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本
書
は
故
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
パ
ラ
シ
ュ
教
授

2
8印
l
H8
3
を
記
念
す
る

宋
代
研
究
論
文
集
の
う
ち
、
第
一
部

「歴
史
と
制
度
」
の
第
一
お
よ
び
第
二
分

怖
で
あ
る
。
出
版
の
都
合
上
、
分
耐
形
式
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
そ
う

で、

後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
今
後
な
お
多
く
の
分
附
が
綴
刊
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。故

パ
ラ
シ
ュ
教
授
は
、
い
ま
さ
ら
紹
介
す
る
ま
で
も
な
く
、
雄
大
な
「
宋
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
提
唱
者

・
組
織
者
と
し
て
精
力
的
に
活
動
さ
れ
て
い
た
矢
さ

き
に
、
一
九
六
三
年
十
一
月
二
十
九
日
、
突
如
心
筋
梗
塞
に
襲
わ
れ
て
急
逝
さ

れ
た
。
晩
年
の
教
授
の
念
頭
か
ら
片
時
も
去
る
こ
と
の
な
か
っ
た
宋
代
研
究
に

つ
い
て
、
世
界
各
闘
か
ら
数
授
を
記
念
す
る
論
文
が
寄
稿
さ
れ
、
教
授
の
最
初

の
弟
子
と
い
わ
れ
る
蒙
古
・
元
朝
史
の
尊
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ズ

・
オ
ー
バ
ン
夫
人

に
よ
っ
て
、
こ
の
「
宋
代
研
究
」
が
編
集
出
版
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
教
授

の
遺
徳
を
記
念
す
る
の
に
も
っ

と
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る。
宋
代
研
究
に
う
と
い
私
に
は
、
こ
の
よ
う
な
記
念
論
文
集
を
紹
介
批
評
す
る

資
格
は
本
来
な
い
。

し
か
し
、

数
挽
が
少
く
と
も
も
う
一
年
在
位
さ
れ
た
な
ら

ば
、
私
も
大
き
な
顔
を
し
て
教
授
の
弟
子
だ
と
自
穏
で
き
た
ろ
う
と
悔
ま
れ
て

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
教
授
の
最
晩
年
に

援
し
得
た
も
の
の
一
人
と
し
て
、
教
授
を
記
念
す
る
意
味
に
お
い
て
、
少
し
く

私
事
を
の
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

一
九
六
三
年
夏
に
波
例
の
機
曾
を
得
た
私
は
、
在
例
中
、
数
授
の
講
鐙
に
つ

ら
な
っ
て
、
そ
の
指
導
を
仰
ぐ
つ
も
り
で
あ
っ

た
。

品川
no
Z
買
え
ぶ
ロ
巾
号
印

国

EF巾
凹

p
r
Eg
(高
等
研
究
院
)
の
新
聞
学
期
の
抗
議
は
十
一
月
か
ら
開
始
さ

れ
、
教
授
の
講
義
題
目
は
宮

CE
--尽
EE
白一
司
自

(UE
2
5
1己
主
命

(
帝

政
時
代
の
中
園
一
位
禽
の
流
動
性
〉
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ソ
シ

ア
ル
・
モ
ビ

リ
テ
ィ
の
紙
念
は
ア

メ
リ
カ
枇
曾
間
半
の
系
列
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
教
授
は

こ
れ
に
正
面
か
ら
と
り
く
ん
で
、
沓
中
園
こ
と
に
宋
以
後
の
、
教
授
の
い
わ
ゆ

る

P
S
ヨ
邑
2
5
(近
世
)
の
、
引
枇
曾
構
造
を
解
明
す
る
た
め
に
利
用
し
よ

う
と
さ
れ
た
ら
し
い
。
週
一
回
二
時
間
の
講
義
の
最
初
の
二
回
は
、
こ
の
問
題

に
闘
す
る
在
米
撃
者
、
つ
ま
り
W
・
ェ
l

ヘ
ル
ハ
ル
ト
や
何
例
検
ら
の
諸
氏
の

設
を
紹
介
さ
れ
た
。
そ
ろ
そ
ろ
教
授
自
身
の
見
解
が
示
さ
れ
る
か
に
思
え
た
第

三
週
目
は
残
念
な
が
ら
休
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
直
後
で
あ
る
、

教
授
の
計
報
に

接
し
た
の
は
。

一
語
一
語
は
っ
き
り
と
、

し
か
も
比
較
的
ゆ
っ
く
り
と
話
し
て
く
だ
さ
る
教

授
の
明
断
な
講
義
は
、
紅
曾
史
に
闘
す
る
私
の
閥
心
と
も
相
ま
っ
て
、
貧
弱
な

語
同
学
力
の
私
に
も
、
教
授
の
講
義
を
軸
に
す
え
て
勉
強
に
励
む
勇
気
を
輿
え
て

く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
矢
さ
き
の
許
報
は
、
私
に
と
っ
て
一
時
は
導
き

の
星
を
失
っ
て
、
突
如
と
し
て
闘
中
に
投
げ
出
さ
れ
た
か
の
ご
と
き
衝
撃
を
奥

。，
“。iu

唱よ
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え
た
。在

例
中
の
鵡
井
文
雅
氏
に
つ
れ
ら
れ
て
、
葬
儀
に
参
列
す
べ
く
、
パ
り
郊
外

の
フ
定
ン
ト
ネ
l
・
オ
l
・
ロ
l
ズ
に
あ
る
教
授
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
を
、
は
じ

め
て
弔
問
し
た
と
き
、
木
々
の
枯
葉
は
落
ち
つ
く
し
て
、
全
く
の
冬
景
色
で
あ

っ
た
。
ど
ん
よ
り
と
灰
色
の
雲
が
一
面
に
た
れ
こ
め
た
寒
い
冬
空
の
も
と
で
、

教
授
の
枢
は
お
宅
の
近
く
の
数
曾
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
お
結
が
冷
え
き
っ
た

土
に
獲
わ
れ
る
前
に
、
は
し
な
く
も
一
輸
の
花
を
手
向
け
る
こ
と
の
で
き
た
私

は
、
そ
の
と
き
寒
風
の
吹
く
墓
地
に
立
ち
す
く
ん
で
お
ら
れ
た
ド
ミ
エ
ゲ
ィ
ル

数
授
を
は
じ
め
、
諸
先
生
が
た
の
沈
痛
蒼
白
な
お
顔
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

B
h
v
 

本
書
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
ド
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
数
授
の
遁
憶
の
僻
に
見
え
る
よ

