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最
近
刊
行
せ
ら
れ
た
民
国
二
十
三
年
度

二

九
三
四

)
の
最

後
の
分
冊
は
'
主
と
し
て
西
北
語
言
調
査
事
業
の
尊
き
犠
牲
と

な
っ
て
昨
年
相
次
い
で
清
残
し
た
劉
復

･
自
推
洲
二
氏
の
藍
に

厭
げ
ら
れ
遺
稿
及
哀
悼
文
を
載
せ
て
ゐ
る
｡

乙
二
馨
調
推
断
尺

晋
位
療
育
法
的
多
能
性

宗
法
考
瀕

r
射
輿
琴
之
潮
瀕
閲
於
此
類
名
物
之
考
樺

士
王
皇
三
字
之
凍
原

劉

復

概
元
任

丁

.
山

徐
中
静

岡

開
中
聾
調
茸
験
銀

白
撒
洲

劉

･
自
二
氏
の
茸
験
的
撃
青
草
の
業
曙
に
裁
て
は
別
に
専
門

畢
者
の
批
判
に
倹
つ
べ
き
で
あ
る
｡
鼓
に
は
丁
山

･
徐
中
野
の

古
代
史
関
係
の
三
論
文
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
｡

宗
法
考
慮

(
ョ
九
九
-
四

一
五
頁
)

本
年
度
の
支
部
古
代
史
畢
鼎
は
宗
法
に
紺
し
数
個
の
新
研
究

を
得
た
｡
第

一
は
我
が
加
藤
常
賢
教
授
の

｢
小
宗
の
族
組
線
に

就
い
て
｣
(
支
部
畢
研
究
第
四
篇
研
放
)
第
二
は
本
論
文
で
あ

る
｡
そ
の
他
に
も
牧
野
巽
畢
士
の
｢
支
部
に
於
け
る
家
族
制
度
｣

(
東
洋
思
潮
第
十
回
所
収
)
骨
等
君
の
｢
中
国
苗
代
配
合
｣
上
(
中

国
配
合
兜
碁
書
第
五
)
等
も
'
家
族
制
度
或
は
婚
姻
制
度
の
研

究
を
目
的
と
し
た
概
論
で
あ
る
が
'
各
々
宗
法
制
度
に
簡
れ
る

虞
が
多
い
.
本
年
度
の
著
作
で
は
な
い
が
郭
明
昆
君
の
儀
雌
喪

服
侍
の
鋭
き
本
文
批
評
た
る
｢
儀
鰻
経
侍
致
｣
(
早
宿
田
大
挙
哲

単
年
誌
第
三
巻
)
｢
儀
雌
喪
服
考
｣
(東
洋
畢
報
第
二
十

1
巷
二

競
)
及
び

｢
組
父
栴
謂
考
｣
(
同
第
四
競
)
等
も
関
係
の
文
献
と

し
て
奉
げ
得
る
｡
宗
法
制
度
は
漠
唐
以
来
注
疏
聾
者
に
よ
っ

て

論
議
さ
れ
乗
っ
た
問
題
で
あ
り
'
晴
代
の
碩
悟
程
務
田
の

｢
宗

港
小
記
｣
に
於
て
'
軽
侮
の
本
文
解
樺
と
し
て
は
殆
ん
ど
古
典

的
完
成
に
迄
到
津
し
て
ゐ
る
｡
此
の
軽
挙
者
に
よ
る
宗
法
制
度

研
究
の
成
果
を
利
用
し
て
'

7
時
し
て
史
撃
の
間
商
と
し
て
取

救
っ
た
の
は
近
世
の
王
国
姓
の
｢
殿
周
制
度
論
｣
で
あ
っ
て
'
宗

洪
制
度
の
史
拳
的
研
究
は
'之
を
機
運
と
し
て
勃
興
し
た
の
で
'

