
る
の
は
、
科
園
甲
の
、
進
歩
と
一
再
ふ
見
地
か
、
b
し
て
、
こ
の
時
代
の
支

那
研
究
が
現
代
の
、
特
に
吾
闘
の
支
那
研
究
に
重
要
な
示
唆
を
な
げ
か
け
る
だ
ら
う
と
考
へ
る
恥
ら
で
あ
る
。

近
世
欧
洲
に
於
け
る
支
那
研
究
の
成
立

支
細
川
に
闘
す
る
知
識
は
文
那
に
封
ず
る
質
践
を
前
提
'
と
し
て
ゐ
る
。
古
代
、
巾
世
を
通
じ
て
欧
洲
に
ロ

7

y
チ
P

ク
仕
す
一
那
物
語

を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
欧
洲
と
支
那
と
を
結
ぶ
原
始
的
な
障
上
交
通
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

リ
ヤ
ル
な
支
那
の
知
識
を
欧
洲
に
紹

介
し
た
の
は
、
進
歩
し
た
造
船
技
術
と
航
海
術
を
基
礎
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
闘
(
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
タ
P
1
等
)
の
倒
東
貿
易

で
あ
る
と
云
へ
ょ
う
。
併
し
こ
の
嘗
時
支
郊
の
紹
介

r貢
献
し
た
の
は
商
人
で
は
友
く
、
む
し
ろ
極
東
貿
易
を
背
景
と
し
て
支
那
に

進
出
し
た
欧
洲
の
宣
教
師
、
特
に
耽
ず
骨
Y
で
あ
っ
た
。
何
故
と
云
ふ
に
近
世
と
は
言
へ
倫
J
7

ス
ポ
テ
イ
ヅ
ク
に
構
成
さ
れ
て
ゐ
る

ヨ
1
ロ
少
パ
枇
舎
に
於
て
一
切
の
皐
聞
を
凋
占
し
て
ゐ
た
も
の
は
ゼ
ス
イ
ッ
ト
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
「
ア
ジ
ア
的
専
制
閣
家
」
の
内

部
に
一
人
り
得
る
も
の
は
商
人
よ
り
も
、
む
し
ろ
専
制
主
義
的
危
思
想
傾
向
を
も
っ
て
ゐ
た
ゼ
ス
イ
ヅ
い
で
る
っ
た
か
ら
で
-b
る
。
従

っ
て
こ
の
時
代
に
支
那
と
欧
洲
を
結
ん
だ
の
は
東
洋
と
西
洋
に
於
け
る
専
制
圃
家
の
上
居
部
内
の
交
渉
で
る
っ
て
、
未
だ
市
民
枇
舎

相
互
の
庚
汎
な
経
済
的
交
通
で
は
た
か
っ
た
。
か
や
う
友
交
渉
の
上
に
成
立
し
た
支
那
研
究
は
如
何
な
る
性
格
を
も
つ
か
ほ

r推
察

出
来
よ
う
。世

官
家
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

努
四
十
八
巻

七
八
九

第
五
観

ーノ、



啓
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

七
九

O

第
五
観

占

ノ、

支
那
〈
の
布
数
と
支
那
の
紹
介
と
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

イ
タ
リ
ー
等
の
宣
教
師
で
あ
っ
た
。

マ
テ
オ
ニ
り

M
Y

チ
.

フ
ラ
ン
シ
ス
ョ
、
ザ
ピ
エ
ル
等
は
そ
の
代
表
的
恋
人
物
で
あ
ら
う
。
併
し
個
々
の
宣
教
師
の
布
教
と
支
那
研
究
を
組
織
化
す
る
た
め

に
は
、
彼
等
は
ど
う
し
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
力
及
啓
蒙
君
主
と
結
合
し
た
け
れ
ば
た
ら
訟
か
っ
た
。
か
〈
て
圏
内
的
紛
争
の
た
め

に
他
闘
に
後
れ
を
占
っ
た
ブ
』
7

ン
ス
が
支
那
研
究
の
水
準
を
著
し
〈
た
か
め
た
の
は
ル
ヰ
十
四
世
の
極
東
政
策
と
ゼ
ス
イ
ッ
ト
の
停

議
事
業
と
の
密
接
訟
提
携
で
あ
っ
た

D

極
東

κま
で
名
聾
を
及
げ
さ
う
と
す
る
ル
ヰ
十
回
世
の
努
力
は
先
づ
第
一
院
科
壊
の
力
な
必

要
と
し
た
。

プ
ラ
Y

ス
の
近
代
科
壌
が
支
那
の
停
統
的
た
天
文
事
や
教
撃
を
迭
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
一
示
す
事
は
と
り
も
な

隠
さ
守
フ
ラ
ン
ス
の
優
越
性
を
世
界
の
某
に
ま
で
知
ら
し
め
る
所
以
で
る
っ
た
。
然
る
に
蛍
時
さ
う
云
ふ
近
代
科
撃
を
狗
占
し
宅
ゐ

た
の
は
向
奮
教
の
借
侶
、
殊
に
ゼ
ス
イ
ヲ
ト
で
あ
っ
た
か
ら
、

作
ヰ
は
彼
等
を
王

室
ア
カ
デ
ミ
ー
の
合
員
に
住
命
し
、
王
室
費
の
中
か
ら
補
助
し
、
彼
等
の
中
の
優
秀
た
も
の
を
支
那
へ
咽
遺
し
た
の
で
あ
っ
た
ν
恰

と
の
専
制
君
主
は
彼
等
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。

も
蛍
時
支
那
は
「
東
方
の
ル
ヰ
十
四
世
L

と
呼
ば
れ
る
英
主
、
康
照
帝
(
}
穴
六
一
ー
ー
一
七
ニ
ニ
)
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
ゐ
た
。
宣
毅

師
達
は
と
の
君
主
の
西
欧
科
皐
に
射
す
る
愛
着
を
利
用
し
て
、
自
己
の
地
位
を
か
た
め
、
布
教
事
業
を
伸
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
が
、
活
動
範
囲
の
庚
ま
る
に
つ
れ
て
、
彼
等
の
支
那
に
関
す
る
知
識
も
深
ま
り
、
次
第
に
欧
洲
へ
も
支
那
の
知
識
が
体
婚
し
て
行

っ
た
の
は
賞
然
で
あ
る
。
例
へ
ば
康
照
帝
の
援
助
の
下
に
ゼ
ス
イ
ッ
ト
建
が
科
事
的
測
量
技
術
を
利
用
し
て
作
成
し
た
こ
六
八
ニ
|

一
七
了
八
)
支
那
の
地
闘
は
今
ま
で
紳
秘
た
震
に
か
く
さ
れ
て
ゐ
た
支
那
の
全
貌
を
欧
洲
人
の
眼
前
に
展
開
し
た
の
で
る
っ
た
。

併
し
ゼ
ス
イ
ッ
ト
の
支
那
研
究
は
い
か
に
も
環
範
固
に
亙
り
、
共
以
後
の
支
那
研
究
者
が
是
非
と
も
利
用
し
泣
け
れ
ば
左
ら
ね
材

料
を
提
供
し
て
ゐ
た
と
は
云
へ
、
共
は
彼
等
の
宗
教
家
と
し
て
の
賓
践
や
デ
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ク
友
立
場
等
か
ら
嘗
然
生
十
る
限
界
を
持
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た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
先
づ
彼
等
は
宗
教
家
で
る
り
、
彼
等
の
使
命
は
布
教
で
あ
る
。

さ
う
一
玄
ふ
目
的
や
賓
践
に
よ
っ
て
彼
等
の

支
那
研
究
は
必
然
的
に
制
約
を
う
け
ね
ぽ
な
ら
・
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
宣
教
師
の
中
で
特
に
ゼ
ス
イ
ヅ
ト
は
世
俗
的
な
も
の
に

劃
し
て
芳
分
遁
際
性
を
持
っ
て
ゐ
た
か
ら
、
支
那
の
風
俗
、
宗
敬
、
政
治
を
理
解
し
、

こ
れ
と
安
協
し
つ
L
支
那
人
の
聞
に
キ
リ
ス

ト
教
を
植
ゑ
つ
け
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
が
、
か
う
す
る
事
に
よ
っ
て
、
支
那
の
歴
史
、
一
枇
舎
に
封
す
る
認
識
を
深
め
は
し
た
も

の
h
h

、
他
両
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
た
意
識
を
も
っ
て
そ
れ
等
を
歪
曲
し
た
黙
が
た
い
で
も
た
い
。
殊
に
フ
ラ
ン
ス
の
ゼ
ス
イ
ヅ
ト
と

反
針
の
立
場
に
あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
汲
や
ド
ミ
ニ
コ
減
の
側
か
ら
支
那
人
の
偶
像
櫨
奔
位
、
支
那
哲
鎮
の
無
一
脚
論
的
性
質
を
指
摘
さ

れ
、
こ
れ
と
安
協
し
つ
a
h

あ
る
ゼ
ス
イ
ツ
ト
に
針
し
て
非
難
が
越
さ
れ
る
揚
合
、

ゼ
ス
イ
ッ
ト
は
反
針
に
い
よ
/
¥
支
那
文
明
の
優

越
性
を
揖
護
し
そ
の
起
源
を
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
得
友
い
-o