う
に
、
十
爪
放
に
し
て
故
郷
ブ
タ
ペ
ス
ト
を
離
れ
、
ベ
ル
り

γ
で
刻
苦
勉
駒
し

て
唐
代
経
済
史
の
大
論
文
を
害
か
れ
た
も
の
の
、
や
が
て
ヒ
ト
ラ
ー
に
追
わ
れ

て
フ
ラ
ン
ス
に
の
が
れ
、
ナ
チ
占
領
中
は
田
舎
に
逼
塞
し
て
惨
傷
た
る
苦
し
み

を
な
め
ら
れ
た
の
ち
、
戟
後
フ
ラ
ン
ス
に
よ
う
や
く
研
究
機
・
数
授
職
を
得
て

安
定
し
た
研
究
活
動
を
す
ご
さ
れ
た
の
は
、
わ
ず
か
十
五
年
に
も
満
た
な
い
。

そ
の
聞
に
驚
く
べ
き
精
力
的
な
業
績
を
竣
表
し
、
さ
ら
に
雄
大
な
宋
代
研
究
の

成
果
が
期
待
さ
れ
た
の
に
、
ま
た
し
て
も
運
命
は
教
授
に
あ
く
ま
で
も
酸
薄
で

あ
っ
た
。
い
な
、
教
授
個
人
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
シ
ナ
撃

に
と
つ
で
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
寒
空
の
も
と
で
、
冷
え
び
え
と
し
た
土
に

覆
わ
れ
て
ゆ
く
教
授
の
な
き
が
ら
に
、
運
命
の
酷
薄
を
感
じ
な
い
も
の
が
あ
っ

た
ろ
う
か
。

私
は
教
授
に
、
さ
ら
に
多
く
を
期
待
し
て
い
た
も
の
の
一
人
で
あ
る
。
そ
れ

が
教
授
自
身
か
ら
直
接
答
え
て
頂
け
な
く
な
っ
た
の
は
痛
恨
の
き
わ
み
で
あ
る

が
、
教
授
の
蒔
か
れ
た
種
は
、
世
界
の
各
地
に
育
っ
て
、
そ
の
成
果
を
集
め
つ

つ
あ
る
。
本
書
も
ま
た
、
そ
の
成
果
の
大
き
な
集
成
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
私
に
は
本
書
を
批
評
す
る
資
格
が
な
い
け
れ
ど
も
、
以
上
に
の
べ
た
よ
う

な
、
い
さ
さ
か
の
因
縁
に
お
い
て
、
本
書
の
紹
介
を
行
な
う
こ
と
を
許
し
て
頂

き
た
い
と
思
う
。

本
書
は
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ま
ず
ド
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
教
授
の
異
情
あ
ふ
れ
る

追
憶
の
僻
を
官
頭
に
冠
す
る
。
そ
し
て
寄
稿
さ
れ
た
諸
論
文
に
移
る
前
に
、
編

集
者
オ
ー
バ
ン
夫
人
は
、
本
書
全
慢
の
編
集
方
針
が
故
パ
ラ
シ
ュ
教
授
の
遺
士
山

を
忠
質
に
縫
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
諸
種
の
手
引
き
を
置
い
た
。
す

な
わ
ち
、
第
一
部
「
歴
史
と
制
度
」
の
線
目
次
、
務
論
文
に
お
い
て
扱
わ
れ
る

主
要
な
事
件
と
そ
の
相
互
関
係
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
の
「
主
要
事
件
年

表
」
、
本
書
を
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
引
用
文
献
と
述
語
の
「
略
字
表
」
、
そ
し
て

オ
1
パ
ン
夫
人
の
「
第
一
部
の
た
め
の
序
文
」
と
「
九
例
」
。

夫
人
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
パ
ラ
シ
ュ
教
授
の
呂
田
ロ
ロ
己
含

5
5
2
3
仏

g

rz(宋
代
史
提
要
〉
は
、
第
一
容
が
宋
代
文
献
解
題
、
第
二
容
が
〉
・
4
弓・

河
口

ggo]W
同
町
H

司
S
喜
悼
の
』
w言
問
師
向

q
h，

S
町内』
w
a
s
h
・』
u
ミ
民
司
、
と
同
じ
タ
イ
プ

の
宋
代
名
人
停
記
集
成
、
第
三
省
が
宋
代
文
明
の
諸
相
を
徐
す
と
こ
ろ
な
く
展

開
し
た
綜
合
的
な
論
文
集
、
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
教
授
の
遺
志
は
現
在
に

も
ひ
き
つ
が
れ
、
文
献
解
題
は

Y
・
エ
ル
ヴ
エ
ッ
ト
教
授
が
、
停
記
集
成
は

H
・
フ
ラ
ン
ケ
数
授
が
そ
れ
ぞ
れ
監
修
責
任
者
と
な
っ
て
編
集
さ
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
は
、
パ
ラ
シ
ュ
数
授
が
強
定
さ

れ
た
第
三
省
作
成
の
遺
志
を
も
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
軍
に
雑
多
な
論
文
を
集
め

た
だ
け
の
、
い
わ
ゆ
る
記
念
論
文
集
以
上
の
も
の
が
意
周
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
バ
ラ
シ
ュ
教
授
の
第
三
省
・
綜
合
研
究
論
文
集

の
た
め
に
寄
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
論
文
も
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

-133ー
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し
て
、

教
授
が
意
図
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
大
き
な
テ
1
7
に
よ
っ
て
寄
稿

論
文
を
底
別
し
、
第
一
部
は
「
歴
史
と
制
度
」

と
い
う
テ
1

マ
に
ま
と
め
、
宗

教

・
哲朗宇

・
襲
術

・
文

mT
・
言
語
な
ど
に
闘
す
る
諸
論
文
は
第
二
部
「
文
明
」

(
未
刊
)
の
テ
1
7
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第

一
部
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
直
分

さ
れ
る
。

i

「
人
口
統
計
」
篇
;
:
何
四
刷
機
論
文

E

「外
交
史
」
篇

l

H
・
フ
ラ
ン
ケ
論
文
(
以
上
・
本
書
第
一
分
間
所
収
〉

2

E

・
I
-
キ
チ
ヤ

ノ
フ
論
文

阻

「

軍
事
史
」
篇
:
・

S
-
A
・
シ
ュ
コ
リ
ヤ
ル
論
文

N

「
民
衆
降
起
の
歴
史
」
篇

1

G
-
h
・
ス
モ

l
リ
ン
論
文

2

宮
崎
市
定
論
文
(
以
上

・
本
書
第
二
分
間
所
収
)

V

「
名
人
」
篇
(
以
下
・

未
刊
)

