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本
書
の
著
者
張
光
直
氏
は
、
翠
湾
出
身
、
現
在
ハ

ー
バ
ー
ド
大
皐
の
人
類

皐
の
教
授
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
活
践
す
る
率
者
で
あ
り
、
中
園
考
古

照子

・
古
代
史
の
研
究
者
と
し
て
も
多
数
の
論
者
が
あ
り
、
最
近
で
は
ご
吋

r

b
三
宮
内
。
円高い
官
。
¥
入
山
理
尽
ミ
〈
U
F
N
E
-
u
(
邦
議
名
『
考
古
風
午
よ
り
見
た
中
園
古

代
』
)
の
著
者
と
し
て
、

一
般
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

本
書
の
構
成
は
、
序
論

出
話

。
。
oa

g
ω
rg
m
に
お
い
て
、
般
代
史
研

究
の
基
礎
と
な
る
古
文
献
、
青
銅
器
、
甲
骨
文
、
考
古
資
料
の
性
格
や
昨
伏
見
の

過
程
及
び
そ
れ
ら
の
研
究
方
法
を
概
観
し
、
以
下
、
第
一
部
は
甲
骨
文
研
究
を

ふ
く
め
、
安
陽
地
区
の
設
掘
研
究
の
成
果
を
中
心
と
し
て、
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四
章
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で
、
股
王
朝
の
祉
曾
・
政

治

・
経
済
の
各
方
面
に
わ
た
る
性
格
を
論
じ
て
い
る
。
第
二
部
は
、
鄭
州
を
は

じ
め
と
す
る
、
安
陽
以
外
の
最
近
の
考
古
皐
的
調
査

・
研
究
の
成
果
を
中
心
と

し
て
、
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ω
Eロ
m
c
e

i
--s
t
oロ
の
三
章
か
ら
な
り
、
股
文
化
の
起
源
や
夏
文
化
の
問
題
に
ま
で
論

及
し
て
い
る
。

最
近
の
殿
代
史
の
研
究
は
、
特
に
設
掘
調
査
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
ま
た
新
た

に
安
陽
小
屯
南
地
の
甲
骨
文
資
料
が
夜
表
さ
れ
る
な
ど
、
誠
に
は
な
ば
な
し
い

展
開
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
般
代
史
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
全
般

に
わ
た
っ
て
詳
細
に
目
を
通
す
こ
と
を
困
難
と
感
ぜ
し
め
る
ほ
ど
多
数
の
報
告

や
研
究
が
設
表
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書

の
書
目
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
今
後
の
研
究
を
ど
の
よ
う
な
方
針
の
も

と
に
展
開
し
て
行
く
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
現
在
の
研
究
情
況
と
問
題
黙
の

所
在
を
整
理
す
る
こ
と
の
必
要
を
痛
感
せ
し
め
る
。

そ
の
意
味
で
、
本
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に
時
宜
を
得
た
も
の
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
木
書
は
、
著
者
張
光
直
氏
の
研
究
上
の
観
黙
か
ら
書

か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
段
代
史
の
研
究
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
園
古

代
史
の
研
究
者
が
是
非
一
読
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
す
る
。
以
下
に
お
い
て

幾
つ
か
の
黙
に
つ

い
て
、
議
後
の
感
想
を
述
べ
た
い
と
思
う
が
、
本
稿
で
は
、

紙
一怖
の
関
係
も
あ
り
、
主
と
し
て
第

一
部
に
限
定
し
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
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甲
骨
文
の
時
代
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
、
所
謂
自
組

・
子
組
と
よ
ば
れ
る
こ
群
の
甲
骨
文
の
時
代
続
腐
を

め
ぐ
っ
て
論
争
が
行
わ
れ
て
来
た
。
即
ち
董
作
賓

・
島
邦
男
雨
氏
は
こ
れ
を
第

四
期
後
学
文
武
了
時
代
と
す
る
に
封
し
て
、
陳
夢
家

・
貝
塚
茂
樹
爾
氏
及
び
私

は
、
こ
れ
を
第
一
期
武
了
時
代
(
貝
塚

・
伊
藤
は
第
二
期
を
含
め
る
)
と
し
て

来
た
。
甲
骨
文
自
鐙
か
ら
は
、
張
光
直
氏
も
言
う
如
く
、
互
い
に
相
手
を
説
得

す
る
だ
け
の
資
料
が
得
ら
れ
ず
、
出
土
情
況
を
考
慮
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
設

が
分
れ
て
来
た
と
言
え
る
。
張
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
設
の
う
ち
、
第

一の
萱

・

乱開
設
を
と
る
。
そ
の
根
接
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
第
二
設
に
よ
れ



ば
、
第
一
期
に
複
数
の
貞
人
集
闘
が
併
存
す
る
と
い
う
、
複
雑
な
構
成
と
な
る

に
封
し
て
、
第
一
設
が
よ
り
シ
ン
プ
ル

l
各
時
期
に
卒
均
し
て
貞
人
集
圏
が
あ

ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
さ
す
の
か
?
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
根
接
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
こ
れ
は
根
嬢
と
し
て
薄
弱
で
あ
る
。
所
謂
自

