
中
国
文
畢
報

第
四
十
六
筋

紹

介

中
国
四
川
国
際
三
園
文
化
研
討
合

-

中
国
に
お
け
る
『
三
園
演
義
』
の
研
究
動
向
-

筆
者
は

1
九
九

l
年
十

一
月
に
､
中
国
四
川
省
成
都
市
に
お
い
て

行
な
わ
れ
た

｢中
国
四
川
国
際
三
国
文
化
研
討
合
｣
に
参
加
し
た
｡

本
稿
で
は
こ
の
研
討
合
に
つ
い
て
報
告
し
て
あ
わ
せ
て
最
近
の
中
国

の

『
三
園
演
義
』
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
も
簡
単
に
紹
介
し
た
い
｡

｢中
国
四
川
国
際
三
園
文
化
研
討
骨
｣
が
開
か
れ
た
の
は
､
こ
の

九

一
年
が
最
初
で
あ
る
｡
今
後
定
期
的
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の

か
ど
う
か
は
不
明
｡
主
催
は
四
川
省
人
民
対
外
友
好
協
合
､
四
川
省

封
外
文
化
交
流
協
合
､
四
川
大
学
､
中
国

『
三
園
演
義
』
寧
骨
.
合

期
は
学
術
講
演
が
十

1
月

l
日
､
二
日
の
二
日
間
､
そ
の
後
十

1
月

七
日
ま
で

｢
三
園
文
化
之
旗
｣
が
あ
っ
て
､
四
川
省
の
三
園
関
係
の

遺
跡
を
参
観
し
た
｡
研
討
合
の
閉
幕
式
は
七
日
に
四
川
省
贋
元
市
で

行
な
わ
れ
た
の
で
､
学
術
講
演
と
遺
跡
参
観
を
合
わ
せ
て
研
討
骨
と

稀
し
て
い
る
わ
け
だ
が
'
本
稿
で
は
学
術
講
演
に
つ
い
て
の
み
報
告

し
'
遺
跡
参
観
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
横
合
に
譲
る
こ
と
と
す
る
｡

研
討
合
の
開
合
式
並
び
に
学
術
講
演

一
日
目
の
合
場
は
成
都
市
人

民
南
路
に
あ
る
眠
山
飯
店
の
国
際
合
議
廉
｡
参
加
者
は
内
外
の
研
究

者
､
四
川
省
､
成
都
市
の
幹
部
､
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
､
主
催
の
協
骨

関
係
者
等
百
名
を
こ
え
る
人
数
で
あ
っ
た
が
､
研
究
者
は
予
想
外
に

少
な
か
っ
た
｡
日
本
か
ら
の
参
加
者
は
筆
者
と
東
京
大
学
大
学
院
生

で
昔
時
北
京
大
学
留
学
中
の
上
田
望
氏
､
朝
日
新
聞
社
北
京
支
局
長

横
堀
克
己
氏
夫
妻
､
日
本
の
民
間
研
究
グ
ル
ー
プ
中
文
合
の
二
十
五

名
'
西
南
交
通
大
学
の
外
国
人
教
師
｡

学
術
講
演
を
吏
表
順
に
紹
介
し
て
い
こ
う
.

一
日
目
の
午
前
は
､
ま
ず
上
海
古
籍
出
版
社
編
集
委
員
で
､
著
名

な
研
究
者
で
も
あ
る
何
満
子
氏
の
｢三
園
史

･
『
三
園
演
義
』
輿
巴
萄

文
化
｣
｡
三
園
時
代
の
歴
史
､
『
三
園
演
義
』
な
ど
と
巴
萄
'
現
在
の

四
川
の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
､
巴
萄
文
化
が
三
園
の
歴
史

や
文
化
か
ら
大
き
な
影
馨
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡

続
い
て
四
川
大
挙
歴
史
系
教
授
の
棒
銀
氏
の

｢研
究
三
園
史
的
重

要
意
義
｣
.
三
園
時
代
は
各
分
野
に
お
い
て
後
の
時
代
に
影
馨
を
興
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え
た
｡
政
治
面
で
は
､
尚
書

