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本
書
は
日
本
に
も
馴
染
み
深
い
北
京
大
学
教
授
条
新
江
氏
の
新
著
で
､
西

方
の
外
来
文
明
と
-
わ
け
ソ
グ
ド
人
を
圭
と
す
る
イ
ラ
ン
系
文
明
の
中
囲
東

漸
を
そ
の
主
題
と
す
る
｡
蹄
義
軍
期
の
敦
燈
に
関
す
る
精
微
な
研
究
で
学
界

に
デ
ビ

ュ
ー
し
､
そ
の
師
で
あ
る
張
贋
達
氏
と
の
共
著
で
手
間
史
研
究
に

一

時
期
を
毒
し
た
著
者
が
､
今
回
は
更
に
方
向
を
特
じ
'
本
書
で
は
中
国
史
上

の
胡
人
に
関
す
る
基
本
的
諸
問
題
に
新
た
な
照
明
を
輿
え
よ
う
と
す
る
｡
近

年
来
同
氏
が
集
中
的
に
馨
表
し
て
き
た
論
考
を
今
度

一
書
に
取
-
纏
め
た
｡

中
国
で
も
最
近
こ
の
方
面
の
研
究
が
俄
に
盛
ん
に
な
-
､
年
々
多
-
の
論
文

が
馨
表
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
､
そ
れ
ら
の
中
で
も
白
眉
と
い
え
る
業
績

で
あ
る
｡
今
後
こ
の
分
野
で
の
基
本
文
厭
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

さ
て
歴
史
上
､
悌
敦
が
中
国
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
深
-
且

つ
長
い
も
の
が

あ
る
｡
そ
し
て
儒
教
と
と
も
に
中
国
に
斎
さ
れ
た
天
文
､
雷
撃
､
言
語
学
な

ど
イ
ン
ド
の
学
術
が
中
国
文
明
の
馨
展
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
周

知
の
事
薯
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
早
-
か
ら
常
識
と
な

っ
て
い
て
､
も
ち
ろ

ん
今
更
事
新
し
-
言
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
か

っ
た
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
知

識
は
イ
ン
ド
か
ら
直
接
に
何
ら
の
媒
介
を
経
る
こ
と
な
-
俸
え
ら
れ
た
わ
け

で
は
な
-
､
そ
こ
に
重
要
な
博
達
者
が
あ

っ
た
｡
そ
の
侍
達
者
が
中
央
ア
ジ

ア
に
虞
-
分
布
し
て
い
た
イ
ラ
ン
系
の
諸
民
族
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
し
か
し

一
九
世
紀
の
末
以
来
中
央
ア
ジ
ア
各
地
で
陸
積
と
し
て
為
さ
れ
た
考
古
学
的

尊
兄
を
侯

っ
て
次
第
に
認
識
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
｡

一
九

一
一
年

二

一月
､
ポ
ー
ル

･
ペ
リ
オ
が
コ
レ
ー
ジ
ュ
･
ド

･
フ
ラ
ン

(
-
)

ス
の
教
授
就
任
講
演
を
行

っ
た
と
き

､

イ
ラ
ン
語
族
の
果
た
し
た
役
割
を
極

力
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
は
､
常
時
な
お
そ
れ
が
充
分
に
認
め
ら
れ

(
2
)

て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る

｡

イ
ン
ド
と
中
団
と
い
う
二
つ
の
文
明
を
結
び

つ
け
､
多
彩
な
活
動
を
お
こ
な

っ
た
も
の
は
､
正
に
イ
ラ
ン
語
族
の
民
衆
を

措

い
て
他
に
は
あ
-
得
な
い
｡
ぺ
リ
オ
は
自
ら
の
探
険
に
よ

っ
て
尊
兄
し
た

材
料
も
含
め
､
か
つ
て
中
央
ア
ジ
ア
に
贋
-
行
わ
れ
な
が
ら
､
早
-
に
死
滅

し
､
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
三
種
の
古
代
言
語

(
ソ
グ
ド
語
､

(
3
)

二
種
の
ト
ハ
ラ
語
､
そ
し
て
コ
-
タ
ン
語

)
に
言
及
し
､
そ
の
う
ち
の
二
つ

ま
で
が
イ
ラ
ン
系
の
言
語
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
そ
し
て
彼
ら
の
活
動

こ
そ
が
中
国
と
イ
ン
ド
の
媒
介
の
役
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
｡

儒
教
を
中
国
に
も
た
ら
し
た
初
期
の
僧
侶
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
皆
イ
ラ
ン
系
の

人
々
で
あ
-
､
儒
教
教
義
の
中
に
も
イ
ラ
ン
的
要
素
が
検
出
さ
れ
る
｡
さ
ら

に
悌
典
中
の
初
期
音
詩
語
も
イ
ラ
ン
語
の
媒
介
を
得
な
け
れ
ば
完
全
な
説
明

が
困
難
で
あ
る
､
等
々
｡
悌
敦
だ
け
で
は
な
い
｡
景
教
､
摩
尼
敦
､
萩
敦
と

い
っ
た
唐
代
に
勢
力
を
持

っ
た
宗
教
が
す
べ
て
イ
ラ
ン
語
族
に
よ

っ
て
拾
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
､
往
時
中
国
に
浸
透
し
た
イ
ラ
ン
語
族
の
影
響
力
の
大
き

さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡

ぺ
リ
オ
に
よ

っ
て
今
後
の
為
す
べ
き
課
題
と
さ
れ
た
イ
ラ
ン
語
族
の
研
究

は
､
中
央
ア
ジ
ア
や
敦
燈
な
ど
の
遺
跡
か
ら
尊
兄
さ
れ
た
遺
物
や
慕
本
の
考

古
学
的
､
言
語
学
的
究
明
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ

っ
て
､
過
去
百
年
近
-
の
閲

に
大
き
-
進
展
し
た
｡
と
は
い
う
も
の
の
こ
れ
ら
の
材
料
に
は
中
囲
内
地
に
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移
-
住
ん
だ
イ
ラ
ン
系
住
民
の
動
静
に
つ
い
て
侍
え
る
所
は
き
わ
め
て
少
な

い
｡
こ
の
部
分
は
正
史
を
は
じ
め
と
す
る
停
世
文
献
中
の
断
片
的
記
載
に
基

づ
-
し
か
な
か

っ
た
の
が
書
状
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
近
年
中
国
内
地

か
ら
外
国
系
人
物
の
墓
誌
な
ど

一
次
史
料
が
次
第
に
尊
兄
さ
れ
は
じ
め
､
そ

れ
ら
が
逸
早
-
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
か
ら
､
中
国
園
内
で
こ
の