組
・
子
組
の
貞
人
を
、
貝
塚
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
王
族
・
多
子
族
の
貞
人
と
解
し
た

の
は
、
そ
の
複
雑
さ
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
張
氏
に
は
こ
の
貝
塚
設
に

射
し
て
誤
解
が
あ
り
、
貝
塚
氏
が
王
族
に
所
属
す
る
貞
人
集
閣
と
す
る
も
の

を
、
こ
の
貞
人
集
園
が
即
ち
王
族
で
あ
る
、
王
族
そ
の
も
の
が
一
つ
の
貞
人
集

固
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
と
れ
る
が
、
こ
の
理
解
は
謀
り

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
但
し
、
私
自
身
は
、
こ
の
二
組
の
貞
人
集

圏
が
、
貝
塚
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
、
王
族
・
多
子
族
の
貞
人
集
圏
で
あ
る
か
否

か
は
、
現
在
の
資
料
か
ら
は
確
設
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
然
し
時
代
的
に

は
、
貝
塚
氏
と
同
意
見
で
あ
る
し
、
こ
の
こ
と
は
、
最
近
設
表
さ
れ
た
小
屯
南

地
の
甲
骨
文
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
と
考
え
る
。

こ
の
二
組
の
貞
人
集
圏
の
時
代
錆
属
は
、
単
に
甲
骨
文
断
代
上
の
問
題
で
あ

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
小
屯
地
区
で
後
見
さ
れ
た
股
代
の
宮
殿
基
壇
祉
の
時
代

を
判
定
す
る
際
に
も
重
要
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
張
氏
が
そ
の
剣
定
の
根
援

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
石
蕗
如
氏
の
『
段
虚
建
築
遺
存
』
で
あ
る
が
、
こ
の
石
氏

の
設
は
、
董
作
賓
氏
の
文
武
了
時
代
設
に
も
と
づ
い
た
た
め
に
、
石
氏
が
基
壇

と
出
土
甲
骨
の
時
代
の
関
係
を
述
べ
る
所
は
前
後
に
矛
盾
が
生
じ
、
そ
の
ま
ま

で
は
従
え
な
い
所
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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段
都
(
殿
山
肌
を
含
め
て
〉
と
商
邑
及
び
安
陽
と
の
関
係
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甲
骨
文
に
あ
ら
わ
れ
る
商
!
大
邑
商
・
中
商
も
同
一
で
あ
る
と
張
氏
は
考
え

る
が
ー
を
現
在
の
何
庭
に
お
く
か
。
こ
れ
を
安
陽
の
小
屯
一
帯
と
す
る
設
、
或

い
は
現
在
の
河
南
省
商
郎
燃
と
す
る
説
、
河
南
湯
陰
豚
の
奮
朝
歌
と
す
る
設
、

或
い
は
商
と
い
う
地
名
を
数
筒
庭
に
比
定
し
よ
う
と
す
る
設
な
ど
が
あ
る
。
張

光
直
氏
は
、
董
作
賓
氏
の
設
に
従
っ
て
、
第
二
の
設
を
と
る
と
と
も
に
、
商
と

守

4

7

い
う
都
市
は
、
歴
代
の
段
王
が
最
も
紳
聖
観
し
た
所
で
あ
り
祖
先
の
宗
廟
の
お

か
れ
た
都
市
で
あ
る
と
し
、
か
っ
こ
の
商
郎
の
地
を
中
心
と
し
て
、
般
の
人
び

と
は
、
世
界
|
張
氏
は

Z
E
と
表
現
す
る
ー
を
東
西
南
北
の
四
方
|
四
土
と

も
言
う
l
に
分
け
て
意
識
し
て
い
た
と
す
る
(
商
郎
地
域
は
度
々
の
黄
河
の
洪

水
に
よ
り
、
遺
蹟
は
破
簸
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
ー
し
た
が
っ

て
、
商
は
政
治
的
と
い
う
よ
り
は
、
宗
教
的
な
意
味
の
つ
よ
い
都
市
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

一
方
、
武
丁
か
ら
対
王
に
到
る
聞
の
股
の
首
都
は
、
安
陽
を
中
心
と
し
て
、

北
は
河
北
省
邪
菱
、
南
は
河
南
省
新
郷
の
閲
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
一
つ
の

都
市
を
首
都
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
首
都
圏
安
陽
地
区
が
そ
の
核
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
!
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
首
都
|
武
丁
以
前
の
各
首
都
を
ふ
く
め
ー
は
甲
骨
文
で
は
弦
口
巴
ー

の
ロ
司
命
三
の

8
5
-
と
課
す
|
と
よ
ば
れ
た
と
す
る
(
こ
れ
は
島
邦
男
氏
の
設

に
よ
る
〉
。
こ
の
首
都
圏
に
は
各
地
に
王
室
の
離
宮
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
た