･
中
書

･
門
下
の
三
省
制
が
親
に
お
い

て
成
立
し
､
唐
代
に
完
成
し
た
｡
経
済
面
で
は
そ
れ
ま
で
黄
河
流
域

が
中
心
で
あ

っ
た
の
が
､
呉

･
竃
が
建

っ
た
た
め
長
江
流
域
の
経
済

が
飛
躍
的
に
馨
展
し
､
障
唐
以
後
経
済
の
中
心
が
長
江
流
域
に
移

っ

た
｡
文
学
面
で
は
五
言
詩
が
後
漢
に
起
こ
-
建
安
に
隆
盛
と
な
っ
た
｡

蔚
賦
で
は
行
情
賦
が
主
流
と
な
-
'
断
文
は
三
園
期
に
起
こ
っ
た
｡

そ
の
他
の
分
野
に
お
い
て
も
後
の
時
代
に
主
流
と
な
る
き
っ
か
け
が

三
園
期
に
あ
る
こ
と
が
多
い
O
そ
の
た
め
三
園
時
代
を
詳
細
に
研
究

し
な
け
れ
ば
､
そ
れ
に
績
-
雨
音
南
北
朝

･
陪

･
唐
の
時
代
を
理
解

す
る
こ
と
は
難
し
い
と
強
調
し
た
｡

三
人
目
は
ア
メ
リ
カ
-
ニ

ー
ヨ
ー
ク
大
学
教
授
で
､
最
近

『
三

園
演
義
』
を
英
語
で
全
謬
し
た
モ
ス
･
ロ
バ
ー
ツ
氏
の

｢孔
明
詞
鋼

雀
董
賦
馬
甚
磨
使
周
輪
郭
磨
激
動
～
｣
.
孔
明
の

｢銅
雀
墓
賦
｣
が

ど
う
し
て
周
稔
を
激
怒
さ
せ
た
か
と
い
う
タ
イ
ト
ル
そ
の
ま
ま
の
内

容
で
'
特
に
目
新
し
い
考
え
方
な
ど
は
無
か
っ
た
｡

次
に
イ
ギ
リ
ス
･
ロ
ソ
ド
ン
大
学
講
師
の
慮
慶
潜
氏
の

｢『
三
園

演
義
』
興

『
資
治
通
鑑
綱
目
』
-
試
論
演
義
鰹
興
史
学
著
作
｣
O
小
説

の
作
者
で
あ
る
演
義
家
と
史
学
家
の

｢
三
国
｣
に
封
す
る
ア
ブ

ロ
ー

紹

介

チ
の
仕
方
は
'
同
じ

｢義
｣
と
い
う
概
念
を
持

っ
て
い
る
も
の
の
､

演
義
家
は
相
対
的
か
つ
客
観
的
立
場
に
立
ち
､
史
学
家
は
絶
封
的
か

つ
主
観
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
｡
そ
の
こ
と
が
小
説
と
史
論
の
違
い

に
な
っ
て
い
る
と
主
張
｡

ま
た
'
『
三
園
演
義
』
の
基
礎
と
な
る
歴

史
書
は

『安
治
通
鑑
綱
目
』
で
は
な
い
か
と
､
『
三
園
演
義
』
と
『安

治
通
鑑
綱
目
』
の
類
似
鮎
を
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
に
挙
げ
て
い
る
｡
興

味
深
い
鮎
も
あ

っ
た
が
､
『
三
園
演
義
』

の
基
礎
が

『
三
国
志
』

で

は
な
い
理
由
を
挙
げ
て
い
な
い
な
ど
不
備
が
目
立
っ
た
｡

続
い
て
映
董

『
三
国
志
』
の
監
督
で
あ
る
孫
道
臨
氏
の

｢我
篤
甚

磨
想
拍

『
三
園
演
義
』
～
｣
｡
映
蓋

『
三
国
志
』
は
中
国
映
書
と
し

て
は
珍
し
-
日
本
で
も
全
国
公
開
さ
れ
た
が
､
評
債
は
散
々
で
あ

っ

た
よ
う
に
思
う
｡
そ
の

『
三
国
志
』
を
制
作
し
た
動
機
を
語

っ
た
の

だ

が

､
古
-
は
五
､

六
十
年
代
の
名
書

『
家
』
『早
春
二
月
』
に
主

演

､

八
十
年
代
の

『
雷
雨
』
で
は
脚
本

･
監
督

･
主
演
の
三
役
を
こ

な
し
､
日
中
合
作
映
書
の

『未
完
の
封
局
』
で
も
主
演
し
た
人
気
俳

優
の
孫
遺
臨
氏
は
､
こ
の
研
討
合
の
目
玉
で
あ

っ
た
ら
し
-
､
聴
衆

の
受
け
も
最
高
で
あ

っ
た
｡

午
前
の
最
後
は
湖
南
師
範
大
学
中
文
系
副
教
授
黄
釣
氏
の

｢欲
興
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中
開
文
畢
報

第
四
十
六
耕

天
公
試
比
高
-

諸
葛
亮
形
象
史
外
部
研
究
濁
議
｣
o
諸
蓋
亮
は
天
命

に
逆
ら

っ
て
失
敗
す
る
が
､
そ
の
よ
う
な
悲
劇
的
精
神
は
中
国
民
族

の
文
化
的
心
理
に
根
源
が
あ
-
､
そ
れ
は
中
国
古
代
神
話
の
悲
劇
的

英
雄
に
始
ま
る
｡
特
に
太
陽
を
迫

っ
て
力
轟
き
た
奪
父
は

『
三
園
演

義
』
の
諸
葛
亮
と
相
似
鮎
が
多
-
'
諸
葛
亮
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
成

立
に
影
響
を
興
え
て
い
る
｡

諸
葛
亮
と
同
型

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は

『
三
国
演
義
』
以
降
の
各
種
小
説
に
多
-
見
ら
れ
る
が
､
そ
の
原
型

は
奪
父
を
は
じ
め
と
す
る
神
話
の
悲
劇
的
英
雄
に
あ
る
､
と
い
う
内

容
で
あ
る
｡
諸
富
亮
型
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
成
立
を
考
え
る
場
合
､