方
面
の
研
究
が

一
気
に
進
み
出
し
た
｡
ま
た
拓
影
や
録
文
の
か
た
ち
で
大
規

模
な
碑
銘
の
資
料
集
が
何
種
類
も
出
版
さ
れ
､
博
捜
が
容
易
に
な

っ
た
こ
と

も
研
究
に
好
候
件
を
輿
え
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
条
新
江
氏
の
研
究
の
成
果
は
､

こ
う
い
っ
た
候
件
を
最
大
限
に
生
か
し
つ
つ
､
斬
新
な
硯
鮎
と
粘
-
強
い
探

求
に
よ

っ
て
､
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
高
水
準
の
業
績
と
な

っ
て
い
る
｡

さ
て
門
外
漢
で
あ
る
筆
者
は
本
書
の
内
容
と
そ
の
債
値
に
つ
い
て
､
も
と

よ
-
充
分
な
*
言
権
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
書
評
の
執
筆
者
と
し
て
は

賓
に
不
適
格
極
ま
り
な
い
存
在
で
あ
る
｡
た
だ
中
国
文
明
に
お
け
る
外
来
要

素
に
多
少
の
関
心
を
有
す
る
者
と
し
て
､
謹
み
取
-
得
た
限
-
を
以
下
に
簡

単
に
紹
介
す
る
こ
と
で
責
め
を
塞
ぎ
た
い
と
思
う
｡

本
書
の
構
成
は
､
総
論
的
ま
え
が
き
で
あ
る

｢練
鍋
之
路

‥
東
西
方
文
明

交
徒
的
通
道
｣
を
別
に
し
て
､
以
下
の
四
篇
か
ら
成
-
､
各
篇
は
さ
ら
に
猫

立
し
た
散
華
に
分
か
れ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
こ
れ
ま
で
に
猫
立
論
文
と
し

て
馨
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
､
若
干
相
互
に
材
料
の
重
複
が
見
ら
れ
る

の
は
や
む
を
得
な
い
が
､
互
い
に
映
沓
し
て
各
章
の
論
旨
を
強
化
し
て
い
る

側
面
も
あ
-
､
却

っ
て
理
解
の
助
け
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
｡

第
四
篇

漠
唐
中
西
関
係
史
論
著
許
介

第

一
篇

胡
人
達
徒
輿
衆
落

第
二
篇

胡
人
輿
中
古
政
治

第
三
篇

〟三
夷
敦
″

的
流
行

先
ず
最
も
大
き
な
紙
幅
を
占
め
る
第

一
篇
に
は
'
｢西
域
粟
特
移
民
衆
落

考
｣
｢北
朝
隔
唐
粟
特
人
之
遷
徒
及
其
衆
落
｣
｢北
朝
惰
唐
粟
将
来
落
的
内
部

形
態
｣
｢階
及
唐
初
井
川
的
薩
賓
府
輿
粟
特
衆
落
｣
の
四
章
が
立
て
ら
れ
て

い
る
｡
こ
れ
ら
は
中
園
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
イ
ラ
ン
系
諸
民
族
の
中
で
も

最
も
重
要
な
意
味
を
も

つ
ソ
グ
ド
人
と
そ
の
衆
落
の
諸
相
に
関
す
る
基
礎
研

究
と
も
い
う
べ
き
研
究
で
あ
る
｡
中
国
の
ソ
グ
ド
人
の
活
動
を
語
る
た
め
に

は
､
前
提
と
し
て
不
可
鉄
の
課
題
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
が
本
書
の
第

一
篇
を
構

成
し
て
い
る
の
は
昔
然
と
い
え
よ
う
｡

そ
の

一

｢
西
域
粟
特
移
民
緊
落
考
｣
は
限
ら
れ
た
出
土
文
字
資
料
を
通
じ

て
手
間
､
楼
蘭
､
疏
勤
､
按
史
徳
､
免
責
､
悪
者
な
ど
の
地
に
お
け
る
ソ
グ

ド
人
の
印
し
た
足
跡
を
探

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
ソ
グ
ド
人
が
遥
々
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
を
経
由
し
て
中
国
に
至
る
ま
で
に
は
､
必
ず
や
タ
リ
ム
盆
地
の
オ
ア

シ
ス
都
市
を
足
掛
か
-
に
し
た
筈
で
あ
-
､
各
地
か
ら
尊
兄
さ
れ
た
文
字
資

料
の
中
に
は
ソ
グ
ド
人
の
活
動
が
反
映
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ

の
仮
定
の
下
に
著
者
は
､
コ
-
タ
ン
語
'
ソ
グ
ド
語
､
チ
ベ
ッ
ト
語
な
ど
胡

語
資
料
を
丹
念
に
漁
-
､
ソ
グ
ド
人
の
存
在
に
関
わ
る
謹
按
を
拾
い
集
め
た
｡

収
集
さ
れ
た
材
料
は
決
し
て
豊
富
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
､
そ
の
博
捜
に

は
敬
意
を
排
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
按
史
徳
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
地
名
は

著
者

の
年
来

の
主
張

に
基
づ
-
｡
こ
の
地
は

い
わ
ゆ
る
ト
ウ
ム
シ

ユ
ク

(
T

um
shuq)
に
昔
た
-
､
こ
こ
か
ら
は
ぺ
リ
オ
や
ル

･
コ
ッ
ク
な
ど
の

探
検
隊
に
よ

っ
て
コ
-
タ
ン
語
に
極
め
て
接
近
し
た
言
語
の
寓
本
が
尊
兄
さ

れ
て
お
-
'
イ
ラ
ン
語
学
者
の
研
究
封
象
と
な

っ
て
き
た
｡
著
者
は
こ
の
言

語
に
現
れ
る

(g
y
a
Zd
i･)
の
語
が
漢
文
文
献
中
に
見
え
る
古
代
の
地
名

｢按
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史
徳
｣
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
､
し
た
が
っ
て
こ
の
イ
ラ
ン
系
古
語
が

(4
)

｢接
史
徳
｣
語
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
｡

お
よ
そ
中
園
に
蹄
化
し
た
ソ
グ
ド
人
は
そ
の
出
身
の
都
城
名
に
よ
っ
て
姓

を
名
乗

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
史
書
に
見
え
る
九
姓
昭
武
或
い
は
六

姓
昭
武
な
ど
と
い
う
も
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
､
例
え
ば
康
囲

