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著
者
は
十
九
世
紀
末
、
山
東
省
の
人
口
が
三
七

O
O高
人
に
淫
し
て
お
り
フ

ラ
ン
ス
の
そ
れ
に
匹
敵
し
、
そ
の
面
積
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ

l
ル
ズ
を
合

わ
せ
た
よ
り
も
庚
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
現
地
に
入
つ
て
の
経
験
に
も

縁
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
口
に
山
東
省
と
い
っ
て
も
細
か
く
見
れ
ば
内

部
に
地
域
差
が
歴
然
と
あ
り
、
義
和
園
設
生
の
地
域
的
特
質
を
把
握
す
べ
き
と

い
う
主
張
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
と
も
す
れ
ば
見
逃
さ
れ
易
い
貼
の
指
摘
で
あ

る。
著
者
は
義
和
闘
や
山
東
農
村
の
リ
ー
ダ
ー
を
あ
ら
わ
す
階
層
と
し
て
地
主

(
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ィ

向。ロ件円一己、

郷
居
郷
紳
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方
エ
リ
ー
ト
公

0
2
-
o
-
5
)

な
ど
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
明
清
祉
舎
を
分
析
す
る
際
の
、
い
わ

ゆ
る
郷
紳
の
概
念
に
つ
い
て
日
米
聞
の
相
違
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
黙
「
ア
メ
リ
カ
の
中
園
研
究
で
さ
か
ん
な
φ

地
方
エ
リ
ー
ト
φ

-

と
い
う
捉
え
方
は
、
中
園
杜
舎
を
基
層
か
ら
、
す
な
わ
ち
地
域
社
舎
か
ら
見

て
、
そ
の
地
域
社
舎
を
支
配
し
、
指
導
す
る
階
層
に
着
目
す
る
と
い
う
硯
黙
に

基
づ
い
て
い
る
」
(
前
掲
笠
原
報
告
)
と
い
う
指
摘
が
参
考
に
な
る
。

最
後
に
、
著
者
の
研
究
が
内
外
の
こ
れ
ま
で
の
義
和
図
研
究
を
踏
ま
え
て
い

る
こ
と
は
各
末
の
参
考
文
献
目
録
に
伺
え
る
が
、
日
本
の
研
究
が
十
分
に
反
映

さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
や
や
疑
問
を
感
じ
た
。
例
え
ば
堀
川
哲
男
氏
の
「
義

和
図
運
動
の
設
展
過
程
」
(
一
九
七
八
)
、
小
林
一
美
氏
の
「
義
和
園
の
民
衆

思
想
」
(
一
九
七
八
)
な
ど
に
は
著
者
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
た
義
和
国
の
起

源
、
義
和
固
に
現
れ
た
紳
々
が
倒
れ
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
論
文
は

目
録
に
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
内
容
的
に
ど
う
許
債
す
る
の
か

言
及
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

な
お
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は
堀
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哲
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誤
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あ
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。
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司

五
四
運
動
の
研
究
第
四
函

回
新
儒
家
哲
皐
に
つ
い
て
熊
十
力
の
哲
皐

固
後
期
康
有
震
論
|
亡
命
・
辛
亥
・
復
僻
・
五
四

竹島
内田

弘度
行次

坂

元

ひ

ろ

子

木
室
田
所
牧
の
三
論
文
は
い
ず
れ
も
、
従
来
の
研
究
で
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
な
か

っ
た
針
象
を
輿
正
面
に
据
え
て
論
じ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
う
ち
の
二
篇
を
紹

介
し
て
ゆ
く
前
に
、
後
患
を
よ
い
意
味
で
刺
激
す
る
、
こ
う
し
た
先
皐
に
よ
る

研
究
開
拓
に
劃
し
て
、
敬
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。
同
時
に
、
三
論
文
の
う
ち

小
野
信
爾
氏
の
歴
史
の
掘
り
起
こ
し
を
伴
う
力
作
「
救
園
十
入
国
運
動
の
研

究
」
に
つ
い
て
は
、

評
者
の
力
に
は
徐
り
、
し
か
る
べ
き
評
者
に
よ
る
専
許
に

譲
る
ほ
か
な
く
、
す
で
に
別
の
評
者
が
議
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て

お
き
た
い
。
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「
新
儒
家
哲
摩
に
つ
い
て
|
熊
十
カ
の
哲
象
」

の
っ
け
か
ら
評
者
の
私
事
で
恐
縮
だ
が
、
こ
の
島
田
氏
の
論
と
評
者
に
は
あ

る
因
縁
が
あ
っ
た
。
日
本
で
は
マ
イ
ナ
ー
中
の
マ
イ
ナ
ー
と
い
う
べ
き
熊
十
力

を
評
者
も
ま
た
研
究
封
象
と
し
、
本
論
文
刊
行
の
翌
月
、
拙
稿
も
公
に
な
っ
た

(
「
熊
十
力
『
新
唯
議
論
』
哲
撃
の
形
成
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一

O

四
加
〉
。
そ
の
「
追
記
」
で
因
縁
の
あ
ら
ま
し
を
述
、
へ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
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り
返
さ
な
い
が
、
島
田
論
文
の
公
刊
前
の
ゲ
ラ
刷
を
拙
稿
の
脱
稿
直
前
に
閲
す

る
機
舎
を
輿
え
ら
れ
、
そ
の
時
黙
で
の
拙
稿
と
の
観
黙
の
相
違
と
感
想
と
を
す

で
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
論
評
の
都
合
か
ら
い
っ
て
も
、

や
は
り
強
め
承
知
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

拙
稿
で
も
わ
ず
か
に
燭
れ
た
し
、
別
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
本

論
文
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
の
状
況
説
明
の
た
め
、
少
し
回
り
道
を
す
る
こ

と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
中
園
で
は
一
九
七
八
年
末
の

三
中
金
曾
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
新
生
」
潮
流
が
出
現
し
て
い
る
。
皐
術
・
思

想
面
で
も
際
立
っ
た
動
き
が
あ
る
。
そ
の
始
ま
り
は
孔
子
の
再
評
債
、
復
権
や

ジ
タ

I
ノ
フ
の
「
雨
軍
(
唯
物
・
唯
心
論
)
封
戟
」
史
観
批
判
を
伴
っ
た
中
園

哲
皐
の
濁
自
性
を
認
め
る
研
究
方
法
の
重
視
。
こ
の
流
れ
は
そ
の
後
、
近
年
の

「ル
l
ツ
熱
」
「
文
化
熱
」
等
の
形
で
も
表
れ
、
つ
い
に
儒
数
l
俸
統
思
想
へ

の
再
評
債
と
い
う
思
潮
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
評
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
知