-
w
・
フ
ラ
ン
ケ
「
廃
史
的
先
脱
者
か
偶
然
の
く
り
か
え
し
か
ー
ー
ー
一

O
O四
年
の
冠
準
と
一
四
四
九
年
の
子
謙
と
の
比
較
」

2

C

・
シ
ロ
カ
ワ
l

「行
政
官
と
し
て
の
朱
燕
」

刊
円
「
制
度
」
篇

1
w
-
ア
イ
ヒ
ホ

ル
ン
謬
「
組
部
」
(
『
宋
史
』
倉

一
六
一二
よ
り
)

2
T
-
グ
リ
ム
「
北
宋
に
お
け
る
提
穆
撃
事
司
の
設
置
」

W

「
経
桝
史
」
篇

I

E
・
パ
ラ
シ
ュ

「
十
一
世
紀
末
中
閣
の
商
業
セ
ン

タ
ー
地
闘
」

2

背
山
定
雄
「
宋
代
に
お
け
る
水
運
の
後
展
」

四
「
都
市
の
歴
史
」
篇
・

:
E
・
バ
ラ
シ
ュ
「
宋
代
都
市
生
活
研
究
の
た

め
の
資
料
解
題
」

「宋
代
放
行
記
」
篇
:
:
左
景
様
評
注

「撹
轡
録
1
1

活
成
大
の
旋
行

w山
記」

X

「
宋
代
史
研
究
の
工
具
」
篇

-

M
・
フ
ァ
ン
デ
ァ

・ル

l
ン
「
宋
代
帝
室
系
譜
」

2

p
・
オ
ル
プ
リ
ヒ
ト
「
年
放
と
皇
帝
表

l
l宋
・
遼

・
金

・
西
夏
」

3

E

-
A・

2
7
ッ
ケ
「
宋
代
職
官
表
」

オ
l
パ
ン
夫
人
の
序
文
に
は
、

一
方
で
は
自
由
に
選
揮
さ
れ
た
主
題
に
よ
っ
て

寄
稿
さ
れ
た
諸
論
文
の
内
容
か
ら
必
然
的
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
も
、
し
か
も

他
方
で
は
、
で
き
る
だ
け
パ
ラ
シ
ュ

教
授
の
遺
志
と
存
命
中
の
閥
心
の
方
向
に

沿
っ
て
、
諸
論
文
の
内
容
を
分
析
し
順
序
だ
て
た
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
。
夫

人
が
み
ず
か
ら
い
う
よ
う
に
、
宋
代
に
つ
い
て
濁
自
の
イ

メ
ー
ジ
を
も
っ
て
お

ら
れ
た
パ
ラ
シ
ュ
教
授
な
ら
ば
、
こ
れ
と
は
異
っ
た
排
列
が
な
さ
れ
た
で
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
、

今
は
な
き
数
授
の
綜
合
的
精
紳
を
よ
く
拙
継
い
で
、
か
く
も
燈

系
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
夫
人
の
翠
問
的
姿
勢
と
、
「
凡
例
」
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
論
文
全
慢
を
一
貫
し
た
穆
裁
に
と
と
の
え
、

一銘
文

・
日
本
文
の
原
稿

を
例
文
に
繍
詳
し
、
理
解
に
資
す
る
た
め
の
地
闘
を
作
製
さ
れ
る
な
ど
、
夫
人

が
挑
わ
れ
た
紹
大
な
労
苦
と
に
糾
問
し
て
、
ド
ミ

エ
グ
ィ

ル
数
授
の
「
追
記
」
の

験
尾
に
附
し
て
、
深
甚
な
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

さ
て
次
に
、
こ
の
第
一

・
第
二
分
間
に
牧
め
ら
れ
た
諸
論
文
の
紹
介
に
移
ろ

》
円
J

。
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「
人
口
」
篇
と
し
て
ま
ず
と
り
あ
げ
ら
れ
た
シ
カ
ゴ
大
事
の
何
回
刷
機
数
授
の

論
文
は
、
以
前
の
研
究
(
勾
ミ
凡
な

S
H
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L
E
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E
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-
N
U包
・
国
防
司
白
丘

C
E
4・同
UH--H83
を
書
か
れ
た
と
き
、
一
一
一
一
六
年

に
北
宋
が
滅
ぼ
さ
れ
る
直
前
の
中
国
総
人
口
が
約
一
億
に
淫
し
て
い
た
ろ
う
と

の
印
象
を
も
た
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
今
回
そ
の
以
前
の
研
究
ノ
l
ト
を
再
徐

討
し
、
ま
た
新
た
に
『
金
史
』
の
兵
士
山
や
食
貨
志
と
そ
こ
に
見
え
る
人
口
調
査

の
制
度
を
研
究
し
て
、
そ
の
印
象
を
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意
さ
れ
な
か
司
た
金
朝
治
下
の
人
口
が

検
討
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
金
朝
が
治
下
の
人
民
を
掌
優
し
た
基
本
組

z
y
d
n
y

ム

ケ

織
と
し
て
の
「
猛
安
」

「謀
克
」
の
性
格
に
注
意
し
、
百
人
の
兵
士
か
ら
成
る

「謀
克
」
、
あ
る
い
は
一
一
一
六
年
の
政
令
に
よ
れ
ば
三
百
戸
か
ら
成
る

「謀

克
」
と
、
十
個
の
「
謀
克
」
か
ら
成
る
「
猛
安
」
は
、
軍
に
金
朝
に
お
け
る
軍

事
組
織
の
基
本
軍
位
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
質
際
に
は
政
治

・
枇
曾
・
経
済

の
あ
ら
ゆ
る
面
を
含
ん
だ
意
味
で
、
民
政
支
配
の
面
で
も
基
本
軍
位
を
な
し
て

い
た
こ
と
、
そ
の
民
政
面
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
、
「
猛
安
」
「
謀
克
」
の
全

人
口
|

|
奴
綴
を
含
む
ーーー
が
一一
一
年
ご
と
に
調
査
登
録
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
「
謀
克
」
内
部
の
将
兵
閥
係
は
「
父
子
兄
弟
」
に
比
せ
ら
れ
る
親
密
さ
で

あ
り
、
か
れ
ら
の
家
族
を
も
含
め
て
相
互
に
よ
く
知
り
あ
っ
て
い
た
か
ら
、
十

二
世
紀
後
牢
か
ら
十
三
世
紀
は
じ
め
の
女
員
の

λ
口
調
査
は
、
か
な
り
高
い
掌

握
度
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。

こ
の
「
猛
安
i
謀
克
」
組
織
に

は
、
中
国
人
と
溺
海
人
は
か
な
り
早
く
か
ら
組
み
こ
ま
れ
、
一
一
二
四
年
と
一

一
四
五
年
の
勅
令
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
組
織
が
縫
績
し
て
存
在
し
つ
づ
け
た