と
す
る
。

そ
し
て
こ
の
首
都
圏
と
先
の
商
郎
地
匿
を
含
め
た
範
囲
を
い
わ
ば
内
服
と
考

え
、
そ
の
外
側
は
、
北
は
河
北
省
の
南
半
、
東
は
山
東
省
西
部
、
南
は
安
徽
省

北
迭
・
江
蘇
省
西
北
部
、
西
は
山
西
省
南
部
に
及
ぶ
聞
が
王
室
の
勢
力
範
園
で

あ
り
、
こ
の
聞
に
侯
・
伯
・
固
な
ど
の
諸
侯
が
お
か
れ
た
と
す
る
。
こ
の
勢
力

範
圏
は
、
股
王
が
狩
猟
な
ど
の
目
的
で
恒
常
的
に
行
動
す
る
範
囲
で
あ
る
と
と

も
に
、
経
済
的
に
も
そ
の
資
源
が
恒
常
的
に
供
給
さ
れ
る
地
域
で
あ
る
と
す

る
。
特
に
山
西
南
部
の
躍
と
銅
と
錫
は
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
王
室
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に
よ
る
狩
獄
は
、
皮
革

・
骨
角

・
肉
な
ど
の
面
で
重
要
な
経
済
的
な
利
盆
を
も

た
ら
し
た
と
い
う
。
こ
の
範
囲
で
生
産
さ
れ
る
穀
物
|
張
氏
は
小
褒
も
含
め
て

考
え
る
ー
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
勢
力
範
図
の
外
側
に
、
方
と
よ
ば
れ
る
。
外
図
ψ

が
存
在
し
た
。
北
は

山
西
北
部
の
土
方
、
西
北
は
快
西
北
部
の
山
田
方
、
西
は
快
西
中
部
を
ふ
く
む
地

域
の
先
方
・
周
方

・
召
方
、
南
は
淡
水
中
流
域
の
密
方
、
東
は
山
東
・
江
蘇
に

ま
た
が
る
人
方
、
東
北
は
河
北
中
部
の
孟
方
が
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
方
は
、
そ
の
受
年
H
稔
が
卜
占
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
見
て
、
王
室
と
の

経
済
的
な
関
係
は
な
く
、
肢
と
は
別
個
の
政
治
権
力
を
も
っ
敵
封
集
闘
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
方
の
存
在
位
置
は
主
と
し
て
、
島
邦
男
氏
の
『
殿
極
ト
辞
研
究
』

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
外
園
と
し
て
の
方
の
存
在
地
域
か
ら
見

る
と
、
さ
き
に
ふ
れ
た
中
商
の
位
置
を
現
在
の
商
郎
と
し
、
そ
れ
を
中
心
と
し

て
、
四
方
を
分
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
心
が
東
南
に
偏
し
過
ぎ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
中
商
を
安
陽
地
区
に
お
く
陳
夢
家
氏
の
設
が
よ
り
安
蛍
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
|
陳
氏
は
商
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
た
土
地
は
、
首
時
複
数
存
在

し
た
と
す
る
。
と
く
に
第

一
期
甲
骨
文
に
あ
ら
わ
れ
る
四
方
名

・
風
名
か
ら
見

て
、
嘗
時
の
肢
の
人
び
と
の
世
界
の
中
心
は
、
少
く
と
も
黄
河
以
北
の
河
南
省

内
|
或
い
は
現
在
の
洛
陽
地
区
を
含
ま
せ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
ー
に
求
め
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
と
関
聯
し
て
考
え
る
べ
き
問
題
は
、
般
の
最
後
の
都
の
遺
蹟
と
し
て
の

殻
虚
は
何
露
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
張
光
直
氏
は
、
こ
れ
を
現
在
の

安
陽
小
屯
の
北
を
流
れ
る
一
但
河
の
南
で
、
浜
河
と
賀
河
と
の
閲
l
南
北
の
限
界

と
し
て
ー
と
し
て
い
る
。
即
ち
湿
河
を
北
限
と
し
、
詳
し
く
は
さ
ら
に
南
の
浪

河
と
黄
河
と
の
間
に
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
『
史
記
』
項

初
本
紀
と
術
世
家
に
出
る
股
虚
に
関
す
る
記
載
を
併
せ
考
え
た
も
の
で
あ
る

が
、
兵
睦
的
に
は
、
張
氏
も
引
用
す
る
宮
崎
市
定
氏
の
設
に
も
と
つ
く
よ
う
に

恩
わ
れ
る
。
し
か
し
宮
崎
氏
は
『
史
記
』
の
記
載
を
綜
合
し
て
、
殿
虚
の
位
置

を
、
垣
氷
の
南
、
浜
水
の
北
、
黄
河
の
西
に
嘗
る
地
域
内
に
ふ
く
ま
れ
る
土
地
で

あ
り
、
漢
以
前
の
朝
歌
の
地
l
現
在
の
湯
陰
豚
ー
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
宮
崎
氏
の
考
え
を
誤
解
し
て
、
浜
水
の
南

・
黄
河
の
北
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
は
先
に
ふ
れ
た
首
都
圏
の
南
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
結
果
と
し

て
は
、
現
在
の
何
庭
と
特
定
す
る
こ
と
は
避
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
こ
の
首
都
圏
の
設
定
は
、
考
古
筆
的
調
査
の
結
果

|
即
ち
殿
後
牢
の
遺
蹟
の
夜
見
|
と
離
宮
が
存
在
し
た
と
い
う
古
停
承
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
西
周
前
期
の
利
箆
銘
の
商
、
何
等
銘
の
大
口
巴
商
と

