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︱
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一

本
書
は
︑
二
〇
〇
九
年
一
〇


三
日
に
四
八
歲
の
若
さ
で
病
歿
さ
れ
た
岡

元
司

も

と

し

氏
の
�
稿
集
で
あ
る
︒
書
名
は
︑
本
書
の
�
輯
委
員
會
・
實
行
委
員
會

が
附
し
た
﹁
凡
例
﹂
に
よ
る
と
︑
岡
氏
が
生
�
に
書
き
留
め
て
い
た
﹁
�
士

論
�
�
想
﹂
か
ら
取
っ
た
と
あ
り
︑
氏
の
�
圖
に
沿
っ
た
命
名
と
い
え
よ
う
︒

事
實
︑
氏
の
硏
究
生
活
を
�
み
る
と
き
︑
書
名
に
含
ま
れ
る
﹁
地
域
社
會
﹂

と
い
う
語
句
に
︑
生
涯
を
�
し
て
一
貫
し
て
こ
だ
わ
り
續
け
た
硏
究
對
象
・

硏
究
方
法
が
象
�
�
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
敗
戰
を
契
機
と
し
た
日
本
の
中
國
�
硏
究
は
︑
戰
�
に

お
い
て
大
陸
�
略
を
結
果
�
に
正
當
�
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ア
ジ
ア
社
會

(中
國
社
會
)
停
滯
論
の
克
�
を
揭
げ
て
再
出
發
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
課

題
を
具
體
�
す
る
た
め
に
︑
理
論
�
に
は
�
�
唯
物
論
を
中
心
と
し
て
︑
 

に
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
を
も
加
味
し
た
社
會
經
濟
�
�
硏
究

を
!
液
と
す
る
硏
究
が
一
九
七
〇
年
代
ま
で
に
"
め
ら
れ
て
き
た(1
)
︒
し
か
し
︑

宋
代
以
後
の
硏
究
に
限
っ
て
み
て
も
︑
地
!=

佃
戶
制
を
生
產
關
係
の
中
軸

に
据
え
た
社
會
經
濟
�
�
硏
究
は
︑
多
く
の
貴
重
な
成
果
を
生
み
出
し
な
が

ら
も
︑
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
︑
こ
う
し
た
生
產
關
係
だ
け
で
は
捉
え
き

れ
な
い
︑
中
國
社
會
特
&
の
仕
組
み
や
人
�
關
係
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
︒
地
域
社
會
論
も
︑
そ
う
し
た
怨
し
い
試
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
を
提
唱
し
た
森
正
夫
氏
は
︑
地
!=

佃
戶
制
と
い
う
生
產
關
係
論
に
收

ま
り
き
れ
な
い
基
層
社
會
の
秩
序
を
︑
儒
敎
�
敎
養
に
基
づ
く
士
大
夫
を
媒

介
と
す
る
指
)
者
と
被
指
)
者
に
よ
っ
て
自
覺
�
に
作
り
出
さ
れ
る
も
の
と

規
定
し
︑
そ
こ
か
ら
怨
た
な
中
國
社
會
宴
を
措
定
し
よ
う
と
し
た(2
)
︒
こ
の

﹁
地
域
社
會
﹂
論
は
+
淸
�
硏
究
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
が
︑
本
書
に

も
繰
り
-
し
觸
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
宋
代
�
硏
究
に
も
.
ん
で
一
分
野

を
形
成
し
て
︑
現
在
ま
で
硏
究
が
"
め
ら
れ
て
き
た
︒
著
者
の
岡
氏
は
︑
そ

の
中
核
を
擔
っ
て
い
た
︒
と
す
れ
ば
︑
氏
の
﹁
地
域
社
會
論
﹂
あ
る
い
は

﹁
地
域
社
會
�
﹂
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
獨
自
の
特
色
が
あ
り
︑
そ
し
て
本
書

の
も
う
一
つ
の
題
名
を
�
成
す
る
﹁
沿
海
﹂
と
ど
の
よ
う
に
關
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
︒
以
下
の
叙
述
の
中
で
︑
そ
れ
ら
が
+
示
で
き
れ
ば
︑
こ
の

書
/
の
役
割
を
無
事
に
果
た
せ
た
と
い
え
よ
う
︒

二

本
書
の
內
容
を
鯵
單
に
紹
介
す
る
�
に
︑
本
書
の
目
2
を
示
し
て
お
こ
う
︒

第
1
部
：
地
域
社
會
�
硏
究
と
方
法
論

第
1
違

地
域
社
會
�
硏
究

第
2
違

宋
代
の
地
域
社
會
と
知
︱
︱
學
際
�
視
點
か
ら
み
た
課
題

︱
︱

第
3
違

宋
代
地
域
社
會
�
硏
究
と
空
閒
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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第
2
部
：
エ
リ
ー
ト
の
活
動
と
地
域
社
會

第
4
違

南
宋
7
に
お
け
る
科
擧

︱
︱
試
官
の
分
析
を
中
心
に
︱
︱

第
5
違

南
宋
7
溫
州
の
名
族
と
科
擧

第
6
違

南
宋
7
溫
州
の
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
人
�
結
合

︱
︱
永
嘉
學
9
と
の
關
聯
を
中
心
に
︱
︱

第
7
違

南
宋
7
の
地
域
社
會
に
お
け
る
知
の
能
力
の
形
成
と
家
庭
:

境
︱
︱
水
心
�
集
墓
誌
銘
の
分
析
か
ら
︱
︱

第
8
違

南
宋
7
の
地
域
社
會
に
お
け
る
﹁
友
﹂

第
9
違

南
宋
7
溫
州
の
思
想
家
と
日
常
空
閒

︱
︱
東
南
沿
海
社
會
に
お
け
る
地
域
�
�
の
多
層
性
︱
︱

第
10
違

南
宋
7
浙
東
に
お
け
る
墓
と
地
域
社
會

︱
︱
對
岸
社
會
の
一
斷
面
︱
︱

第
11
違

宋
代
+
州
の
�
氏
一
族
と
東
錢
湖
墓
群

第
12
違

宋
代
に
お
け
る
沿
海
周
緣
縣
の
�
�
�
成
長

︱
︱
溫
州
<
陽
縣
を
事
例
と
し
て
︱
︱

第
3
部
：
基
層
社
會
の
變
容
と
信
仰

︱
︱
地
域
社
會
か
ら
東
ア
ジ
ア
海
域
ま
で
︱
︱

第
13
違

沿
海
地
域
社
會
を
步
く
︱
︱
南
宋
時
代
溫
州
の
地
域
�
�
が

育
ま
れ
た
空
閒
︱
︱

附
錄

宋
元
時
代
の
浙
東
沿
海
地
域
社
會
と
マ
ニ
敎

第
14
違

疫
病
多
發
地
帶
と
し
て
の
南
宋
7
兩
浙
路

︱
︱
:
境
・
醫
療
・
信
仰
と
日
宋
?
液
︱
︱

第
15
違

中
世
日
本
に
お
け
る
疫
病
・
信
仰
と
宋
�
�

︱
︱„
海
の
AB

が
つ
な
ぐ
東
ア
ジ
ア
︱
︱

第
16
違

海
を
と
り
ま
く
日
常
性
の
�
C

第
4
部
：
地
域
社
會
と
:
境

第
17
違

南
宋
7
浙
東
海
D
都
市
の
停
滯
と
森
林
:
境

第
18
違

周
防
か
ら
+
州
へ
︱
︱
木
材
は
な
ぜ
F
ば
れ
た
か
︱
︱

第
19
違

中
國
の
森
林
:
境
を
考
え
る
旅

第
20
違

地
中
海
と
東
ア
ジ
ア
海
域
の
:
境
に
關
す
る
覺
書

第
21
違

:
境
問
題
の
歷
�
か
ら
み
た
中
國
社
會

︱
︱
森
林
・
傳
染
病
・
食
生
活
︱
︱

岡
元
司
略
歷
・
業
績
目
錄

後
序
1

山
根
直
生

後
序
2

寺
地
H

あ
と
が
き

索
引

目
2
を
み
て
分
か
る
よ
う
に
︑
本
書
は
︑
I
體
で
二
一
違
か
ら
成
り
立
ち
︑

そ
の
二
一
違
は
︑
第
1
部

(
三
違
)︑
第
2
部

(
九
違
)︑
第
3
部

(四
違
)︑

第
4
部

(
五
違
)
の
四
部
�
成
と
な
っ
て
い
る
︒
後
序
の
二
つ
の
�
違
は
︑

﹃
廣
島
東
洋
�
學
報
﹄
一
四
號

(二
〇
〇
九
年
一
二


)
に
揭
載
さ
れ
た
J

悼
�
の
再
錄
で
あ
り(3
)
︑
山
根
氏
は
廣
島
大
學
の
後
輩
か
つ
K
業
生
の
代
表
者

と
し
て
︑
寺
地
氏
は
著
者
の
恩
師
代
表
者
と
し
て
L
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
で
は
︑
各
違
M
は
︑
ど
の
よ
う
な
內
容
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

第
1
部
は
︑
宋
代
地
域
社
會
�
硏
究
の
整
理
と
展
N
を
論
じ
た
三
つ
の
違
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
︒
第
1
違
は
︑
!
に
一
九
八
〇
年
代
以
影
の
︑
戰
後
日

本
に
お
け
る
宋
代
地
域
社
會
�
硏
究
の
步
み
と
︑
そ
の
硏
究
の
中
心
を
な
す

華
北
・
華
中
・
華
南
と
い
っ
た
各
地
域
の
硏
究
狀
況

(華
中
に
硏
究
が
集
中
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し
て
い
る
)
と
を
T
り
な
が
ら
︑
今
後
の
硏
究
方
向
を
五
つ
の
提
言
に
纏
め

て
い
る
︒
そ
の
提
言
は
︑
本
書
I
體
の
內
容
と
も
關
わ
る
著
者
の
志
向
を
反

映
し
て
お
り
︑
煩
瑣
を
厭
わ
ず
に
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
①
エ
リ
ー
ト
�
�

だ
け
で
な
く
庶
民
�
�
を
も
視
野
に
入
れ
る
必
P
性
︒
②
地
域
經
濟
�
と

地
域
社
會
�
と
の
&
機
�
聯
關
性
を
高
め
る
必
P
性
︒
③
地
域
社
會
と
い

う
ミ
ク
ロ
世
界
を
︑
よ
り
廣
い
空
閒
と
の
關
わ
り
︑
場
合
に
よ
っ
て
地
域
社

會
を
�
し
て
國
家
を
も
超
え
る
空
閒
と
の
關
わ
り
で
捉
え
る
必
P
性
︒
④

地
域
社
會
の
共
同
性
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
︑
こ
と
に
Q

年
盛
ん
に
い
わ
れ
る
﹁
中
閒
領
域
﹂
と
關
聯
さ
せ
て
考
察
す
る
必
P
性
︒
⑤

國
家
の
役
割
を
相
對
�
す
る
�
味
か
ら
も
︑
國
家
を
地
域
社
會
か
ら
照
射
す

る
と
い
う
方
法
論
�
必
P
性
︒

第
2
違
は
︑
2
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
︒
一
九
九
〇
年
代
か
ら
本
格

�
し
た
宋
代
地
域
社
會
�
硏
究
は
︑
エ
リ
ー
ト
を
中
心
と
し
て
考
察
さ
れ
て

き
た
が
︑
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
︑
今
後
は
エ
リ
ー
ト
の
活
動
を
單
に
地

域
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
︑
地
域
を
超
え
た
人
�
繫
が
り
や
國
家
と
の
關

わ
り
を
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
中
國
の
エ
リ
ー
ト
が
科

擧
を
�
じ
て
國
家
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
中
國
�
﹁
知
﹂
の
特
質
か
ら

す
れ
ば
︑
エ
リ
ー
ト=

�
人
の
結
び
つ
き
の
場
︑
と
く
に
書
院
を
媒
介
と
し

た
人
士
同
士
の
繫
が
り
や
︑
そ
こ
で
繰
り
廣
げ
ら
れ
る
議
論
の
在
り
方
の
側

面
に
R
目
す
べ
き
だ
︑
と
︒
第
3
違
で
は
︑
エ
リ
ー
ト
層
を
中
心
を
す
る
從

�
の
宋
代
地
域
社
會
�
硏
究
の
︑
そ
の
硏
究
の
幅
を
廣
げ
る
た
め
に
は
︑
地

域
に
﹁
空
閒
﹂
と
い
う
槪
念
を
)
入
し
て
︑
そ
の
地
域
空
閒
で
繰
り
廣
げ
ら

れ
る
人
び
と
の
?
液
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
着
目
す
る
必
P
が
あ
り
︑

そ
う
し
て
始
め
て
地
域
を
對
象
と
す
る
硏
究
は
︑
宋
代
と
い
う
時
代
を
超
え

て
長
7
�
な
視
野
を
提
供
し
う
る
と
!
張
す
る
︒

第
2
部
は
︑
溫
州
を
含
む
浙
東
地
域
を
對
象
と
す
る
個
別
硏
究
を
收
め
て

お
り
︑
そ
れ
ら
は
著
者
の
具
體
�
硏
究
成
果
の
核
心
と
も
い
う
べ
き
部
分
で

あ
る
︒
第
4
違
は
︑
南
宋
7
の
科
擧
に
お
け
る
省
試
・
四
川
省
類
試
・
國
子

監
發
解
の
試
驗
を
擔
當
す
る
試
官
の
出
身
地
が
︑
科
擧
合
格
者
の
多
い
兩
浙

路
や
福
円
路
に
集
中
し
て
い
る
點
と
︑
兩
浙
東
路
の
試
官
を
務
め
た
人
物
や

そ
の
一
族
と
"
士
合
格
者
を
輩
出
す
る
一
族
と
の
閒
に
極
め
て
密
接
な
關
係

を
&
す
る
點
と
を
取
り
上
げ
て
︑
科
擧
に
お
い
て
試
官
と
の
繫
が
り
が
K
驗

生
に
&
利
に
作
用
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒
第
5
違
は
︑
南
宋
時
7
に
永
嘉

學
9
を
生
み
出
し
た
溫
州
の
名
族
を
取
り
上
げ
︑
ま
ず
永
嘉
學
9
は
溫
州
の

名
族
の
繁
榮
と
重
な
り
合
う
形
で
活
動
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
︒
2
に
︑
名

族
の
再
生
產
に
科
擧
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
︑
科
擧
合
格
に
は
﹁
科

擧
官
﹂
(
試
官
)
と
︑
太
學
や
國
子
監
な
ど
の
學
官
と
の
繫
が
り
︑
 
に
は

政
治
中
樞
に
位
置
す
る
人
と
の
繫
が
り
が
大
き
な
�
味
を
も
っ
て
い
た
と
い

う
︒
そ
し
て
︑
�
後
に
︑
こ
う
し
た
溫
州
の
繁
榮
は
+
淸
時
代
に
K
け
繼
が

れ
ず
︑
繁
榮
は
浙
江
の
北
部
に
移
っ
た
と
述
べ
る
︒
第
6
違
は
︑
北
宋
末
か

ら
南
宋
時
7
に
お
け
る
溫
州
の
地
方
行
政
と
地
域
社
會
と
の
關
係
を
取
り
上

げ
︑
2
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒
溫
州
は
北
宋
末
の
方
臘
の
亂
と
同
時
7
に
︑