こ
と
、
お
よ
び
征
服
さ
れ
た
契
丹
族
も
一
一
六
二
年
以
後
こ
の
組
織
に
く
り
こ

ま
れ
た
こ
と
、
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
続
安
|
謀
克
」
軍
が
し
だ
い
に
漢
化
さ
れ
退
化
し
て
ゆ
く
に
つ

れ
て
、
全
園
的
に
一
般
庶
民
を
軍
務
に
徴
集
す
る
必
要
が
お
こ
り
、
か
く
て

『
金
史
』
食
貨
志
に
見
え
る
よ
う
な
人
口
把
握
の
た
め
の
詳
細
な
規
定
が
生
ま

れ
る
。
年
令
別
規
定
の
詳
細
さ
、
都
市
と
農
村
別
の
人
口
把
鑓
シ
ス
テ
ム
、
一

般
人
と
兵
士
別
の
把
握
シ
ス
テ
ム
、
最
下
級
の
行
政
軍
位
か
ら
中
央
の
行
政
管

局
へ
の
登
録
人
口
上
申
手
績
規
定
な
ど
に
関
す
る
詳
細
確
質
な
記
述
は
、
他
の

時
代
の
正
史
に
そ
の
比
を
見
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
詳
密
さ
を

も
た
ら
し
た
少
く
と
も

一
つ
の
理
由
は
、
初
期
金
園
の

「猛
安
1

謀
克
」
が
構

成
人
口
を
的
確
に
把
握
で
き
た
と
い
う
そ
の
組
織
の
性
格
と
、
後
期
に
お
い
て

そ
の
性
格
が
維
持
鎖
大
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

か
く
て
、
『
金
史
』
食
貨
志

一
の
金
朝
治
下
の
戸
口
統
計
、
す
な
わ
ち

A
Y
寸
由

P
主
唱
百

食
・
叶
cu--
∞∞〉

叶・
M
N
ω

・8
0

品∞・
ι
8
・品
g

戸
品
定
込
ω
国
品
目
・
∞
5
・D
3

F
品
目
伊

H
S

印

伊

印

ω
N

・5
H

は品尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
は
じ
め
に
か

け
て
の
中
国
世
界
の
総
人
口
を
再
構
成
す
る
場
合
に
、
か
な
り
確
か
な
根
抜
を

提
供
す
る
、
と
結
論
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で

一
戸
あ
た
り
の
卒
均
口
敏
が
他

の
時
代
よ
り
か
な
り
大
き
い
の
が
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
女
真
族
と
漢
族
の

雨
者
に
お
い
て
戸
内
の
奴
隷
人
口
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
人
口
線

数
は
む
し
ろ
受
賞
で
あ
る
と
い
う
。

第
二
章
は
、
宋
代
人
口
に
閥
す
る
検
討
に
あ
て
ら
れ
、
加
藤
繁
・
宮
崎
市

定
・
曾
我
部
静
雄
氏
ら
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
事
者
の
研
究
を
ふ
ま
与
え
た
上

で
、
ま
ず
宋
の
人
口
調
査
の
特
質
が
問
題
に
さ
れ
る
。
一
般
に
認
め
ら
れ
た
加

藤
氏
の
説
、
す
な
わ
ち
宋
朝
の
人
口
調
査
は
あ
ら
ゆ
る
年
令
の
男
女
爾
性
を
含

ん
で
、
全
人
口
を
掌
握
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
賀
際
に
把
握
さ
れ

た
口
敏
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
設
は
根
媛
，薄

弱
で
あ
り
、
宋
代
に

公
式
登
表
さ
れ
た
口
数
統
計
は
、
質
人
口
を
再
構
成
す
る
た
め
に
は
全
く
無
調

H
H
∞叶

品川

】

H

喧

印

H

N

D

叶

ε

H

M

D

叶

宙

)

M
m
h
v
当
h
q

品目由〉

自
・
寸
戸

間・

8
(U肯凶
門
司
円
』
刷
)

品
山
・

8
(降
R
a押印
)
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し
て
よ
い
と
い
う
。
む
し
ろ
援
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
加
藤
氏
ら
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
比
較
的
異
質
に
近
い
と
思
わ
れ
る
戸
数
統
計
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
宋
代
の
戸
数
統
計
を
不
正
確
に
す
る
こ
つ
の
相
反
す
る
要
因
が

あ
る
。

一
つ
は
、
貧
戸
が
名
目
上
か
れ
ら
の
小
さ
な
土
地
を
形
勢
戸
に
依
附
し

て
、
異
常
に
大
き
い
戸
を
作
り
、
ま
た
均
分
相
績
が
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
濁
立
の
戸
と
な
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諜
せ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
負
婚
を
菟
れ
る
た
め
に
、
名
目
的
に
依
然
と
し
て
軍
一
戸
に

し
て
お
く
傾
向
が
あ
り
、
帳
簿
上
の
戸
数
は
し
た
が
っ
て
少
く
な
る
。
し
か
し

他
方
、
形
勢
戸
の
方
で
は
、
税
役
負
揺
を
小
さ
く
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の

俵
空
の
小
さ
な
戸
に
分
け
よ
う
と
す
る
反
針
の
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
相
反
す
る

こ
つ
の
傾
向
が
互
に
相
殺
さ
れ
る
か
ど
う
か
篠
宮
口
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に

か
く
宋
代
の
戸
数
総
計
は
全
人
口
再
構
成
の
た
め
に
役
だ
っ
と
い

っ
て
よ
い
。

か
く
て
宋
代
の
戸
口
総
数
表
が
示
さ
れ
る
。

四

時

持

〉

ロ
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第
三
章
は
、
以
上
二
章
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
た
金
と
宋
の
人
口
総
計
お
よ

び
そ
れ
ら
の
性
格
を
ふ
ま
え
て
、
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
初
期
に
か
け
て
の

時
代
の
中
国
に
お
け
る
人
口
総
数
を
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
る
。
第

一
の
最
も

筒
寧
な
方
法
は
、
右
の
一
一

O
九
年
の
北
宋
の
ピ

l
p
期
の
戸
数
約
二
千
寓
戸

を
も
と
に
し
て
、
右
の
表
に
見
え
る
一
戸
あ
た
り
の
卒
均
人
数
は
少
な
す
ぎ
る

か
ら
、
賓
際
は
中
園
の
他
の
時
代
と
同
様
に
一
戸
卒
均
五
人
と
す
れ
ば
、
北
宋

支
配
下
の
全
中
園
の
人
口
線
数
は
約

一
億
と
な
る
だ
ろ
う
。

第
二
の
方
法
は
、
十
二
世
紀
後
宇
か
ら
十
三
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
の
金
朝

治
下
の
人
口
総
数
と
南
宋
の
戸
数
か
ら
、
嘗
時
の
全
中
園
人
口
数
を
再
構
成
す

る
試
み
で
あ
る
。
金
朝
の
支
配
す
る
北
中
閣
は
北
宋
治
下
の
華
北
よ
り
も
賢
い

か
ら
、
か
つ
て
の
遼
朝
治
下
の
総
人
口
約
四
百
菌
(
門
戸
穴
・
穴
・
4
5
2
p
m巾
-
AW

町
出
口
問
。
一
己
守
印
r
o口問・

町
民
札
口
、
h
b
¥

門

u
p
s
g
h
p円
札
同
町

-Y~
h
s
p
u
ミ
!