(サ
マ
ル
カ
ン

ド
)
出
身
者
は
康
姓
を
名
乗
-
､
米
国

(
マ
イ
マ
ル
グ
)
は
米
姓
､
何
囲

(
ク
シ
ャ
ー
ニ
カ
)
は
何
姓
､
安
国

(ブ
ハ
ラ
)
は
安
姓
､
史
囲

(キ
シ

ユ
)
は
史
姓
､
等
々
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
姓
を
名

乗
る
も
の
が
必
ず
し
も
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
と
､
渡
来

後
､
そ
の
出
自
を
飾
る
た
め
に
中
原
に
租
籍
を
遡
ら
せ
た
-
す
る
こ
と
も
あ

-
､
そ
の
認
定
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
｡
｢北
朝
晴
唐
粟
特
人
之
遷
徒

及
其
緊
落
｣
で
､
著
者
は
近
年
利
用
が
容
易
に
な
っ
た
石
刻
史
料
な
ど
を
各

種
史
料
と
結
合
さ
せ
網
羅
的
に
用
い
る
こ
と
で
､
こ
の
間
題
に
徹
底
し
た
解

明
を
試
み
て
い
る
｡
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
早
-
桑
原
隠
戒
に

｢隔
唐
時
代

に
支
那
に
来
任
し
た
西
域
人
に
就
い
て
｣
の
先
駆
的
な
仕
事
が
あ
-
､
停
世

資
料
の
博
捜
の
鮎
で
は
鉦
に
ほ
ぼ
蓋
-
さ
れ
た
感
が
あ
る
が
､
そ
れ
を
大
き

-
馨
展
さ
せ
た
と
言
っ
て
よ
い
｡
ソ
グ
ド
人
の
移
動
経
路
に
沿

っ
て
､
著
者

が
彼
ら
の
衆
落
の
存
在
を
確
認
し
た
土
地
を
列
挙
す
る
と
､
且
末
/
播
仙
鋸
､

鄭
善
/
石
城
銭
､
高
昌
/
西
川
､
北
庭
/
庭
州
､
伊
吾
/
伊
州
､
興
胡
泊
､

敦
燈
/
沙
州
､
常
楽
/
瓜
州
､
酒
泉
/
粛
州
､
張
披
/
甘
州
､
武
威
/
姑
減

/
涼
州
､
高
卒
/
平
高
/
原
州
､
長
安
､
洛
陽
､
塞
武
/
塞
州
､
六
胡
州
､

太
原
/
井
州
､
雁
門
/
代
州
､
安
達
/
蔚
州
/
興
唐
'
汲
郡
/
衛
州
､
安
州

/
相
州
/
鄭
郡
､
魂
州
/
魂
郡
､
巨
鹿
/
邪
州
､
常
山
/
獲
鹿
/
恒
州
､
博

陵
/
定
州
､
幽
州
､
柳
城
/
皆
川
と
な
-
､
河
西
回
廊
か
ら
北
方
中
国

一
帯

に
虞
-
及
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
の
よ
う
な
形
で
ソ
グ
ド
人
の
分
布

が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
始
め
て
で
あ
-
､
そ
の
参
考
債
値
は
き
わ
め
て
高
い
｡

商
業
民
族
た
る
ソ
グ
ド
人
は
薩
賓
に
よ
る
宗
教
的
統
率
の
も
と
に
自
己
圏

結
を
囲
-
､
異
境
に
あ
っ
て
強
固
な
生
命
力
を
馨
揮
し
た
｡
ま
た
萩
敦
を
基

礎
と
す
る
風
俗
を
保
ち
､
滞
日
の
美
術
を
持
ち
停
え
た
｡
｢北
朝
惰
唐
粟
特

発
落
的
内
部
形
態
｣
で
は
漠
化
す
る
以
前
の
ソ
グ
ド
集
圏
の
本
来
的
面
目
を
､

文
献
と
画
像
資
料
と
か
ら
立
腰
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
｡
｢遷
徒
及

其
衆
落
｣
と
姉
妹
編
を
な
す
研
究
で
あ
る
｡
婚
姻
形
態
や
日
常
生
活
の
細
部
､

葬
薩
や
信
仰
生
活
な
ど
が
活
嘉
さ
れ
､
興
味
深
-
謹
む
こ
と
が
出
来
る
｡

第

一
篇
の
最
後
に
置
か
れ
た

｢惰
及
唐
初
井
州
的
薩
窯
府
輿
粟
特
緊
落
｣

は
､
も
と

『文
物
』
に
出
た
論
文
で
､

一
九
九
九
年
に
山
西
の
太
原
で
新
た

に
尊
兄
さ
れ
た
虞
弘
墓
誌
を
紹
介
し
っ
つ
､
更
に
匪
出
､
新
出
の
墓
誌
を
併

せ
考
え
る
こ
と
で
､
六
世
紀
後
半
の
井
州

(太
原
)
に
ソ
グ
ド
人
の
衆
落
が

存
在
し
た
こ
と
を
言
い
､
合
わ
せ
て
ソ
グ
ド
人
の
墓
葬
の
本
来
の
様
式
及
び

そ
の
奨
化
に
解
れ
る
｡
虞
弘
は
井
州
な
ど
の
地
の
薩
保
府
を
槍
校
し
た
人
物

で
'
階
の
開
皇

二

一年

(五
九
二
)
に
死
亡
し
た
｡

｢胡
人
輿
中
古
政
治
｣
と
題
す
る
第
二
篇
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
か
ら
な

っ
て
い
る
｡

先
ず
冒
頭
に

｢高
昌
王
国
輿
中
西
交
通
｣
の
一
文
が
置
か
れ
る
｡
北
涼
時

期
及
び
高
昌
囲
時
期
の
中
国
内
地
王
朝
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
ア
ス
タ
ー

ナ
及
び
カ
ラ
ホ
-
ジ
ャ
古
墓
群
か
ら
出
土
し
た
文
書
お
よ
び
侍
世
文
献
を
検

討
す
る
こ
と
で
､
諸
家
に
よ
-
す
で
に
詳
細
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
､

高
昌
と
西
方
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
な
お
研
究
の
徐
地
が
あ
る
｡
そ
こ
で
先

ず
著
者
は
､
ト
ル
フ
ァ
ン
文
書
に
よ
-
外
囲
か
ら
の
客
人
を
接
待
す
る
供
癒

制
度
の
存
在
を
指
摘
し
､
そ
の
封
象
が
圭
と
し
て
突
厭
汗
囲
か
ら
の
使
者
で

あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
｡
接
待
の
任
に
常
た
っ
た
も
の
は
､
そ
の
言
語
能
力
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を
買
わ
れ
た
高
昌
定
住
の
ソ
グ
ド
人
た
ち
で
あ