例
へ
ば
一
方
は
支
那
の
古
典
に

現
れ
冶
「
一
六
」
や
一
J
l
帝
一

の
如
合
間
企
が
躍
な
る
「
荘
一
次
L

E
i
f
t
J
 

正
詩
，
叫
L

文
那
人
の
儀
式
に
何
等
の
京
政
的

ry義
社
認
め
沿
い
と
十

れ
ば
、
他
方
は
支
那
人
の
信
仰
す
る
天
は
キ
リ
ス
ト
教
の
榊
の
意
義
に
近
く
、
支
那
人
は
極
め
て
敬
度
た
る
民
族
で
あ
る
事
を
誇
明

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
支
那
の
宣
教
師
連
の
聞
で
生
じ
た
、
支
郊
の
風
俗
、
宗
教
に
闘
す
る
解
燥
の
叫
創
立
は
そ
の
営
時

儀
疎
開
題
「
Q
M
Z
Zロ
品

2
E
g
)
と
呼
ば
れ
、
共
は
と
り
も
な
ほ
さ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
宗
教
上
の
紛
争
を
支
那
研
究
に
ま
で

延
長
し
た
も
の
に
他
な
ら
友
い
。

と
の
針
立
を
通
じ
て
支
郊
の
歴
史
、
社
舎
に
針
す
る
認
識
は
深
ま
っ
て
行
っ
た
で
あ
ら
う
。
併
し

こ
の
針
立
は
結
局
宗
教
上
の
立
場
や
宗
教
視
の
針
立
に
還
元
さ
れ
る
・
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
汲
生
し
た
皐
問
的
成
果
は
る
〈
ま
で
副
産

物
に
過
ぎ
た
い
の
で
あ
る
。
殊
に
支
那
人
の
偶
像
稽
奔
性
が
確
認
さ
れ
た
結
田
市
、
宗
教
家
の
支
那
研
究
が
巌
禁
さ
れ
た
3

と
す
れ
ば
、

宣
教
師
の
研
究
は
始
め
か
ら
一
定
の
限
界
を
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

啓
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

第
五
披

七
九

プす

後藤末堆著、支那文化と支那事の起源、二二。一・頁o2) 



世
廿
家
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

七
九

第
五
競

/-; 

四

ゼ
ス
イ
ッ
ト
の
支
那
仰
究
の
も
う
一
つ
の
快
陥
は
そ
の
政
治
的
立
揚
よ
り
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
そ
の
接
識
、
政
治

的
手
腕
を
以
っ
て
ヨ
l
ロ
V

パ
の
専
制
政
治
に
奉
仕
し
て
ゐ
た
の
で
る
る
c

彼
等
を
支
那
へ
波
法
し
た
の
は
欧
州
の
専
制
君
主
で
あ

、，
f
o

r
d
ゆ
山

彼
等
を
迎
へ
た
の
も
支
那
の
一
専
制
君
主
で
あ
っ
た
。

批
判
等
が
支
那
皇
帝
〈
康
照
品
川
〉
の
知
過
に
感
激
し
て
支
那
の
政
治
を
謡
歌

し
た
の
も
首
然
で
あ
る
c

ま
た
支
配
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
殊
に
支
那
の
古
典
を
無
批
判
的
に
と
り
入
れ
、
治
者
的
概
念
と
現
賓
と

を
す
む
か
へ
て
王
道
紫
土
的
、

松
山
中
山
主
義
的
支
期
間
陀
陥
っ
た
の
も
営
然
な
あ
る
。

科
山
情
的
文
明
岬
研
究
は
支
那
の
陛
氏
、

枇ん
Mubm-
川
崎

接
し
て
ゐ
る
古
典
の
批
判
を
以
て
始
ま
る
と
ユ
一
国
ふ
。
併
し
ゼ
ス
イ
ッ
ト
の
デ
ス
ポ
テ
イ
ッ
ク
た
性
格
と
彼
等
を
と
り
ま
く
泊
者
の
枇

合
居
は
こ
の
批
判
を
困
難
左
ら
し
め
て
ゐ
た
の
で
る
っ
た
。

支
那
研
究
に
新
な
展
開
の
始
ま
っ
た
の
は
支
那
に
闘
す
る
知
識
が
ゼ
ス
イ
ッ
ト
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
際
家
哲
事
者
の
手
に
移
っ
た
時

で
あ
っ
た
。
貨
に
こ
の
時
と
そ
い
ま
L

で
狭
臨
な
政
治
的
、
配
合
的
立
揚
の
散
に
全
面
的
に
支
那
研
貨
に
逝
則
さ
れ
る
事
を
妨
げ
ら

れ
セ
ゐ
た
ゼ
ス
イ
ッ
ト
遠
の
圏
平
識
が
虞
〈
市
民
階
級
の
側
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
デ
ュ
・
ア
ル
ド
師
(
含
国
是
)
の
編
纂
し
た

「
支
那
帝
問
金
誌
」

(ロ
po
ュヨ
Z
口
問
吉
岡

E
司
「
占

5
L
E
Z己門出ロ
3
0
r
g出。目。開
FAzon同
志
〕

E
A
z
o
-。
-
d
E
-
L
E
品。

z
n
E
5
2
品
。
宮
吋
里
同
町
昂

n
E
5
5・
3
F
G匂・ゃ・
5
5
)
の
如
き
は
営
時
の
哲
事
者
、
経
済
撃
者
、
共
他
枇
合
科
事
者
逮
の
閣
で
庚
く
一
韻
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
支
那
に
射
す
る
新
し
い
闘
心
を
刺
戟
し
た
も
の
は
如
何
た
る
原
因
で
あ
っ
た
か
。
周
知
の
様
に
十
八

世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
封
建
制
度
と
専
制
政
治
に
劃
す
る
批
判
が
開
始
さ
れ
て
ゐ
た
。
人
々
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
枇
曾
と
全
く
臭
る
支

那
枇
舎
に
注
目
し
は
じ
め
た
の
は
欧
洲
市
民
枇
舎
の
自
己
批
判
が
始
ま
っ
た
時
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ま
だ
人
類
が
森
林
の

中
を
妨
復
し
て
ゐ
る
時
代
に
既
に
完
備
し
た
園
出
家
制
度
と
政
治
を
持
っ
て
ゐ
た
支
那
、
聖
書
以
前
の
起
源
を
持
つ
古
い
支
那
、
そ
れ



は
確
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
驚
嘆
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
こ
の
支
那
に
閥
ず
る
知
識
を
と
り
入
れ
、
自
己
の

図
家
観
、
歴
史
観
を
豊
富
に
し
つ
h

、
前
よ
り
も
一
居
康
い
見
地
に
立
っ
て
白
岡
の
政
治
や
枇
舎
の
批
判
に
乗
出
し
た
の
で
あ
る
。

特
に
専
制
政
治
に
針
す
る
批
判
が
尖
鋭
化
し
、
革
命
の
窓
気
の
掠
っ
て
ゐ
た
フ
ラ
ン
ス
に
支
那
研
究
の
起
と
っ
た
理
由
&
、

ヘ
1
ゲ

ル
は
「
東
洋
世
界
論
」

の
中
で
次
の
様
に
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
「
ル
牛
十
四
世
治
下
の
十
七
位
紀
に
於
い
で
人
々
は
圏
内
住
民
の
不
安

な
精
紳
を
察
し
て
、

乙
の
黙
で
は
支
那
の
住
民
は
ど
う
ふ
る
ま
っ
て
ゐ
る
か
、
世
の
中
の
静
識
が
ど
う
云
ふ
風
に
保
た
れ
て
ゐ
る
か

住
民
は
幸
隔
で
満
足
が
交
分
み
友
ぎ
っ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
熱
心
に
知
ら
う
と
し
た
の
で
あ
っ
九
己

支
郊
の
専
制
政
治
が
砕
家
君
主
の
典
型
と
見
倣
さ
れ
よ
う
と
、
自
園
の
腐
敗
せ
る
一
専
制
政
治
の
一
強
種
と
考
へ
ら
れ
上
う
L
」
、
卸

ち
支
那
の
専
制
政
治
に
自
己

.2味
方
を
見
出
さ
う
と
敵
を
見
出
さ
う
ん
」
、

こ
れ
ら
の
意
見
の
針
注
は
革
命
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
枇
曲
目

的
、
政
治
的
別
立
を
反
映
サ
円
0
・t
の
で
あ
っ
央
。

そ
し
て
さ
う
一
五
ふ
数
式
を
泊
じ
て
ー

ア
ジ
ア
酌
専
制
山
正
義
の
特
殊
性
の
み
な
ら
で

専
制
政
治
一
般
に
封
ず
る
認
識
も
深
化
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
か
ゃ
う
友
啓
蒙
折
口
事
者
、
特
に
ア
ン
シ
ク
ロ
ベ
ヂ
ス
ト
の
支
那

研
究
は
や
は
り
ゼ
ス
イ
ッ
ト
の
蒐
集
し
た
資
料
に
基
い
て
始
め
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
と
の
揚
合
に
は
、
奮
い
宗
数

的
立
場
か
ら
全
く
自
由
な
新
し
い
世
俗
的
た
見
地
か
ら
支
郊
の
研
究
が
行
は
れ
て
ゐ
る
事
費
を
無
腕
し
で
は
友
ら
友
い
。

ア
ジ
シ
グ

ロ
ベ
ヂ
ス
ト
の
中
に
も
ゼ
ス
イ
ッ
ト
と
同
様
な
支
那
一
専
制
政
治
の
疎
讃
論
を
く
り
か
へ
す
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、