と
M
M
・
2
9〈
〈

2
F
S
S・
-ν-y
印

M
l

叩∞
〉
を
差
し
引
く
と
し
て
、

一
一
八
七

年
に
は
金
朝
治
下
の
華
北
総
人
口
は
四
千
部
よ
り
少
し
多
く
、
十
二
・
十
三
世

紀
の
交
に
は
四
千
寓
よ
り
か
な
り
多
か
っ
た
。
南
宋
の
戸
数
は
約
千
二
百
商
戸

と
し
、
一
戸
卒
均
五
人
と
す
れ
ば
、
愉
総
人
口
六
千
蔦
、
こ
れ
に
華
北
を
合
す
れ

ば
一
億
と
な
る
だ
ろ
う
。

一一

一O
七
年
に
つ
い
て
同
様
に
計
算
す
れ
ば
、
南
宋

の
戸
数
の
ピ
ー
ク
は
一
一
一
六
七
菌
九

O
一
戸
だ
か
ら
、

蒙
古
の
華
北
征
服
以
前

に
は
少
く
と
も
一
億
一
千
高
の
総
人
口
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
三
の
方
法
は
、
も
っ
ぱ
ら
金
朝
の
人
口
統
計
に
た
よ
り
、
か
つ
金
朝
治
下

の
華
北
と
准
河
以
南
の
南
宋
支
配
地
域
と
の
大
ま
か
な
人
口
比
か
ら
類
推
す
る

方
法
で
あ
る
。
南
北
の
人
口
比
は
、
一

O
八

O
年
に
お
い
て
南
の
方
が
北
よ
り

多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
銭
穆
『
園
史
大
綱
』
第
二
谷

・
重
度

一
九
四

0
・
五

一
一一

l
一
四
ペ
ー
ジ
〉
。
南
宋
の
人
口
が
金
朝
治
下
の
華
北
よ
り
か
な
り
多
い

こ
と
は
十
分
に
首
肯
で
き
る
し
、
ま
た
金
朝
治
下
の
華
北
の
人
口
が
四
千
高
か

ら
五
千
磁
の
聞
で
あ
る
か
ら
、
十
二
世
紀
後
学
か
ら
十
三
世
紀
は
じ
め
の
全
中

園
の
総
人
口
、
か
一
億
を
越
え
て
い
た
こ
と
の
傍
詮
と
し
て
、
こ
の
推
測
も
無
意

味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
が
何
病
棟
氏
の
論
文
の
主
旨
で
あ
る
。
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聞
の
諸
傑
約
〉

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
事
の
H
・
フ
ラ
ン
ケ
数
授
に
よ
る
本
論
文
は
、
は
じ
め
に
、

い
わ
ゆ
る
中
華
思
想
の
停
統
を
も
っ
中
閣
に
お
い
て
、
篠
約
と
い
う
も
の
は
特

異
な
性
格
を
も
つ
こ
と
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
縦
約
が
締
結
さ
れ
る

の
は
、
中
国
が
近
隣
諸
園
に
そ
の
意
志
を
押
し
つ
け
る
こ
と
が
も
は
や
不
可
能

と
な
っ
た
時
貼
に
お
い
て
で
あ
り
、

係
約
の
締
結
と
い
う
こ
と
自
鱒
が
ア
プ
リ

オ
リ
に
中
園
の
力
の
弱
趨
化
と
、
多
園
家
な
い
し
二
園
家
シ
ス
テ
ム
の
存
在
を

意
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
園
に
お
け
る
多
園
家
シ
ス
テ

ム
の
原
型
は
春
秋
戦
園
時
代
の
園
際
関
係
に
求
め
ら
れ
、
『
左
停
』
の
先
例
が

典
援
と
さ
れ
る
か
ら
、
後
世
の
篠
約
に
お
い
て
も

「
盟
」
の
性
格
が
残
っ
て
い

る
。
篠
約
は
西
方
世
界
に
お
け
る
よ
う
に
、
一
定
の
日
に
一
定
の
場
所
で
雨
嘗

事
者
が
曾
合
し
、
同
一
の
篠
約
文
書
に
調
印
す
る
形
式
を
と
ら
な
い
。
唐
側
と

吐
蕃
側
と
が
と
も
に
調
印
し
た
唐
蕃
曾
盟
碑
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、

普
通
に

は
爾
笛
事
者
が
並
行
し
て
で
は
あ
る
が
、
形
式
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
に
盟
う

形
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
、
盟
い
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
日
に
、
ち
が
っ
た
場

所
で
な
さ
れ
、
係
約
の
形
式
的
な
締
結
は
少
く
と
も
宋
代
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

別
個
の
宣
誓
文
の
コ
ピ
ー
を
交
換
し
た
の
ち
に
愛
効
す
る
。
そ
れ
は
近
代
の
園

際
関
係
に
お
け
る
批
准
形
式
に
近
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
宋
金
問
で
締
結
さ
れ
た
主
な
傑
約
は
、
一
一
二
三
年

・
一
一

一一六

年
・
一
一
四
一
年
・
一
一
六
五
年
と
一
一
一

O
八
年
の
五
つ
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
原
文
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
史
料
の
中
か
ら
完
全
正
確
な

交
換
文
書
が
知
ら
れ
る
の
は
、
早
い
時
期
の
前
三
者
に
限
ら
れ
る
。
各
機
約
の

一
般
的
な
歴
史
的
境
位
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
史
書
に
も
ち
ろ
ん
詳
し
い
記
述