っ
た
｡
高
昌
の
官
府
で
は
交

易
の
管
理
が
厳
密
に
行
わ
れ
､
交
易
の
場
を
提
供
す
る
と
と
も
に
､
｢稀
借

銭
｣
と
い
う
税
を
課
し
た
｡
高
昌
で
は
ソ
グ
ド
人
を
は
じ
め
と
す
る
西
方
の

外
国
人
を
受
入
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
､
薩
薄
の
名
が
文
書
に
見
え
る
こ

と
か
ら
高
昌
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
宋
落
の
存
在
が
澄
明
さ
れ
る
｡
彼
ら
の
多

-
は
す
で
に
住
民
と
し
て
戸
籍
に
編
入
さ
れ
､
官
の
徴
用
に
服
し
､
納
税
義

務
を
負

っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
高
昌
で
は
宗
教
に
寛
容
で
あ
-
､
ソ

グ
ド
人
と
と
も
に
斎
さ
れ
た
萩
敦
の
寺
院
が
置
か
れ
､
在
住
ソ
グ
ド
人
の
精

神
的
支
え
と
な
っ
て
い
た
｡
こ
の
文
章
は
概
論
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
が
､

高
昌
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
の
地
位
と
オ
ア
シ
ス
国
家
と
し
て
練
鍋
之
路
交
易

に
立
脚
す
る
高
昌
団
の
事
情
と
を
知
る
上
で
は
要
領
を
得
た
解
説
で
あ
る
｡

｢胡
人
封
武
周
政
権
之
態
度
｣
は
､
高
昌
尊
兄
の

｢康
居
士
菊
経
功
徳
記

碑
｣
中
に
武
后
時
代
の
新
語
で
､
『大
雲
経
』
と
並
び
武
周
革
命
に
重
要
な

理
論
的
基
礎
を
提
供
し
た

『賓
雨
経
』
が
い
ち
早
-
皐
経
の
封
象
に
取
-
上

げ
ら
れ
て
い
る
事
薯
か
ら
出
費
し
て
､
則
夫
武
后
の
崇
悌
政
策
が
胡
人
の
歓

迎
を
受
け
た
こ
と
を
指
摘
し
､
さ
ら
に
武
后
の
天
梶
建
造
事
業
が
廉
-
在
留

外
国
人
の
支
持
を
得
て
苦
行
に
う
つ
さ
れ
､
且
つ
そ
の
経
済
力
に
依
る
と
こ

ろ
が
大
で
あ

っ
た
こ
と
を
論
じ
る
｡
高
宗
と
武
后
と
を
葬
る
乾
陵
の
前
に
立

ち
並
ぶ
蕃
族
譜
王
の
像
も
､
武
周
政
権
と
胡
人
の
密
接
な
関
係
を
前
提
と
し

て
は
じ
め
て
正
普
な
理
解
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
中
央
ば
か
-
で
な
-
地
方
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
-
､
敦
煙
幕
本

『沙
州
囲
経
』
か
ら
常
地
の
胡
人
た
ち

が
武
周
新
政
権
に
大
き
な
期
待
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
｡
胡
漠
雑

居
の
高
昌
に
お
い
て
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
康
居
士
が

『賓
雨
経
』
の
繕
寓
に
従

っ
た
の
も
又
よ
-
理
解
で
き
る
｡
同
時
に
こ
の
宕
経
は
か
な
-
大
規
模
な
事

業
で
あ
-
､
高
昌
に
お
け
る
胡
人
の
政
治
力
経
済
力
を
推
測
さ
せ
る
｡

｢安
藤
山
的
種
族
興
宗
教
信
仰
｣
で
は
古
い
問
題
を
狙
上
に
の
せ
る
｡
安

緑
山
の
出
自
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
｡
桑
原
隙

戒
'
向
達
'
プ
ー
リ
ー
ブ
ラ
ン
ク
な
ど
の
ソ
グ
ド
人
説
が
あ
-
､
近
年
で
は

フ
ォ
ル
テ
氏
の
唱
え
た
安
世
高
に
始
ま
る
武
威
の
安
氏
で
あ
る
と
い
う
新
説

も
あ
る
｡
唐
代
に
書
か
れ
た
挑
汝
能

『安
緑
山
事
迩
』
に
よ
れ
ば
､
安
緑
山

は
突
厭
の
盃
で
あ
る
そ
の
母
阿
史
徳
氏
が
乱
筆
山
の
神
に
所

っ
て
得
た
子
ど

も
で
あ
る
と
い
う
｡
し
か
し
乱
筆
山
と
は
ソ
グ
ド
語
の

rw忘n
(
r
o
x
g
a
n
)

即
ち

｢光
明
｣
を
表
わ
す
語
で
あ
-
､
そ
の
光
明
の
神
は
ソ
グ
ド
人
が
持
ち

込
ん
だ
神
格
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
光
明
紳
た
る
乱
筆
山
に
所

っ
た
と

す
れ
ば
､
母
親
は
突
厭
の
盤
で
あ
る
と
は
言
う
も
の
の
､
や
は
-
ソ
グ
ド
人

で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
｡
阿
史
徳
氏
と
い
え
ば
突
厭
の
名
族
で
あ
-
､
そ

の
出
自
を
仮
託
す
る
に
は
申
し
分
の
な
い
血
筋
で
あ

っ
て
､
額
面
通
-
に
信

じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
母
親
が
安
緑
山
を
生
ん
だ
後
に
嫁
い
だ
の
は
安

延
借
と
い
う
人
物
で
､
突
厭
帝
国
の
一
部
と
し
て
あ

っ
た
ソ
グ
ド
人
衆
落
の

構
成
員
で
あ

っ
た
｡
中
国
に
内
附
し
て
後
に
､
義
父
の
姓
に
よ
っ
て
安
姓
を

名
乗
-
､
名
前
も
近
似
音
で
字
面
の
良
い
文
字
に
換
え

｢安
緑
山
｣
と
い
う

人
物
が
出
来
上
が
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
､
そ
の
母
語
に
せ
よ
身
に
附
い
た