『
三
国
志
平
話
』
や
元
就
劇
な
ど

『
三
園
演
義
』
成
立
の
際
の
材
料

と
な
っ
た
も
の
と
の
対
照
で
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
L
t

黄
鈎
氏
の
言
う

｢外
部
研
究
｣
の
意
味
も
よ
-
わ
か
ら
な
い
｡

董
食
休
憩
を
挟
ん
で
､
午
後
の
部
｡
ま
ず
最
初
は
中
央
電
耐
量
の

プ

三
ア
ユ
-
サ
ー
王
扶
林
氏
の

｢電
硯
蓮
績
劇

『
三
園
演
義
』
擬
制

組
基
本
情
況
｣
｡
撮
影
中
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

『
三
国
演
義
』
の
制
作

総
指
揮
を
塘
昔
し
て
い
る
王
氏
が
状
況
を
報
告
｡

二
人
目
は
ソ
連

(昔
時
)
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
ゴ
ー
-
キ
ー
世
界
文

革
研
究
所
首
席
研
究
員
で
あ
る
ポ
リ
ス

･Fj
･リ
フ
チ
ン
氏
の

｢漢

族
及
西
南
少
数
民
族
俸
説
中
的
諸
葛
亮
南
征
｣
｡
雲
南
な
ど
中
圃
西

南
地
方
の
少
数
民
族
の
停
説
に
見
ら
れ
る
諸
葛
亮
南
征
故
事
を
紹
介
O

漢
族
以
外
の
少
数
民
族
の
俸
説
や
演
劇
の
中
の
三
園
故
事
を
研
究
す

る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
｡

続
い
て
フ
ラ
ン
ス
閥
立
研
究
セ
ソ
ク
ー
高
級
研
究
員
の
ク
ロ
ー
デ

ィ

ー
ヌ
･
サ
ル
モ
ソ
女
史
の

｢
三
園
文
化
在
東
南
東
｣
｡
東
南
ア
ジ
ア

の
宗
教

･
文
化
に

｢
三
園
｣
が
ど
の
よ
-
に
根
付
い
て
い
る
か
を
探

る
o
ま
ず
は
関
羽
信
仰
.
商
費
の
神
で
あ
る
関
羽
は
東
南
ア
ジ
ア
に

移
任
し
た
華
僑
の
間
で
も
信
仰
さ
れ
'
十
九
世
紀
か
ら
各
地
に
関
羽

を
柁

っ
た
廟
が
で
き
た
｡
た
だ
､
例
え
ば
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
南
靖
廟
は

福
建
南
靖
の
出
身
者
が
建
て
'
メ
ダ
ン
､

マ
カ
ッ
サ
ル
の
関
帝
廟
は

贋
東
､
メ
ダ
ン
の
武
帝
廟
は
福
建
と
い
-
よ
う
に
､
廟
を
建
て
た
目

的
は
同
郷
商
人
の
結
束
を
固
め
､
そ
の
郷
土
合
的
組
織
の
本
部
と
し

て
使
う
た
め
で
あ

っ
た
よ
-
で
､
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
守
護
神
と
し
て

関
羽
を
絶

っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
｡
次
に

『
三
園
演
義
』
の
翻
諸

は
､
十
九
世
紀
後
半
か
ら
教
種
の
マ
レ
ー
語
諸
､
ジ
ャ
ワ
語
諸
が
出

さ
れ
､
す
で
に
原
語
で
讃
む
の
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
二
世
華
僑
に

歓
迎
さ
れ
た
｡
ま
た
､
多
-
の
寺
の
壁
に
三
園
故
事
が
描
か
れ
て
い
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た
こ
と
､

｢
三
園
｣
の
登
場
人
物
を
織
-
込
ん
だ
詩
が
多
-
詠
ま
れ

て
い
た
こ
と
､

さ
ら
に

｢古
城
禽
館
｣
と
い
う
組
織
が
あ
-
､
｢

三

園
｣
の

｢古
城
乗
合
｣
の
故
事
に
ち
な
ん
で
劉

･
関

･
張

･
超
の

姓

の
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
､
東
南
ア
ジ
ア
は
も
ち
ろ
ん
世
界
各
地

に
支
部
が
あ
る
こ
と
な
ど
､
中
国
人
華
僑
の
間
で

『
三
園
演
義
』
が

人
口
に
牌
英
し
て
お
-
､
彼
ら
の
思
想
に
も
影
馨
を
興
え
て
き
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
そ
の
影
響
は
華
僑
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
､

多
-
の
マ
レ
ー
人
､
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
ま
で
及
ん
で
い
た
､
と
い

う
内
容
｡
女
史
が

｢
三
園
｣
の
研
究
を
し
て
い
る
過
程
で
東
南
ア
ジ

ア
に
目
を
向
け
た
の
か
､
東
南
ア
ジ
ア
の
研
究
を
し
て
い
て
｢三
園
｣

の
存
在
に
気
付
い
た
の
か
は
尋
ね
そ
び
れ
た
が
､
い
ず
れ
に
し
て
も

筆
者
に
と
っ
て
は
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
種
類
の
研
究
で
あ
-
､
今

回
の
研
討
合
の
中
で
は
最
も
興
味
深
い
額
表
で
あ

っ
た
｡

次
は
四
川
虞
播
電
税
重
文
蛮
部
編
集
委
員
の
畢
璽
氏
の

｢
1
0
0

集
系
列
虞
播
連
績
劇

『
三
園
演
義
』
的
創
作
紹
介
｣
｡

ラ
ジ
オ
ド
ラ

マ

『
三
園
演
義
』
の
紹
介
.

績
い
て
中
国
社
合
科
学
院
歴
史
研
究
所
副
研
究
員
の
童
超
氏
の

｢萄
漢
後
主
劉
押
許
俸
｣
｡
劉
群
の
生
涯
を

『
三
国
志
』
か
ら
紹
介
.