が
あ
り
、
ま
た
0
・
フ
ラ
ン
ケ
の
の
な
円
と
忌
同
町
吾
臼
円
F
S
Sな
与
喜
均
帽
子

町
P
E
g
-∞-
H

〈
hw
〈
や
外
山
軍
治
氏
の

『
金
朝
史
研
究
』
に
詳
し
い
論
述

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
前
三
者
の
各
係
約
ハ
ロ
Nω
年、

口
以
年
、
ロ
色
年
)
に
お
け
る
往
復
交
換
文
書
を
、
『
大
金
弔
伐
録
』
『
=一朝

北
盟
曾
編
』
『
大
金
園
志
』
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』

な
ど
に
引
か
れ
た
も
の
の
校
合
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
原
文
に
近
い
形
に
な
お

し
、
そ
れ
ら
の
翻
課
と
注
稗
を
行
な
っ
た
の
が
本
論
文
で
あ
る
。

一
一
四
一
年

よ
り
後
の
交
換
公
文
は
、

『
宋
史
』
や
『
金
史
』
に
要
約
さ
れ
た
程
度
の
内
容

で
は
、
完
全
な
原
文
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
本
論
文
の
場
合
の
劉
象
と
は
な
り

た
な
い
の
で
、
宋
金
の
力
関
係
の
出
変
化
を
一
示
す
概
略
だ
け
が
最
後
に
鰯
れ
ら
れ

て
い
る
。

か
く
て
、
宋
金
聞
の
交
換
公
文
の
研
究
を
通
し
て
得
ら
れ
る
印
象
は
、
宋
朝

の
外
交
政
策
が
現
賓
の
力
関
係
に
即
態
し
て
、
は
な
は
だ
融
通
性
に
富
む
こ
と

で
あ
り
、
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
現
貨
に
通
用
し
な
い
と
み
れ
ば
、
そ
れ
を

外
交
政
策
の
領
域
に
も
ち
こ
む
こ
と
な
く
、
純
粋
に
パ
ワ
l

・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク

ス
の
面
を
基
調
に
す
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
交
換
公
文
に
引
用
さ
れ
る
緩
書

の
句
や
、
『
左
停
』
風
の
書
式
す
ら
、
そ
こ
で
は
装
飾
的
要
素
に
す
ぎ
ず
、
そ

'uv・
ナ
ル

の
意
味
で
宋
朝
外
交
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
黙
で
、
宋
代
は
確
か

そ〆
I
Y

に
近
世
だ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
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何
〈
間
巾
ロ

C
H〈
田
口
口
〈
広
阿
内
〕
え
山
白
ロ
O
〈

w
F
g
m戸
H
m
w
H
H
巾
回
開
口
同
同
市
]
目
的

ωE口
問

p
z
o丘
町
二
叩
民
的回
目
白
色
白
(
北
宋
・
西
夏
聞
の
戦
争
〉

キ
チ
ヤ
ノ
フ
氏
は
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
ソ
連
科
撃
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
間
学
研
究

所
員
。『

宋
史
』
『
遼
史
』
『
長
編
』
の
ほ
か
、
戴
錫
章
の
『
西
夏
紀
』

・
奥
底
成

の
『
西
夏
害
事
』
・
曾
撃
の
『
隆
卒
集
』
に
よ
っ
て
、
西
夏
園
の
形
成
を
簡
単

に
概
観
し
、
九
八
二
年
以
後
の
北
宋
と
の
交
戦
を
七
期
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ



の
俄
況
と
そ
の
原
因
結
果
を
考
察
し
た
論
文
で
あ
る
。
七
期
と
は

ω九
八
二
|

一
O
O四
年
(
一

O
O六
年
に
和
卒
)
、

ω一
O
四
0
1
四
四
年
(
質
際
は
一

O
三
九
年
よ
り
載
容
吠
態
)
、

ω一
O
七
O
l七
二
年
、

ω一
O
八
一
|
八
六

年
、
伸
一

O
九
六

l
九
九
年
、
附
一
一

O
二
l
七
年
、
的
一
一
一
四
!
一
九
年

で
あ
る

ψ

論
文
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
れ
ら
の
交
戦
経
過
の
具
健
的
叙
述
に
あ
で
ら

れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
詳
し
い
紹
介
を
省
略
す
る
。

590 

E

「
軍
事
史
」
篇

ω巾
『
問
。
」
〉

z
r
g骨
O
〈
回
開

ω
r
c
-
V♂
円
、
正
月
二
一月
5
母
百
円
伊
一
・

8
0』E
巾

ω
g
m
(宋
代
の
投
石
絢
〉

シ
ュ
コ
リ
ヤ
ル
氏
も
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
東
洋
察
研
究
所
員
。

本
論
文
は
、
火
器
の
出
現
に
先
だ
っ
そ
れ
へ
の
移
行
期
、
つ
ま
り
十
J
十一一一

世
紀
の
宋
代
に
、
最
高
度
に
後
淫
し
た
中
園
の
投
石
総
の
構
造
と
使
用
に
関
す

る
研
究
で
あ
る
。
こ
の
技
術
は
、
同
じ
時
期
に
世
界
最
初
の
カ
タ
パ
ル
ト
|
|

混
合
火
毅
を
爆
強
に
使
い
、
後
に
は
援
射
手
段
に
も
使
っ
た
ー
ー
を
出
現
さ
せ

た
技
術
に
官
接
に
閥
係
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
は
も
っ
ぱ
ら
火
器
の
出
現

に
注
目
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
火
探
出
現
以
前
の
投
石
器
を
研
究
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
。

か
く
て
ま
ず
、
宋
以
前
の
投
石
器
の
腫
史
が
簡
単
に
回
顧
さ
れ
、
中
園
で
は

背
か
ら
、
テ
コ
の
牽
に
と
り
つ
け
ら
れ
た
護
射
器
自
畿
の
弾
力
を
利
用
す
る

「
肱
」
が
投
石
の
基
本
装
置
で
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
近
東
の
投
石
器
が
、

郵
力
性
の
あ
る
動
物
の
腿
を
ね
じ
っ
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
た
方
法

ゃ
、
後
に
は
お
も
り
の
重
力
を
テ
コ
に
利
用
し
た
方
法
と
兵
っ
た
原
理
に
貫
ぬ

か
れ
て
い
た
鮎
に
注
意
す
る
。
こ
の
よ
う
な
原
理
に
も
と
ず
く
「
砲

(
U破
H
H

拙
ど
の
形
と
構
造
は
唐
代
ま
で
に
決
定
さ
れ
、
宋
代
に
は
そ
の
基
木
原
理
と

構
造
形
式
が
本
質
的
廃
化
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
た
だ
技
術
的
に
完
成
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
砲
日
投
助
機
の
黄
金
時
代
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
技