文
化
に
せ
よ
す
べ
て
ソ
グ
ド
の
そ
れ
で
あ

っ
た
筈
で
あ
る
｡
安
緑
山
は

｢九

春
の
語
を
解
し
､
諸
春
の
互
市
牙
郎
｣
に
任
じ
､
｢胡
旋
舞
を
作
し
､
そ
の

疾
き
こ
と
風
の
如
し
｣
(共
に

『安
緑
山
事
迩
』
)
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
｡
こ

う
い
っ
た
安
緑
山
の
風
貌
に
野
し
､
著
者
は

｢種
族
の
別
は
､
多
-
そ
の
人

の
受
-
る
と
こ
ろ
の
文
化
に
よ
-
､
そ
の
承
-
る
と
こ
ろ
の
血
統
に
あ
ら

ず
｣
と
い
う
陳
寅
情
の
観
鮎
を
引
き
､
安
緑
山
が
紛
れ
も
な
-
ソ
グ
ド
人
で

あ
る
こ
と
を
結
論
し
て
い
る
｡

つ
い
で
著
者
は
柳
城
の
ソ
グ
ド
人
衆
落
が
幽
州
の
軍
事
集
圏
の
主
力
と
な
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り
､
や
が
て
安
緑
山
反
乱
軍
の
中
核
と
な

っ
て
い
-
過
程
を
､
史
思
明
や
康

阿
義
の
例
な
ど
を
引
い
て
説
明
す
る
｡
し
か
し
こ
の
論
文
の
新
味
は
､
安
緑

山
が
宗
教
に
よ
っ
て
圏
結
力
を
槍
進
さ
せ
た
と
す
る
覗
鮎
で
あ
ろ
う
｡
柳
城

の
廉
阿
義
の
息
子
碩
は
小
名
を
穆
護
と
い
う
が
､
こ
れ
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

の
紳
職
名
で
あ
-
､
こ
の

一
家
が
萩
敦
を
奉
じ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
｡

『事
迩
』
に
よ
れ
ば
'
安
緑
山
自
身
も
商
胡
の
到
着
す
る
ご
と
に
､
み
ず
か

ら
胡
服
し
て
ご
馳
走
を
供
え
､
大
勢
の
胡
人
を
呼
び
集
め
て
天
に
福
を
所

っ

た
と
さ
れ
､
韮

(神
職
)
た
ち
は
夜
遅
-
ま
で
歌
い
且
つ
舞
し
た
と
停
え
ら

れ
る
｡
安
緑
山
は
､
そ
の
出
自
に
お
い
て
見
た
と
お
-
光
明
両

rox
gan
に

所

っ
て
生
ま
れ
た
｡
光
明
神
は
蔵
教
徒
の
最
も
崇
め
る
存
在
で
あ
-
､
こ
の

宗
教
は
ソ
グ
ド
人
の
民
族
宗
教
と
し
て
､
そ
の
衆
居
す
る
と
こ
ろ
何
庭
に
も

必
ず
存
在
し
､
同
族
を
結
び
つ
け
る
紐
帯
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
｡
安
緑

山
は
み
ず
か
ら
光
明
神
の
化
身
と
し
て
'
同
族
に
お
け
る
宗
教
的
活
動
を
通

じ
て
､
自
己
の
権
力
を
確
立
し
て
い
っ
た
｡
安
緑
山
の
反
乱
軍
に
封
す
る
統

率
力
は
こ
の
光
明
神
に
裏
打
ち
さ
れ
た
精
神
的
な
力
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ

な
い
｡〓

個
仕
唐
朝
的
波
斯
景
教
家
族
｣
は
､

一
九
八
〇
年
に
西
安
で
尊
兄
さ

れ
た
李
素
及
び
そ
の
夫
人
卑
失
氏
の
墓
誌
に
つ
き
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
｡
墓
誌
に
よ
れ
ば
李
素
は
ペ
ル
シ
ャ
王
の
外
甥
と
さ
れ
て
い
る
が
､
恐
ら

-
租
父
の
代
に
中
園
に
や
っ
て
来
た
ペ
ル
シ
ャ
人
の
子
孫
で
あ
る
｡
注
目
す

べ
き
は
こ
の
人
物
が
天
文
暦
算
に
造
詣
が
深
-
､
都
で
司
天
童
に
職
を
奉
じ

る
こ
と
前
後
五
十
徐
年
､
最
後
に
は
司
天
監
の
職
に
就
い
た
と
い
う
鮎
で
あ

ろ
う
｡
彼
は
イ
ン
ド
天
文
学
を
中
国
に
も
た
ら
し
た
埋
曇
悉
達
､
埋
曇
課
父

子
の
後
を
承
け
て
､
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
流
れ
を
汲
む
ペ
ル
シ

ャ
天
文
学
を
中
国
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
監
督
下
に
翻
詳
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る

『都
利
幸
斯
経
』
な
ど
の
暦
書
は

『新
唐
書

･
聾
文
志
』
『通

志

･
斐
文
略
』
に
著
録
さ
れ
て
い
る
｡
李
素
は
少
年
期
そ
の
父
李
志
が
虞
州

別
駕
に
任
じ
ら
れ
た
の
に
伴
い
､
鹿
川
に
滞
在
し
た
筈
で
､
ペ
ル
シ
ャ
天
文

学
の
知
識
は
こ
の
地
で
獲
得
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
昔
時
の
贋
州
は
海

上
よ
-
す
る
商
人
や
使
節
､
各
宗
教
の
宣
教
師
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
な
外
囲
人

の
宋
居
す
る
土
地
で
､
就
中
ペ
ル
シ
ャ
人
の
勢
力
は
大
き
い
も
の
が
あ

っ
た
｡

さ
ら
に
大
き
な
尊
兄
は
､
こ
の
人
物
の
名
が
景
教
の
恰
文
貞
と
し
て

『大
秦

景
教
流
行
中
国
碑
』
に
記
さ
れ
て
い
る
鮎
で
あ
る
｡
墓
誌
に

｢公
諒
素
､
字

文
貞
｣
と
あ
る
こ
と
､
及
び
李
素
の

一
家
は
七
八

一
年
建
碑
の
昔
時
ま
さ
に

長
安
に
居
た
こ
と
､
ま
た
景
教
碑
に
見
え
る
シ
リ
ア
語
で
記
さ
れ
た
信
徒
の

多
-
が
ペ
ル
シ
ャ
人
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
な
ど
様
々
な
情
況
謹
接
か

ら
判
断
し
て
､
こ
の
比
定
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡
李
素

の
子
ど
も
た
ち
は
皆

｢景
｣
字
を
以
て
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
､
家
族

を
挙
げ
て
景
教
の
熱
心
な
信
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
｡
李
素
と
い
う
外