マ
ニ
敎
の
影
W
を
K
け
た
民
衆
反
亂
に
見
舞
わ
れ
た
が
︑
そ
の
秩
序
再
円
に

當
地
の
名
族
や
永
嘉
學
9
の
人
士
が
地
方
行
政
と
協
力
し
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
︒
ま
た
︑
溫
州
に
赴
任
し
た
地
方
官
に
は
+
州
を
中
心
と
す
る
四

+
學
9
に
屬
す
る
人
物
が
多
く
︑
+
州
と
溫
州
の
人
士
は
互
い
に
中
央
官
界

で
推
薦
し
あ
う
閒
柄
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
溫
州
出
身
の
官
僚
は
地
元
の
P
N

を
中
央
に
傳
え
る
パ
イ
プ
役
と
な
っ
て
︑
溫
州
の
發
展
に
深
く
關
わ
っ
て
い

た
︑
と
︒
第
7
違
は
︑
葉
X
の
﹃
水
心
�
集
﹄
に
載
る
墓
誌
銘

(一
四
八

點
)
や
行
狀

(
三
點
)
を
材
料
に
し
て
︑
2
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
︒
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こ
れ
ら
の
墓
誌
銘
・
行
狀
に
載
る
の
は
︑
多
く
が
浙
東
出
身
者
で
あ
り
︑
葉

X
は
若
い
と
き
か
ら
彼
ら
と
學
問
や
官
僚
社
會
で
の
結
び
つ
き
を
�
じ
て
人

閒
關
係
を
形
成
し
て
き
た
︒
當
該
人
物
の
/
價
基
準
と
し
て
は
︑
作
詩
能

力
・
Y
記
能
力
・
�
違
力
・
讀
書
量
・
議
論
を
�
し
て
の
知
�
鍊
[
と
い
う

五
つ
の
知
�
側
面
が
擧
げ
ら
れ
︑
こ
う
し
た
知
�
能
力
を
育
む
家
庭
:
境
に

も
葉
X
は
高
い
關
心
を
寄
せ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
實
は
︑
こ
う
し
た
知
�
:

境
の
存
在
こ
そ
が
經
濟
力
の
み
な
ら
ず
科
擧
合
格
に
至
る
實
質
�
な
條
件
と

な
っ
て
い
た
︑
と
︒
第
8
違
は
︑
南
宋
7
溫
州
の
代
表
�
士
大
夫
で
あ
る
王

十
\
・
薛
季
宣
・
陳
傅
良
・
葉
X
が
Ê
述
し
た
墓
誌
銘
を
手
が
か
り
に
︑
社

會
�
液
動
性
の
高
い
宋
代
に
お
い
て
は
︑
溫
州
で
も
他
の
地
域
と
同
樣
に
友

]
が
社
會
�
重
P
性
を
增
し
︑﹁
友
﹂
と
の
�
見
?
奄
は
思
想
形
成
に
影
W

を
與
え
︑
友
人
關
係
は
官
界
に
お
け
る
人
事
面
に
も
大
き
な
�
味
を
も
っ
て

い
た
と
論
ず
る
︒
そ
し
て
︑
地
域
社
會
や
官
界
で
の
地
位
を
擔
保
す
る
た
め

に
は
︑
名
族
や
富
裕
層
と
の
閒
に
友
人
と
し
て
の
繫
が
り
を
必
P
と
し
て
い

た
と
す
る
︒
第
9
違
は
︑
溫
州
の
自
然
:
境
を
�
初
に
紹
介
し
な
が
ら
︑
當

地
の
經
濟
・
人
口
の
變
�
を
後
の
+
淸
時
代
ま
で
を
射
_
に
入
れ
て
T
り
︑

そ
の
上
に
立
っ
て
︑
南
宋
7
の
溫
州
の
人
士
が
居
`
し
活
a
す
る
空
閒
︑
溫

州
人
士
相
互
の
?
液
實
態
や
士
大
夫
と
民
衆
�
�
と
の
關
わ
り
を
取
り
上
げ

て
い
る
︒
そ
し
て
︑
溫
州
の
社
會
は
社
會
�
液
動
性
が
高
く
︑
士
大
夫
は
社

會
か
ら
b
離
し
た
人
閒
關
係
に
籠
も
っ
て
お
ら
ず
︑
庶
民
信
仰
や
庶
民
�
�

が
エ
リ
ー
ト
�
�
と
共
存
・
融
合
す
る
方
向
性
を
持
っ
て
い
た
と
結
論
づ
け

て
い
る
︒

第
10
違
と
第
11
違
は
︑
浙
江
北
部
の
+
州
に
焦
點
を
當
て
て
い
る
︒
第
10

違
は
︑
日
宋
貿
易
の
據
點
で
あ
り
︑
日
本
の
商
人
や
僧
侶
が
多
く
訪
れ
た
+

州

(浙
江
省
寧
波
市
)
を
取
り
上
げ
︑
當
地
の
埋
葬
を
め
ぐ
っ
て
︑
埋
葬
に

至
る
時
閒
︑
埋
葬
に
お
け
る
風
水
の
重
P
視
︑
士
大
夫
の
喪
葬
觀
に
言
.
し

て
い
る
︒
第
11
違
は
︑
二
〇
〇
五
年
︑
著
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
︑
+
州
郊