紹

介

凡
庸
か
つ
軟
弱
な
君
主
で
あ
-
普
然
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
､

彼
の
よ
う
な
人
物
を
皇
位
に
つ
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
皇
位
鮭
承
制

度
が
も
っ
と
も
悪
い
と
結
論
す
る
｡

そ
し
て
四
川
省
社
合
科
学
院
副
院
長
で
中
国

『
三
園
演
義
』
学
食

の
副
骨
長
で
も
あ
る
欝
洛
非
氏
の

｢『
三
園
演
義
』
興
中
国
俸
統
文

化
｣
｡
『
三
園
演
義
』
と
中
国
の
俸
統
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
､

最
近
の
日
本
な
ど
の
三
園
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
｡

二
日
目
は
禽
場
を
成
都
市
内
の
諸
葛
亮
を
配

っ
た
武
侠
両
に
移
し

て
行
な
わ
れ
た
｡
茸
ず
中
国
聾
術
研
究
院
常
務
副
院
長
の
李
希
凡
氏

の

｢
三
園
文
化
源
遠
流
長
｣
〇
三
国
文
化
の
深
さ
を
述
べ
た
も
の
｡

次
に
筆
者
上
野
が

｢〃
三
園
熱
〃

在
日
本
的
背
景
｣
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
襲
表
し
た
｡
日
本
で
は
『
三
園
演
義
』
の
翻
評
や
吉
川
英
治

の
小
説
以
外
に
､
特
に
若
い
世
代
は
テ
レ
ビ
の
人
形
劇
や
寝
室
､
フ

ァ
,,'
コ
ン
ゲ
ー
ム
な
ど
に
よ
っ
て

｢
三
園
｣
に
接
し
て
い
る
現
状
を

紹
介
し
､
そ
れ
が
最
近
の

｢
三
図
志
ブ
ー
ム
｣
の
l
因
で
あ
ろ
う
と

し
た
も
の
で
､
神
戸
新
聞

(九
1
年
六
月
七
日
)
に
掲
載
さ
れ
た
筆
者

の
小
論
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
で
あ
る
｡

最
後
に
中
文
合
食
長
の
大
町
頼
勝
氏
が
中
文
合
の
活
動
状
況
を
報
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告
､
筆
者
の
費
表
に
付
け
加
え
て
日
本
に
お
け
る

｢
三
園
｣
の
状
況

に
つ
い
て
も
述
べ
た
｡

中
国
の
拳
骨
に
は
よ
-
あ
る
こ
と
の
よ
う
だ
が
､
軍
表
を
せ
ず
に

提
出
だ
け
さ
れ
る
論
文
が
こ
の
研
討
骨
で
も
数
編
あ

っ
た
O
主
な
も

の
を
二
編
紹
介
す
る
｡
ま
ず
成
都
武
侠
洞
博
物
館
研
究
部
主
任
の
欝

良
嚇
氏
の
｢諸
葛
亮
的
服
飾
論
考
｣
O
羽
扇
､
給
巾
､
鶴
聾
な
ど
『
三

園
演
義
』
の
諸
葛
亮
に
特
徴
的
な
服
飾
の
形
成
過
程
を
さ
ぐ
る
も
の
O

『
三
国
志
平
話
』
に
は
服
飾
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
な
-
､
元
就
劇
に

は
､
羽
扇
､
輪
巾
'
鴇
蟹
の
文
字
は
見
え
る
も
の
の
､

『
孤
本
元
明

雄
劇
』
の
穿
開
に
は
冠
､
追
柏
､
羽
扇
と
あ
る
o
育
め

『語
林
』
に

葛
巾
､
羽
扇
と
あ
る
の
で
､
羅
貫
中
は
こ
れ
を
よ
-
ど
こ
ろ
と
し
て
､

皇
帝
の
つ
け
る
も
の
で
あ

っ
た
冠
を
巾
に
､
末
代
の
士
大
夫
の
普
段

着
で
あ

っ
た
遠
祖
を
神
秘
性
を
加
え
る
た
め
に
鶴
盤
と
し
た
の
で
あ

ろ
-
と
推
測
｡
ま
た
､
明
以
降
の
版
本
の
挿
圏
で
諸
葛
亮
の
服
飾
が

一
定
せ
ず
､
特
に
給
巾
の
大
き
さ
が
様

々
で
あ
る
の
は
､
そ
の
出
版

時
期
の
服
飾
の
流
行
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
結
論
す

る
｡
筆
者
が
以
前
同
様
の
研
究
を
し
た
こ
と
が
あ
る
た
め
特
に
興
味

潔
-
､
今
回
の
中
国
側
研
究
者
に
よ
る
文
学
関
係
の
蔓
表
､
提
出
論

文
の
中
で
は
最
も
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
と
感
じ
た
｡

そ
れ
か
ら
四
川
省
社
食
科
学
院
の
沈
伯
俊
氏
の

｢重
新
校
理

『
三

園
演
義
』
的
幾
個
問
題
｣
｡
『
三
園
演
義
』
の
校
理
出
版
を
手
掛
け
て

い
る
沈
氏
が
そ
の
問
題
鮎
と
封
策
を
提
唱
す
る
も
の
｡
小
説
で
あ
る

『
三
園
演
義
』
の
誤
-
(沈
氏
の
言
う

〟技
術
性
錯
誤
″
)