来
文
化
の
移
入
に
重
要
な
貢
献
を
な
し
た
人
物
の
墓
誌
が
尊
兄
さ
れ
た
こ
と

自
腰
の
意
義
は
も
ち
ろ
ん
大
き
い
が
､
そ
の
史
的
背
景
を
験
す
と
こ
ろ
な
-

解
明
し
た
意
義
は

一
層
大
き
い
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

｢敦
煙
路
義
軍
曹
氏
統
治
者
寓
粟
特
後
高
説
｣
は
､
近
年
盛
ん
に
な

っ
て

き
た
蹄
義
軍
期
ソ
グ
ド
人
に
野
す
る
考
察
を

一
歩
押
し
進
め
､
曹
氏
蹄
義
軍

の
曹
氏
自
身
が
ソ
グ
ド
出
自
で
あ
る
可
能
性
を
論
じ
る
｡
曹
氏
の
本
貫
は
安

徴
の
毒
州
誰
郡
と
さ
れ
て
い
る
｡
誰
州
の
曹
氏
と
い
え
ば
三
園
魂
の
曹
操
を

出
し
た
名
門
で
あ
る
｡
こ
れ
が
事
薯
と
す
れ
ば
'
少
な
-
と
も
吐
春
期
以
前

に
敦
燈
に
遣

っ
て
い
た
筈
で
､
敦
煙
幕
本
や
莫
高
窟
題
記
の
中
に
彼
ら
の
名

が
早
-
か
ら
現
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
事
賓
は
曹
義
金
の
家
族
以

外
に
は
誰
郡
曹
氏
は
出
現
せ
ず
､
仮
託
で
あ
る
可
能
性
が
頗
る
高
い
｡
ま
た
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曹
氏
と
甘
州
ウ
イ
グ
ル
や
干
蘭
王
族
と
の
婚
姻
関
係
は
政
治
的
な
同
盟
と
い

う
の
み
で
は
解
樺
が
出
来
な
い
｡
同
じ
-
胡
族
で
あ
-
､
同
じ
-
イ
ラ
ン
人

種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
初
め
て
充
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
｡
蹄
義
軍
時
期
に
お
け
る
国
際
関
係
の
増
進
や
平
和
外
交
､
そ
し
て

曹
氏
蹄
義
軍
時
期
の
政
治
的
に
中
枢
な
地
位
の
多
-
に
ソ
グ
ド
人
が
起
用
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
賓
も
､
曹
氏
の
出
自
が
ソ
グ
ド
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
層
よ
-
理
解
で
き
る
｡
も
ち
ろ
ん
蹄
義
軍
の
権
力
を
掌
握
し
た
曹
氏
が
た

と
え
ソ
グ
ド
人
の
後
商
で
あ
る
と
し
て
も
､
彼
ら
が
す
で
に
漢
文
化
に
同
化

し
た
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
､
ソ

グ
ド
的
背
景
を
考
慮
す
る
こ
と
は
曹
氏
時
期
の
様
々
な
事
象
の
理
解
に
野
す

る
助
け
と
な
る
わ
け
で
､
問
題
の
波
及
す
る
と
こ
ろ
は
小
さ
-
な
い
｡
著
者

も
曹
氏
ソ
グ
ド
後
高
説
を
全
面
的
に
主
張
し
て
い
る
講
で
は
な
-
､
表
現
に

若
干
の
含
み
を
も
た
せ
て
い
る
が
､
今
後

一
層
の
議
論
を
必
要
と
す
る
課
題

で
あ
ろ
う

第
三
篇

｢
〟三
夷
致
″

的
流
行
｣
に
収
め
ら
れ
る
の
は
､
イ
ラ
ン
系
民
族

が
主
た
る
拾
い
手
で
あ

っ
た
三
つ
の
宗
教
､
萩
致
､
景
教
､
摩
尼
敦
に
関
す

る
論
考
で
あ
る
｡

先
ず

｢秩
敦
初
偉
中
国
年
代
考
｣
で
は
､
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が
中
国
に
停

わ

っ
た
年
代
の
考
諺
を
行
う
と
と
も
に
､
西
域
諸
国
に
お
け
る

｢俗
事
天

神
｣
の
問
題
を
扱
う
｡
蕨
致
初
侍
に
つ
い
て
は
､
現
在
の
と
こ
ろ
ト
ル
フ
ァ

ン
出
土
の

『金
光
明
経
』
庚
午
年

(四
三
〇
)
題
記
に

｢胡
天
｣
の
語
が
見

え
る
の
が
､
最
古
の
確
薯
な
謹
按
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
以
前
に
遡
ら
せ
よ

う
と
す
る
説
も
無
-
は
な
い
が
､
漢
文
資
料
の
み
か
ら
は
確
薯
な
論
按
を
提

出
し
が
た
-
､
む
し
ろ
胡
語
文
献
を
援
用
す
べ
き
だ
と
す
る
｡
か
-
し
て
著

者
は
ス
タ
イ
ン
が
敦
燈
附
近
で
尊
兄
し
た
ソ
グ
ド
文

A
n
cien
t
L
etters
中

に
萩
敦
の
紳
職
名

P
y
n
p
t･
(萩
税
)
や
商
圏
の
統
率
者
で
あ
-
欣
敦
の
教

務
を
も
取
-
仕
切
る

S)r早
w

(薩
賓
)
の
職
名
が
見
え
る
こ
と
'
ま
た

N
anai･V
an
d
ak
(
ナ
ナ
女
神
の
下
僕
)
の
よ
う
な
欣
教
徒
を
思
わ
せ
る
尊

信
著
名
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
､
三
三

一
年
を
徐
-
降
ら
な
い
時
期

(現
在

ほ
ぼ
定
説
と
成
-
つ
つ
あ
る
こ
の
手
紙
の
書
か
れ
た
年
代
)
す
で
に
､
戒
敦

が
ソ
グ
ド
人
に
よ
っ
て
中
国
内
地
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
と
結
論
す
る
｡
ソ

グ
ド
人
の
中
国
に
お
け
る
商
圏
は
河
西
か
ら
長
安
を
経
て
洛
陽
に
ま
で
及
ん

で
お
-
､
彼
ら
の
居
住
す
る
と
こ
ろ
に
は
萩
敦
の
頑
拝
施
設
と
し
て
の
戒
桐

が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
も
想
像
で
き
る
｡
普
然
な
が
ら
ソ
グ
ド
人
の
活
動

舞
墓
で
あ

っ
た
西
域
の
各
オ
ア
シ
ス
都
市
に
は
萩
敦
が
早
-
か
ら
贋
-
行
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
-
､
史
書
に
見
え
る
高
昌
や
若
者
の

｢俗
事
天
神
｣
､
疏

勤
の

｢俗
事
武
神
｣
､
手
間
の

｢好
事
武
神
｣
な
ど
の
記
載
は
や
は
-
蕨
敦

の
存
在
を
物
語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
蕨
敦
の
寺
院
建
築
や
宗
教