い
う
語
は
、
こ
の
首
都
圏
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
意

味
で
興
味
あ
る
考
え
で
あ
る
。
ロ
巴
と
い
う
語
は
、
都
市
(
君
主

-agd〈ロ
〉
と

理
解
す
る
の
が

一
般
で
あ
る
が
、
西
周
時
代
の
金
文
に
あ
ら
わ
れ
る
邑
、
春
秋

時
代
の
倣
邑
と
言
わ
れ
る
と
き
の
邑
な
ど
は
、
決
し
て
城
市
の
み
か
ら
成
る
も

の
で
は
な
い
し
、
ま
た
甲
骨
文
に
見
ら
れ
る
嘗
時
の
園
l
一
つ
の
政
治
的
な
地

域
闘
鐙
と
い
う
意
味
で
!
の
構
成
を
考
え
て
も
、
邑
(
城
市
)
の
み
か
ら
構
成

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

-174ー
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婦
好
基
の
問
題

こ
の
墓
は
、
最
近
震
見
さ
れ
た
た
も
の
で
、
武
丁
の
批
の
一
人
で
あ
る
婦
好

H
批
辛
の
墓
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
は
小
屯
の
宮
殿
祉
群
と
非
常
に

近
接
す
る
場
所
で
田
伏
見
さ
れ
た
。
張
氏
も
言
う
如
く
、
小
屯
宮
殿
遺
祉
の
う
ち

の
北
部
に
あ
る
甲
組
の
基
壇
群
の
西
南
三

O
O米
の
所
で
あ
る
。
こ
の
基
壇
群

は
、
張
氏
は
石
獄
如
氏
の
設
に
よ
っ
て
、
第
一
一
期
武
了
時
代
の
居
住
家
屋
で
あ



る
と
す
る
ー
さ
き
に
ふ
れ
た
如
く
、
こ
の
石
氏
の
設
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
問
わ
な
い
|
。
従
っ
て
婦
好
は
そ
の
居
住
匿
の
ご
く
近
く
に
埋
葬
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
而
か
も
こ
の
墓
の
上
に
は
紀
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
武
了
以
後
の
時
代
に
も
、
こ
こ
に
武
丁
の
批
の
一

人
が
葬
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
蛍
然
周
知
の
事
賓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
甲
組
の
南
に
あ
る
乙
組
は
、
距
離
的
に
一
一
層
こ
の
墓
に
近
く
、
ま
た
武
丁

の
次
の
第
二
期
か
ら
そ
の
建
設
が
始
ま
っ
た
と
張
氏
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
建
築
と
墓
と
の
距
離
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
こ
れ

は
嘗
時
の
都
市
の
性
格
の
み
な
ら
ず
、
生
と
死
と
い
う
問
題
と
も
関
聯
し
て
く

る
こ
と
で
あ
る
。
前
項
で
張
氏
が
引
用
し
た
宮
崎
氏
は
、
安
陽
地
区
は
、
般
の

都
で
は
な
く
、
股
ー
の
ち
の
衡
を
ふ
く
め
て

l
の
墓
葬
地
域
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
張
氏
も
こ
の
考
え
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
張
氏
自
身
が
こ
の
問
題

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

ま
た
張
氏
は
、
小
屯
村
北
部
の
建
築
祉
群
の
み
が
、
蛍
時
の
宮
殿
で
は
な

く
、
こ
の
遺
祉
の
北
を
流
れ
る
湿
河
は
蛍
時
は
現
在
よ
り
更
に
東
に
流
れ
て
お

り
、
小
屯
村
東
北
で
南
折
し
て
は
お
ら
ず
、
宮
殿
群
は
さ
ら
に
東
に
績
が
っ
て

い
た
と
す
る
。
こ
れ
と
と
も
に
、
現
在
ま
で
安
陽
地
区
で
は
、
城
郭
が
設
見
さ

れ
て
い
な
い
が
、
張
氏
の
い
う
首
都
圏
の
核
で
あ
る
こ
の
地
域
は
何
ん
で
あ
っ

た
の
か
、
婦
好
墓
の
問
題
と
併
せ
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
う
。

も
っ
と
も
私
は
宮
崎
氏
の
墓
葬
地
設
は
と
ら
な
い
。
戦
園
時
代
の
都
城
を
見
る

と
、
内
域
部
と
考
え
ら
れ
る
地
匿
に
も
可
成
り
の
墓
を
と
も
な
っ
て
い
る
と
い

う
事
賓
と
も
併
せ
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

N 

衆
と
生
産
に
関
し
て
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掛
田
時
の
祉
舎
は
、
族

nHB
が
基
礎
的
な
単
位
で
あ
り
、
農
業
を
は
じ
め
、

手
工
業
な
ど
も
す
べ
て
、
こ
の
族
が
生
産
活
動
の
皐
位
で
あ
っ
た
と
張
氏
は
考

え
る
。
こ
の
考
え
方
自
慢
は
、
安
賞
で
あ
り
、
大
部
分
の
研
究
者
の
一
致
す
る

所
で
あ
る
。
そ
し
て
族
に
は
上
級
の
族
も
あ
れ
ば
、
生
産
に
従
事
す
る
下
級
の

族
が
あ
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
下
級
の
族
の
な
か
で
、
直
接
農
業