外
の
東
錢
湖
の
東
側
に
廣
が
る
�
氏
一
族
の
墓
群
の
實
態
e
査
の
具
體
�
結

果
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑
2
の
よ
う
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
︒
+
州
は
南

宋
政
權
に
と
っ
て
︑
軍
事
・
?
�
・
政
治
の
P
地
で
あ
り
︑
當
地
の
�
氏
は
︑

南
宋
7
に
三
代
に
亙
っ
て
宰
相
を
出
し
續
け
た
名
門
で
あ
る
が
︑
そ
の
發
展

の
契
機
は
北
宋
末
に
科
擧
に
合
格
し
た
�
才
で
あ
り
︑
そ
の
祖
母
の
葉
氏
は

�
氏
一
族
を
N
族
と
す
る
た
め
に
多
大
な
貢
獻
を
し
た
︒
 
に
�
氏
は
+
州

に
居
`
し
た
宗
室
一
族
と
姻
戚
關
係
を
結
ん
で
一
族
の
基
盤
を
確
固
と
し
た
︒

+
州
地
域
は
晉
代
に
山
麓
の
陂
塘
を
中
心
と
し
た
小
規
模
な
開
發
か
ら
始

ま
っ
て
︑
南
宋
末
に
は
<
野
部
に
移
り
︑
時
代
が
後
に
な
る
に
從
っ
て
海
岸

低
地
部
へ
と
開
發
の
重
點
を
變
�
さ
せ
て
い
っ
た
︑
と
︒
第
12
違
は
︑
再
び

宋
代
の
溫
州
に
焦
點
を
當
て
︑
と
り
わ
け
溫
州
の
�
南
端
に
位
置
す
る
<
陽

縣
の
科
擧
合
格
者
の
縣
內
分
布
を
分
析
し
て
︑
宋
代
の
溫
州
に
お
い
て
科
擧

合
格
者
は
︑
時
代
の
推
移
と
と
も
に
︑
州
城
の
あ
る
中
核
縣
か
ら
周
緣
縣
に
︑

そ
し
て
南
宋
中
後
7
以
影
︑
科
擧
の
合
格
者
の
增
大
し
た
<
陽
縣
で
は
︑
開

發
の
"
展
に
h
っ
て
山
側
地
域
か
ら
沿
岸
地
域
に
移
動
し
て
い
っ
た
と
論
ず

る
︒第

三
部
は
︑
溫
州
を
中
心
と
し
た
浙
東
地
域
の
信
仰
と
醫
療
の
問
題
を
取

り
i
っ
て
い
る
︒
第
13
違
の
!
張
內
容
は
︑
第
9
違
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
�
し

た
も
の
だ
が
︑
そ
の
違
と
衣
な
る
點
は
︑
著
者
が
現
地
の
溫
州
で
撮
影
し
た

寫
眞
を
�
し
て
︑
南
宋
7
の
溫
州
の
景
觀
を
再
現
し
︑
陳
傅
良
・
葉
X
と

い
っ
た
永
嘉
學
9
の
人
士
が
活
a
し
た
場
j
や
︑
民
衆
�
�
に
影
W
を
與
え

た
農
漁
村
に
散
在
す
る
マ
ニ
敎
の
�
跡
を
紹
介
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
︒
本
違
に
は
︑
附
錄
と
し
て
浙
東
社
會
と
マ
ニ
敎
の
信
仰
に
關
す
る
發
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表
レ
ジ
ュ
メ
を
載
せ
て
い
る
︒
レ
ジ
ュ
メ
と
い
う
性
格
上
︑
著
者
の
言
い
た

い
こ
と
に
は
︑
k
靴
搔
痒
の
感
が
あ
り
︑
し
か
も
發
表
場
j
と
時
7
も
+
示

さ
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
︑
元
代
に
Ê
述
さ
れ
︑
現
在
の
溫
州
蒼
南
縣