何
れ
も
多
か
れ
少
か
れ
'
彼
の
影
響
の
下
に
立
た
ぎ

る
は
な

い
O
三
園
椎
は
度
盛
卜
節
に
見
え
る
殿
代
党
王
の
祭
紀
法
及
び

史
記
殿
本
紀
の
段
王
価
系
等
を
典
嬢
と
し
て
段
王
朝
の
相
承
法

が
兄
弟
相
続
法
を
主
と
L
t
嫡
子
相
構
法
を
従
と
せ
る
を
論
じ

嫡
子
相
続
制
度
及
宗
法
制
度
が
周
代
に
至
っ
て
牽
生
し
た
こ
と

を
主
張
す
る
｡
王
国
雄
の

｢
殿
周
制
度
論
｣
は
殿
周
の
際
の
革

命
'
周
公
の
改
制
を
主
嶺
と
す
る
も
の
'
殿
周
二
代
の
制
度
の

差
異
鮎
だ
け
が
強
調
さ
れ
過
ぎ
た
感
が
あ
る
｡
丁
山
民
の
近
業
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の
主
要
課
題
は
､
王
国
経
に
よ
っ
て
畿
見
さ
れ
､
そ
の
後
善
作

賓
等
に
よ
っ
て
更
に
詳
細
に
究
明
さ
れ
た
殿
代
発
玉
条
紀
法
に

於
て
'
周
代
宗
法
制
度
の
原
始
形
態
を
見
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
｡
加
藤
教
授
Q
論
敦
は
'
宗
法
に
封
す
る
根
本
見
解
は
丁
山

氏
と
完
全
に
背
馳
す
る
け
れ
ど
も
'
殿
代
の
世
栂
法
及
族
制
度

に
於
て
周
代
宗
法
の
基
礎
た
る
族
生
清
と
同

1
の
形
態
の
存
在

す
る
こ
と
を
翰
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
'
主
牽
鮎
を
異
に
し
叉
論

詮
の
方
法
も
違
ふ
が
'
二
著
作
何
れ
も
殿
周
制
度
論
の
偏
向
を

是
正
せ
ん
と
し
､
殿
周
二
代
の
制
度
の
類
似
鮎
を
指
摘
し
て
'

二
代
の
制
度
を
磯
展
的
に
理
解
す
る
鮎
に
於
て
同

一
の
傾
向
に

あ
る
と
見
ら
れ
る
｡

丁
山
氏
は
先
づ
'
金
文
の
茸
例
か
ら
'
大
宗
と
は
経
聾
者
の

解
樺
す
る
如
き

｢
嫡
子
｣
の
意
味
で
は
な
-
'
宗
廟
の
意
味
で

あ
っ
て
'
大
宗
は
太
廟
'
小
宗
は
禰
廟
と
考
え
ね
ば
な
ら
ず
'

従
っ
て
宗
法
と
は
子
孫
嫡
庶
を
斡
別
す
る
族
統
括
の
制
度
と
し

て
よ
り
は
'
寧
ろ
宗
廟
白
鷺
に
関
す
る
制
度
と
し
て
解
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
｡
宗
廟
制
度
と
し
て
の
宗
法
な
ら
ば
'
殿
代

に
も
充
分
認
め
る
こ
と
が
的
凍
る
｡
卸
ち
'殿
虚
-
解
に
於
て
､

殿
の
先
王
の
合
に
貰
っ
て
各
世
代
の
王
を

｢
示
｣
と
呼
ん
で
'

或
は
七
示
'
十
三
示
'
二
十
示
等
の
名
柄
が
あ
-
'
叉
'
犬
示
､

小
示
の
別
が
あ
あ
が
､
王
､
撃

亮

の
詳
論
し
た
如
-
'
こ
の

合
祭
に
列
せ
ら
れ
る
先
王
は
殿
の
諸
王
中
自
ら
の
子
に
よ
っ
て

相
緯
せ
ら
れ
た
者
に
限
ら
れ
る
｡
丁
山
氏
は
之
に
封
し
て
大
示

こ
そ
此
の
合
祭
に
列
せ
ら
れ
る
兜
王
で
あ
-
'
小
示
と
は
合
祭

弛
典
に
人
ら
ざ
る
弟
に
よ
っ
て
相
緯
せ
ら
れ
た
先
王
を
祭
る
も

の
で
あ
る
と
の
解
樺
を
下
し
'
大
示
は
宗
法
制
度
上
の
大
宗
'