生
産
に
従
事
す
る
も
の
が
衆
或
い
は
衆
人
と
甲
骨
文
に
記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
族
内
の
下
層
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
す
る
。
張
氏
は
こ
の
衆
が
、
中
園
で
よ

く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
奴
隷
で
あ
る
と
す
る
設
に
射
し
て
は
、
必
ず
し
も
賛
成

し
な
い
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
、
殿
王
の
勢
力
範
圏
内
の
祉
曾
全
陸
に
、
以

上
の
よ
う
な
衆
の
地
位
を
適
用
し
て
考
え
て
い
る
。
し
か
し
我
が
園
に
お
け
る

研
究
で
は
、
こ
の
衆
を
一
種
の
集
圏
、
般
の
祉
曾
を
構
成
す
る
族
の
な
か
の
特

定
の
集
園
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
設
が
有
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
張
氏
の
よ
う
に
、
社
曾
的
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
|
西
周
金
文
で
は
個
人
皐
位
に
衆
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
殿
代
で
は
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
ま
し
て
衆
が
、
載
争

捕
虜
で
あ
る
売
な
ど
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ま
た
甲
骨
文
に
あ
ら
わ
れ
る
4

喪
衆
e

と
い
う
語
の
喪
を

g
n
a
o
と

誇
し
て
い
る
が
、
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
う
。

2
2宮
で
あ
る
な
ら
ば
、
衆

自
身
の
意
士
山
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
筈
で
あ
る
が
ー
も
っ
と
も
そ
れ

が
紹
無
で
あ
っ
た
と
は
私
も
考
え
な
い
が
|
、
甲
骨
文
に
見
る
限
り
で
は
、
そ

の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
手
工
業
な
ど
も
、
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
安
陽
地
区

の
欝
家
荘
苗
園
北
地
で
褒
見
さ
れ
た
鋳
銅
遺
祉
に
地
上
建
築
が
存
在
し
た
こ
と

か
ら
、
蛍
時
の
青
銅
鍛
冶
屋
、
少
く
と
も
そ
の
な
か
の
高
い
地
位
の
も
の
は
、

省
時
の
上
層
階
級
と
し
て
の
牧
入
を
享
受
し
て
い
た
と
張
氏
は
考
え
る
。
こ
れ

は
設
或
い
は
周
代
を
も
含
め
て
、
古
代
の
手
工
業
と
い
う
も
の
の
地
位
を
考
え

-175ー
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る
の
に
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
手
工
業
な
ど

の
、
王
或
い
は
政
治
権
力
の
上
で
王
に
つ
な
が
る
貴
族
な
ど
に
削
到
す
る
隷
属
性

の
み
が
一
般
に
強
調
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

V 

王
位
相
績
制
に
つ
い
て

張
光
直
氏
は
か
つ
て
「
商
王
廟
披
新
考
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
段
の
租

先
の
廟
枕
に
ふ
く
ま
れ
る
十
干
は
、
そ
の
祖
先
の
生
日
或
い
は
死
日
を
一
示
す
も

の
で
は
な
く
、
十
筒
の
集
闘
の
名
で
あ
る
と
し
、
こ
の
う
ち
乙
(
甲
を
含
む
)

を
主
と
す
る
集
固
と
、
丁
を
主
と
す
る
集
園
が
有
力
で
、
主
位
は
こ
の
二
つ
の

集
闘
と
の
聞
で
、
伯
叔
父
か
ら
甥
へ
と
交
互
に
相
倒
相
さ
れ
る
の
が
、
嘗
時
の
慣

習
で
あ
っ

た
と
考
え
る
こ
の
際
、
所
謂
兄
弟
相
績
と
い
わ
れ
る
問
世
代
閲
相

績
は
一
際
は
ぶ
か
れ
る
。
こ
の
十
集
聞
は
、
首
時
の
支
配
階
級
で
あ
る
。
子
多

姓
氏
族
の
な
か
で
も
最
も
有
力
な
王
族
を
構
成
す
る
下
位
集
闘
で
あ
り
、
王
族

内
の
族
内
婚
に
よ
っ
て
、
王
位
の
相
績
が
行
わ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

考
え
は
、
木
書
に
も
受
け
つ
が
れ
、
こ
の
相
績
法
を
乙

l
了
シ
ス
テ
ム
と
呼

ぶ
。
そ
し
て
乙
集
闘
の
も
の
が
王
と
な
っ
た
と
き
、
丁
集
闘
の
長
或
い
は
有
力

者
は
、
首
相
の
地
位
に
あ
っ
て
、
政
治
に
大
き
な
力
を
も
っ
と
と
も
に
、
王
の

死
後
に
は
、
自
集
固
か
ら
王
を
出
す
よ
う
に
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
二
集
困