は
作
者
の
創
作

意
園
や
蛮
術
構
想
と
は
全
-
関
係
の
無
い
も
の
で
あ
-
'
積
極
的
に

改
め
る
べ
き
だ
と
す
る
｡
従

っ
て
例
え
ば
人
名
の
文
字
の
誤
-
や
官

職
の
誤
-
(楊
卓
が

〟少
将
″

に
任
じ
ら
れ
る
の
は
〟少
府
″

の
誤
-
な
ど
)

等
は
校
正
す
る
が
､
そ
の
中
で
も
ス
ト
1
-
1
展
開
に

か
か
わ
る
と

思
わ
れ
る
錯
誤
(曹
操
が
史
賓
で
は
建
安
元
年
に
司
空
'
建
安
十
三
年
に
丞

相
に
な
る
が
'
『演
義
』
で
は
建
安
元
年
か
ら
詠
相
に
な
っ
て
い
る
な
ど
)
に

つ
い
て
は
校
正
し
な
い
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
そ
の

上
で
､
研
究
者
に
と
っ
て
は
校
正
を
し
な
い
原
文
の
ま
ま
の
も
の
の

方
が
有
益
で
あ
る
が
'

一
般
語
著
に
は
そ
れ
で
は
不
便
で
あ
る
の
で
､

ど
ち
ら
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
方
法
と
し
て
､
原
文
を
改
め
た

も
の
を
本
文
と
L
t
脚
注
で
原
文
を
示
し
て
改
め
た
限
嬢
を
説
明
す

る
と
い
う
形
が
最
適
で
あ
ろ
う
と
結
論
し
て
い
る
｡
中
開
の
古
典
小

説
を
出
版
す
る
際
に
は
常
に
こ
の
よ
-
な
問
題
が
つ
き
ま
と
う
の
だ
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ろ
う
が
､
そ
れ
に
積
極
的
に
取
-
組
み
'
そ
の
問
題
鮎
を
も
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
沈
氏
の
員
撃
な
姿
勢
に
は
好
感
が
も
て
る
o

今
回
の
研
討
合
を
総
括
す
る
と
､
全
鰻
的
に
は
低
調
で
あ

っ
た
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
O
今
回
は

｢
三
成
文
化
研
討
合
｣
で
あ
る
か
ら
､

歴
史
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
も
の
で
あ
-
､
筆
者
の
専
門
と
す
る
文

学
関
係
の
妻
表
､
論
文
が
多
-
な
か
っ
た
た
め
に
徐
計
に
そ
う
感
じ

た
の
か
も
知
れ
な
い
が
､
見
る
べ
き
も
の
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思

う
｡
た
だ
文
学
に
つ
い
て
は
こ
の
研
討
合
の

一
週
間
は
ど
前
に
､
湖

北
省
江
陵
牌
で

｢第
七
屑

『
三
園
演
義
』
学
術
討
論
合
｣
が
行
わ
れ

て
お
-
､

そ
ち
ら
に
は
中
国
の

『
三
園
演
義
』
研
究
者

の
主
要
な

メ
ソ
バ
ー
は
顔
を
揃
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
､
園
内
寧
合
で
あ
る

た
め
園
外
の
研
究
者
に
は
開
放
さ
れ
な
か
っ
た

(但
し
'
上
田
望
氏
は

特
別
参
加
)｡
も
ち
ろ
ん
両
方
に
参
加
し
た
研
究
者
も
い
た
け
れ
ど
も

数
は
少
な
か
っ
た
よ
う
だ
｡

研
究
傾
向
に
つ
い
て
だ
が
､
サ
ル
モ
ソ
女
史
の
中
国
園
内
だ
け
で

な
く
園
外
に
ま
で
観
野
を
虞
げ
た
研
究
の
よ
う
な
､
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
な
研
究
が
必
要
な
時
期
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
'
中
国

研
究
者
の
多
-
に
は
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
あ
ま
-
感
じ
ら
れ
な
か
っ

紹

介

た
｡
中
国
と
い
う
園
の
現
状
を
考
え
れ
ば
､
研
究
活
動
の
方
法
も
限

ら
れ
て
来
る
の
は
止
む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
以
前
よ

-
は
少
な
-
な
っ
て
き
た
よ
う
だ
が
､
『
三
園
演
義
』
だ
け
を
い
じ

-

っ
た
よ
う
な
'
極
論
す
れ
ば
感
想
文
的
な
襲
表
､
論
文
が
い
ま
だ

に
見
ら
れ
る
｡
今
回
の
よ
-
な
国
際
寧
合
開
催
の
目
的
の
一
つ
に
は
､

各
国
の
研
究
の

一
端
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
れ
ま
で
に
な
い
様

々
な
ア
プ

ロ
ー
チ
の
仕
方
を
開
拓
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
､

T
部
の
中
園
側
関
係
者
に
外
国
人
に
何
が
わ
か
る
か
､
と
い
っ
た
よ

う
な
態
度
が
窺
わ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
残
念
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
外

国
の
研
究
が
全
て
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
､
中
開
園
内
で
も

喜
期
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
､
今
回
筆
者
は

サ
ル
モ
ソ
女
史
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
こ
と
に
非
常
に
感
動
を
覚
え