(南
宋

時
7
の
<
陽
縣
南
部
)
に
立
碑
さ
れ
た
﹁
L
眞
寺
記
﹂
と
い
う
マ
ニ
敎
寺
院

に
關
す
る
�
違
の
丁
寧
な
譯
�
は
︑
民
衆
宗
敎
硏
究
に
役
立
つ
と
い
え
よ
う
︒

第
14
違
は
︑
南
宋
7
の
兩
浙
地
域
の
開
發
は
疫
病
の
克
�
と
聯
動
し
︑
そ
の

克
�
の
過
_
で
當
地
に
醫
療
が
發
m
し
︑
そ
の
醫
療
に
は
士
人
だ
け
で
な
く

僧
A
も
關
わ
り
︑
疫
病
に
靈
驗
あ
る
祠
�
の
發
展
が
み
ら
れ
た
と
!
張
す
る
︒

そ
し
て
︑
�
後
に
︑
こ
う
し
た
醫
療
や
信
仰

(觀
n
信
仰
や
羅
漢
信
仰
)
が

p
倉
時
代
の
日
本
に
大
き
な
影
W
を
與
え
て
い
た
と
結
ぶ
︒
第
15
違
の
內
容

は
︑
第
14
違
の
記
述
と
多
く
重
な
る
が
︑
廣
島
縣
福
山
市
で
行
わ
れ
た
q
演

の
記
錄
と
い
う
性
質
上
︑
日
本
と
く
に
瀨
戶
內
と
の
關
わ
り
の
視
點
か
ら
�

成
を
組
み
立
て
直
し
て
い
る
︒
第
16
違
は
︑
第
14
・
第
15
違
と
記
述
內
容
が

多
く
重
な
る
が
︑
こ
こ
の
議
論
は
︑
第
20
違
で
詳
述
す
る
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ

ロ
ー
デ
ル

(F
ernand
B
raudel)
の
﹃
地
中
海
﹄
を
強
く
�
識
し
て
お
り
︑

そ
の
た
め
か
東
ア
ジ
ア
諸
地
域
閒
の
特
性
や
相
互
の
?
液
を
︑
こ
の
地
域
の

氣
候
や
地
形
と
い
っ
た
自
然
:
境
を
念
頭
に
置
い
て
立
論
し
て
い
る
︒

第
四
部
は
︑
:
境
問
題
を
!
軸
に
据
え
て
︑
浙
東
地
域
社
會
や
中
國
社
會

の
特
質
︑
 
に
は
東
ア
ジ
ア
海
域
の
歷
�
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
第
17
違
は
︑

南
宋
7
の
溫
州
・
+
州
な
ど
の
海
D
都
市
の
發
展
が
︑
Q
}
の
山
林
の
亂
開

發
を
h
っ
て
:
境
の
惡
�
を
も
た
ら
し
︑
水
災
や
干
~
と
い
っ
た
自
然
災
~

を
頻
發
さ
せ
︑
そ
れ
ら
が
複
合
し
て
︑
元
�
以
後
︑
當
地
の
海
D
都
市
を
衰

�
さ
せ
て
い
っ
た
と
論
ず
る
︒
第
18
違
は
︑
南
宋
7
+
州
の
寺
院
円
設
に
日

本
の
周
防

(現
在
の
山
口
縣
の
一
地
域
)
產
の
木
材
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を

取
り
上
げ
て
︑
そ
れ
が
浙
東
地
域
の
森
林
破
壞
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
 

に
は
浙
東
地
域
と
日
本
と
の
貿
易
や
信
仰
の
?
液
な
ど
に
言
.
し
て
い
る
︒

い
わ
ば
︑
本
違
は
第
17
違
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
︒
第
19
違
は
︑

著
者
が
一
九
九
八
年
に
參
加
し
た
黃
土
高
原
綠
�
の
ワ
ー
キ
ン
グ
ツ
ア
ー
や

浙
江
地
域
の
旅
行
で
の
印
象
を
語
り
︑
そ
れ
と
の
關
聯
で
:
境
問
題
に
取
り

組
む
必
P
性
や
中
國
の
:
境
問
題
が
日
本
の
:
境
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る

點
を
指
摘
し
て
叙
述
を
�
え
て
い
る
︒
第
20
違
は
︑
�
述
し
た
よ
う
に
︑

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
﹃
地
中
海
﹄
の
論
點
を
整
理
し
て
︑
地
中
海

と
東
ア
ジ
ア
の
共
�
性
と
相
�
性
を
指
摘
し
︑
そ
の
上
に
立
っ
て
︑
今
後
の

東
ア
ジ
ア
沿
海
地
域
硏
究
の
課
題
を
二
つ
に
纏
め
て
い
る
︒
一
つ
は
︑
自
然

條
件
を
�
識
し
た
地
域
硏
究
の
本
格
�
推
"
︑
二
つ
目
は
宗
敎
�
と
も
關
聯

の
深
い
醫
療
�
・
疫
病
�
と
:
境
と
の
關
聯
性
を
�
識
し
た
地
域
硏
究
だ
と

い
う
︒
第
21
違
は
︑
中
國
�
上
に
お
け
る
森
林
破
壞
・
疫
病
と
醫
療
・
食
�

�
と
:
境
と
い
う
問
題
を
!
に
浙
東
地
域
を
題
材
に
し
て
論
じ
︑
こ
れ
ら
の

問
題
は
中
國
の
周
邊
地
域
と
も
深
い
關
聯
性
を
も
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
︒

三

以
上
︑
本
書
の
內
容
を
鯵
單
に
紹
介
し
た
︒
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
︑
結

果
�
に
單
純
�
し
す
ぎ
て
︑
著
者
の
息
�
い
や
議
論
の
襞
を
無
視
し
た
形
に

な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
著
者
が
浙
東
と
い
う
地
域
社
會
の
&