共
は
全
〈
新
な

見
地
に
基
く
も
の
で
る
っ
て
、
更
に
一
そ
う
批
判
的
、
科
閣
申
的
左
支
那
論
を
展
開
す
る
方
向
へ
の
橋
わ
た
り
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

世
官
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
豆
競

六
五

第
四
十
八
巻

七
九
三
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啓
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

七
九
四

第
五
競

六
六

一一
支

那

瞳

讃

論

1
i
i

ヴ
オ
ル
テ
1

件、

中
世
よ
り
近
ぽ
へ
の
過
渡
期
に
あ
る
欧
洲
で
は
建
制
度
の
崩
壊
過
程
に
伴
ふ
深
刻
な
宗
教
的
紛
争
が
到
る
と
こ
ろ
に
勃
稜
し
て
ゐ

た
c

と
の
紛
争
い
か
支
那
研
究
に
も
所
開
「
依
融
問
題
」
に
到
寸
る
意
見
の
割
立
と
し
て
反
臥
し
て
ゐ
た
事
は
既
に
-
一
一
一
戸
一
己
し
陀
ム
」
こ
ろ

で
あ
る
。
啓
枇
舎
の
醐
惑
さ
、
殊
に
木
教
的
ド
グ
T
d
r
同
持
し
て
新
思
想
を
泊
中
一
一
向
廿
一
ん
と
す
る
封
建
的
勢
力
に
針
し
て
嫌
悪
を
感
じ

て
ゐ
た
ヴ
オ
ル
テ

1
1げ
に
は
支
那
は
完
全
友
信
教
自
由
が
賓
現
し
て
ゐ
る
理
想
郷
の
如
く
思
は
れ
た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
「
儀
障
問

題
」
を
中
心
と
し
て
宣
教
師
の
間
に
論
争
が
く
り
か
へ
さ
れ
る
中
に
、
支
那
枇
舎
の
内
に
幾
通
り
も
の
宗
教
が
獄
認
さ
れ
て
ゐ
る
事
、

支
那
人
の
奉
や
る
儒
教
は
軍
純
友
道
徳
観
で
あ
り
何
等
の
狂
信
や
迷
信
も
含
ま
な
い
事
等
K

が
、
次
第
に
ヴ
オ
外
テ

1
1戸
に
も
明
か

に
た
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
故
に
「
哲
事
解
典
」
中
の
「
支
那
論
」
で
弐
の
棋
に
書
い
た
む

に
素
晴
し
い
。
儒
教
に
は
迷
信
も
た
い
し
、
馬
鹿
げ
た
侍
設
も
友
〈
、
理
性
や
自
然
を
恩
弄
し
、
明
確
さ
を
か
〈
す
た
め
に
俳
併
が

「
も
う
一
度
云
ふ
が
、

儒
款
は
貫

色
K

た
解
樺
を
ほ
ど
と
す
ゃ
う
左
ド
グ
マ
も
た
い
。
四
千
年
と
の
方
、
支
那
人
に
は
最
も
皐
純
な
宗
教
が
最
も
よ
い
宗
毅
と
忠
は
れ

た
の
で
あ
る
。

支
那
人
は
地
上
の
聖
賢
と
共
に
一
柳
を
崇
拝
す
る
事
だ
け
で
満
足
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
た
の
に
欧
州
で
は
ト
l
マ
ス
、

モ
リ
ナ
の
諸
汲
が
分
裂
し
て
ゐ
る
o
」
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
の
以
上

ポ
ナ
ベ
ン
千
ユ
ヲ
、

ジ
ヤ
ン
セ
ン
ェ
ス
、

カ
ル
ヴ
ア
ン
、

Yレ

1 
フF

Yν 、

の
言
葉
は
車
純
友
支
那
論
で
は
た
し
に
、
支
那
枇
舎
を
模
範
と
す
る
欧
洲
枇
舎
の
自
己
批
判
の
言
葉
で
る
る
と
も
一
一
一
一
回
へ
上
う
。
被
は

支
那
を
膿
讃
し
た
震
に
、
支
那
人
と
同
椋
た
無
榊
論
者
と
看
倣
さ
れ
で
大
事
を
遁
は
れ
た
一
幹
蒙
哲
島
一
-
者
の
例
を
あ
げ
て
ゐ
る
。

れ
は
貫
に
欧
洲
の
奮
勢
力
の
間
野
の
狭
障
さ
を
暴
露
す
る
ば
か
り
で
は
友
く
、
ま
た
共
は
支
那
文
化
自
身
に
針
す
る
大
た
る
誤
解
と と

VoJtaire， Dictionaire philo5ophique. (De la Chine.) p副 2'73・4) 



云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
吾
々
は
支
郊
人
を
キ
リ
ス
ト
較
に
改
宗
さ
せ
よ
う
と
し

τ
ゐ
る
。

と
て
も
感
心
友
熱
心
さ
で
あ
る
。

だ
が
支

那
の
古
さ
を
疑
っ
た
り
、
彼
等
を
偶
像
教
徒
及

εと
一
斉
つ
て
は
な
ら
ぬ
引
」
支
那
人
は
聖
書
以
前
、
甘
括
庇
町
教
以
前
の
歴
史
を
持
っ
と
こ

ろ
の
成
熟
せ
る
文
化
人
で
あ
る
。
そ
れ
を
後
輩
の
ク
リ
ス
ト
数
徒
が
批
判
し
改
宗
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
借
越
で
は
友
い
か
。

ヴ
オ
ル
チ

I
ル
の
鵡
讃
は
更
に
支
那
の
政
鑓
に
ま
で
及
ぶ
。
「
支
那
帝
国
の
組
織
は
寅
に
曽
っ
て
世
界
に
存
在
し
た
も
の
L

中
で
最

上
の
も
の
で
あ
る
。
支
那
は
ず
ぺ
て
の
事
が
出
家
長
的
補
力
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
唯
一
の
固
で
あ
る
。
地
方
の
官
吏
が
臓
を
去
る

に
営
り
地
方
民
の
惜
別
を
う
け
な
い
時
に
は
罰
せ
ら
れ
る
唯
一
の
闘
で
あ
る
。
ま
た
他
国
に
於
て
は
法
律
は
罪
惑
を
底
罰
す
る
に
止

ま
る
の
に
、
支
部
の
法
律
は
善
行
に
謝
す
る
悶
川
賞
玄
定
め
る
唯
一
の
闘
で
あ
る
。
吾
々
回
征
服

L
穴
ブ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
や
フ
ラ
ン
ク

や
ゴ

I
ト
佐
一
寸
の
習
俗
に
服
し
て
ゐ
る
の
に
、
支
那
は
征
服
者
に
法
を
採
用
さ
せ
た
唯
一
の
固
で
あ
る
o
」

ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
が
か
う
一
首

W
A
F
、

・AU
M

支
那
の
歴
史
の
出
さ
や
徳
治
主
義
比
つ
い
て
、

支
郊
の
古
典
の
殺
へ
る
と
と
ら
ゆ
V-J-
の
ま
札
通
信
用
し
て
ゐ
る
と
と

μ
明
か
で

あ
る
。
ま
た
波
は
ゼ
ス
イ
ッ
ト
の
話
を
も
無
批
判
的
に
と
り
入
れ
て
、
支
那
の
章
一
喪
主
義
を
吠
の
様
に
賞
讃
し
、
欧
洲
の
政
策
を
批

判
し
て
ゐ
る
。
「
如
何
た
る
運
命
に
よ
っ
て
、
農
業
は
支
郊
に
於
け
る
狭
心
か
ら
傘
敬
さ
れ
な
い
の
だ
ら
う
か
。
歌
洲
の
国
々
の
大
臣

は
皆
た
と
へ
そ
れ
が
ゼ
ス
イ
ヅ
ト
の
手
に
左
る
も
の
で
も
、
次
の
様
左
記
録
を
積
む
べ
き
で
あ
る
o
」
か
う
一
吉
っ
て
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
は

支
那
皇
帝
の
農
業
竿
重
、

牧
穫
期
の
岡
山
家
的
祭
典
等
の
例
を
る
げ
で
最
後

κか
う
結
ん
で
ゐ
る
。

「
吾
が
欧
洲
の
主
様
者
逮
は
か
う

云
ふ
例
を
知
っ
て
何
を
左
す
ぺ
き
で
る
る
か
。
賞
讃
せ
よ
、
赤
面
せ
よ
、
だ
が
何
よ
り
も
模
倣
せ
レ
レ
。
」

ヴ
オ
ル
テ
ト
ん
の
支
那
論
そ
の
も
の
は
ゼ
ス
イ
ツ
ト
の
水
準
を
少
し
も
出
て
ゐ
友
い
。
彼
は
た
ピ
ゼ
ス
イ
ツ
ト
か
ら
材
料
を
そ
の

ま
L
借
用
し
て
来
て
、

こ
れ
を
ヨ

1
ロ
ウ
バ
の
政
治
批
判
に
逆
用
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
左
い
か
ら
だ
。
併
し
他
面
か
ら
見
れ
ば
ヴ
オ
ル

世
廿
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
主
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

七
九
五

第
五
披

六
七

A
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蒋
出
現
時
代
に
於
け
る
支
那
碗
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
五
銃

プマ

i¥. 