識
人
に
お
け
る
数
僚
主
義
に
反
封
す
る
皐
聞
の
自
由
化
要
求
、
そ
し
て
現
代
化

に
伴
う
民
族
的
虚
無
主
義
に
劃
す
る
危
倶
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
流
れ
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
最
も
高
い
理
論
水
準
を
示
し
て
い
る
の
が
、
本
論

文
で
高
い
評
債
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
思
想
界
の
ス
タ
l
李
津
厚
氏
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

中
園
圏
内
で
の
儒
教
評
債
は
、
一
九
八
五
年
頃
か
ら
預
想
外
の
展
開
が
脹
胎

し
て
い
た
。
欧
米
で
西
欧
近
代
主
義
へ
の
自
己
批
剣
と
し
て
、
ま
た
日
本
で
も

ア
メ
リ
カ
で
の
指
摘
な
ど
に
刺
激
さ
れ
て
主
に
経
済
面
か
ら
、
ア
ジ
ア
・
一
ー

ズ
経
済
の
急
成
長
を
説
明
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
「
儒
数
文
化
圏
」
を
想
定
し
た
の

を
機
に
、
儒
数
が
に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
始
め
て
い
る
。
中
圏
内

外
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
う
し
た
流
れ
は
、
一
九
八
七
年
の
曲
阜
に
お
け
る
儒
敬
園
際

皐
術
舎
議
の
開
催
(
中
園
の
孔
子
基
金
舎
と
道
徳
教
育
と
し
て
儒
数
数
育
方
針

を
と
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
機
関
の
共
催
〉
に
よ
っ
て
大
合
流
を
遂
げ
た
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

日
本
で
の
儒
数
-
評
債
は
経
済
面
に
限
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
立

場
か
ら
撃
が
あ
が
っ
て
い
る
。
島
田
氏
は
ま
さ
に
本
論
文
で
そ
う
し
た
立
場
を

鮮
明
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
本
題
に
移
る
こ
と

に
す
る
。

本
論
文
は
一
九
八
五
年
に
行
な
っ
た
講
演
の
草
稿
と
講
義
の
テ
1
プ
を
も
と

に
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
導
入
部
第
一
草
「
五
四
新
交
化
運
動
と
新
儒
家
の
出

現
」
・
第
二
章
「
な
ぜ
新
儒
家
哲
皐
か
」
で
は
、
以
下
の
黙
が
指
摘
さ
れ
る
。

ま
ず
、
五
回
運
動
と
同
時
期
、
そ
れ
に
反
援
す
る
か
の
よ
う
に
登
場
し
た
新
儒

家
た
ち
が
、
従
来
の
五
四
研
究
で
は
「
反
動
」
覗
さ
れ
、
ま
と
も
に
は
と
り
あ

げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
五
四
運
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
一
面
で
徹

底
し
た
反
儒
数
・
反
俸
統
主
義
、
偶
像
破
鐘
運
動
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
儒
教

再
評
債
・
縫
承
の
気
運
を
よ
び
お
こ
し
て
い
た
、
と
い
う
黙
。
さ
ら
に
提
唱
さ

れ
て
い
る
の
は
五
四
運
動
の
「
複
眼
的
」
「
立
盤
的
」
把
握
で
、
こ
れ
は
嘗
然

な
が
ら
こ
と
に
重
要
だ
と
思
う
。

第
二
重
に
は
儒
教
評
債
の
問
題
に
も
言
及
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
論
評
の
都
合

上
、
後
回
し
に
し
て
先
に
進
む
と
、
第
三
章
「
熊
十
力
の
生
涯
」
か
ら
は
熊
十

力
の
部
と
な
る
。
熊
十
力
の
貧
し
い
生
い
立
ち
、
辛
亥
革
命
へ
の
参
加
、
風
弔
問

へ
の
鱒
身
、
例
数
か
ら
儒
敬
へ
の
縛
向
、
唯
物
論
を
拒
否
し
な
が
ら
も
新
中
園

へ
の
支
持
を
繍
け
た
と
い
う
経
歴
、
そ
し
て
そ
の
直
情
径
行
に
よ
っ
て
「
奇

行
」
の
人
と
し
て
も
知
ら
れ
た
人
物
像
が
描
き
だ
さ
れ
る
。

第
四
一
章
「
嘗
時
の
思
想
界
」
で
は
、
孫
道
昇
が
描
い
た
現
代
中
園
哲
皐
波
閥

固
に
沿
っ
て
嘗
時
の
思
想
界
を
一
瞥
す
る
。
俸
統
哲
血
干
の
再
編
、
哲
皐
の
濁
創

性
か
ら
い
え
ば
、
「
ス
マ
ー
ト
な
鐙
系
」
を
た
て
た
宮
崎
友
蘭
と
、
か
た
ゃ
い
か

-157ー
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に
も
「
泥
く
さ
い
」
熊
十
カ
と
の
二
人
を
代
表
と
す
る
、
と
い
う
見
識
が
示
さ

れ
る
。
そ
こ
で
第
五
章

「鴻
友
蘭
の
新
理
翠
」
で
は
、
説
者
は
鴻
友
蘭
の
哲
朗宇

に
つ
い
て
も
知
る
機
舎
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
第
三
J
五
章
は
、
著
者
な
ら
で
は
の
豊
富
な
知
識
と
歴
史
家
の
筆
法

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
見
事
に
功
を
奏
し
、
譲
者
を
歴
史
の
知
識
の
賓
庫
に