術
は
契
丹
・
西
夏

・
金
・
元
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
て
、
こ
れ
ら
諸
園
の
技
術
は

同
じ
水
準
に
達
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
投
ぬ
器
の
構
造
は
、
主
と
し
て
『
武
経
線
要
』
に
よ
っ
て
図
解
説
明
さ

れ
、
旋
風
車
砲

・
虎
跨
砲
・
双
檎
|
九
檎
砲
な
ど
諸
種
の
構
造
と
機
能
の
相
遣

を
説
明
し
た
の
ち
、
中
園
の
は
り
つ
め
た
パ
ネ
式
の
護
射
器
が
、
西
方
の
ネ
ジ

リ
式
ま
た
は
重
力
利
用
式
の
そ
れ
よ
り
射
撃
操
作
が
ず
っ
と
速
く
、
ま
た
郵
丸

の
初
速
度
も
よ
り
速
か
っ
た
と
い
う
フ

l
リ
の
設
(
穴
・
出
口
己
円

r
o巾回口
z
n
Z巾

ι
2
5
5
0
F一件。円
-
R
r巾
ロ
の
gn}MENdZ∞巾ロ印国己的
D
H
F

巾ロ
g
r
R
r
oロ
Oco---

g
J
Nロ
RhH5
0
ミ
室
内
向
~
R
H
k
h
w
出向-∞一口
r
f
H由
AH)
が
確
認
さ
れ
る
。
た

だ
、
フ
l
り
が
護
射
器
の
架
盛
を
必
要
に
肺
応
じ
て
高
く
も
低
く
も
で
き
た
と
す

る
の
は
、
誤
ま
り
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
砲
は
き
わ
め
て
多
数
質
戟
に
用

い
ら
れ
、
九
七
九
年
に
は
す
で
に
宋
の
太
宗
の
命
令
で
、
八

O
O憂
の
砲
が
作

ら
れ
て
い
た
。

調
丸
は
、
も
っ
と
も
多
く
は
各
種
の
丸
い
重
い
石
で
あ
る
が
、
従
来
か
ら
多

く
の
閥
心
を
惹
い
て
き
た
よ
う
に
、
花
火
の
技
術
と
結
合
し
て
、
焼
夷
溜

・
佐川

裂
到
・

世帯
築
潮岬
な
ど
各
種
の
性
質
を
も
っ
潮
岬
薬
の
使
用
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
中

園
以
外
で
は
嘗
時
ま
だ
見
ら
れ
な
い
新
兵
器
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
十
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
中
園
で

用
い
ら
れ
る
「
火
砲
」
と
い
う
語
は
、
火
器
が
で
き
る
前
の
、
混
合
火
難
を
含

む
潮
岬
丸
を
意
味
し
、
稀
に
そ
の
種
の
溜
丸
を
後
射
す
る
投
助
器
を
指
す
こ
と
も

あ
る
が
、
火
師
棋
の
護
射
力
を
利
用
す
る
い
わ
ゆ
る
火
砲
を
指
す
の
で
は
な
い
こ

と
、
最
初
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
火
器
は
よ
う
や
く
十
二

i
十
三
世
紀
に
出
現

し
、
「
火
砲
」
が
こ
の
よ
う
な
火
器
の
意
味
に
一
般
化
す
る
の
は
、
十
五
世
紀
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を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ピ
ラ
イ
の
箪
隊
に
い
た
ペ
ル

シ
ャ
人
が
一
一
一
七
一
|
七
二
年
に
作
っ
た
「
回
回
砲
」
が
火
探
か
ど
う
か
に
つ

い
て
議
論
が
あ
る
が
、
漏
家
昇
の
訂
正
説
(
「
回
数
園
篤
火
薬
由
中
園
停
入
欧

洲
的
橋
様
」
史
皐
集
刊
六
・
一
九
五

O
北
京

・三
四
l
五
一
ペ

ー
ジ
)
に
従
っ

て
、
そ
れ
は
お
も
り
の
重
力
利
用
式
登
射
機
だ
と
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「火
砲
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
火
器
と
す
る
の
は
危
険
で
あ
っ

て
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
火
薬
を
調
合
し
た
後
火
調
、
な
い
し
そ
れ
を
護
射
す

る
E
大
な
λ

ネ
式
投
鋤
器
の
意
味
に
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
十
J

十
三
世
紀
の
中
園
で
は
、
攻
城
・
防
備
・
艦
船
攻
撃
・
渡
河
作
戦
な
ど
に
こ
の

投
鋤
器
を
使
っ
た
戟
術
は
、
ユ
1

ラ
ジ
ア
の
他
の
地
方
と
同
様
で
あ
る
が
、
た

だ
そ
の
使
用
が
他
の
地
方
よ
り
は
る
か
に
大
規
模
で
あ
り
、

ま
た
護
火
舗
の
使

用
な
ど
に
よ

っ
て
、
は
る
か
に
大
き
い
戟
術
効
果
を
あ
げ
た
貼
に
、
中
園
の
特

色
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

N 

「民
衆
蜂
起
の
歴
史
」
篇

591 

ー
の
g
H
mC
』
曲
}向
。
〈
広
三
ん
山

ω
5
0
2
p
戸
白

Hb〈
O
}円
。

Lo
-曲
目

0
2
ι
x
b
g凸・

Hb
R
E
Y向工
φ
円

E
g
n
o
E
5
5
宮
門
巧
吉
間

3

P
HO
ミ
l
お

(王

則
の
領
導
す
る
調
劫
数
結
祉
の
反
飢
)

ス
モ

l
リ
ン
氏
は
レ

ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
大
事
に
属
す
る
。

著
者
の
序
論
に
よ
れ
ば
、
宋
代
の
特
色
は
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
都
市
住
民
が

政
治
活
動
と
反
飢
に
加
わ
る
こ
と
の
激
増
し
た
鮎
に
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
そ
れ

は
一
般
農
民
の
「
反
封
建
闘
字
」
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
、
市
民
の
闘
字
参
加
は
、
震
展
し
た
封
建
制
段
階
に
あ
っ
た
中
園
の
階
級

闘
争
に
、
本
質
的
に
新
し
い
要
素
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か

し
中
世
の
主
要
な
階
級
針
立
の
基
本
路
線
を
あ
る
程
度
複
雑
化
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
路
線
に
、