小
示
は
小
宗
に
相
雷
す
る
も
の
で
あ
-
'
子
に
よ
っ

て機
が
れ

た
殿
先
王
の
廟
た
る
大
宗
は
絶
家
の
櫓
別
の
宗
た
る
大
宗
の
短

慮
で
あ
り
'
子
に
よ
っ
て
相
揖
せ
ら
れ
な
か
っ
た
殿
王
廟
た
る

小
宗
は
穏
滴
の
小
宗
の
瀕
で
あ
る
と
詮
-
0

絶
家
の
所
謂
宗
法
制
度
が
､
兄
弟
同
居
共
財
の
瑞
賢
の
族
生

清
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
程
乾
田
に
よ
う
て

遣
被
さ
れ
'
英
嘉
茸
及
加
藤
教
授
に
よ
っ
て
一
屠
強
調
さ
れ
'

意
廟
制
度
は
此
の
族
生
活
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ

て
ゐ

る
｡
丁
山
氏
が
宗
法
を
宗
廟
制
度
と
同

一
視
す
る
の
は
俄
に
賛

同
し
得
な
い
が
､
か
1
る
宗
法
の
具
鰻
的
な
る
表
硯
と
し
て
宗

廟
制
度
を
ば
眺
め
て
'
之
を
殿
代
の
祭
紀
法
に
瀕
を
潮
ら
し
め

る
こ
と
は
決
し
て
不
雷
で
は
な
い
｡
而
し
て
､
周
の
大
宗
'
小

某
組
織
が
突
然
の
創
造
で
は
な
い
限
-
､
少
-
と
も
多
少
の
連

関
を
ば
殿
代
制
度
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
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る
0
丁
山
氏
の
企
蹄
は
'
そ
の
意
味
で
は
正
し
-
も
あ
-
'
又

興
味
も
多
い
｡
但
し
丁
氏
の
所
論
中
の
最
も
重
要
な
箇
所
で
､

論
語
に
快
格
が
存
在
し
て
ゐ
る
｡
例

へ
ば
宗
宝
と
は
大
宗
の
意

味
な
-
と
す
る
段
に
士
昏
醍
記
の

｢
組
廟
米
穀
'
教
子
公
官
'

三
月
'
若
組
廟
巳
穀
'
馴
致
於
宗
窒
｣
を
引
用
し
て
'
宗
童
を

組
廟
と
の
封
文
と
し
て
ゐ
る
が
'
宗
宝
は
組
廟
に
封
す
る
も
の

で
は
な
-
て
'
公
宮
に
封
す
る
も
の
で
あ
-
､
此
の
完
宝
は
宗

廟
よ
-
も
宗
子
の
宝
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡

勿
論
士
昏
絶
記
の

如
き
は
'
宗
法
制
度
の
固
定
形
式
化
の
後
の
儒
家
作
品
と
見
る

べ
き
で
あ
っ
て
本
論
文
の
所
詮
の
反
語
と
は
な
-
得
な
い
が
O

叉
'
殿
虚
卜
齢
の
先
王
の
祭
紀
に
つ
い
て
大
示
は
子
に
よ
っ

て

相
続
さ
れ
た
先
王
･
小
示
は
弟
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
た
先
王
と

の
別
を
論
ず
る
一
段
に
於
て
も
氏
の
引
用
し
た
-
都
の
茸
例
は

倍
は
世
人
を
首
肯
せ
し
む
る
に
足
-
な
い
｡
氏
に
よ
っ
て
更
に

篤
い
材
料
の
探
求
と
細
心
の
論
語
並
典
嬢
の
吟
味
に
よ
っ

て'

此
の
興
味
あ
る
問
題
が
再
論
さ
れ
る
事
を
希
望
す
る
｡

弐
射
輿
智
之
潮
原
及
閲
於
此
類
名
物
之
考
揮

(
四

1
七
-
四
三
九
)

本
筋
及
び
次
篤
の
著
者
徐
中
野
氏
は
硯
に
中
央
研
究
院
歴
史

語
冨
研
究
所
の
専
任
研
究
員
で
あ
っ
て
'
集
刊
に
今
迄
金
文
研

完
を
多
-
寄
稿
し
て
ゐ
る
.
徐
氏
の
金
文
研
究
は
字
形
の
み
の

校
梓
に
止
ら
ず
し
て
'
象
形
の
原
物
た
る
貨
物
に
就
て
の
研
究

を
重
税
L
t
そ
の
意
味
に
於
て
支
部
金
文
専
門
家
中
に
於
て
'