第
間
十
八
巻

七
九
六

テ
1
1
N
の
支
那
論
は
ゼ
ス
イ
ツ
ト
と
遣
っ
て
純
然
た
る
世
俗
的
欲
求
に
基
い
て
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
て
さ
う
す
る
中
に
自
ら
欧
洲

の
文
化
と
支
那
友
化
と
の
比
較
研
究
が
行
は
れ
、
啓
蒙
哲
朗
宇
の
視
野
の
向
一
居
の
撫
大
に
貢
献
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ヴ

オ
ル
テ

1
1
w
の
支
那
論
は
新
た
政
治
的
意
義
を
持
っ
て
ゐ
る
し
、
ま
た
歴
史
観
、
枇
合
同
観
の
展
開
に
も
役
立
っ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ

L
凸

A
ノ
。

ヴ
オ
ル
一
ア
ー
ル
に
附
聯
し
て
述
べ
友
け
れ
ば
な
ら
た
い
の
は
ケ
ネ
ー
の
支
那
紛
で
あ
る
。
統
は
煎
法
主
義
者
の
機
側
諸

E

]

円志向

=
】
凡
山
口
(
山
内
町
山
三
ロ
門
】
[
巴
)
、
ロ
ロ

「
支
那
専
制
政
治
論
」

3
0
3
-
E
Z
E
E
含

Z
P
Z
)
を
書
い
た
。

と
れ
は
支
那
の
歴
史
、
枇
曾
、
政
治
、

tζ 

経
済
等
各
方
面
に
亙
る
相
蛍
ま
と
ま
っ
た
研
究
で
は
あ
る
が
、
本
質
は
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
と
同
じ
支
那
鴨
讃
論
で
る
る
。

さ
て
世
話
試
的

絶
針
政
治
|
|
そ
れ
は
封
建
制
止
拐
の
役
割
を
来
た
す
ー
ー
を
現
想
と
す
る
ケ
ネ
ー
に
と
っ
て
買
に
現
想
的
と
忠
は
れ
た
の
は
失
の

様
注
支
那
の
事
情
で
あ
っ
た
。
剖
ち
支
那
に
は
王
族
、
官
吏
、
儒
者
等
の
治
者
と
農
民
、
商
人
、

エ
人
等
の
被
治
者
の
階
級
別
は
存

す
る
が
、
世
襲
的
貴
族
の
階
級
は
存
在
し
た
い
。
最
高
位
の
大
臣
の
子
弟
も
才
能
が
た
け
れ
ば
、
卒
民
の
列
に
入
っ
て
卑
し
い
臓
に

た
づ
さ
は
ら
友
け
れ
ば
友
ら
ね
。
且
つ
支
那
帝
国
で
は
主
格
者
も
官
支
払
す
べ
て
同
然
訟
を
牛
ヲ
て
ゐ
る
。

こ
の
揚
合
自
然
訟
と
は

主
と
し
て
道
徳
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

支
那
闘
有
の
所
謂
徳
治
主
義
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ケ
ネ
1
は
言
ふ
。
「
支

那
人
は
道
徳
と
政
治
と
を
匝
別
し
た
い
。
彼
等
に
従
へ
ば
よ
く
生
き
る
術
は
則
ち
ょ
〈
治
め
る
術
で
あ
っ
て
、

こ
の
二
つ
の
皐
聞
は

一
つ
の
も
の
で
あ
る
o
」
ケ
ネ

1
は
支
那
の
古
典
に
現
れ
る
天
子
の
徳
行
を
信
じ
て
ゐ
る
。

五
経
に
よ
れ
ば
、
支
郊
の
天
子
は
「
天
」

(
d
m
p
)

や
「
上
帝
」
(
門
F
E
m
-
E
)
を
熱
心
に
信
仰
し
て
ゐ
る
。
天
子
は
一
方
で
天
の
子
と
し
て
天
を
う
や
ま
ひ
、
時
奔
し
・
な
け
れ
ば
友

ら
ぬ
が
、
他
方
で
人
民
の
父
と
し
て
民
の
上
に
善
政
を
施
さ
ね
ば
な
ら
ね
。
芳
し
天
子
が
天
命
に
謹
ふ
や
う
友
乙
と
が
・
あ
れ
ば
、
自

Quesnay， Despotisme de la Chine. Oeuvre de Quesnay. P4 5:92. 8) 



ら
王
座
を
降
り
て
、
不
明
を
天
に
詫
び
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
支
那
の
天
子
の
敬
度
ぷ
り
は
‘
洪
水
や
日
干
越
に
際
し
て
、
自
分
の
不
徳

を
天
に
わ
び
、

日
夜
悌
め
る
尽
の
た
め
に
設
痔
す
る
と
と
る
に
も
現
れ
る
。
こ
の
場
合
ケ
ネ
I
は
支
那
天
子
の
手
厚
き
も
て
左
し
を

う
け
た
宣
毅
師
ル
・
コ
ン
ト

(
Z
P
Z命
)
等
の
物
語
を
そ
の
ま
、
受
け
入
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
吾
が
宣
教
師
の
一
言
に
よ
る
と
、

君
主
の
斯
様
た
敬
度
ぶ
り
は
天
に
達
し
た
。
空
は
黒
雲
に
被
は
れ
、
降
り
く
る
一
間
は
一
時
に
全
帝
閣
の
堕
か
た
み
の
り
を
も
た
ら
し

た
。
こ
の
出
来
事
は
自
然
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
奇
蹟
で
あ
っ
た
か
論
宇
る
に
及
ば
友
い
。
た
ピ
吾
々
は
支
那
の
天
子
の
信
仰
と
民

に
針
ず
る
愛
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
明
か
に
す
れ
ば
足
b
る
の
で
あ
る
凶
」

所
割
問
徳
治
主
義
を
一
一
裂
か
ら
見
れ
ば
、
支
那
特
有
の
絶
劃
主
義
が
姿
を
現
は
す
。

と
の
事
責
は
ケ
ネ
1
自
ら
あ
げ
て
ゐ
る
支
那
官
史
一

の
人
民
に
興
へ
る
訓
示
の
網
目
を
少
し
分
析
し
て
見
れ
ば
ほ
ピ
想
像
出
来
た
壮
一
口
で
あ
る
。
即
ち
7

父
を
敬
し
年
長
者
を
付
帯
ぷ
事
、
家

-M
に
平
和
と
統
一
所
一
も
内
ら
す
た
め
忙
加
知
子
一
崇
奔
す
る
事
ー
紛
争
や
一
位
け
る
た
め
村
議
内
に
悶
結
を
紘
枠
す
る
事
、
人
民
が
義
務

を
怠
ら
ね
様
に
刑
罰
を
明
示
す
る
事
、
枇
曾
の
安
寧
vpa

一
よ
き
風
俗
を
保
つ
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
を
開
儀
と
徳
行
の
中
に
訓
育
す
る

事
、
犯
罪
者
に
隠
家
を
奥
へ
ぬ
事
、
定
め
ら
れ
た
貢
納
を
正
確
に
排
ふ
事
、
液
難
や
品
目
市
賊
の
逃
亡
を
防
寸
た
め
、
町
内
の
長
老
ム
」
協

力
ず
る
事

O
K同

h

は
こ
れ
ら
の
各
綱
目
か
ら
設
同
友
共
同
憾
と
習
俗
を
以
て
人
民
を
強
〈
座
泊
し
て
ゐ
る
支
那
の
父
家
長
的
専
制
主

義
を
心
に
思
ひ
う
か
べ
る
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
併
し
支
那
鵬
讃
者
の
ケ
ネ
ー
に
ほ
も
と
よ
り
此
の
徳
治
主
義
の
秘
窃
を
明
か
に

ず
る
事
は
出
来
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
支
郊
の
偉
統
的
政
策
が
農
業
守
重
ん
じ
商
業
を
騒
視
す
る
と
こ
ろ
に
る
り
と
す
れ
ば
、

ケ
ネ
l
の
重
農
主
義
的
製
設
よ
り
見
て
支
那
は
正
に
理
想
的
左
園
家
で
あ
る
に
相
違
左
い
。
何
れ
に
せ
よ
幾
千
年
の
昔
か
ら
ゆ
る

F

司
泣
く
存
績
し
て
ゐ
る
支
那
帝
園
は
ヶ
、
不
ー
に
と
っ
て
所
講
「
自
然
法
」
に
基
い
た
比
類
左
き
閣
と
思
は
れ
た
。
彼
は
自
己
の
主
張
ナ

酔
骨
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

七
九
七

第
四
+
八
巻

瞳

F
R
披

ノ、

九

Ques.nay， op. cit. p・ 588•9) 



傍
表
時
代
に
於
け
る
支
那
碗
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

七
九
八

第
五
披

七
O 

る
「
自
然
法
」
が
支
那
帝
固
に
現
貫
に
行
は
れ
て
ゐ
る
と
想
像
し
て
随
喜
の
涙
を
流
し
た
の
で
あ
る
。

併
し
ケ
ネ

1
の
謂
ふ
自
然
法
は
言
ふ
ま
で
も
た
く
近
代
経
済
皐
に
よ
っ
て
残
見
さ
れ
た
資
本
主
義
枇
舎
の
経
済
的
法
則
を
意
味
す