誘
う
の
で
あ
り
、
今
世
紀
前
半
の
中
園
博
物
館
の
各
展
示
室
で
も
見
て
回
る
よ

う
な
愉
快
を
究
え
さ
せ
る
出
来
ば
え
で
あ
る
。
熊
十
力
思
想
の
精
神
風
土
を
知

る
上
で
た
い
へ
ん
親
切
な
カ
イ
ド
と
い
え
る
。
こ
れ
が
口
述
を
も
と
に
し
た
も

の
と
す
れ
ば
、
そ
の
企
査
は
「
嘗
た
っ
た
」
と
い
っ
て
よ
い
。

第
六
章

「
熊
十
力
の
『
新
唯
議
論
』」
か
ら
は
熊
十
力
の
主
著

『新
唯
議
論』

文
言
文
本
の
内
容
紹
介
と
な
る
。
質
際
、
績
く
第
七
「
『
新
唯
議
論
』
明
宗
」
・

第
八
向
上
「
唯
識
」
・
第
九
同
上
「
穂
獲
」
・
第
十
向
上
「
功
能
」
の
各
一軍
は、

文
言
文
テ
キ
ス
ト
の
前
半
の
各
章
を
逐
一
解
読
す
る
ス
タ
イ
ル
を
と
る
。

前
半

と
い
っ
て
も
熊
十
力
の
著
書
は
自
読
の
形
而
上
閉与
を
フ
l
ガ
の
よ
う
に
繰
り
返

し
奏
で
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
だ
け
で
も
内
容
紹
介
と
し
て
未
完
成
だ
と

い
う
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。

こ
の
部
分
の
著
者
の
意
図
が
内
容
紹
介
に
あ
る
以
上
、
紹
介
の
紹
介
を
し
て

も
格
好
が
つ
か
な
い
の
で
、
評
を
費
や
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。
た
だ
全
鐙
の
印

象
と
し
て
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
も
し
評
者
が
原
書
を
研
究
封
象
と
し
て
讃
ん

で
い
な
か
っ
た
ら
、
こ
こ
で
の
紹
介
に
も
な
か
な
か
頭
が
つ
い
て
ゆ
か
な
か
っ

た
だ
ろ
う
と
思
う
(寅
は
評
者
も
ま
た
拙
稿
に
射
し
て
同
様
の
コ
メ
ン
ト
が
輿

え
ら
れ
た
の
だ
が
〉
。

五
四
運
動
期
に
近
い
と
い
う
理
由
で
、
思
想
・
理
論
と

し
て
未
成
熟
さ
未
整
理
さ
が
目
に
つ
く
文
言
文
本
を
テ
キ
ス
ト
に
選
ん
で
い
る

(
熊
に
は
後
に
著
し
た
語
陸
文
本
も
あ
る
〉
た
め
、
徐
計
に
難
解
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
も
口
述
を
も
と
に
し
た
の
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
の
前
の
部

分
と
は
異
な
り
、

企
査
「
は
ず
れ
」
の
感
を
否
め
な
い
。
護
者
と
し
て
は
、
衣

の
第
十
一

一軍
冒
頭
の
「
簡
単
な
筋
」
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
本
鎧
と
し
て
の
「
恒

特」

H

繁
そ
の
も
の
、
用
と
し
て
の
心
的
な
「
闘
」
と
物
的
な
「
翁
」
と
い
う

封
概
念
の
設
定
が
よ
う
や
く
頭
に
入
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

そ
れ
と
著
者
が
儒
撃
を
強
調
す
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
併
教
と
の
か
か
わ

り
に
関
す
る
分
析
に
迫
力
を
飲
く
黙
は
や
は
り
物
足
り
な
く
思
え
た
。
熊
十
力

の

『新
唯
議
論
』
は
あ
く
ま
で
、

唯
識
を
の
り
こ
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
唯

識
に
よ
っ
て
自
己
の
哲
皐
を
き
た
え
、
空
宗
を
理
論
的
に
と
り
い
れ
る
こ
と
で

濁
自
性
を
弊
得
し
て
い
る
。
併
数
理
論
と
の
格
闘
に
お
け
る
思
想
的
緊
張
を
描

き
出
す
の
に
も
力
を
い
れ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
こ
れ
は
単
に
熊
十
力
の
問
題

に
と
ど
ま
ら
ず
、

多
く
の
共
通
黙
を
も
っ
一章
煩
麟
や
梁
激
演
の
思
想
と
の
異
同

を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
作
業
だ
と
思
え
る
の
で
。

第
十一

章

「
内
聖
外
王
」
で
は
、

「
内
聖
」

H
形
而
上
皐
と
し
て
の

『新
唯

識
論
』
哲
皐
は
熊
十
力
哲
周
干
の
完
成
と
は
な
ら
ず
、
儒
数
哲
皐
と
し
て
は

「外

王」

H
政
治
論
が
必
要
だ
と
す
る
。
そ
こ
で
解
放
後
の
熊
十
力
の
著
書
『
原

儒
』
等
に
お
け
る
、
経
典
附
舎
に
よ
る
経
世
論
・
理
想
論
に
も
言
及
、
「
天
馬

空
を
ゆ
く
如
き
議
論
」
と
許
し
な
が
ら
も
、
そ
の
中
に
「
革
命
の
激
情
」
や
辛

亥
革
命
経
験
の
哲
率
的
世
界
観
か
ら
の
総
括
を
見
出
し
う
る
論
に
共
感
を
表
明

し
て
い
る
。

第
十
二
一軍
「
熊
十
力
哲
翠
の
成
就
し
た
も
の
」
。
熊
十
カ
が
五
四
期
、
「
五

四
新
文
化
運
動
の
牙
城
で
あ
る
北
京
大
撃
で
、
内
心
で
は
は
げ
し
く
そ
れ
に
反

援
し
な
が
ら
、
専
ら
自
分
の
思
索
の
離
琢
に
ふ
け
っ
て
お
っ
た
」
(
一
二
七

頁
〉
と
い
う
の
は
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
直
前
で
い

う
、
科
皐
と
玄
事
の
論
争
等
に
表
れ
た
「
言
わ
ば
沸
騰
欣
態
に
あ
る
よ
う
な
文
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化
界
の
吠
態
に
彼
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
向
け
て
お
ら
な
い
」
(
向
上
〉
と
い
う

の
に
は
賛
同
で
き
か
ね
る
。
拙
稿
で
も
論
じ
た
が
、
論
争
嘗
事
者
を
含
む
友
人

関
係
か
ら
い
っ
て
も
、
熊
十
力
は
嘗
時
の
文
化
界
を
離
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
し
、
そ
こ
か
ら
か
な
り
刺
激
を
受
け
、
そ
れ
な
り
に
受
け
と
め
て
い
た
こ
と