た
の
で
､
特
に
そ
の
鮎
を
痛
感
し
た
次
第
で
あ
る
｡
ま
た
日
本
で
は

最
近

『
三
園
演
義
』
の
版
本
の
優
れ
た
研
究
が
進
ん
で
い
る
が
､
中

国
で
は
あ
ま
-
行
わ
れ
て
い
な
い
.
そ
の
鮎
を
中
開
の
研
究
者
に
尋

ね
て
み
る
と
'
｢中
国
で
は
日
本
は
ど
多
-
の
版
本
を
見
る
の
は
不

可
能
だ
｡
｣

と
の
こ
と
で
あ

っ
た
｡

そ
れ
は
そ
の
通
-
で
は
あ
ろ
う

が
､
そ
れ
な
ら
ば
も
っ
と
日
本
で
の
研
究
の
成
果
を
利
用
し
て
も
よ
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い
よ
う
に
思
う
｡

日
本
と
中
開
の
研
究
交
流
の
少
な
さ
を
痛
感
し
､

今
後
活
頚
に
交
流
が
進
む
こ
と
を
期
待
す
る
が
､
そ
れ
に
は
日
中
双

方
の
よ
-

一
層
の
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

も
う

一
つ
気
付

い
た
鮎
で
少
な
か
ら
ず
驚
か
さ
れ
た
の
は
､
日
本

で

『
三
国
志
』
が
企
業
経
営
に
生
か
さ
れ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
が

中
国
の
研
究
者
の
間
で
常
識
と
な

っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
｡

襲
表
の
中
で
も
穆
銭
氏
と
評
洛
非
氏
が
そ
の
こ
と
に
言
及
し
､
讃
洛

非
氏
に
は

『
三
園
演
義

･
謀
略

･
領
導
蛮
術
』
､
研
討
合
の
参
加
者
で

海
南
大
挙
学
報
主
編
の
暴
雨
住
民
に
は

『
三
園
演
義
興
現
代
商
戦
』

と
い
う
本
も
あ
る
｡
日
本
で
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
本
も
出
版
さ
れ

て
い
る
し
､

一
部
の
雑
誌
で
は
毎
週
の
よ
-
に
そ
の
よ
う
な
類

い
の

記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
本
営
に
企
業
経
営
に
生
か
し
て
い
る
人

が
日
本
に
い
る
の
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
だ
が
､
そ
う
い
っ
た
状
況

が
以
前
中
国
の
新
聞
で
紹
介
さ
れ
､
そ
れ
以
降
中
国
で
も
こ
の
種
の

本
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
よ
う
だ
｡
別
に
そ
れ
が
悪

い
と
は

言
わ
な
い
が
､
少
な
-
と
も
文
学
研
究
と
は
呼
べ
な
い
と
筆
者
は
認

識
し
て
お
-
､
そ
の
種
の
記
事
も
本
も
ほ
と
ん
ど
目
を
通
し
た
こ
と

が
な
い
｡
し
か
し
､
中
国
の
研
究
者
は
文
学
研
究
を
そ
の
他
の
分
野

に
も
活
用
す
る
緒
好
の
例
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
､
多
数
の
人
が
興

味
を
持

っ
て
い
る
よ
う
で
あ

っ
た
｡
日
本
の
学
術
的
な
研
究
に
は
飴

-
興
味
を
示
さ
な
い
の
に
､
な
ぜ
こ
の
程
度
の
こ
と
に
色
め
き
立
つ

の
か
'
ど
う
に
も
理
解
し
難

い
｡

研
討
合
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
し
て
き
た
が
'
レ
ジ

ュ
メ
の
有
無
'

章
表
の
内
容
に
封
す
る
筆
者
の
興
味

の
度
合
に
よ

っ
て
､
紹
介
の
仕

方
に
差
が
生
じ
る
結
果
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
｡
ま
た
､
筆
者
自
身
の

護
表
が
あ
ま
-
研
究
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
､

い
ろ
い
ろ
と
批
判
を
し
た
こ
と
は
厚
顔
無
恥
の
極
み
で
あ
る
｡

研
討
骨
の
運
皆
に
毒
力
さ
れ
た
関
係
者
の
方

々
に
は
､
こ
の
場
を
借

-
て
御
薩
と
御
詫
び
を
申
し
上
げ
た
い
.
な
お
こ
の

｢中
国
四
川
国

際
三
国
文
化
研
討
禽
｣
に
つ
い
て
は
､
上
田
望
氏
が

｢
三
園
文
化
研

究
の
展
望
｣
(『中
国
尚
書
』
九
二
年

･
二
月
競
)
と
題
し
て

｢
『
三
園
演

義
』
学
術
討
論
合
｣
と
併
せ
て
報
告
し
､
横
堀
克
己
氏
が
朝
日
新
聞

紙
上
(九

一
年
十
二
月
十
日
)
に
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
｡
ま
た
今
回
の

妻
表
論
文
､
提
出
論
文
を
ま
と
め
て
出
版
す
る
濠
定
で
あ
る
と
聞

い

て
い
る
が
､
出
版
時
期
は
未
定
の
よ
う
で
あ
る
｡
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こ
こ
か
ら
は
中
国
に
お
け
る
最
近
の

『
三
園
演
義
』
研
究
の
動
向

に
つ
い
て
述
べ
る
｡
個
々
の
研
究
の
傾
向
に
つ
い
て
は
､
先
に
述
べ

た
状
況
と
そ
う
大
き
-
襲
化
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
､
最
近

出
版
さ
れ
た
研
究
書
､
及
び
中
国
で
開
か
れ
た
､
あ
る
い
は
開
か
れ

る
濠
定
の
学
術
合
議
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
｡
た
だ
､
研

究
書
'