る
が
、
支
那
枇
舎
の
内
に
見
出
さ
れ
る
の
は
目
単
な
る
道
徳
法
に
温
』
ぎ
な
い
。
ケ
ネ
1
の
自
然
法
は
近
世
倣
洲
の
資
本
主
義
的
生
産
と

と
も
に
興
隆
す
る
自
然
科
部
ナ
を
背
景
と
せ
る
絞
消
息
上
の
法
別
で
あ
る
が
、
支
那
の
自
然
法
は
停
滞
的
な
農
業
粧
品
閏
に
於
け
る
幼
稚

な
自
然
認
識
と
と
れ
と
川
町
治
せ
る
道
徳
法
に
他
な
ら
な
い
。

而
も
ケ
ネ
ー
の
総
情
閣
僚
は
筈
制
度
右
打
破
し
て
生
産
力
正
仲
町
択
し
ょ
っ

と
す
る
が
、
支
那
の
道
徳
は
む
し
ろ
貧
し
い
大
衆
の
上
に
専
制
主
義
的
機
構
を
維
持
し
よ
う
↓
」
ず
る
。
概
念
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
た

支
那
と
現
賓
の
支
那
、
ケ
ネ
1
の
所
謂
「
合
法
的
事
制
政
治
」
(
巴
E
3円

凶

Boz-n)
と
現
貨
の
ア
ジ
ア
的
専
制
主
義
の
聞
に
は
大
友

る
距
離
が
存
在
す
る
。
併
し
ケ
ネ

1
の
支
那
研
究
が
宣
教
師
の
見
聞
記
に
基
〈
限
り
、
彼
の
描
く
現
想
の
支
那
と
矛
盾
す
る
様
た
事

賓
が
し
ば
/
¥
語
ら
れ
る
の
は
止
む
を
得
な
い
事
で
あ
る
。
ケ
ネ
ー
は
あ
る
個
所
で
弐
の
様
友
事
貨
を
記
述
し
て
ゐ
る
o
「
支
邪
人
は

一
日
中
腕
の
力
で
土
地
を
耕
作
す
る
。
し
ば
/
¥
終
日
膝
ま
で
水
に
つ
か
つ
て
而
も
夜
に
彼
の
家
で
米
と
野
菜
と
少
し
ぽ
か
り
の
茶

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
芳
分
幸
踊
左
の
で
あ
る
o
」
「
職
人
は
絶
え
や
仕
事
を
求
め
て
街
を
歩
〈
。
鍛
冶
屋
ま
で
金
床
と
鎚
と
を
持
っ
て

毎
日
の
仕
事
に
行
く
。
宣
教
師
の
言
葉
を
信
や
る
左
ら
は
、
床
屋
ま
で
が
屑
に
腰
掛
を
捨
ひ
、
手
に
令
一
朗
叫
と
繋
鍵
を
持
っ
て
街
を
歩

い
て
ゐ
る
。
す
べ
て
の
人
々
が
熱
心
に
不
幸
も
友
〈
病
気
も
せ
中
に
生
活
の
糧
を
求
め
る
o
」
「
勤
持
に
必
要
た
限
り
の
る
ら
ゆ
る
工

夫
、
必
要
に
迫
ま
ら
れ
て
利
用
す
る
一
切
の
利
盆
、
閥
心
を
そ
L
A

る
す
べ
て
の
資
源
は
こ

L
で
は
使
用
さ
れ
有
利
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ

る
。
貧
民
の
大
群
は
人
が
道
路
に
友
げ
だ
す
る
ら
ゆ
る
種
類
の
ぼ
ろ
や
屑
友
ど
を
せ
っ
せ
と
拾
ひ
あ
つ
め
て
生
活
し
な
け
れ
ば
友
ら

ぬ
。
土
地
を
肥
や
す
に
は
最
も
汚
い
汚
物
で
さ
へ
も
運
ぶ
の
で
る
る
。
支
那
の
ど
の
地
方
で
も
か
L

る
用
途
の
た
め
に
手
桶
を
か
っ



い
だ
人
身
が
見
う
け
ら
れ
丸
。
」
と
れ
ら
の
記
漣
は
い
づ
れ
も
支
那
民
衆
の
生
活
程
度
が
極
度
に
低
い
事
と
窮
迫
せ
る
事
を
物
語
っ
て

ゐ
る
。

だ
が
重
農
主
義
を
と
る
支
那
政
府
の
下
に
貧
し
い
農
民
が
生
活
し
、
民
の
幸
一
耐
を
祈
る
天
子
の
治
下
に
如
何
友
る
仕
事
で
も

求
め
て
生
き
一
行
か
う
と
す
る
逼
迫
せ
る
大
衆
が
存
在
す
る
と
云
ふ
事
賓
は
ど
う
説
明
ず
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

ケ
ネ
1
の
近
代
経
済
事

は
こ
の
民
衆
生
活
の
低
さ
と
一
疋
ふ
事
買
を
と
ら
へ
て
、
そ
こ
か
ら
支
那
専
制
政
治
を
批
判
し
、
徳
治
主
義
の
秘
密
を
暴
露
す
べ
き
で

あ
っ
た
。
然
る
に
ケ
ネ
1
の
経
済
撃
の
保
守
的
友
一
一
闘
は
専
制
政
治
を
偽
装
し
て
ゐ
る
儒
毅
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
安
協
し
て
了
っ
た

の
で
あ
る
。

{
笹
)

ケ
ネ
ー
が
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
ム
〕
同
様
に
儒
教
的
イ
戸
オ
ロ
ギ
1
・
と
支
那
枇
舎
の
寅
摘
を
は
き
ち
が
へ
た
と
一
耳
ふ
こ
と
は
失
の
例
に
よ
っ
て
も
明
か

で
あ
る
。
ケ
ネ
1
は
支
那
尚
人
の
不
徳
と
欺
蹴
性
を
指
適
ナ
る
論
者
に
向
っ
て
か
う
婿
護
を
試
み
て
ゐ
る
。
「
だ
が
そ
れ
は
支
那
人
の
様
な
開
化
し
た
岡

民
に
は
』
て
も
考
ー
ら
れ
な
い
事
だ
。
そ
こ
で
は
常
に
向
業
泣
に
認
識
と
減
貨
が
峰
、
附
古
引
い
せ
ゐ
る
の
ぜ
あ
る
。
こ
れ
は
孔
子
内
池
徳
の
最
も
市
一
擦
な

一
叩
で
あ
り
、
と
の
帝
闘
の
法
律
f
る
遺
徳
律
な
の
だ
よ
〈
今
大

I
、
世
詩
作
集
、
六

C
四
一
民
)

支
部
祉
曾
の
批
判
的
研
究

1
1
1
号
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、

7

フ
リ

1
1
1
1

支
那
枇
舎
の
科
接
的
研
究
を
行
ふ
に
は
、

主
道
山
崎
市
土
的
支
那
畑
聞
の
基
礎
に
な
っ
て
ゐ
る
支
那
古
典
の
再
検
討
を
要
ず
る
ば
か
り
で

た
く
、

さ
号
云
ふ
観
念
に
親
和
を
感
や
る
一
切
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
鷲
丈
化
‘
葎
思
想
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
い
の
で
め
る
。
共

故
に
欧
洲
の
支
那
研
究
は
専
制
主
義
と
封
建
制
度
の
批
判
者
に
よ
っ
て
始
め
て
一
穫
の
科
事
性
を
奥
へ
ら
れ
た
事
は
決
し
て
偶
然
で

は
た
い
の
で
あ
る
。
勿
論
彼
等
の
研
究
は
向
宣
教
師
の
も
た
ら
し
た
報
告
や
資
料
に
基
い
て
ゐ
る
。
併
し
ヴ
オ
ル
テ

1
i
p
や
ケ
ネ

l

の
様
に
共
等
を
無
批
判
的
に
取
入
れ
宇
に
、
欧
洲
の
新
思
想
を
媒
介
と
し
て
新
し
い
支
那
論
を
展
開
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
斯
様
な

啓
家
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

七
九
九

第
五
競

七

Quesnay， Oeuvces. p・ 580-58 1 •10) 



出
官
栄
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

第
五
銃

七

八

C
C

意
味
に
於
て
、
共
は
支
那
枇
舎
の
批
判
的
、
科
事
的
研
究
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
宣
教
師
的
支
那
研
党
の
水
準
左
越
え
る

も
の
と
一
一
員
へ
る
だ
ら
う
。

五口

K

は
乙
の
結
で
先
づ
「
法
の
精
榊
」
の
著
者
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
推
さ
ね
ば
な
ら
友
い
。
彼
は
同
書
の
支
那
帝
国
に
つ
い
て
論
ヂ

る
一
宇
陀
於

τ次
の
様
に
合
一
敬
仰
の
支
邪
論
陀
不
信
の
意
を
表
し
て
ゐ
る
。
「
恐
ら
く
耶
蘇
命
士
は
秩
序
整
然
た
る
外
観
K
欺
か
れ
た

ア
ジ
ア
諸
王
の
宮
廷
か
ら
専
制
政
治
を

殻
見
す
る
事
を
好
ん
だ
か
ら
、
専
制
政
治
の
紹
え
ざ
る
運
朋
に
印
刷
山
嘆
し
た
の
で
は
友
か
ら
う
か
己
こ
れ
は
従
来
支
那
研
究
軟
調
占
し

の
で
は
あ
る
士
い
か
。
そ
し
て
彼
等
自
身
も
君
主
専
制
政
治
の
下
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
し
、