聞
の
世
代
交
差
的
な
相
績
制
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
王
位
を
王
族
内
に
濁
占
し
て
お
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で

あ
る
。そ

れ
な
ら
ば
、
王
族
が
族
内
婚
を
行
っ
た
こ
と
は
何
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る

か
。
そ
れ
に
は
、
先
に
ふ
れ
た
婦
好
墓
出
土
の
青
銅
器
の
銘
文
が
有
力
な
詮
嬢

と
さ
れ
る
。
婦
好
と
い
う
名
は
、
甲
骨
文
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
婦
好
以

外
に
も
、
信
仰
媒
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
多
数
あ
ら
わ
れ
、
武
丁
の
批
と
考
え
ら
れ

て
い
る

l
必
ず
し
も
す
べ
て
の
研
究
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
設
で
は
な
い

が
。
し
か
も
婦
媒
の
某
は
そ
の
女
性
の
出
身
の
族
主
ホ
す
も
の
で
あ
る
が
、
肢

は
子
姓
と
言
わ
れ
る
の
で
、
婦
好
の
好
字
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
子
は
、
桂
田

然
股
族
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
婦
好
墓
か
ら
は
、
宮川

好
の
銘
を
も
っ

た
多
数
の
青
銅
器
と
と
も
に
、
母
辛
の
銘
を
も
っ
た
青
銅
器
が

五
黙
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
婦
好
の
死
後
、
そ
の
祭
犯
の
た
め
の
背
銅
器

が
作
ら
れ
、
そ
れ
に
婦
好
の
廟
競
と
し
て
出
身
の
下
位
集
闘
を
示
す
多
手
。
が

使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
従
っ
て
婦
好
H
母
辛
は
子
姓
氏
族
の
な
か
の
王

族
中
の
辛
集
闘
出
身
の
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
武
丁
に
は
こ

の
批
辛
を
も
ふ
く
め
て
、
批
E
R

・
批
戊
の
三
人
の
祭
杷
上
の
法
定
配
偶
者
|
第

二
期
租
甲
や
第
五
期
帝
乙
・
帝
辛
時
の
五
紀
に
祭
記
さ
れ
る
先
批
の
こ
と
ー
が

あ
り
、
何
れ
も
王
族
内
の
女
性
で
あ
る
か
ら
、
婦
好
と
い
う
名
は
、
一
般
的
に

は
批
笑
・
批
戊
に
も
適
用
で
き
た
と
も
張
氏
は
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
張
氏
は
、
王
位
の
相
績
に
は
、
子
王
の
母
親
の
集
闘
の
カ
が
重
要

な
働
き
を
し
た
と
も
言
い
、
ま
た
そ
れ
以
外
に
、
王
と
な
る
べ
き
も
の
の
徳
を

も
ふ
く
め
た
政
治
力
や
政
治
的
追
随
者
の
グ
ル
ー
プ
も
重
要
な
力
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
い
る
か
ら
、
若
し
王
が
、
乙
・
丁
集
闘
に
か
わ
っ
て
、
自
己
の
母
親
の
集

図
を
相
績
制
の
中
心
に
置
く
こ
と
を
意
図
す
れ
ば
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
っ
た
筈

で
あ
り
、
と
く
に
伯
叔
父
か
ら
甥
へ
と
い
う
世
代
的
な
交
差
相
績
は
あ
る
黙
で

は
母
系
相
績
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
故
乙
了
シ
ス
テ
ム
が
可

能
に
な
っ
た
か
と
い
う
説
明
が
今
一
つ
説
得
力
に
歓
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
く
に
祭
犯
に
お
い
て
は
、
女
性
が
従
位
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
陸
、
般
の
王
位
相
績
に
は
、
兄
弟
相
繍
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
同
世
代

聞
の
相
績
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
、
乙

・
丁
以
外
の
も
の
に

よ
っ
て
相
鍋
相
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
張
氏
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
特
に
ふ
れ

G
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な
い
が
、
一
般
的
に
は
一
夫
多
妻
婚
で
あ
っ
た
か
ら
、
母
親
の
出
身
が
有
力
な

集
固
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
と
張
氏
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

股
王
の
祭
記
法
定
配
偶
者
は
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
く

に
股
王
の
祭
杷
法
定
配
偶
者
の
数
と
、
そ
の
王
の
子
の
世
代
の
。
兄
弟
相
績
少

を
し
た
王
の
数
と
が
一
致
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
1

張
氏
も
言
う
如

く
全
部
が
全
部
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
|
、
母
と
子
王
と
の
関
係
が
緊
密

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
母
の
十
干
と
子
の
十
干
と

は
、
ご
く
一
部
を
の
ぞ
き
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た

ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
祭
記
法
定
配
偶
者
と
い
う
も
の
が
、
単
に
祭
杷
上
の

必
要
か
ら
の
み
全
く
入
信
用
的
に
設
定
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う

の
で
あ
る
が
、
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
乙
・
了
を
名
と
す
る
批
が
あ

ら
わ
れ
な
い
の
は
、
張
氏
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
乙
出
身
の
王
が
丁
出
身
の
女
姓