研
究
論
文
に
つ
い
て
は
､

中
国
に
は

『
三
園
演
義
辞
典
』

(沈
伯
俊
･
評
艮
愉
編

巴
萄
書
証

八
九
年
六
月
･改
訂
版

九
一
年
七
月
)､

日
本
に
は

｢『
三
国
志
演
義
』
研
究
文
献
目
録
稿
｣
(中
川
諭
･
上
田
望

編

『中
国
古
典
小
説
研
究
動
態
』
第
四
窮

九
〇
年
十
月
)
と

｢同
･
訂
補
｣

(第
五
競

九
一
年
十
月
)
が
あ
-
､
ほ
ぼ
完
壁
に
網
羅
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
の
で
､
ご
-
最
近
に
出
版
さ
れ
た
も
の
に
と
ど
め
る
｡

研
究
動
向
に
つ
い
て
は
四
川
省
祉
倉
科
学
院
の
沈
伯
俊
氏
に
書
面

で
御
教
示
頂
い
た
｡
こ
れ
か
ら
先
は
筆
者
の
ま
と
め
た
も
の
と
い
う

よ
り
'
ほ
と
ん
ど
沈
伯
俊
氏
の
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も

よ
い
｡
中
国

『
三
園
演
義
』
学
令
の
秘
書
長
で
も
あ
る
沈
伯
俊
氏
は
､

今
回
の
研
討
合
で
も
運
営
の
安
室
的
な
中
心
で
あ
-
､
筆
者
も
大
襲

お
世
話
に
な
っ
た
｡
先
に
挙
げ
た

『
三
国
演
義
鮮
典
』
を
は
じ
め
､

研
究
書
'
研
究
論
文
は
多
数
に
及
び
､
こ
れ
も
研
討
合
の
論
文
の
項

紹

介

で
述
べ
た
よ
う
に
最
近
は

『
三
園
演
義
』
校
理
も
手
掛
け
て
い
る
｡

現
在
の
中
国
の

『
三
園
演
義
』
研
究
者
の
中
で
は
最
も
意
欲
的
な
研

究
を
行
な
っ
て
い
る

一
人
で
あ
る
｡

ま
ず
､
版
本
の
整
理
出
版
状
況
｡
次
に
挙
げ
る
三
つ
は
全
て
沈
伯

俊
氏
が
校
正
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
｡

1

『聖
二
図
演
義
》
校
理
本
』
(通
行
本
'
附
注
)

江
蘇
古
籍
出
版
社
､
九
二
年
二
月
｡
末
尾
に

｢校
理

一
覧
表
｣
を

附
し
､
八
百
二
十
五
箇
所
の
誤
-
を
指
摘
｡

2

『
毛
本

塁

1園
演
義
》
整
理
本
』

中
州
古
籍
出
版
社
､
九
二
年
八
月
｡
九
百
箇
所
あ
ま
-
の
誤
-
香

校
正
｡
毛
宗
尚
の
評
も
残
す
｡

3

『
嘉
靖
本

塁

一闘
志
通
俗
演
義
》
整
理
本
』

近
日
出
版
予
定
｡
大
量
の
誤
-
を
校
正
｡
注
帯
の
教
約
二
千
｡

次
に
研
究
書
｡
最
近
の
研
究
書
の
中
か
ら
文
学
研
究
と
は
言
い
難

い
も
の
を
省
き
'
重
要
な
も
の
の
み
を
沈
伯
俊
氏
に
選
ん
で
頂
い
た
｡

1

『諸
葛
亮
形
象
史
研
究
』
陳
和
筆
者
｡

断
江
古
籍
出
版
社
､
九

〇
年
十
二
月
｡
上
編
で
諸
葛
亮
の
垂
術
形

象
の
形
成
と
演
襲
､
下
編
で
諸
葛
亮
故
事
の
流
侍
と
影
響
に
つ
い
て
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中
国
文
畢
報

第
四
十
六
耕

述
べ
る
｡

2

『至

l園
演
義
》
考
許
』
周
兆
新
著
O

北
京
大
学
出
版
社
､

九

〇
年
十
二
月
｡

｢説
三
分
｣
も

『
三
園
演

義
』
成
立
の
重
要
な
要
素
で
あ
-
､
『
演
義
』
は
羅
貫
中
個
人
の
創

作
と
考
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
､
『
演
義
』
は
厳
密
な
意
味
で
の
歴

史
小
説
と
は
言
え
ず
､
そ
の
創
作
方
法
は
浪
漫
主
義
に
近
い
こ
と
､

嘉
靖
本
が
羅
貫
中
の
原
作
に
最
も
近
い
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
､

な
ど
を
述
べ
る
｡

3
『(7111闘
演
義
》
美
学
債
値
』
暮
雨
佳
著
.