最
も
考
古
嬰
的
な
傾
向
を
有
す
る
一
人
と
云
ひ
得
ら
れ
る
｡
集

刊
第
二
本
の

｢
爽
絹
考
｣
の
如
き
は
此
傾
向
が
最
も
濃
厚
に
現

れ
て
ゐ
る
｡
本
論
文
及
次
の
樺
士
筒
も
亦
此
の
傾
向
の
著
作
に

屠
す
る
.
叉
'
民
の
拳
闘
に
於
て
顕
著
な
の
は
､
我
が
藤
田
鋤

峯
博
士
の
影
響
で
あ
る
.
｢
集
刊
｣
第
二
本
の
｢
康
人
服
象
及
象

之
南
遷
｣
の
7
籍
は
'
藤
田
博
士
の
｢
象
｣
(
史
林
第
九
巻
第
四

携
'
叉
東
西
交
渉
史
の
研
究
南
海
篇
所
収
)
の
所
論
の
一
考
展
と

見
得
る
｡
本
論
敦
は
明
ら
か
に
博
士
の

｢
支
部
に
於
け
る
刻
石

の
由
来
｣
(東
洋
畢
報
十
六
奄
二
流
'
叉
東
西
交
渉
史
西
域
箆

所
収
)
中
の
支
部
苗
代
の
考
射
術
が
苗
代
印
度
よ
-
南
方
蟹
族

を
媒
介
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
詮
に
反
封

し
て
'
考
の
支
部
起
原
語
を
主
張
せ
ん
と
す
る
の
が
其
本
旨
で

あ
る
O
徐
氏
は
此
論
文
に
先
だ
っ
て

｢
古
代
狩
撒
筒
象
考
｣
の

7第
を
集
刊
外
編
の
草
花
培
六
十
五
歳
記
念
論
文
集
下
冊
に
寄

せ
た
の
で
'
徐
氏
は
層
々
之
を
参
照
し
て
ゐ
る
が
､
此
下
冊
は

今
未
公
刊
で
.
筆
者
は
寓
日
の
機
を
得
て
ゐ
な
い
｡一
唯
本
論
文

に
引
-
所
か
ら
見
る
と
'
前
論
文
は
有
名
な
銅
器
四
耳
玉
の
文
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様
に
現
れ
た
射
猟
園
の
考
詮
を
童
と
す
る
も
の
で
あ

る
ら

し

い
o
此
の
射
撤
鼠
に
弐
射
'
考
射
の
形
が
見
え
る
塀
か
ら
出
費

し
て
'
考
射
術
の
起
源
を
吏
に
甲
骨
文
'
金
文
の
字
形
'
党
案

文
献
に
求
め
'
別
に
現
行
の
支
部
考
器
を
採
集
し
て
構
蓬
等
の

研
究
を
行
っ
た
の
が
本
論
文
で
あ
る
｡

著
者
の
試
み
た
文
字
々
形
よ
り
の
考
謹
中
例

へ
ば
叔
字
に
就

て
之
が
絶
代
に
用
ひ
ら
れ
る
矢
を
象
る
と
の
詮
は
既
に
莫
大
激

の

｢
叔
字
詮
｣
に
提
出
さ
れ
'
羅
振
玉
の
｢
鐸
叔
｣
(
宰
笥
漫
憂

所
収
)
に
於
て
聾
展
せ
し
め
ら
れ
た
考
で
あ
-
'
創
設
と
は
見

放
し
難
い
が
t
Y
射
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
の
弐
'
紙
代
等

の
諾
字
特
に
干
字
の
考
語
は
恐
ら
-
氏
の
新
設
と
見
得
る
｡
考

射
関
係
の
党
案
文
献
の
豊
富
な
引
用
'
北
支
現
行
の
考
の
採
集

は
共
に
従
来
閑
却
さ
れ
た
方
面
に
於
け
る
極
め
て
貴
重
な
新
研

究
と
云
ひ
得
ら
る
1
で
あ
ら
う
｡
但
し
'
氏
の
論
文
に
よ
っ
て

発
秦
時
代
に
支
那
で
考
術
の
盛
行
し
た
事
は
認
識
し
得
た
が
'