て
ゐ
た
ゼ
λ

イ
ッ
ト
の
専
制
主
義
的
立
揚
を
銃
く
指
摘
し
た
一
言
葉
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
専
制
主
義
の
側
に
つ
く
も
の
は
、
ま
た

ア
ジ
7
的
専
制
主
義
を
も
支
持
す
る
。
然
る
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
こ
の
専
制
主
義
を
と
そ
批
判
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
る
る
。

彼
は
ケ
ネ
1
の
様
に
専
制
政
治
を
「
合
法
的
」
と
「
恋
意
的
」
と
の
範
噂
に
分
類
せ
や
に
、

一
様
に
「
恐
怖
」
を
原
理
と
す
る
政
治

で
る
る
と
し
た
。
「
共
和
制
に
於
い
て
は
徳
牲
を
必
要
と
し
、
君
主
制
に
於
い
て
名
春
を
必
要
と
す
る
様
に
、
専
制
政
模
に
於
い
て
は

恐
怖
を
必
要
と
す
る
。
」
「
制
限
政
慢
は
そ
の
欲
す
る
が
ま
与
に
何
等
の
危
険
な
し
に
、
そ
の
帯
担
保
を
ゆ
る
め
る
事
が
問
来
る
。
そ
れ

は
そ
の
法
と
そ
の
勢
力
自
慢
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
併
し
専
制
政
穏
に
於
て
君
主
が
一
一
瞬
時
で
も
そ
の
腕
を
上
げ
る
事

を
止
め
る
や
否
や
、
彼
が
最
高
位
に
あ
る
者
共
を
即
座
に
絶
滅
す
る
事
の
出
来
ね
揚
合
は
す
べ
て
は
失
は
れ
る
d
」
専
制
政
治
一
般
に

於
け
る
と
同
様
に
、
支
那
専
制
政
治
に
於
て
も
、
皇
帝
は
た
え
や
重
い
刑
罰
と
鞍
に
よ
っ
て
人
民
を
威
嚇
し
つ
L
、
彼
等
の
野
心
を

こ
と

A
¥〈
絶
滅
し
左
く
て
は
な
ら
ぬ
。

併
し
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
も
専
制
政
鰐
一
般
の
理
論
を
単
純
に
ア
ジ
ア
的
専
制
政
治
に
趨
用
出
来
な
い
事
を
知
っ
て
ゐ
た
。
而
し
て

Montesquieu， Esprit.s de!o Loi!o'， Torne. 1， I..iv. 8， Ch山p.21. 

Montesquieu， Op. cit. Liv. 3， Chap. 9・12) 



支
那
の
専
制
政
治
に
特
色
を
輿
へ
る
も
の
は
所
謂
徳
治
主
義
と
家
長
政
治
の
原
理
で
あ
っ
た
。

一
般
に
専
制
政
治
は
法
律
に
よ
る
よ

り
も
、
固
定
し
た
習
俗
と
生
活
様
式
に
よ
っ
て
園
内
の
平
穏
を
保
っ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
乙
れ
を
極
端
に
貴
行
し
て
ゐ
る
の
は
支
郊
で

あ
る
。
そ
と
で
は
賓
に
と
ま

A
¥し
た
典
雄
の
愚
一
守
に
よ
っ
で
民
衆
の
生
活
様
式
を
費
化
し
友
い
様
に
し
ば
り
つ
け
て
ゐ
る
。
「
生
活

様
式
の
不
時
現
友
の
は
支
郊
に
於
て
だ
。

ぞ
と
で
は
女
子
は
全
〈
男
子
か
ら
分
離
さ
れ
て
ゐ
る
上
に
、
思
十
校
で
は
習
俗
と
同
じ
〈
生
活

様
式
を
数
へ
る
。
御
辞
儀
の
仕
方
が
巧
妙
だ
と
云
ふ
黙
で
、
人
は
そ
の
皐
者
な
る
事
を
認
め
る
。
と
れ
ら
の
と
と
は
一
旦
荘
重
な
博

士
遣
に
よ
っ
て
提
と
定
め
ら
れ
る
や
、
道
徳
の
原
理
の
様
に
同
定
し
て
も
は
や
踊
変
化
し
な
い
よ
支
那
の
道
徳
、
典
膿
の
中
で
最
も
重

要
左
の
は
家
長
や
祖
先
に
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
支
那
の
立
法
者
連
は
家
長
や
岨
先
を
崇
拝
す
る
事
の
中
に
、
人
民
を
支
配
す
る
最

も
有
殺
な
手
段
を
鷲
見
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
「
ア
ジ
ア
に
於
て
は
い
つ
も
家
内
隷
岡
崎
制
と
専
制
政
憾
と
が

坊
み
を
共
に
し
て
地
ん
だ
〈
」
と
一
品
ふ
時
、
そ
れ
は
支
那
に
最
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
一
一
酉
葉
だ
と
一
吉
田
は
お
山
い
た
ら
た
い
。
貨
に
家
長
前
一
専

制
は
支
那
政
治
の
特
色
で
る
る
。
家
長
が
家
族
員
に
針
し
て
日
常
の
細
々
し
た
事
を
配
慮
す
る
様
に
、
支
那
専
制
君
主
は
人
民
を
治

め
で
ゐ
る
。
即
ち
こ
ミ
で
は
家
政
と
法
律
と
習
俗
と
生
活
様
式
と
宗
教
と
が
混
沌
と
し
て
未
分
の
献
態
に
あ
る
の
だ
。
従
っ
て
日
常

生
活
の
全
〈
下
ら
ぬ
事
、
郎
ち
嫁
が
録
朝
起
き
て
姑
に
か
く
/
¥
の
挨
拶
を
す
る
と
云
ふ
絞
左
下
ら
ね
外
面
的
な
こ
と
が
支
那
の
憲

法
に
針
し
て
重
要
左
意
義
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
叫

更
に
支
郊
の
専
制
政
治
に
特
色
を
輿
へ
、

そ
れ
を
あ
る
程
度
ま
で
緩
和
し
て
ゐ
る
の
は
支
郊
の
特
有
た
風
土
で
あ
る
と
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
は
考
へ
て
ゐ
た
。
即
ち
支
那
の
気
候
は
人
口
の
繁
殖
を
刺
戟
す
る
。
そ
れ
故
に
支
那
の
婦
人
は
世
界
に
比
類
の
左
い
程
、
多

産
で
あ
る
。
従
っ
て
人
口
は
生
所
資
料
の
量
よ
り
も
念
激
に
増
加
し
、
人
民
は
飢
餓
に
陥
る
。
飢
餓
に
陥
れ
ば
人
民
は
食
を
求
め
て

時
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

tm
四
十
八
巻

丹、

C 

第
五
銃

七
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啓
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
一
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

島
田
主
観

i¥. 
O 

七
四

四
散
し
、

と
L
か
し
こ
に
盗
賊
圏
が
結
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
何
れ
か
ピ
優
勢
に
な
っ
て
、
首
都
に
進
撃
し
、
専
制
政
治
を
打
倒

ず
る
。
か
く
て
「
最
も
苛
酷
た
暴
政
も
繁
殖
の
進
行
を
少
し
も
阻
止
せ
ぬ
。
:
:
支
那
は
暴
政
に
も
拘
ら
十
、
そ
の
気
候
の
力
に
よ

っ
て
常
に
人
口
が
繁
殖
し
て
、
暴
政
に
打
勝
つ
だ
ら
う
。
」
か
や
う
に
所
謂
地
理
的
唯
物
論
に
よ
っ
て
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
支
那
専

制
政
治
が
修
一
K
さ
れ
る
際
問
の
み
で
は
な
〈
、

そ
れ
が
成
立
す
る
原
凶
左
も
説
明
し
よ
う
と
し
た
。

即
ち
同
く
、
「
ア
ク
ァ
で
は
常
に

大
帝
凶
が
斑
れ
た

U

五
ロ
等
の
知
る
ア
ジ
ア
は
よ
り
大
な
る
平
原
を
持
っ
か

欧
洲
で
は
そ
れ
が
存
立
し
得
止
な
か
っ
た
。

そ
の
理
的
は

ら
だ
o
」
蓋
し
庚
大
左
土
地
に
於
て
は
君
主
一
人
の
楳
力
が
遠
く
に
駐
在
す
る
線
替
や
執
政
官
を
畏
怖
せ
し
め
る
だ
け
強
く
た
ら
友
け

れ
ば
な
ら
司
な
い
し
、
ま
た
権
力
の
分
裂
は
障
壁
の
少
い
大
平
野
の
自
然
的
性
質
と
雨
立
し
得
た
い
か
ら
で
あ
る
。
「
従
っ
て
ア
ジ
ア
で

は
権
力
は
常
に
専
制
的
で
な
け
れ
ば
左
ら
ぬ
。
左
ぜ
た
ら
ば
も
し
隷
属
制
が
極
度
で
た
い
と
、
や
が
て
そ
の
土
地
の
性
質
と
雨
立
し

得
ぬ
分
割
が
矯
さ
れ
る
と
と
に
な
ら
う
か
九
」
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
ア
ジ
ア
を
つ
専
制
主
義
が
い
は
ピ
風
土
化
さ
れ
た
地
域
」
と
呼