と
結
婚
す
る
こ
と
は
、
有
力
者
同
士
の
結
合
が
強
く
な
る
た
め
禁
じ
ら
れ
て
い

た
と
説
明
さ
れ
る
。
然
し
大
庚
・
大
戊
な
ど
に
も
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
果
し
て
張
氏
の
言
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
張

氏
が
自
設
を
よ
り
顎
得
的
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
で
は
不
充
分
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
兎
も
角
、
張
氏
は
こ
の
乙
|
丁
シ
ス
テ
ム
を
も
と
と
し
て
、
こ
の
二

有
力
集
圏
が
封
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
董
作
賓
氏
の
言
う
新
波
・
奮
汲
の
祭
把

な
ど
の
慣
習
上
の
樹
立
と
も
相
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
奮
波

で
あ
る
武
丁
と
、

奮
涯
に
復
餓
し
た
文
武
丁
と
は
と
も
に
了
集
圏
で
あ
り
、
こ

れ
に
封
し
て
新
波
の
租
甲
と
、
新
渡
に
復
拐
し
た
帝
乙
と
は
と
も
に
乙
集
圏
|

甲
集
圏
は
乙
と
一
健
化
し
て
い
た
と
張
氏
は
す
る
ー
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
丁
集
図
は
奮
波
の
慣
習
を
も
っ
集
固
で
あ
り
、
乙
集
聞
は
新
波
の
慣
習
を

も
っ
集
閣
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
文
武
丁
の
父
世
代
の
武
乙
は

何
故
に
新
渡
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
来
る
。
と

く
に
陳
夢
家
氏
や
私
は
、
新
波
か
ら
沓
源
へ
の
復
舗
は
、
武
乙
の
父
の
康
了
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
こ
の
場
合
も
沓
汲
へ
の
復
踊
は
丁
集
闘
で
あ
る
が
|
、

ま
た
董
作
賓
氏
が
文
武
了
時
代
と
し
た
甲
骨
文
が
貨
は
武
了
時
代
の
も
の
で
あ

り
、
武
乙
時
代
と
文
武
了
時
代
を
も
含
む
第
四
期
卜
僻
は
、
と
も
に
欝
波
の
性

格
を
も
っ
て
い
て
殿
密
に
は
匡
別
で
き
な
い
の
が
貧
情
で
あ
る
こ
と
も
併
せ
て

考
え
た
上
で
の
説
明
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
乙
集
圏
張
氏
に
よ
れ
ば
、
甲
の
ほ
か
に
庚
・
辛
も
ふ
く
ま
れ
る

ー
と
了
集
圏
|
庚
・
辛
は
こ
れ
に
も
含
ま
れ
る
!
と
の
封
立
は
、
侯
家
荘
西
北

岡
で
愛
掘
さ
れ
た
大
墓
の
配
置
と
も
封
臨
隠
す
る
と
張
氏
は
考
え
る
。
こ
の
西
北

岡
の
大
墓
群
は
、
東
西
二
地
匡
に
分
れ
る
が
、
西
区
は
七
墓
あ
り
、
こ
れ
は
盤

庚
・
小
辛

・
小
乙
・
租
庚

・
租
甲
・
武
乙
・

帝
乙
の
乙
集
閣
の
王
の
数
と
封
隠

し
、
東
区
の
四
基
は
武
丁
・
鹿
辛
・
康
丁
・
文
武
丁
の
丁
集
図
と
制
割
腹
し
て
い

る
と
す
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
さ
き
の
新
・
替
の
分
波
と
も
封
躍
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
先
に
も
指
摘
し
た
如
く
、
武
乙
が
新
援
に
属
す
る
確
詮
は

な
い
し
、
盤
庚
・
小
辛
・
小
乙
の
甲
骨
文
は
未
褒
見
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う

に
言
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
然
し
、
こ
れ
は

一つ

の
考
え
方
と
し
て
は
、
興

味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
抜
大
し
て
、
小
屯
の
基
壇
群
も
、
東
西
に
封

務
的
な
配
置
を
も
ち
、
こ
れ
は
二
集
闘
の
関
係
と
も
針
路
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
ま
で
展
開
さ
れ
る
と
、
資
料
的
に
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
く
な
る
。
と
い

う
の
は
、
小
屯
村
北
の
基
壇
群
は
、
一
番
南
の
し
か
も
最
も
小
規
模
な
丙
組

に
、
一
部
東
西
針
稽
の
基
壇
の
配
置
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
他
の
甲
組
・
乙

組
の
大
部
分
は
、
こ
の
よ
う
な
東
西
封
祷
の
配
置
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
張
氏
は
、
こ
れ
を
周
代
の
昭
穆
制
と
も
関
聯
.つ
け
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
周
代
の
昭
穆
制
は
、
族
外
婚
を
基
礎
と
し
、
血
の
つ
な
が
る
父
子
相
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績
を
建
前
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
針
し
、
肢
の
乙
|
丁
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
場
合
は
、
世
代
閲
の
関
係
が
、
周
の
よ
う
な
直
接
血
の
つ
な
が
り
が
な