儀
式
は

一
般
に
き
わ
め
て
素
朴
な
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
､
各
地
の
遺
跡
に

痕
跡
を
留
め
る
こ
と
が
少
な
い
の
で
あ
る
｡

｢粟
特
所
敦
美
術
東
倦
過
程
中
的
轄
化
｣
は
中
国
に
お
け
る
ソ
グ
ド
美
術

を
扱
う
｡
北
斉
時
代
に
曹
仲
達
と
い
う
ソ
グ
ド
入
室
家
が

一
派
を
な
し
て
い

た
こ
と
か
ら
説
き
起
こ
し
､
洞
廟
に
お
け
る
武
神
の
囲
像
お
よ
び
埋
葬
様
式

の
問
題
が
取
-
上
げ
ら
れ
る
｡
コ
-
タ
ン
の
板
給
が
賓
は
ソ
グ
ド
人
に
よ
っ

て
紀
ら
れ
た
武
神
で
あ

っ
た
と
す
る
最
近
の
学
説
を
紹
介
し
､
ま
た
西
安
の

安
伽
墓
な
ど
近
年
の
馨
掘
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な

っ
て
き
た
石
棺
床
の
賓
態

を
解
き
明
か
す
｡
ソ
グ
ド
人
の
埋
葬
法
は
､
本
来
､
高
墓
に
P
膿
を
放
置
し

て
､
禽
獣
に
肉
を
食
べ
さ
せ
た
後
､
遺
骨
を
骨
嚢
に
納
め
て
地
中
に
埋
葬
す

る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
｡
ソ
グ
ド
人
は
中
囲
渡
来
後
､
そ
の
本
来
の
様
式

を
奨
化
さ
せ
､
次
第
に
中
国
式
の
土
葬
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
が
､
そ
の
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過
程
で
作
-
出
さ
れ
た
の
が
折
衷
式
の
特
色
あ
る
石
棺
床
で
あ
る
｡
石
棺
床

に
は
も
と
骨
嚢
に
見
ら
れ
た
固
案
を
多
か
れ
少
な
か
れ
保
存
し
て
い
る
｡

｢
『樺
迦
降
伏
外
道
像
』
中
的
所
所
密
斯
撞
和
親
爾
需
｣
は
､
西
安
の
碑

林
に
収
蔵
さ
れ
る

｢程
迦
降
伏
外
道
｣
と
い
う

一
道
像
碑
を
取
-
上
げ
る
｡

こ
の
道
像
碑
は
下
部
に
銘
文
が
あ
-

｢程
迦
牟
尼
悌
降
伏
外
道
時
｣
と
説
明

さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
像
の
姿
は
敦
燈
壁
葺
に
見
ら
れ
る

｢指
日
月
瑞
像
｣
と

全
-
同
じ
形
式
の
も
の
だ
が
､
し
か
し
こ
の
像
が
指
さ
す
囲
環
中
の
形
象
は

賓

に
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教

の
紳

ミ

ス
ラ

(M
ithra)
と
ズ

ル
ワ

-
ン

(z
urvan
)
で
あ
-
､
外
道
た
る
こ
れ
ら
の
神
を
樺
迦
が
降
伏
さ
せ
る
場

面
に
取
-
込
み
措
い
た
も
の
だ
と
す
る
｡
悌
教
徒
が
こ
う
し
た
作
為
を
行

っ

た
の
は
､
安
緑
山
の
乱
を
間
近
に
控
え
た
長
安
に
於
て
で
あ

っ
た
ろ
う
｡

｢
『歴
代
法
賓
記
』
中
的
末
蔓
尼
和
禰
師
河
｣
は
副
題
に

｢兼
論
吐
蕃
文

献
中
的
摩
尼
敦
和
景
教
因
素
的
来
歴
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
敦
燈
チ
ベ
ッ
ト
文

献
中
に
現
れ
る

M
ar･m
a
･ロ
e
と

H･s
Fi･m
yi･s
Fi･ha
と
い
う
語
詞
を
取
-
上

げ
､
そ
れ
が

『歴
代
法
賓
記
』
に
説
か
れ
る
誇
価
の
外
道
末
畳
尼

(
マ
ニ
)

と
禰
師
討

(
メ
シ
ア
)
の
故
事
に

一
致
す
る
こ
と
､
さ
ら
に

『歴
代
法
貨

記
』
を
俸
え
た
成
都
の
南
宗
縛
保
唐
寺
の
無
住
と
朔
方
軍
と
の
密
接
な
関
係

を
摘
出
し
た
論
文
で
あ
る
｡
記
事
の
背
後
に
は
安
史
の
乱
後
に
劇
愛
し
た
宗

教
情
勢
が
大
き
-
関
わ
-
､
朔
方
軍
内
部
の
儒
教
勢
力
中
に
醸
成
さ
れ
て
い

た
反
摩
尼
致
､
反
景
教
の
感
情
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
｡

｢摩
尼
散
在
高
昌
的
初
偉
｣
で
は
､
高
昌
地
恒
に
お
け
る
マ
ニ
教
の
流
行

に
つ
い
て
､
こ
れ
ま
で
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
考
古
学
的
､
文
献
学
的
諸
研
究

を
幅
虞
-
槍
澄
し
た
上
､
そ
の
初
博
時
期
の
歴
史
的
背
景
を
論
じ
る
｡
八
世

紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
高
昌
は
短
い
期
間
に
大
き
な
特
愛
を
経
た
｡

す
な
わ
ち
先
ず
吐
春
の
侵
攻
が
あ
-
､
次
い
で
唐
の

一
時
的
権
力
回
復
､
そ

し
て
そ
の
後
の
回
髄
占
接
で
あ
る
｡
吐
春
は
短
い
侵
攻
の
際
､
高
昌
の
官
僚

や
僧
侶
な
ど
有
力
者
を
他
の
土
地
に
移
す
と
い
う
政
策
を
薯
行
し
た
た
め
､

そ
の
後
著
し
い
文
化
的
室
白
が
生
じ
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
特
に
悌
敦
勢
力
の

衰
退
は
著
し
-
､
八
〇
三
年
の
回
鶴
可
汗
に
よ
る
高
昌
来
訪
と
マ
ニ
教
師
訪

問
に
よ
っ
て
､

一
気
に
マ
ニ
教
が
勢
力
を
獲
得
す
る
に
至
-
､
そ
の
後
の
極

盛
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
｡

さ
て
以
上
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
｡
第

一
篇
に
お
け
る
苦
労
の

多
い
基
礎
的
研
究
は
今
後
の
展
開
の
出
費
鮎
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
も
つ