ん
だ
の
は
以
上
の
理
由
か
ら
で
あ
ら
う
。
吾
々
は
勿
論
か
う
云
ふ
軍
純
た
風
土
的
原
因
を
以
て
ア
ジ
ア
的
専
制
主
義
の
成
立
を
説
明

し
よ
う
と
す
る
限
り
、

モ
ン
デ
ス
キ
ュ
ー
の
設
左
誤
謬
で
あ
る
と
断
じ
な
け
れ
ば
泣
ら
お
。
支
那
一
専
制
主
義
の
成
立
に
地
理
的
原
因

が
全
く
働
い
て
ゐ
な
い
と
言
ふ
の
で
は
な
い
。
例
へ
ば
農
業
の
た
め
に
行
は
れ
た
巨
大
友
治
水
事
業
が
支
那
専
制
政
治
の
成
立
を
明

か
に
す
る
要
因
と
し
て
今
日
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

と
れ
は
支
那
の
気
候
、
風
土
、
地
質
、
河
川
の
自
然
的
欣
況
に
そ
の
原
因
を
持

っ
て
ゐ
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
事
は
何
も
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
地
理
的
唯
物
論
の
正
賞
作
を
詮
明
ず
る
も
の
で
は
た

く
、
む
し
ろ
自
然
は
人
間
の
生
産
的
持
働
(
農
業
)
及
び
生
産
闘
係
l
ー
と
れ
を
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
無
脱
し
て
ゐ
る
ー
ー
を
遇

b
、

専
制
的
上
部
機
構
の
形
成
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
但
し
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
素
朴
危
地
理

Montesquieu， op. ，cit. Liv. 8， C~_ap. 21. 
Montesquiell~ op. cit. Liv. 1'7. Chap. 6. 
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的
唯
物
論
の
誤
謬
に
も
拘
ら
守
、

Z
口
々
は
そ
の
債
極
的
な
字
国
を
忘
れ
友
い
で
な
か
う
。
邸
ち
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
於
い
て
は
、
支

那
の
率
制
政
治
は
決
し
て
モ
ラ
ラ
イ
ズ
さ
れ
な
い
で
、
客
観
的
な
存
在
か
ら
し
て
そ
の
成
立
根
嫁
が
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
る
る
。

而
て
こ
れ
は
専
制
政
治
に
大
婚
に
、
批
判
的
に
相
針
し
得
る
研
究
者
に
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
モ
ン
テ
Z

キ
ー
の
支
那
研
究
の
聞
弔
問
的
情
値
を
低
〈
評
償
せ
ら
れ
る
後
藤
末
雄
氏
の
設
に
賛
成
す
る
事
は
出
来
な
い
o

そ
の
内
容
白
惜
か

ら
見
て
も
、
後
世
の
支
那
研
究
(
マ
プ
り
ィ
、
見
ぎ
兄
、
〈
l

F
ル
)
に
及
ぼ
し
た
影
響
か
ら
し
で
も
高
〈
評
領
さ
れ
て
よ
い
と
思
』
。

(
註
)支

郊
の
批
判
的
研
究
に
於
い
て
、

マ
プ
リ
l
(〉

rz

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
影
響
を
う
け
て
ゐ
る
も
の
に
、

。戸]
ν
2
0
H

出。回ロ。円

L
O

玄
白
ず
]
〕
「
・

3
Q由
113国
国
)

が
あ
る
。
波
は
「
政
治
社
舎
の
・
問
然
的
、
本
質
的
秩
序
に
闘
し
経
消
折
口
向
学
者
に
到
す
る
疑
問
」
と
題
し
て
、

ル山
V

L

削
ド
ω

一7
0

リ
ピ
品

I
ル
に
討
て
る
公
開
文
を
ま
日
い
て
ゐ
る
が
、
特
に
そ
の
中
の
数
筒
は
ケ
ネ
l
の
「
支
那
専
制
政
治
山
一
世

の
批
判
の
形
で
自
己
の
支
那
論
を
展
開
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
彼
も
弔
ン
一
7

ス
キ
ュ
ー
-
E
同
総
K
ケ
ネ

I
の
支
那
論
の
棋
協
と
な
っ

て
ゐ
る
宣
教
師
の
話
に
針
し
で
疑
を
い
だ
い
て
ゐ
た
。
彼
は
支
郊
の
樽
讃
者
自
身
の
一
専
制
主
義
的
た
立
場
を
知
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

三
の
著
遁
家
が
支
那
人
や
支
那
の
士
地
の
肥
沃
さ
に
讃
僻
を
奥
へ
て
ゐ
る
の
は
他
友
ら
ぬ
専
制
主
義

κ嫡
を
示
し
て
ゐ

る
こ
と
た
の
だ
引
」
讃
美
者
は
支
那
人
や
支
那
の
政
鴇
の
外
間
的
な
閥
儀
や
秩
序
に
心
を
奪
は
れ
て
、
そ
の
内
部
に
か
く
さ
れ
て
ゐ
る

る。
ー寸

、

寛
賞
の
卑
屈
さ
と
そ
れ
に
伴
ふ
下
劣
友
悪
徳
を
元
薄
し
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。
論
者
は
支
那
の
徳
治
主
義
と
支
那
人
の
徳
性
を
詮
明

す
る
た
め
に
支
那
の
古
典
、
特
に
五
経
(
d
l
}
C
E
R
)

を
引
合
ひ
に
出
す
が
、
支
那
人
が
絶
え
や
そ
の
喜
一
典
を
手
に
し
、

ユ
ダ
ヤ
人
が

葎
約
聖
書
に
、

そ
の
事
は
決
し
て
支
那
人
の
徳
性
の
讃
明
に

ト
ル
コ
人
が
コ

1
ラ
ン
に
沸
ふ
様
友
隼
敬
を
梯
っ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、

左
る
も
の
で
も
友
く
、
彼
等
が
現
貨
に
古
典
の
教
へ
を
守
っ
て
ゐ
る
事
に
も
な
ら
友
い
。
斯
様
に
マ
プ
リ

I
は
古
典
の
教
へ
と
現
賓

啓
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
D

現
代
的
意
義

入

O
コ一

第
五
競

七
五

第
四
十
八
巻

• 
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啓
蒙
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

第
五
銭

七
プミZ

八

O
四

と
の
事
離
を
明
か
に
し
、
儒
教
的
概
念
で
現
貰
を
解
襟
じ
よ
う
と
す
る
意
闘
を
う
ち
〈
だ
く
の
で
あ
る
。

7

プ
リ

1
は
更
忙
ケ
ネ
1
の
述
べ
て
ゐ
る
株
左
支
那
の
政
憾
の
古
さ
と
不
秘
性
に
つ
い
て
疑
問
を
持
っ
て
ゐ
る
o
「
支
那
の
政
府
が

四
千
年
以
来
不
慶
で
る
り
、
何
等
の
崎
製
革
を
う
け
な
か
っ
た
と
考
へ
る
限
り
、
支
那
歴
史
は
わ
か
ら
な
い
と
と
だ
ら
け
で
あ

-
h
J
T

プ
W
J
1
は
支
那
の
際
出
火
の
特
殊
性
を
む
や
み
に
紳
秘
化
寸
る
事
た
し
に
、
大
附
院
に
欧
洲
の
歴
史
の
常
識
を
溺
則
し
よ
う
と
す
る
。
「
私

は
支
那
の
際
史
と
他
閣
の
そ
れ
と
の
聞
に
あ
る
類
似
性
が
存
在
ナ
る
も
の
と
信
宇
る
。
」
記
録
に
よ
れ
ば
支
那
に
は
封
建
諸
伎
の
一
門
飢

も
政
酬
聞
の
野
草
も
あ
っ
た
。

こ
の
事
責
は
支
那
人
も
や
は
り
普
通
の
人
間
的
感
情
と
自
由
へ
の
あ
と
が
れ
を
持
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
暗

示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
し
支
那
の
専
制
政
治
が
永
〈
存
績
し
て
ゐ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ケ
ネ
1
の
所
謂
自
然
法
に
か
た
っ
て

ゐ
る
か
ら
で
は
た
し
に
、
む
し
ろ
人
民
が
極
度
に
卑
屈
に
友
旬
隷
属
的
と
な
っ
て
、

と
の
専
制
政
治
の
極
柁
を
取
除
〈
気
力
を
央
ワ

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
突
の
様
に
言
ふ
事
を
許
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
晋
わ
が
道
到
と
無
類
の
聴
明
さ
の
ム
ロ
作
に
友
る
も
の
(
支
那
政
世
)

と
考
へ
た
の
は
、
恐
ら
〈
人
心
の
萎
膿
と
自
由
に
・
な
る
と
と
を
絶
望
し
た
民
家
の
疲
弊
の
結
叩
引
に
他
た
ら
た
か
っ
た
で
あ
ら
う
q
L

マ
プ
リ
ー
も
亦
支
那
専
制
主
義
の
特
殊
性
、
帥
ち
そ
れ
が
直
接
暴
力
に
訴
へ
訟
い
と
云
ふ
賠
を
認
め
る
。
併
し
そ
れ
は
ケ
ネ
1
の

言
ふ
様
に
支
那
の
専
制
政
治
が
「
合
法
的
L
(
市
宮
W
)