に
開
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
五
四
期
の
思
想
研
究
と
し

て
よ
り
重
要
性
を
も
っ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

熊
十
力
へ
の
最
終
的
な
評
債
と
し
て
、
著
者
は
こ
う
述
べ
る
。
熊
十
力
哲
壊

は
「
停
統
的
な
思
想
を
総
合
再
生
さ
せ
、
新
し
い
哲
皐
を
F
リ
エ
イ
ト
す
る
試

み
」
で
、
「
極
東
儒
教
圏
を
通
じ
て
非
常
に
際
立
っ
て
濁
特
な
も
の
」
で
あ

り
、
近
代
日
本
の
儒
者
が
単
な
る
設
数
師
で
あ
る
の
と
異
な
っ
て
お
り
、
「
熊

十
力
の
出
現
を
私
は
儒
数
圏
と
儒
数
と
の
光
栄
の
た
め
に
喜
ぶ
」
(
一
一
一
八

頁
〉
。
「
必
ず
や
人
類
の
文
化
に
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
L

ハ
一
一
一
一
一
一
頁
)
、
と
。

停
統
の
再
生
と
い
う
評
僚
に
は
異
論
は
な
い
が
、
こ
こ
で
の
、
そ
れ
以
上
の
慶

賀
と
な
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
評
者
は
と
も
に
で
き
か
ね
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
か
ら
最
後
の
第
十
三
章
「
歴
史
的
由
来
」
に
か
け

て
、
い
わ
ば
島
田
儒
教
哲
察
お
よ
び
史
民
平
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
寅
は
第
二

章
で
後
回
し
に
し
た
と
こ
ろ
と
内
容
上
、
関
連
す
る
の
で
、
島
田
氏
の
儒
数
観

を
あ
わ
せ
て
整
理
し
て
み
る
と
、
島
田
設
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

て
儒
教
は
「
中
園
精
神
文
化
俸
統
の
中
核
」
(
一
七
頁
)
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
一
般
に
、
こ
と
に
日
本
で
は
、
東
洋
思
想
の
特
徴
が
「
無
」
を
根
底
と
す

る
こ
と
に
お
か
れ
、
「
有
に
劃
し
て
無
は
頭
か
ら
深
い
も
の
、
言
わ
ば
好
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
」
(
一
二
八
頁
)
。
よ
っ
て
儒
数
H

徹
底
的
な
「
有
」
の
哲

朗
宇
は
軽
ん
じ
ら
れ
、
「
東
洋
哲
撃
の
主
流
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

二
、
個
人
的
に
は
、
日
本
の
儒
数
好
き
の
思
想
家
ハ
大
盤
中
驚
・
中
江
兆

民
・
幸
徳
秋
水
・
堺
利
彦
・
三
宅
雪
嶺
ら
)
へ
の
親
し
み
な
ど
か
ら
、
儒
教
に

反
動
性
・
封
建
性
を
感
じ
と
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
儒
教
蔑
視
は
も
は
や
日
本

イ
ン
テ
リ
の
園
民
間
常
識
を
形
成
し
て
い
る
:
:
:
」
ハ
二

O
頁〉。

一
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
稗
迦
に
説
教
め
く
が
、
儒
教
が
延
命
し
え

た
の
は
、
い
つ
に
併
数
の
「
無
」
や
道
家
・
道
敬
思
想
を
吸
枚
、
融
合
し
え
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
儒
教
の
み
を
こ
と
さ
ら
「
中

核
」
と
し
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
く
、
「
中
園
の
精
神
文
化
俸
統
」
と
い
え

ば
、
そ
れ
で
よ
い
気
は
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
島
田
氏
に
よ
る
熊
十
力
の
『
新

唯
識
論
』
分
析
で
併
数
理
論
と
の
関
係
へ
の
掘
り
下
げ
た
論
及
が
少
な
か
っ
た

の
は
、
こ
の
黙
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

よ
り
引
っ
か
か
り
を
感
じ
た
の
は
こ
の
ほ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
著
者
は
日
本

の
儒
教
「
縫
承
」
の
特
殊
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
や
は
り
儒
教
を
普
遍
覗
し
て

い
て
、
そ
れ
が
た
め
に
「
儒
数
圏
L

な
る
夜
想
も
産
ま
れ
る
。
だ
が
繰
り
返
す

と
、
「
中
闘
の
精
神
文
化
停
統
」
は
あ
く
ま
で
中
園
の
そ
れ
で
は
な
い
か
。
思

想
の
地
域
性
、
文
化
史
性
を
も
っ
と
零
重
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
反
動
性
・
封
建
性
の
有
無
の
問
題
で
は
、
儒
家
思
想
誕
生
時
か
ら

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
強
固
な
血
統
主
義
が
ら
み
の
差
別
|
「
封
建
」
性
、
歴
史
的

に
大
多
数
の
儒
者
が
果
た
し
た
「
反
動
」
的
役
割
を
さ
し
お
い
て
よ
い
も
の

か
。
そ
こ
へ
陵
味
な
が
ら
も
、
何
か
し
ら
「
ピ

I
プ
ル
の
儒
教
」
(
本
論
の
注

で
紹
介
〉
、
完
全
に
民
主
的
な
儒
敬
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
と
、

評
者
に
は
や
は
り
解
せ
な
い
。
儒
教
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
色
彩
を
帯
び
る
も

の
で
は
な
い
か
。
中
園
の
「
ピ
1
プ
ル
」
レ
ベ
ル
の
儒
数
は
今
の
と
こ
ろ
、
そ

れ
こ
そ
冠
婚
葬
祭
の
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
華
美
化
や
女
子
の
開
引
き
と

い
っ
た
不
名
審
な
姿
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
も
し
ア
メ
リ
カ
並
み
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
れ
ば
、
儒
敬
文
化
は
ほ
と
ん
ど
満
身
創
漢
と
な
る
こ
と
必
定
、
批
剣
を
克
れ
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る
も
の
は
ど
れ
ほ
ど
あ
ろ
う
か
。