よ
り
尖
鋭
さ
を
加
え
る
意
味
を
も
っ
た
と
い
う
、
著
者
の

基
本
的
立
場
が
提
示
さ
れ
る
。
王
則
に
よ
る
菊
助
教
徒
の
反
飢
は
、
そ
の
現
象

の
瀬
著
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
取
り
あ
げ
ら
れ

る
。十

一
世
紀
の
二
十
年
代
末
か
ら
反
封
建
闘
争
が
華
北
に
お
い
て
異
常
な
高
ま

り
を
見
せ
る
背
景
に
は
、

「
街
前
」
の
賦
役
提
供
に
盤
迫
さ
れ
た
「
中
戸
」
の

貧
窮
化
、
契
丹
や
西
夏
と
の
載
容
に
よ
る
直
接
間
接
の
被
害
、
軍
費
調
達
の
た

め
の
各
種
の
増
税
に
よ
る
過
重
負
循
な
ど
の
要
因
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
要
因
か

ら
、
人
民
の
困
窮
は
一
般
農
民
の
み
な
ら
ず
、
商
人

・
市
民
ま
で
ま
き
こ
ん
だ
。

食
い
あ
ぶ
れ
た
大
量
の
下
層
民
は
「
養
丘
(
」
的
制
度
の
も
と
に
兵
士
と
な
っ
た

が
、
兵
士
に
針
す
る
給
輿
の
低
下
と
軍
関
係
職
員
の
織
暴
と
搾
取
は
一
般
兵
士

の
不
満
を
増
大
さ
せ
、
や
が
て
十
一
世
紀
中
葉
に
頻
設
す
る
兵
士
と
農
民
、
さ

ら
に
市
民
を
含
め
た
労
働
大
衆
反
飢
の
基
盤
が
用
意
さ
れ
て
い
?
た
と
い
う
。

さ
て
、
王
則
の
反
飢
の
遊
端
と
な
っ
た
蒲
勤
下
生
の
信
仰
は
、
六
朝
時
代
か

ら
と
く
に
華
北
の
民
衆
の
聞
に
讃
ま
っ
て
い
た
が
、
十
一
世
紀
の
華
北
で
は
と

く
に
都
市
地
域
に
設
展
し
て
い
た
。
李
数
を
数
主
と
し、

貝
州
の
小
吏
た
る
張

轡
と
卜
吉
を
擁
し
、
下
級
軍
人
の
王
則
を
組
織
指
導
者
と
す
る
漏
動
教
徒
は
、

貝
州
の
町
を
か
れ
ら
の
根
嬢
地
に
選
ん
だ
。
そ
こ
は
自
然
の
要
害
で
あ
る
上

に
、
堅
固
な
城
壁
と
深
い
濠
に
と
り
ま
か
れ
た
高
み
に
あ
り
、
ま
た
三
百
年
初

に
王
懐
古
を
指
導
者
と
す
る
瀬
勅
教
徒
が
、
唐
朝
に
慰
し
て
阪
起
し
た
ゆ
か
り

の
地
で
も
あ
っ
た
。
先
に
の
べ
ら
れ
た
一
般
的
な
祉
曾
不
安
を
背
景
と
じ
、
一

O
四
七
年
の
は
じ
め
の
大
早
魅
と
物
僚
暴
騰
に
よ
っ
て
さ
ら
に
激
化
し
た
不
穏

な
空
気
の
中
で
、
市
民
と
駐
屯
軍
兵
士
は
菊
勅
教
徒
の
蜂
起
準
備
に
し
だ
い
に

組
み
こ
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
負
州
の
武
袋
蜂
起
か
ら
、
や
が
て
反
乱
集
圏
内
部
に
お
け
る
封
立
勢
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カ
の
出
現
、
貝
州
以
外
の
華
北
各
地
と
の
連
繋
、
宋
朝
政
府
側
の
針
態
と
銀
盤

行
動
な
ど
の
順
で
詳
し
い
叙
述
が
進
め
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
中
に
、
「
運
動
の

枇
禽
的
基
盤
L

に
闘
す
る

一
節
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
町
ぐ
る
み
の
反
飢

は
階
級
悶
害
の
明
確
な
、
成
熟
し
た
形
態
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と

し
、
「
階
級
の
自
究
的
な
行
動
と
い
う
よ
り
も
、
競
勅
数
の
教
義
に
従
っ
て
、

不
正
と
そ
の
髄
現
者
に
針
す
る
闘
争
と
い
う
体
統
的
な
闘
争
形
態
を
つ
ぐ
も
の

で
あ
っ
た
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。
一
枇
曾
主
義
閣
の
事
者
と
し
て
は
無
理
か

ら
ぬ
見
解
で
あ
ろ
う
が
、
近
代
の
階
級
闘
争
史
観
に
よ
る
だ
け
で
は
、
中
国
の

民
衆
反
飢
が
「
中
世
に
お
け
る
す
べ
て
の
民
衆
運
動
に
特
有
な
、
極
度
に
薄
弱

な
階
級
意
識
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
誤
ま
り
L

を
、
い
つ
ま
で
も
犯
し
つ

づ
け
る
も
の
と
し
て
し
か
許
債
で
き
な
い
限
界
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る。
た
だ
最
後
に
、
わ
ず
か
二
カ
月
あ
ま
り
で
銀
墜
さ
れ
た
こ
の
弼
勃
教
徒
の
反

飢
は
、
や
は
り
支
配
者
側
に
大
き
な
警
告
を
投
げ
つ
け
る
効
果
を
も
ち
、
政
府

に
お
け
る
改
革
渡
の
活
動
を
継
績
さ
せ
て
、
や
が
て
王
安
石
の
新
法
を
出
現
さ

せ
る

一
つ
の
契
機
と
し
て
、
補
助
的
に
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
と
の
評
債
を
輿
え

て
い
る
。

2

ζ

ζ
白

S
E
p
r
F
g
ι
p
dへ
白

・

2
-
2
号
E
u
h
ω
E
ロ
向
。
7
5口
問
吋
(
宋

江
は
二
人
い
た
か
)

本
論
文
が
寄
稿
さ
れ
て
出
版
が
お
く
れ
て
い
る
聞
に
、
宮
崎
博
士
は
寄
稿
の

二
年
後
に
、
さ
ら
に
手
を
加
え
て

『
東
方
向
学
』
三
四
輯
(
一
九
六
七
年
六
月
)

に
日
本
文
で
震
表
さ
れ
た
。
紙
数
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
論
文
の
紹
介
は

省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

既
刊
の
分
冊
に
枚
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
以
上
で
終
り
、
V
「名
人
」
篇
以
下

は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
オ
ー
バ
ン
夫
人
が
非
常
な
苦
心
を

排
っ
て
整
理
さ
れ
た
全
冊
が
、
一
刻
も
早
く
綴
刊
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
つ

つ

、

私

の

紹

介

文

を

終

り

た

い

と

思

う

。

(

川
勝

義

雄

)
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