す
る
歷
�
�
�
義
を
求
め
て
︑
!
に
南
宋
時
7
を
中
心
と
し
て
硏
究
を
開
始

し
︑
2
第
に
當
地
を
含
む
沿
海
地
域
を
軸
と
し
た

(日
本
を
も
含
む
)
東
ア

ジ
ア
海
域
地
域
相
互
閒
の
繫
が
り
や
︑
 
に
は
:
境
問
題
と
疾
病
な
ど
と
い

う
よ
う
に
︑
時
閒
の
經
過
と
と
も
に
關
心
が
擴
大
し
て
い
っ
た
形
�
と
そ
の

論
旨
は
傳
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
う
し
た
著
者
の
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關
心
の
廣
が
り
が
自
然
と
會
得
さ
れ
る
本
書
の
�
成
は
︑
�
輯
に
携
わ
っ
た

方
々
の
︑
著
者
の
硏
究
內
容
を
十
二
分
に
理
解
さ
れ
た
上
で
な
さ
れ
た
優
れ

た
心
憎
い
ば
か
り
の
�
輯
方
針
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
ど
れ
ほ
ど
優
れ
た
書
物
に
も
論
理
や
�
料
解
讀
に
多
少
の
瑕

疵
は
つ
き
も
の
で
あ
る
︒
本
書
に
も
︑
そ
う
し
た
氣
に
な
る
問
題
は
あ
る
︒

し
か
し
︑
著
者
は
旣
に
彼
岸
に
旅
立
ち
︑
/
者
と
は
幽
+
を
衣
に
し
て
お
り
︑

本
書
に
對
す
る
批
�
や
指
摘
を
K
け
止
め
て
應
え
る
�
を
も
っ
て
い
な
い
︒

P
す
る
に
︑
本
書
の
問
題
點
を
言
擧
げ
す
る
こ
と
は
︑
著
し
く
公
<
さ
を
缺

く
と
思
わ
れ
る
︒
以
下
︑
本
書
の
特
色
を
中
心
に
叙
述
を
"
め
よ
う
︒

ま
ず
︑
本
書
を
一
讀
し
て
直
ち
に
氣
づ
く
の
は
︑
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
に

關
聯
す
る
日
・
中
・
歐
の
硏
究
�
獻
を
貪
欲
に
�
收
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑

�
せ
て
日
本
�
と
イ
ス
ラ
ム
�
の
硏
究
成
果
や
︑
社
會
學
と
政
治
學
と
い
っ

た
Q
接
學
問
領
域
の
知
見
を
も
利
用
し
よ
う
と
す
る
旺
盛
な
硏
究
�
欲
・
態

度
を
窺
え
る
點
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
參
照
・
利
用
す
る
硏
究
成
果
の
對
象
時

7
を
中
國
�
に
限
っ
て
み
て
も
︑
廣
範
圍
に
亙
っ
て
お
り
︑
硏
究
の
中
心
と

な
っ
た
宋
代
だ
け
で
な
く
︑
他
の
時
代
︑
こ
と
に
+
淸
時
7
の
硏
究
�
獻
に

も
目
配
り
し
て
い
る
︒
こ
の
︑
宋
代
以
後
の
廣
範
圍
な
時
代
を
射
_
に
入
れ

る
と
い
う
特
色
は
︑
著
者
を
地
域
�
硏
究
に
)
い
た
歐
米
の
硏
究
成
果
と
密

接
に
關
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

｢後
序
1
﹂
の
山
根
直
生
氏
の
回
想
に
よ
る
と
︑
岡
元
司
氏
は
︑
ロ
バ
ー

ト
・
ハ
イ
ム
ズ

(R
obert
H
ym
es)
氏
の
硏
究
に
出
會
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑

自
分
の
硏
究
に
展
N
を
も
て
た
と
語
っ
て
い
た
と
い
う
︒
周
知
の
よ
う
に
︑

ハ
イ
ム
ズ
氏
は
︑
一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
著
書
に
お
い
て(4
)
︑
兩
宋
時
7

の
江
西
撫
州

(江
西
省
撫
州
市
)
を
事
例
硏
究
の
舞
臺
と
し
て
︑
士
人
・
士

大
夫
が
地
域
社
會
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
︑
そ
の
家
族
・
一
族
の
存
續
を
︑
ど

の
よ
う
な
戰
略
と
實
踐
を
�
し
て
m
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
を
總
合
�
に

分
析
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
論
旨
を
展
開
す
る
中
で
︑
同
氏
は
︑
南
宋

に
な
る
と
︑
中
央
で
の
出
世
に
は
關
心
を
も
た
ず
︑
地
域
社
會
に
お
け
る
威

信
の
確
立
と
そ
の
繼
承
や
︑
地
域
社
會
で
の
利
~
に
關
心
を
寄
せ
る
地
方
縉

紳

(local
elite)
が
擡
頭
し
て
き
た
と
し
て
︑
北
宋
の
士
人
・
士
大
夫
と

の
志
向
性
や
生
き
殘
り
戰
略
の
相
�
を
+
示
し
︑
 
に
は
別
の
論
�
で
は
︑

こ
の
よ
う
な
南
宋
時
7
の
士
人
の
在
り
方
は
元
代
に
も
K
け
繼
が
れ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る(5
)
︒
ハ
イ
ム
ズ
氏
の
指
摘
︑
こ
と
に
兩
宋
閒
の
士
人
の
︑
中
央