「
五
四
」
汲
を
自
任
し
つ
つ
も
孔
子
再
評
債

の
旗
手
と
な
っ
た
李
調
停
厚
氏
の
設
に
し
て
も
、
強
調
黙
は
儒
数
の
長
所
と
短
所

は
つ
ね
に
同
一
の
な
か
に
存
す
る
と
い
う
、
そ
の
二
重
性
で
あ
っ
て
、
島
田
氏

の
場
合
と
は
同
じ
と
は
い
え
な
い。

李
氏
に
よ
れ
ば
、
中
園
文
化
が
賂
来
の
人

類
に
貢
献
す
る
に
は
、
経
済
的
貧
困
か
ら
の
脱
却
の
ほ
か
に
も
、
「
仁
」
の
思

想
に
組
み
込
ま
れ
、
温
存
さ
れ
て
き
た
「
小
生
産
の
痕
跡
」
や
「
封
建
的
毒

素
」
を
徹
底
し
て
除
去
す
べ
き
で
、

首
面
の
重
黙
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
で
あ
る
べ

き
だ
、
と
み
な
し
て
い
る
ご
九
八

O
年
「
孔
子
再
評
債
」
ほ
か
)
。

ま
た
、
著
者
の
想
定
す
る
「
日
本
の
イ
ン
テ
リ
」
の
指
示
内
容
が
評
者
の
場

合
と
著
し
く
異
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
儒
教
蔑
視
が
常
識
だ
と
い
う
現
状
認
識

に
は
隔
た
り
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
(
こ
れ
は
地
域
的
な
遠
い
も
あ
る
の
だ
ろ

う
か
)
。
近
頃
の
経
済
的
な
「
儒
数
文
化
圏
」
ブ
l
ム
以
前
は
、
「
儒
数
へ
の

無
関
心
」
は
指
摘
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
蔑
覗
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
が

「
常
識
」
と
し
て
あ
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
の
年
鋭
に
、
今
な
お

儒
数
の
経
典
を
出
典
と
し
て
あ
り
が
た
が
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

も
う
一
貼
、
気
が
つ
い
た
こ
と
を
つ
い
で
に
あ
げ
る
と
、
清
末
民
園
初
が
単

な
る
混
乱
期
だ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
反
論
が
ら
み
で
だ
さ
れ
た
清
朝

槻
。
清
朝
こ
そ
「
外
的
原
因
に
よ
る
自
己
規
制
」
で
「
萎
縮
し
た
精
神
が
時
代

を
覆
っ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
の
文
明
は
白
色

n
-
i
z
s
t
oロ
で
あ
っ
た
(
二
二

七
頁
)
、
と
。
清
末
民
園
初
の
重
視
の
必
要
性
は
そ
の
通
り
と
し
て
、
清
朝
腕

に
つ
い
て
は
、
清
代
プ
ロ
パ
ー
か
ら
の
反
論
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
江
戸
論
争

な
ら
ぬ
清
朝
論
争
を
、
島
田
氏
と
は
別
の
歴
史
主
義
か
ら
儒
教
を
高
く
評
債
す

る
溝
口
雄
三
氏
あ
た
り
と
起
こ
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
封
建
的
」
長
幼
の
序
で
も
っ
て
責
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
と
ば
か

り
に
、
批
判
め
い
た
こ
と
を
「
随
便
」
に
い
わ
せ
て
も
ら
っ
た
。
島
田
氏
に
し

て
も
五
四
の
新
文
化
運
動
に
お
け
る
封
建
倫
理
批
剣
の
受
賞
性
を
認
め
る
立
場

で
あ
り
、
評
者
も
い
わ
ゆ
る
「
革
命
コ
l
ス
」
外
の
思
想
家
群
に
封
す
る
研
究

を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
異
な
る
側
面
の
み
を
あ
る
い
は
針
小
棒
大
に
誇
張

し
た
結
果
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
寅
の
と
こ
ろ
、
超
え
が
た
い
溝
を
感
じ

る
の
は
、
た
と
え
ば

一
九
八
七
年
の
件
の
儒
皐
閣
際
禽
議
で
こ
う
い
う
こ
と
を

述
べ
た
と
い
う
人
に
射
し
て
で
あ
る
。
「
日
本
で
は
戟
後
漢
文
数
育
は
衰
退
し

た
が
、
貸
業
界
で
は
儒
数
精
神
で
社
員
を
教
育
し
て
い
る
こ
と
を
、
『
論
語
』

の
「
政
と
は
正
す
な
り
」
と
い
う
教
訓
を
呈
し
て
祉
員
を
指
導
し
た
あ
る
舎
祉

の
社
長
の
例
を
翠
げ
て
こ
れ
を
説
明
し
、
今
日
日
本
が
工
業
大
図
に
な
っ
た
の

は
、
貿
は
そ
の
背
景
に
は
儒
数
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
」
(
岡
田
武
彦

「
曲
阜
の
儒
皐
園
際
皐
術
曾
議
」

『
東
方
』
八
一
一
)
、
と
。
こ
う
得
々
と
い
わ

れ
る
と
、
ま
す
ま
す
儒
数
賛
美
に
い
か
が
わ
し
さ
を
魔
え
、
そ
れ
こ
そ
「
い
い

加
減
に
し
て
」
と
い
い
た
く
な
る
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
思
想
的
に
弛
緩
し
た

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は
到
底
、
大
き
な
力
と
な
り
え
な
い
。
島
田
氏
と
は
同
じ
レ

ベ
ル
で
論
じ
え
な
い
所
以
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
論
文
が
投
げ
か
け
た
儒
教

再
評
債
の
問
題
に
今
後
と
も
注
目
し
、
そ
の
行
方
を
見
定
め
た
い
も
の
で
あ

る
。
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「
後
期
康
有
策
論
|
亡
命
・
辛
亥
・
復
降
・
五
四
」

有
名
人
で
あ
る
割
に
は
鮮
明
な
人
物
像
が
今
ひ
と
つ
浮
び
上
が
ら
な
い
と
い

う
場
合
が
あ
る
。
中
園
近
代
に
つ
い
て
い
え
ば
、
康
有
焦
が
そ
の
好
例
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

康
有
震
に
と
っ
て
輝
か
し
い
時
代
と
は
、
い
つ
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
そ

の
結
果
が
挫
折
で
、
亡
命
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
と
は
い
え
、
公
車
上
書
か
ら
百

日
新
政
ま
で
、
布
衣
の
土
人
た
ち
を
「
第
法
」
行
動
へ
と
駆
り
た
て
た
エ
ネ
ル
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ギ
ッ
シ
ュ
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
相
違
な
い
だ
ろ
う
。
勢
い
、
康
有
信
用
思