仕
事
で
あ
-
､
ま
た
第
二
､
第
三
篇
で
論
じ
ら
れ
た
論
旨
の
多
-
は
定
論
と

な
-
得
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
本
書
の
債
値
は
大
き
い
｡
ち
な
み
に

総
じ
て
言
え
ば
著
者
の
研
究
は
博
と
精
の
語
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
｡
博
の
部
分
に
つ
い
て
言
え
ば
､
古
今
の
外
囲
文
献
を
縦

横
に
駆
使
す
る
鮎
に
お
い
て
'
ま
た
新
し
い
研
究
動
向
を
逸
早
-
消
化
吸
収

す
る
鮎
に
お
い
て
､
著
者
が
現
代
中
国
学
者
中
随

一
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の

一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
博
の
部
分
が
著
者
の
研
究
に
猫
白
の
色

彩
を
輿
え
て
い
る
｡
し
か
し
更
に
驚
嘆
す
べ
き
な
の
は
､
軍
に
こ
れ
ら
外
囲

学
者
の
研
究
を
幅
贋
-
利
用
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
､
中
国
の
侍
世
文
献
や

出
土
文
物
､
資
料
に
封
し
て
も
精
確
な
分
析
を
加
え
る
能
力
を
備
え
て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
-
精
と
い
う
鮎
で
も
第

一
級
の
力
を
備
え
て
い
る
こ

と
が
著
者
の
強
み
で
あ
る
｡
こ
の
著
者
の
能
力
は
今
後
も
多
彩
な
領
域
に
馨

揮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
新
た
な
成
果
を
期
待
し
た
い
｡

紙
幅
の
関
係
も
あ
-
敢
え
て
解
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
が
､
第
四
篇
は

著
者
が
内
外
の
学
者
の
中
西
関
係
史
論
者
に
野
し
て
執
筆
し
た
書
評
で
あ
る
｡

す
べ
て

一
一
編
､
古
典
と
さ
れ
る
著
作
か
ら
極
-
近
年
の
新
刊
書
ま
で
幅
贋
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い
野
象
が
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
著
者
の
論
考
の
批
判
野
象
と
な
っ
た
も

の
や
､
論
述
の
依
接
と
な
っ
た
も
の
な
ど
､
著
者
の
工
房
の
舞
墓
裏
を
ま
ま

垣
間
見
せ
る
部
分
も
あ
る
｡
詳
し
-
は
本
書
に
就
い
て
見
ら
れ
た
い
｡

最
後
に
些
細
な
事
柄
で
は
あ
る
が
､
本
書
が
巻
末
に
索
引
を
備
え
て
事
項

検
出
の
便
を
囲

っ
て
い
る
鮎
を
特
筆
大
書
し
た
い
｡
学
術
書
と
し
て
普
然
と

い
え
ば
常
然
の
こ
と
で
あ
る
が
､
中
国
で
出
版
さ
れ
る
多
-
の
書
が
な
お
し

ば
し
ば
索
引
を
映
-
こ
と
を
思
え
ば
､
そ
の
用
意
を
高
-
許
債
し
た
い
｡
今

後
こ
の
風
潮
が

一
般
的
と
な
る
の
を
願
う
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
参
考
文
献

表
が
な
い
と
い
う
鮎
は
不
便
と
い
え
ば
不
便
に
感
じ
る
｡

■■

P
a
u
-
P
e
〓
io
t
㌦
｢
e
s
im
f-u
e
n
c
e
s
ira
n
ie
ロ
ロ
e
S
e
ロ
A
s
ie
C
e
n
･

tr
a
te
et
en
E
x
tre
m
e
･O
rie
n
t"
,
L
e
G
O
n

d
'o
u
v
e
rtu
re
d
u

c
o
u
r
s

d
e
ta
n
g
u
e
s
,
h
is
to
ir
e
e
t
a
r
c
h
e
o
to
g
ie
d
e
t
'
A
s
ie
C
e
n
tra
te
)
a
u

C
o
lte
g
e
d
e
F
ra
n
c
e

(4
d
e
c
e
m
b

re
1
9
1
1
),
R
ev
u

e
d
'h
is
to
ir
e
e
t

del

itte'ra
tu
re
relig
ieu
ses,
ttt,
n
o
.2
.又
､
そ
の
邦
講
で
あ
る
榊
亮

三
郎
詳
補

｢イ
ラ
ン
語
族
の
民
衆
が
中
央
亜
細
亜
並
び
に
極
東
の

地
に
及
ぼ
せ
る
影
響
｣
『重
文
』
第
三
年
第
八
鋸
｡

(
2
)

ぺ
リ
オ
は
講
演
の
ま
と
め
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢支
那

と
印
度
と
は
､
世
人
が
久
し
-
想
像
せ
し
ご
と
-
儒
教
の
停
播
に
際

し
て
最
初
よ
-
､
直
ち
に
接
解
し
た
る
に
あ
ら
ず
｡
又
何
等
の
創
意

な
-
､
何
等
の
猫
特
の
特
色
だ
に
な
き
土
耳
其
種
族
を
仲
介
と
し
て
､

支
那
と
印
度
と
は
相
接
解
し
た
る
に
も
あ
ら
ず
し
て
､
薯
に

｢イ
ラ

ン
語
族
｣
の
民
衆
が
､
中
央
亜
細
亜
に
於
て
､
屡
々
活
躍
し
て
､
此

の
両
国
の
媒
介
を
な
せ
し
も
の
た
る
こ
と
を
､
今
後
の
学
界
に
於
て
､

容
認
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
｡｣
詩
文
は
上
掲
榊
講
に
掠
る
｡
そ
の

一
五

八
-
五
九
頁
｡

(
3
)

ぺ
リ
オ
の
講
演
の
時
鮎
で
は
な
お
名
稀
が
確
定
せ
ず

｢束
イ
ラ
ン

語
｣

(〓
ranieロ
Orie
ロ
ta-)
と
稀
さ
れ
て
い
た
｡

(
4
)

条
新
江

｢所
謂

'T
um
shuqese
u
文
書
中
的

(g
y
azd
i･)｣
『内
陸

ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
Ⅶ

(
一
九
九

一
)
､

一
-

二

一頁
｡

二
〇
〇
一
年

二

一月

北
京

生
活

･
謹
書

･
新
知
三
聯
書
店

A
五
列

Ⅸ
+
四
九
〇
頁

二
九
元
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■■

｣

｢




