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中

華

思

患

部

攻

利

貞

著

著
者
は
先
づ
苗
釆
支
部
人
が
自
国
を
指
す
呼
稲
に
夏

･
諸
夏

･

中
夏
の
一
圏
と
華

･
中
華

･
華
夏
の
一
国
と
中
州

･
中
図

･
中

原

･
中
土
の
1
園
と
の
三
系
統
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
e
こ
の

内
'
｢
夏
｣
の
系
統
が
最
も
古
き
も
の
で
'
こ
1
に
中
華
思
想
の
起

源
を
探
究
せ
ん
と
し
て
偽
る
｡
即
ち
商

･
周
と
等
し
-
｢
貫
｣
は
地

名
に
淵
顔
す
る
｡
而
し
て
今
日
の
河
南
省
中
部
地
方
が
こ
れ
に
常

る
｡
｢
夏
｣
の
字
に
つ
い
て
は
蝉
の
象
形
な
-
と
の
詮
と
中
国
人
の

象
形
な
-
と
の
詮
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
こ
れ
等
は
｢
夏
｣
の
字
の
出

禿
た
後
の
解
樺
で
あ
る
.
｢
夏
｣
は
本
郊
地
名
で
'
夏
伯
た
-
し
高

69



27(ラ

が
即
位
の
複
本
束
の
地
名
を
以
て
団
塊
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ

の
他
は
黄
河
流
域
に
任
し
'
地
理
的
に
見
て
天
下
の
中

央

で

あ

り
･
段

･
周
と
王
朝
は
襲
じ
て
も
､
そ
の
支
配
し
た
地
域
は
依
然

｢
夏
｣
の
地
で
あ
る
た
め
'
｢
貫
｣
の
稲
呼
は
後
世
ま
で
侍

へ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
と
論
じ
'
｢
華
｣
｢
中
｣
の
稲
呼
は
t
と
の
鞄
が
苗
代

支
那
の
最
も
勝
れ
た
文
化
の
中
心
で
あ
る
た
め
'
華
夏

･
中
華
と

熟
し
･
地
理
的
'
文
化
的
に
天
下
の
中
央
地
域
を
意
味
す
る
稀
呼

が
慣
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
｡
著
者
が
こ
の
結
論
を

得
る
迄
に
は
'
我
国
を
始
め
苗
代
バ
ビ
ロ
ン
･
填
及

･
印
度
に
類

似
の
思
想
あ
る
こ
と
々
指
摘
し
'
地
名
と
し
て
の

｢
夏
｣
に
特
に

綿
密
無
比
の
考
詮
を
加

へ
､
そ
の
地
域
を
明
瞭
に
せ
ん
と
努
力
し

て
ゐ
る
｡
こ
の
鮎
に
著
者
の
一
見
識
が
あ
る
｡
著
者
は
斯
-
て
極

め
て
安
達
的
の
態
度
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
歴
史
家
と
し
て
の

自
ら
の
立
場
を
固
-
持
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

次
に
中
華
思
想
の
特
質
を
考
へ
'
中
華
思
想
に
は
特
に
注
意
す

べ
き
顕
著
な

】
特
質
が
あ
る
｡
即
ち
そ
は
道
徳
的
政
治
思
想

･
王

道
政
治
な
る
要
素
で
あ
る
｡
こ
れ
他
の
類
似
の
思
想
に
於
て
見
る

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
と
喝
破
し
て
ゐ
る
｡
即
ち

｢
支
那
は
文

化
的
に
も
地
理
的
に
も
世
界
の
中
心
で
あ
-
'
支
部
の
君
主
は
世

外
に
於
て
最
も
勝
れ
､
且
つ
世
鼻
に
君
臨
す
る
帝
王
な
-
｣
と
考

へ
る
こ
と
で
あ
る
.
著
者
は
こ
れ
を
中
華
思
想
の
政
治
的
要
素
と

考

へ
'
幾
多
の
興
味
あ
る
例
詮
を
奉
げ
て
こ
の
事
箕
を
説
明
し
て

ゐ
る
.
熱
諌
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
Q

次
に
著
者
は

｢
中
華
思
想
の
史
上
に
於
け
る
蔑
視
｣
と
萌
し
､

寓
里
長
城
に
封
し
て
'
著
者
猫
特
の
見
解
を
述
べ
て
ゐ
る
｡
こ
の

見
解
は
既
に
著
者
が
｢
支
部
畢
｣
三
春

7
既
に
萄
表
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
が
'
長
城
を
以
て

｢
文
明
世
界
と
野
蟹
世
界
と
を
区
分
す
る

境
界
線
｣
と
考
へ
'
中
華
思
想
の
民
族
性
心
理
の
然
ら
し
む
る
所

と
断
じ
て
ゐ
る
｡

本
書
の
論
述
す
み
所
多
方
面
に
渉
-
'
支
部
苗
代
史
上
の
種
々

の
問
題
に
封
し
て
は
'
博
引
勇
詮
至
ら
ざ
る
な
く

虞
に
有
益
な

る
示
唆
に
富
ん
で
ゐ
る
｡
東
洋
史
を
大
観
す
れ
ば
'
南
北
両
民
族

の
闘
争
'
輩
夷
の
封
立
交
渉
の
歴
史
で
あ
る
と
思
ふ
｡
斯
る
敬
鮎

の
下
に
東
洋
の
歴
史
を
考
察
す
る
時
'
証
人
も
中
華
思
想
に
つ
き

拷
-
息
を
致
さ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
.
然
る
に
今
日
迄
こ
れ
に
関
し
て
注

目
す
る
に
足
る
研
究

･
論
者
あ
る
を
聞
か
ぬ
｡
本
書
は
こ
の
意
味

に
於
て
'
今
後
盛
ん
に
論
議
さ
る
べ
き
こ
の
種
の
問
題
に
封
す
る

1
の
捷
径
と
も
な
-
､
指
針
と
も
な
Ja
t
叉
権
威
と
も
な
る
べ
き

絶
好
の
名
著
で
あ
る
｡
著
者
に
封
し
敬
意
を
失
し
た
る
鮎
は
切
に

御
寛
容
を
希
ふ
次
第
で
あ
る
｡

(藤

田
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善
)

TO