想
研
究
の
針
象
は
、
戊
戊
出
現
法
ま
で
の
時
期
か
、
問
題
の
中
園
ユ
ー
ト
ピ
ア
論

の
最
長
篇
『
大
同
書
』
か
に
限
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
本
論
文
の
柑
若
者
竹
内
氏

が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
他
に
康
有
信
用
と
い
っ
て
思
い
浮
ぶ
の
は
、
ま
ず
孔
子
教
や
悪
名
高
い
復

跨
問
題
で
あ
る
。
「
最
も
革
新
的
」
土
人
か
ら
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

「
保
守
振
」
へ
の
「
努
身
」
を
、
魯
迅
の
時
代
で
あ
れ
ば
郷
捻
す
る
だ
け
で
も

思
想
的
意
味
は
あ
っ
た
。
し
か
し
今
、
研
究
封
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
康
有
鴛
像
の
不
鮮
明
さ
は
、
他
人
か
ら
の
-
評
債
を
過
度

に
意
識
し
た
本
人
の
自
己
史
改
纂
癖
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
起
因
す
る
部
分

も
大
き
い
。
だ
が
主
要
に
は
、
康
有
震
の
輝
し
さ
を
失
な
っ
た
時
期
の
諸
活
動

へ
の
考
察
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
へ
著
者
は
ま
ず
、
康
有
震
が
五
四
運
動
に
満
腔
の
支
持
を
表
明
し
て
い

た
こ
と
に
目
を
つ
け
る
。
そ
し
て
亡
命
期
・
辛
亥
革
命
前
後
・
討
蓑
行
動
・
復

障
を
も
射
程
に
入
れ
、
「
大
上
段
か
ら
す
る
政
治
的
あ
る
い
は
思
想
的
評
債
を

下
す
ま
え
に
、
戊
成
政
獲
に
よ
る
亡
命
か
ら
五
四
運
動
ま
で
を
康
有
震
の
「
後

期
」
時
期
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
関
係
資
料
を
可
能
な
か
ぎ
り
集
め
、

そ
れ
を
整
理
し
、
そ
の
な
か
か
ら
剣
る
こ
と
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
、
康
有
第
と
五
四
運
動
に
つ
い
て
も
再
考
し
て
み
よ

う
」
(
「
序
章
」
一

O
頁
)
と
い
う
本
論
文
。
こ
れ
は
讃
者
に
と
っ
て
願
つ
で

も
な
い
幸
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

第
一
章
「
亡
命
時
期
の
康
有
信
用
」
の
注
の
一
究
表
で
、
戊
成
年
か
ら
の
一
六

年
に
わ
た
る
亡
命
期
、
康
有
震
の
回
っ
た
諸
園
が
一
目
瞭
然
と
な
る
。
何
と
三

一
か
園
を
訪
問
、
地
球
を
三
周
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
寅
に
、
改
め
て
感

嘆
を
禁
じ
え
な
い
。
評
者
も
カ
ー
ル
グ
レ
ン
門
下
の
言
語
皐
者
か
ら
、
ス
ウ
ェ

-
デ
ン
の
王
立
圏
書
館
を
訪
れ
た
最
初
の
中
園
人
は
康
有
震
で
あ
っ
た
と
聞
い

た
記
憶
が
蘇
え
っ
た
。
蛍
時
と
し
て
は
稀
有
の
大
按
行
家
と
い
え
よ
う
。

問
題
は
康
有
震
が
そ
の
大
踏
破
に
よ
る
庚
い
見
聞
で
何
を
考
え
た
か
で
あ

る
。
イ
ン
ド
へ
の
優
越
、
西
欧
社
舎
へ
の
失
望
を
経
て
、
結
局
、
貧
富
の
差
が

僅
少
な
中
園
を
見
直
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
儒
乱
欲
的
「
傍

統
へ
の
回
腸
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
康
有
震
は
、
中
園
の
よ
う
な
老
大
圏
の
社
舎

出
皮
革
は
「
保
皇
|
立
憲
|
存
園
」
コ

l
ス
が
安
全
で
、
逆
に
革
命
は
危
険
だ
と

主
張
し
た
。
本
論
文
で
は
こ
れ
を
「
革
命
亡
園
設
」
と
呼
ぶ
。

第
二
輩
「
辛
亥
革
命
と
康
有
信
用
」
に
お
い
て
は
、
辛
亥
草
命
期
に
日
本
に
移

り
住
ん
だ
康
有
震
に
つ
い
て
こ
う
指
摘
す
る
。
康
有
震
の
主
張
川
立
憲
君
主
制

と
は
逆
行
す
る
清
朝
の
状
況
へ
の
い
ら
だ
ち
ゃ
不
信
。
長
期
に
わ
た
る
海
外
生

活
、
齢
五
十
で
な
お
子
を
な
し
た
り
で
増
え
る
家
族
と
い
う
こ
と
か
ら
募
ら
せ

た
望
郷
の
念
。
そ
れ
ら
が
引
金
と
な
っ
て
、
康
有
魚
は
租
圏
中
園
そ
の
も
の
と

政
治
揺
嘗
者
清
朝
と
を
分
離
し
て
考
え
始
め
、
革
命
波
の
一
歩
手
前
ま
で
き
て

い
た
、
と
。

結
局
、
革
命
に
よ
っ
て
梁
啓
超
と
と
も
に
晴
れ
て
自
由
の
身
と
な
っ
た
(
黛

禁
解
除
)
康
有
震
と
そ
の

一
波
を
、

友一
世
凱
が
重
用
し
始
め
る
。
人
材
の
み
な

ら
ず
、
華
僑
資
本
を
パ
ッ
ク
に
し
た
資
金
の
供
給
源
を
あ
て
に
し
た
か
ら
だ
と

い
う
。
革
命
鴬
人
と
案
世
凱
の
雌
見
方
に
不
満
を
も
ち
な
が
ら
も
、
内
戦
中
止
を

最
重
視
し
た
康
有
震
は
、
受
方
の
合
意
を
と
り
つ
け
る
べ
く
働
き
か
け
る
。
そ

の
際
、
折
衷
案
と
し
て
康
有
震
が
示
し
た
の
が
、
行
政
上
の
任
命
頒
布
役
と
し

て
の
君
主
を
残
し
な
が
ら
、
民
主
共
和
制
の
賓
質
を
具
え
る
「
慮
君
共
和
制
」

構
想
で
あ
っ
た
。

結
局
は
通
ら
な
か
っ
た
君
主
制
と
共
和
制
と
の
折
衷
案
「
虚
君
共
和
制
」
か

ら
、
著
者
は
康
有
震
の
「
政
治
機
能
至
上
主
義
」
「
機
能
論
者
」
と
し
て
の
側
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で
〈
の
ぼ
う