中
州
古
籍
出
版
社
､
九

一
年
五
月
｡
『
三
園
演
義
』
の
審
美
債
値
､

蛮
術
の
開
拓
と
創
造
､
人
物
の
歴
史
と
虚
構
'
毛
宗
山岡
の
美
学
思
想

に
つ
い
て
述
べ
る
｡

4

『塁

一国
演
義
》
輿
中
国
文
化
』
論
文
集
O

巴
萄
書
証
､
九

一
年
九
月
｡
｢『
三
園
演
義
』
興
中
国
文
化
学
術
討

論
合

(第
六
届

『
三
園
演
義
』
学
術
討
論
合
)｣
の
顎
表
論
文
､

提
出
論

文
を
ま
と
め
た
も
の
｡

5

『至

面

演
義
》
蛮
術
欣
賞
』
鄭
織
生
者
O

中
開
国
際
虞
播
出
版
社
､
九
二
年
七
月
｡
未
見
の
た
め
内
容
未
詳
｡

そ
し
て
学
術
合
議
の
状
況
｡
今
回
の
討
論
合
以
外
に
､
こ
れ
ま
で

中
国
で
行
わ
れ
た

『
三
園
演
義
』
関
係
の
全
国
規
模
の
撃
骨
を
全
て

挙
げ
る
｡

-

｢『
三
園
演
義
』
学
術
討
論
合
｣

首
属

地
鮎
-
成
都

八
三
年
四
月
十
五
日
か
ら
二
十

1
日

四
川
省
社
合
科
学
院
主
催

第
二
眉

地
鮎
-
洛
陽

八
四
年
四
月
十
二
日
か
ら
十
九
日

河
南
省
社
食
科
学
院
文
学
研
究
所

･
河
南
省
文
学
学
舎

共
催

第
三
届

地
鮎
-
錦
江

八
五
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
六
日

中
国

『
三
園
演
義
』
撃
合

･
江
蘇
省
祉
合
科
学
院

･
江

蘇
省
暫
挙
証
合
科
挙
学
食
聯
合
食

･
江
蘇
省
文
聯

･
南

京
師
範
大
学

･
錦
江
市
人
民
政
府
共
催

第
四
屈

地
鮎
-
嚢
契

八
七
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日

中
園

『
三
園
演
義
』
撃
合

･
湖
北
大
学

･
裏
奨
大
学
共

催

第
五
眉

地
鮎
-

海
口

八
八
年
五
月
十
九
日
か
ら
二
十
四
日

中
国

『
三
園
演
義
』
学
舎

･
海
南
大
学

･
海
南
師
範
寧
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院
共
催

第
六
眉

(｢『
三
園
演
義
』
輿
中
国
文
化
学
術
討
論
合
｣)

地
鮎
-
綿
陽

九
十
年
九
月
十
日
か
ら
十
四
日

中
国

『
三
園
演
義
』
撃
合

･
政
協
四
川
省
綿
陽
市
委
員

合

･
四
川
省
赦
合
科
学
院

･
四
川
省
社
食
科
学
合
聯
合

禽
共
催

第
七
屑

地
鮎
-
江
陵

九

l
年
十
月
二
十

1
日
か
ら
二
十
五
日

中
国

『
三
園
演
義
』
学
舎

･
湖
北
省

『
三
園
演
義
』
撃

合

･
江
陵
騒
人
民
政
府

･
湖
北
大
学
中
国
古
代
小
説
戯

曲
研
究
所
共
催

2

｢
三
園
輿
諸
葛
亮
国
際
学
術
討
論
合
｣

地
鮎
-
成
都

八
五
年
十

一
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
九

日

3

｢俸
統
文
化
典
現
代
管
理
研
討
合
｣

地
鮎
-
鹿
州

八
六
年
十
二
月
四
日
か
ら
七
日

中
国

『
三
園
演
義
』
学
舎
主
催

4

｢『
三
園
演
義
』
版
本
討
論
合
｣

地
鮎
-
尾
明

八
七
年

一
月
十
二
日
か
ら
十
五
日

紹

介

中
国

『
三
園
演
義
』
学
舎
主
催

最
後
に
九
三
年
開
催
預
定
の
学
術
合
議
に
つ
い
て
｡
｢第
八
眉
『
三

園
演
義
』
学
術
討
論
脅
｣
が
春

(日
時
未
詳
)
に
河
南
省
許
昌
市
で
開

催
｡
参
加
者
約
百
名
の
見
込
み
｡
ま
た

｢孫
典
輿
三
園
文
化
研
討
合
｣

が
五
月
上
旬
に
新
江
省
富
陽
噺
で
開
催
.
参
加
者
四
十
名
程
度
｡
文

学
研
究
者
だ
け
で
な
-
歴
史
研
究
者
も
参
加
す
る
と
の
こ
と
｡

現
在
の
中
国
の
出
版
状
況
を
考
え
れ
ば
､
三
園
関
係
の
書
籍
は
か

な
り
多
-
出
さ
れ
て
お
-
､
中
国
園
内
で
も

一
種
の
三
園
ブ
ー
ム
が

起
こ
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
純
粋
な
研
究
書

の
教
は
決
し
て
多
-
な
-
､
必
ず
し
も
良
い
状
況
と
は
言
え
な
い
と

思
わ
れ
る
｡
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
新
し
い
研
究
方
法
に
も
積
極

的
に
目
を
向
け
､
優
れ
た
も
の
は
謙
虚
に
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
持

っ

て
欲
し
い
こ
と
､
そ
し
て
研
究
方
法
を
強
制
的
に
押
し
付
け
ら
れ
る

よ
う
な
時
代
が
再
び
来
な
い
こ
と
を
願

っ
て
や
ま
な
い
｡

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
沈
伯
俊
氏
､
上
田
望
氏
に
御
教
示
'

御
協
力
を
頂
い
た
｡
改
め
て
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
た
い
｡

(富
山
大
学

上
野
隆
三
)
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