い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
乙

l
丁
シ
ス
テ
ム
を
と
る
場
合
、
甲
骨
文
に
あ
ら
わ
れ
る

大
示
・
小
示
或
い
は
大
宗
・
小
宗
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
蛍
然
問
題
に

な
る
。
大
示
と
は
、
一
般
に
は
王
系
に
お
い
て
父
子
相
績
を
行
っ
た
各
世
代
の

一
人
の
王
の
総
稽
で
あ
り
、
租
甲
や
帝
乙
な
ど
の
時
代
の
所
謂
新
涯
の
祭
杷
に

お
い
て
、
配
偶
者
で
あ
る
批
が
祭
記
さ
れ
る
。
小
一京
は
そ
れ
以
外
の
所
謂
兄
弟

相
績
を
し
、
し
か
も
そ
の
配
偶
者
が
祭
ら
れ
な
い
王
の
総
稽
で
あ
る
と
一
般
に

は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
到
し
て
、
張
氏
は
、
乙

l
了
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
別
の
解
緯
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
解
穫
は
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て

い
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
が
、
乙
と
丁
と
を
名
に
ふ
く
む
王

l
乙
に
は
甲
・

戊
を
加
え
、
庚

・
辛
は
雨
者
に
ふ
く
ま
れ
る
と
張
氏
は
言
う
ー
が
、
世
代
的
に

交
互
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
、
即
ち
伯
叔
父
か
ら
甥
へ
と
い
う
相
綴
制
に
よ
っ
て

考
え
よ
う
と
す
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
と
く
に
庚
・
辛
の
二
つ

を
問
者
の
グ
ル
ー
プ
に
属
せ
し
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
や
は
り
説
得
力
を
依
く
こ
と
に
な
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
は
貨
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
私
も
思
っ
て
い
る
。

と
言
う
の

は
、
私
自
身
、
例
え
ば
武
丁
と
租
甲
と
の
関
係
は
、
血
の
つ
な
が
る
父
子
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
、
患
に
奮
波
と
新

源
と
の
関
係
か
ら
考
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
租
甲
が
、
武
丁
の
み
に

射
し
て
特
殊
な
祭
紀
を
二

・
三
年
間
に
集
中
し
て
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
擬
制

的
な
父
子
関
係
を
つ
く
り
出
す
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら

も
、
先
ず
誤
り
は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
大
示
と
し
て
表
現
さ
れ
る
父

子
関
係
と
は
何
で
あ
り
、
ま
た
何
故
こ
う
し
た
こ
と
が
必
要
と
せ
ら
れ
た
か
、

私
に
は
充
分
な
設
明
が
で
き
な
い
の
が
賃
情
で
あ
る
。
こ
の
黙
で
、
張
氏
の
言

う
乙

l
丁
シ
ス
テ
ム
は
、
確
か
に
魅
力
あ
る
理
論
で
あ
る
と
思
う
が
、
如
何
に

し
て
こ
の
理
論
を
補
強
す
る
か
が
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、

現
状
で
は
、
こ
の
理
論
を
徐
り
に
も
抜
大
し
過
ぎ
の
よ
う
に
削
判
断
さ
れ
る
。
な

お
張
氏
は
、
甲
骨
文
に
あ
ら
わ
れ
る
大
示

・
小
一
ホ
と
大
宗
・
小
宗
と
を
同

一
視

し
て
い
る
が
、
貸
際
の
資
料
に
つ
い
て
見
る
限
り
、
大
宗

・
小
宗
の
性
格
は
明

ら
か
で
は
な
く
、
と
く
に
大
示

・
小
示
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
大
宗

・
小
宗
は
、
周
代
に
お
け
る
宗
法
制
の
大
宗

・
小
宗
と
も
合

致
し
な
い
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
。

き
て
以
上
、
五
鮎
に
つ
い
て
私
の
-
評
を
述
べ
て
来
た
が
、
こ
の
五
貼
は
個
別

の
問
題
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
相
互
に
関
聯
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
理
解

し
て
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
と
い
う
こ
と
は
、

著
者
の
張
光
直
氏
が
、
段
代
社

舎
の
多
方
面
の
問
題
を
一
つ
の
歴
史
像
の
な
か
に
統
一
的
に
把
撞
し
よ
う
と
努

力
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
在
の
研
究
情
況
の
も
と
で
は
、
個
々

の
研
究
者
が
、
自
己
の
テ

1
7
の
究
明
を
急
ぐ
依
り
、
と
も
す
れ
ば
時
代
の
全

種
像
を
見
失
い
勝
ち
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
本
書
は
や
は
り
重
要
な
意
義

を
も
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
設
を
お
す
す
め
す
る
。
そ
の
際
巻

末
に
附
せ
ら
れ
た
書
目
と
索
引
を
充
分
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。
特
に
索
引

は
、
本
書
の
理
解
を
よ
り
よ
く
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
我

が
園
の
研
究
者
の
不
得
手
な
所
で
あ
り
、
ま
た

一
般
に
等
関
税
さ
れ
勝
ち
な
黙

で
あ
る
の
で
、自
戒
の
意
味
を
も
含
め
て
、
特
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い。
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