面
を
刻
出
す
る
。
康
有
震
の
考
え
で
は
、
「
土
木
偶
」
で
も
「
神
聖
」
な
る
君

主
は
内
紛
防
止
と
、
「
民
度
の
低
い
」
段
階
で
の
(
つ
ま
り
過
渡
的
に
)
民
衆

の
教
化
善
導
と
に
、

皇
室
維
持
費
以
上
の
数
用
を
妥
揮
す
る
は
ず
だ
っ
た
。
ま

た
「
厳
君
」
候
補
者
と
し
て
、
湾
儀
と
と
も
に
孔
子
の
末
孫
日
街
聖
公
を
も
あ

げ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
清
王
朝
の
存
続
が
紹
針
後
件
で
な
か
っ
た
事
を
一
意
味
す

る
」
(
四
一
一
良
)
、
と
。

第
三
章

「亥
世
凱
統
治
時
期
の
康
有
震
」
で
は
、
孔
数
問
題
に
焦
貼
が
し
ぼ

ら
れ
る
。
そ
の
孔
敬
図
激
化
提
唱
は
民
園
元
年
秋
か
ら
翌
二
年
八
月
ま
で
、
そ

し
て
裳
の
死
後
か
ら
復
降
前
後
と
の
こ
度
あ
っ
た
と
い
う
。
本
一
章
で
は
そ
の
前

者
に
首
る
、
孔
数
禽
の
問
題
を
扱
う
。
孔
数
曾
は
廟
の
財
産
関
用
に
よ
る
興
翠

政
策
に
不
満
な
儒
者
を
康
有
信
用
の
肝
入
り
で
集
め
て
結
成
さ
れ
、
一
年
で
金
図

的
大
組
織
へ
と
急
成
長
を
と
げ
た
。
そ
の
孔
数
舎
に
つ
い
て
、
政
終
結
成
の
挫

折
や
政
界
か
ら
の
引
退
と
い
う
創
設
の
契
機
、
期
待
を
寄
せ
た
政
策
内
閣
の
寅

現
ま
で
の
人
寄
せ
準
備
工
作
と
い
う
政
治
戦
術
的
側
面
、
反
キ
リ
ス
ト
教
反

一一帝
園
主
義
の
側
面
、
さ
ら
に
、
「
孔
子
に
托
し
た
近
代
化
、
欧
化
思
想
L

と
い

う
内
貨
を
指
摘
す
る
。

そ
の
上
で
、
孔
敢
に
こ
と
寄
せ
た
康
有
震
の

「
民
図
賛
助
の
奈
勢
」
が
、
の

ち
の
彼
の
強
烈
な
復
野
論
に
目
を
奪
わ
れ
た
研
究
者
に
よ
っ
て
見
落
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。
孔
数
思
想
を
「
園
民
」
形
成
の
悲
願
と
摸
索
の
あ
ら

わ
れ
と
み
な
す
島
田
設
を
援
用
し
て
、
孔
激
闘
激
化
主
張
を
園
民
の
精
一
抑
的
紐

帯
形
成
の
企
図
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
後
進
園
の
近
代
化
過

程
で
は
こ
う
し
た
反
「
信
数
自
由
」
的
施
策
は
現
貨
に
は
避
け
ら
れ
ま
い
と
著

者
は
み
な
す
。
そ
こ
で

「
共
和
制
民
園
は
、
図
家
構
成
員
と
し
て
主
盤
的
能
動

的
立
場
を
ひ
と
り
ひ
と
り
に
、
そ
の
内
面
意
識
の
内
側
に
ま
で
注
入
し
な
い
か

ぎ
り
、
正
常
な
運
営
は
望
め
な
か
っ
た
。
そ
う
し
な
い
か
ぎ
り
、
混
鋭
に
陥
る

と
警
告
し
つ
づ
け
た
康
有
震
の
判
断
に
私
は
誤
り
は
な
か
っ
た
と
思
う
」
(
五

八
|
五
九
頁
)
と
、
康
有
震
の
政
治
論
へ
の
共
鳴
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
四
章

「討
亥
か
ら
復
辞
に
至
る
時
期
の
康
有
震
」
で
は
、
「
共
和
召
飢

設
」
が
中
心
と
な
る
。
一
旦
は
引
退
し
た
康
有
震
は
言
論
界
へ
の
復
院
後
、

「
革
命
亡
図
説
」
の
第
二
ス
テ
ッ
プ
と
い
う
べ
き
「
共
和
召
乱
読
」
を
唱
え

る
。
そ
の
設
を
も
と
に
主
張
さ
れ
た
の
が
、
「
虚
君
共
和
制
」
を
内
寅
と
し
、

湾
儀
を
虚
君
の
一
候
補
と
す
る
復
降
論
。
つ
ま
り
、
康
有
震
の
場
合
、
守
菅
波

の
復
僻
論
と
決
定
的
に
異
な
る
、
と
著
者
は
強
調
す
る
。

一
方
で
、
そ
の
貿
現

と
孔
数
倫
理
の
振
興
で
人
民
救
済
は
こ
と
足
れ
り
と
す
る
康
有
震
の
「
安
易

さ
」
「
軽
さ
」
に
も
目
を
向
け
る
。
そ
こ
に
「
天
人
、
白
か
ら
激
戯
す
」
と
詩

に
歌
っ
た
「
滋
戯
的
行
動
観
の
本
質
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

終
章

「
再
び
五
四
運
動
と
康
有
震
」
で
は
、
著
述
と
貸
業
と
孔
数
振
興
と
い

う
諸
活
動
を
「
軽
や
か
」
に
綴
け
た
、
復
幹
事
件
後
の
十
年
聞
が
描
か
れ
る
。

な
か
で
も
興
味
深
い
の
は
、
長
期
に
わ
た
る
亡
命
生
活
等
で
も
一
向
に
経
済
的

苦
務
の
あ
と
が
み
え
な
か
っ
た
と
い
う
怪
に
答
え
て
い
る
黙
。
華
僑
資
本
の

他
、
農
場
経
営
に
手
腕
を
ふ
る
い
、
ま
た
自
分
の
書
を
寅
る
だ
け
で
も
相
蛍
に

牧
入
が
あ
っ
た
と
い
う
。
道
理
で
評
者
も
中
園
滞
在
期
、
依
先
の
あ
ち
こ
ち
で

康
有
震
の
筆
跡
に
出
く
わ
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
五
人
の
妻
、
六
人
の
子
女