考
射
術
が
支
部
起
漁
か
或
は
剛
度
起
瀕
か
は
'
現
在
に
於
て
は

何
到
底
決
定
し
得
な
い
間
轟
に
屠
す
る
で
あ
ら
う
.
其
解
決
は

印
度
南
洋
の
史
料
及
質
物
に
就
て
の
研
究
を
必
要
と
す
る
｡
筆

者
は
此
の
考
射
術
起
源
の
問
題
を
外
に
し
て
'
彼
の
呉
中
丞
に

よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
叔
字
の
解
樺
男
子
の
葉
柄
た
る
叔
が
何
故

に
糟
央
の
象
形
を
執
っ
て
ゐ
る
か
の
問
題
に
民
俗
単
的
な
興
味

を
感
ず
る
.
之
は

K
ar
glen
の

S
o
m
e
F

ecundity
S
y
m
bols

in
A
n
c
ie
nt
C
h
ina,CB
u
t.
o
f
T
h
e
M
useum
o
f
F
ar

East･

tern
A
ntiquities､N
6
,
2
)
に
よ
っ
て
新
た
に
問
題
と
せ
ら
れ
､

S
eli
gm
an,の
B
o
w

and
A
rro
w

S
y
m
botism
,
(E
uraSia

SeptentrJ+Onal
is

A
n
ti
qua
lX.)
に
よ
っ
て
更
に
若
干
の
補

正
が
加
え
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
｡
支
部
苗
代
の
射
術
は
民
俗

拳
的
な
研
究
の
封
象
と
し
て
'
恐
ら
-
よ
-
多
-
の
横
倍
を
持

つ
で
あ
ら
う
｡

士
王
皇
三
字
之
探
原

(
四
四

一-

四
四
六
)

士
･
三
･
畠
の
三
字
は
元
来
人
間
が
衣
冠
を
つ
け
端
坐
し
て

ゐ
る
象
形
で
あ
る
と
云
ふ
の
が
此
籍
の
趣
旨
で
あ
る
｡
王
皇
二

字
に
就
て
は
莫
大
激
の
王
字
詮
が
あ
っ
て
､
詮
父
の
解
樺
を
破

っ
て､
王
字
は
火
土
中
に
あ
る
の
象
形
'
畠
は
日
が
地
平
線
上

に
出
る
形
な
り
と
の
詮
を
唱
導
し
た
｡
徐
民
は
漠
代
書
懐
石
&
.

の
衣
冠
埴
生
の
人
像
と
金
文
及
び
甲
骨
文
中
の
士
字
形
と
の
不

思
議
な
類
似
に
着
日
し
て
此
新
説
を
提
出
し
た
｡
士
字
は
蓮
作

賓
も
既
に
指
示
し
た
如
-
'
王
事
の
原
形
で
あ
る
｡
皇
字
は
徐

氏
に
よ
っ
て
､
衣
冠
､
特
に
盈
冠
を
着
し
た
埴
生
の
形
と
し
て

解
樺
さ
れ
'
三
字
の
象
形
が
同

7
の
動
横
か
ら
出
て
ゐ
る
こ
と

■-



61

を
諭
謹
さ
れ
た
｡
士
は
徐
氏
も
引
用
し
た
如
-
'
支
部
古
代
で

は
獄
官
の
長
官
の
意
味
を
有
す
る
｡
裁
判
は
苗
代
民
族
に
於

て

は
神
意
を
承
け
る
紳
朝
の
形
式
を
執
る
も
の
が
多
い
O
従
っ
て

苗
代
に
於
て
､
裁
判
官
は
官
は
画
意
を
承
け
る
も
の
､
面
と
人

と
の
仲
介
者
で
あ
る
と
云
ふ
司
祭
者
或
は
垂
相
と
し
て
の
7
両

を
有
し
た
｡
士
'
三

･
皇

･
皆

･
苗
代
の
祭
場
に
特
種
の
冠
を

附
け
'
端
坐
し
て
紳
意
を
受
-
る
紳
人
の
仲
介
者
で
あ
-
'
王

権
は
両
人
の
仲
介
者
の
職
の
畿
展
せ
る
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
も

考
へ
得
る
｡
此
の
士
王
皇
三
字
の
字
形
の
敦
詮
は
極
め
て
短
篇

で
は
あ
る
が
'
支
部
に
於
け
る
紳
別
制
度
､
及
び
王
権
の
本
質

の
問
題
に
閲
L
t
暗
示
的
な
好
論
文
で
あ
る
｡

(
小

川

茂

樹
)

･
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