で
あ
る
か
ら
で
は
な
〈
、
ま
た
、
他
の
封
建
的
迫
撃
者
の
言
ふ
検
に
「
王
道
政

治
」
が
行
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
は
友
い
。
共
は
マ
ブ
リ
ー
に
よ
れ
ば
支
那
専
制
政
治
が
云
は
E
老
衰
し
て
ゐ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

「
も
し
か
う
云
ふ
様
友
表
現
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

と
L
で
は
恐
ら
〈
専
制
主
義
が
老
衰
し
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
老
衰
す
る
に

目

従
っ
て
苛
酷
さ
と
峻
烈
さ
が
少
く
た
っ
て
来
た
の
で
る
ら
う
。
」
併
し
支
那
杭
舎
は
ま
た
別
の
目
に
見
え
ぬ
専
制
主
義
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
支
那
杭
舎
に
特
有
友
繁
文
縛
路
、
奮
慣
墨
守
主
義
で
あ
る
。
支
那
人
は
こ
の
奮
制
度
の
鹿
迫
の
た
め
に
、
新
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し
き
も
の
に
封
す
る
感
受
や
進
歩
へ
の
意
欲
を
完
全
に
失
っ
て
ゐ
る
。

こ
の
思
想
能
力
を
喪
失
し
た
支
那
人
民
の
上
に
専
制
政
治
は

維
持
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
一
専
制
主
義
は
此
?
つ
る
さ
い
束
縛
を
支
那
人
に
課
し
て
来
た
の
汚
。
そ
し
て
政
府
の
安
泰
を
保
っ
て

来
た
の
だ
。
」
乙
の
支
那
的
専
制
主
義
の
感
迫
に
よ
っ
て
、
支
那
人
は
皆
精
紳
的
不
具
者
に
恋
っ
て
ゐ
る
。
支
那
人
は
二
千
年
前
か
ら

現
在
と
同
様
な
知
識
を
も
っ
て
ゐ
て
、

こ
れ
を
少
し
も
設
展
さ
せ
友
か
っ
た
。
殊
に
園
家
の
官
吏
は
複
雑
た
漢
字
を
習
ふ
た
め
に
徒

ら
に
時
を
過
し
、
彼
等
の
通
過
し
な
け
れ
ば
左
ら
な
い
図
案
試
験
も
二
.

=
一
の
筒
翠
友
道
徳
問
題
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
彼

等
の
思
想
に
は
護
展
性
が
た
い
。
彼
等
は
何
時
ま
で
た
っ
て
も
現
在
ゐ
る
揚
所
に
と

r
ま
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
ゐ
る
。

さ
う
す
る
事
が

よ
い
か
ら
で
は
た
く
て
、
現
在
と
ピ
ま
る
場
所
が
十
勺
と
昔
か
ら
存
在
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
官
吏
と
同
じ
く

支
那
の
専
制
宗
主
自
身
も
人
民
全
惜
の
濯
錨
と
愚
劣
さ
に
影
響
さ
れ
て
、
何
等
の
希
望
も
努
力
も
な
し
に
生
き
て
ゐ
る
。
従
っ
て
支

那
の
専
制
政
治
が
比
較
的
機
和
六
と
一
戸
ふ
背
中
貨
は

モ
れ
が
ケ
千
I
の
一
首
ふ
株
比
一
合
法
的
」
で
あ
日
心
か
ら
で
は
た
し
に
、
被
支
配

者
会
韓
、
従
っ
て
又
支
配
者
自
身
も
枇
舎
の
直
し
き
目
的
に
謝
し
て
全
く
無
感
覚
に
な
り
、
何
等
の
憂
ひ
も
よ
る
と
ぴ
も
な
〈
、
植

物
の
様
に
酔
生
無
死
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
民
の
側
か
ら
批
判
的
精
榊
の
わ
き
起
っ
て
来
友
い
底
に
、
専
制
君
主
は
暴
力
を
振

ふ
必
妥
は
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
「
支
那
人
に
新
し
い
知
識
を
輿
へ
、
彼
等
の
地
位
を
直
し
く
判
断
さ
せ
て
見
よ
。
君
は
忽
ち
専
制

つ
u
い
て
び
〈
/
¥
し
出
し
、
最
後
に
は
狂
暴
に
な
る
の
を
見
る
で
あ
ら
う
。
」
乙
h

に
於
て
始
め
て
支
那

主
義
が
猪
疑
深
〈
な
り
、

の
専
制
政
治
は
そ
の
本
性
を
現
す
の
だ
。

老
衰
一
専
制
主
義
の
い
ま
一
つ
の
現
れ
は
、
支
那
人
が
一
般
に
勇
気
と
名
器
心
に
紋
け
、
闘
守
的
精
紳
に
乏
し
く
、

こ
の
支
那
人
か

ら
構
成
さ
れ
る
岡
家
の
戟
闘
力
も
著
し
〈
薄
弱
な
事
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
支
郊
の
園
家
は
外
図
か
ら
の
侵
入
者
や
囲
内
の
叛
徒
に
よ

院
ロ
求
時
代
に
於
け
る
支
那
餌
究
と
そ
の
現
代
的
意
義

第
四
十
八
巻

八
。
五

第
五
銃

七
七

Mably， Oeuvres， p. 109. 

Mably， Oeuvres， p. 110. 
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将
家
時
代
に
於
け
る
支
那
研
究
と
そ
白
現
代
的
意
義

第
四
十
八
各

七
円、

第
五
競

八

O
大

っ
て
容
易
に
打
倒
さ
れ
た
。
而
も
征
服
さ
れ
た
支
那
人
は
そ
の
欣
態
忙
満
足
し
て
、
征
服
者
の
座
制
を
釘
破
し
よ
う
と
し
友
い
。
か

ゃ
う
左
無
気
力
友
園
民
を
育
て
た
の
は
支
配
者
居
に
属
す
る
官
吏
や
儒
者
や
文
人
等
で
あ
る
。
彼
等
は
専
制
主
義
に
好
都
合
佐
精
一
例

的
奴
隷
を
養
ふ
事
は
知
っ
て
ゐ
る
が
、
勇
敢
な
兵
士
を
作
る
事
は
出
来
危
い
。
「
岡
家
の
た
め
に
命
を
注
げ
出
す
人
k

の
精
紳
を
た
か

め
る
と
と
は
必
要
で
る
る
。
併
し
専
制
主
義
は
自
分
の
側
に
臆
病
お
奴
隷
が
ゐ
右
〈
泡
る
と
、
不
安
に
在
る
の
で
t
U
R
h
-
o
」
斯
様
に
マ

プ
リ

1
は
支
那
一
部
制
政
治
の
矛
盾
を
鏡
〈
指
摘
し
て
ゐ
る
。

マ
プ
リ

1
は
最
後
に
支
那
の
経
済
扶
態
に
闘
す
る
ケ
ネ
1
の
理
論
に
批
判
を
加
へ
て
ゐ
る
。

ケ
ネ
1
は
支
那
の
人
口
が
多
い
と
云

ふ
事
貨
か
ら
し
て
、
支
那
の
善
政
を
結
論
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

と
の
論
法
は
決
し
て
疋
蛍
で
は
た
い
。
ケ
ネ
1
式
の
「
善
政
」

が
行
は
れ
て
ゐ
た
い
所
で
、

い
く
ら
も
人
口
の
多
い
園
が
あ
る
か
ら
だ
。
む
し
ろ
支
那
の
政
府
は
肥
沃
な
土
地
と
也
大
左
人
口
と
を

擁
し
友
が
ら
、
積
極
的
に
と
れ
ら
の
も
の
を
利
用
し
て
生
産
力
を
増
進
し
、
大
衆
の
貧
困
を
除
か
う
と
す
る
気
力
を
持
合
せ
た
い
と

云
ふ
の
が
事
の
真
相
で
る
る
。

さ
う
で
左
け
れ
ば
、
支
那
の
内
部
に
何
故
か
く
も
多
く
の
貧
民
と
浮
浪
人
が
あ
ふ
れ
で
ゐ
る
だ
ら
う

か
。
支
那
の
経
済
政
策
が
ケ
ネ
1
の
言
ふ
様
な
理
想
的
な
も
の
で
な
い
と
云
ふ
言
は
、
支
那
人
は
決
し
て
ケ
ネ
1
の
近
代
経
済
撃
の

原
理
を
認
識
し
て
ゐ
-
な
い
と
云
ふ
事
責
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。

マ
プ
リ

1
は
支
那
で
は
夕
、
不
I
の
非
難
し
た
様
左
間
接
税
、
人
頭

税
、
関
税
が
課
せ
ら
れ
、
税
制
が
蹴
れ
て
ゐ
る
事
寅
を
あ
げ
、

次
の
様
に
訪
問
す
る
。

「
も
し
四
千
年
間
の
合
法
的
専
制
政
治
の
後

に
も
向
依
然
と
し
て
支
那
が
か
や
う
な
無
知
の
欣
態
に
沈
滞
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
か
く
も
買
迎
を
褒
見
す
る
事
の
ゐ
そ
き
、
而
も

自
己
の
誤
り
を
匡
正
す
る
事
の
た
そ
き
政
府
を
君
は
ど
う
ゐ
考
へ
に
た
る
か
o
」
と
れ
は
ヶ
、
不
1
の
支
那
讃
美
論
に
劃
す
る
痛
烈
友
批

判
で
あ
る
圭
忠
は
れ
る
。

MabJy， Oeuvres， p. 116. 
Mably， Oeuvres， p. 121. 
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