を
は
じ
め
と
す
る
大
所
帯
を
き
り
も
り
し
た
「
康
有
篤
の
資
金
運
用
の
巧
み
さ

に
は
、
私
の
想
像
を
紹
す
る
も
の
が
あ
る
」

(
八
五
頁
〉
と
あ
る
が
、
確
か

に
「
清
食
の
容
」
高
い
日
本
の
研
究
者
の
理
解
を
超
え
る
面
を
も
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

「
五
四
運
動
も
中
園
革
命
も
質
は
、
魯
迅
の
い
う
「
中
園
式
の
乱
」
で
」
、

「
母
鐙
と
し
て
の
侍
統
社
舎
や
文
化
を
根
底
に
も
つ
」
と
み
な
す
(
九
一
頁
〉

著
者
は
、
五
四
で
康
有
篤
が
そ
う
し
た
母
慢
に
つ
き
動
か
さ
れ
た
こ
と
の
自
然
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を
誘
く
。
「
虚
君
共
和
制
や
孔
敬
園
数
化
策
を
中
園
の
救
済
方
法
と
し
て
評
債

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
民
主
共
和
制
の
修
正
方
法
と
し
て
、
中
園
共
産
黛
の
と
っ

た
階
級
濁
裁
や
毛
思
想
の
崇
奔
と
い
っ
た
方
法
に
比
べ
て
ど
う
か
、
と
い
っ
た

議
論
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
(
八
八
頁
)
と
い
う
の
が
著
者
の
い

い
た
い
部
分
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た
「
議
論
」
に
ま
で
、
本
論
文
で

は
残
念
な
が
ら
及
ん
で
い
な
い
。

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
本
論
文
で
は
、
後
期
康
有
震
の
政
治
思
想
を
、
革
命

内
閣
叫
設
|
共
和
召
鋭
読
|
虚
君
共
和
制
H
復
既
設
と
い
う
筋
を
つ
け
て
分
析
し

て
み
せ
て
い
る
。
こ
の
貼
は
説
得
力
も
あ
り
、
見
事
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
書

評
の
義
務
と
し
て
難
貼
・
不
明
な
黙
を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
、
以
下
の
数
件
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

一、
'康
有
篤
H
政
治
機
能
至
上
主
義
者
と
い
う
規
定
に
劃
す
る
疑
問
。
「
虚

君
共
和
制
」
設
は
傘
皇
ハ
H

清
朝
)
心
か
ら
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
「
君
」

を
残
す
こ
と
は
王
朝
ハ
異
民
族
で
あ
れ
漢
族
で
あ
れ
〉
鎧
制
の
温
存
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
亥
世
凱
が
ら
み
の
例
か
ら
み
て
も
、
内
紛
回
避
に
役
立

ち
う
る
策
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
面
で
は
、
非
リ
ア
リ
ス

ト
の
主
観
的
も
し
く
は
空
想
的
機
能
論
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
本
論
文
を
讃
ん
で
、
案
に
相
違
し
て
、
康
有
震
が
あ
る
一
意
味
で
、
ほ
と
ん

ど
章
煩
麟
な
み
に
政
治
好
き
の
政
治
音
痴
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
印
象

を
、
評
者
は
む
し
ろ
も
っ
た
。

二
、
康
有
篤
H
機
能
論
者
設
に
た
っ
た
と
し
て
、
で
は
、
そ
れ
と
「
救
済
即

滋
戯
の
軽
や
か
さ
」
と
を
、
人
物
像
と
し
て
結
像
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
は
思
え
な
い
。
そ
う
し
た
「
軽
や
か
さ
」
と
は
、
現
寅

離
れ
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
人
物
像
と
い
う
こ
と
で
つ
い
で
に
い
え

ば
、
坂
出
群
伸
氏
の
描
い
た
康
有
篤
像
|
|
純
粋
な
宗
教
者
的
求
道
者
・
ユ
-

ト
ピ
ア
ン
(
『
康
有
篤
』
)
|
|
と
は
か
な
り
異
な
る
と
讃
め
た
。
本
論
文
で
紹

介
し
て
い
る
以
上
、
研
究
の
進
展
と
い
う
見
地
か
ら
も
、
そ
の
貼
の
コ
メ
ン
ト

が
欲
し
か
っ
た
。

一
二
、
「
傍
統
」
評
債
の
不
明
確
さ
。
康
有
震
に
お
け
る
「
民
度
の
低
さ
」
を

前
提
と
し
た
ア
ナ
ク

ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
保
守
の
論
理
や
孔
数
へ
の
固
執
に
相

嘗
、
著
者
の
肩
入
れ
が
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、
五
四
運
動
の
根
底
に
、
「
近
代

化
に
と
っ
て
は
否
定
す
べ
き
俸
統
社
舎
・
俸
統
文
化
と
い
う
古
木
廃
材
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
」
〈
九

O
頁
〉
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
著
者
が
共
鳴
を
表
明

し
た
島
田
設
に
お
け
る
「
停
統
」
と
「
古
木
慶
材
」
の
比
織
に
は
大
き
な
隔
り

が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
重
要
な

課
題
と
み
な
し
う
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
だ
け
に
、
竹
内
設
と
い
う
も
の
を
鮮

明
に
し
て
欲
し
か
っ
た
。

最
後
に
注
の
量
に
つ
い
て
。
詳
細
を
よ
し
と
す
る
暴
風
の
存
在
を
評
者
は
知

ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
八

O
頁
徐
の
木
文
に
注
が

六

O
頁
(
し
か
も
字
は
小
さ
い
)
、
い
く
ら
な
ん
で
も
「
過
ぎ
た
る
」
と
い
う

べ
き
で
は
な
い
か
。
本
文
の
流
れ
を
つ
か
む
の
を
著
し
く
妨
げ
て
い
る
。

一
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京
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