政
治
に
對
す
る
志
向
性
の
相
�
と
い
う
點
は
︑
一
九
八
二
年
︑
恩
師
の
ロ

バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル

(R
obert
H
artw
ell)
氏
が
公
表
し
た
︑
い
わ

ゆ
る
�
宋
變
革
に
よ
る
歷
�
�
變
�
の
問
題
を
︑
時
閒
軸
を
�
ば
し
て
︑
八

世
紀
�
ば
か
ら
一
六
世
紀
中
頃
ま
で
の
閒
に
設
定
し
た
論
�
に
も
盛
ら
れ
た

內
容
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
氏
は
︑
こ
の
論
�
に
お
い
て
︑

長
7
�
展
N
に
立
っ
て
︑
人
口
・
政
治
組
織
・
政
治
の
擔
い
手
な
ど
の
諸
側

面
か
ら
分
析
を
加
え
て
︑
こ
の
長
7
に
亙
る
歷
�
�
變
�
の
實
相
に
�
ろ
う

と
し
た
︒
し
か
も
︑
同
氏
の
歷
�
�
變
�
の
提
言
は
︑
變
�
の
樣
相
を
地
域

相
互
閒
と
地
域
內
の
そ
れ
ぞ
れ
の
變
�
と
い
う
︑
雙
方
向
か
ら
捉
え
よ
う
と

す
る
視
點
に
立
っ
て
い
た
︒
こ
こ
に
い
う
地
域
と
は
︑
中
國
I
土
を
大
河
川

と
そ
の
液
域
か
ら
�
成
さ
れ
る
九
つ
の
大
地
域

(m
acro-region)
に
區

分
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
キ
ナ
ー

(W
illiam
Skinner)
氏
の
�
想
に
若

干
の
修
正
を
加
え
た
地
理
�
枠
組
み
で
あ
る(6
)
︒

本
書
に
盛
ら
れ
る
岡
氏
の
地
域
社
會
硏
究
の
大
�
の
各
違

(一
般
向
け
の

論
說
や
q
演
記
錄
は
除
い
て
)
に
︑
こ
の
ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
︑
ハ
イ
ム
ズ
兩
氏

の
硏
究
の
一
方
あ
る
い
は
雙
方
が
觸
れ
ら
れ
て
い
る
が
︑
R
目
す
べ
き
點
は
︑

兩
氏
︑
と
り
わ
け
ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
氏
は
︑
上
述
の
よ
う
に
︑
中
國
社
會
の
歷
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�
�
變
�
の
樣
相
を
︑
地
域
社
會
に
視
點
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
捉
え
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
氏
は
︑
こ
の
視
點
に
立
っ
て

歷
�
�
變
�
を
捉
え
る
こ
と
で
王
�
を
超
越
し
た
立
脚
點
を
手
に
入
れ
た
が
︑

こ
の
こ
と
は
兩
氏
の
硏
究
に
刺
激
を
K
け
た
岡
氏
の
地
域
硏
究
に
も
影
W
し

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
岡
氏
は
︑
地
域
社
會
�
硏
究
を
總
括
し
た
第
1
違

に
お
い
て
︑﹁
地
域
﹂
に
硏
究
對
象
の
場
を
設
定
す
る
こ
と
は
︑
決
し
て
視

野
を
狹
め
る
こ
と
を
�
味
せ
ず
︑
一
つ
の
場
を
�
し
て
︑
そ
れ
に
絡
む
樣
々

な
複
合
�
な
P
因
の
關
聯
性
の
中
で
歷
�
�
に
考
察
す
る
と
と
も
に
︑
長
7

�
な
歷
�
の
中
で
︑
宋
代
が
も
つ
�
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て

い
る

(五
頁
)︒
こ
の
長
7
�
視
點
の
提
供
と
い
う
提
言
は
︑
第
3
違
で
も

繰
り
-
さ
れ
る
が

(四
九
頁
)︑
そ
こ
で
は
︑
 
に
﹁
地
域
﹂
に
視
點
を
据

え
た
硏
究
は
︑
國
家
を
も
相
對
�
す
る
と
言
い
奄
え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に

(四
三
頁
)︑﹁
地
域
﹂
と
い
う
槪
念
に
﹁
空
閒
﹂
と
い
う
P
素
を
附
け
加
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
空
閒
﹂
を
介
し
て
︑
中
國
と
い
う
國
家
の
み
な
ら
ず
︑

日
本
や
�
鮮
と
い
う
東
ア
ジ
ア
地
域
の
個
々
の
國
家
さ
え
も
超
え
︑
そ
れ
ら

を
£
含
し
た
東
ア
ジ
ア
海
域
と
い
う
對
象
に
關
心
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
視
點
を
獲
得
し
た

(二
六
〇
頁
︑
第
16
違
な
ど
)︒

無
論
︑
國
家
を
相
對
�
す
る
と
い
う
岡
氏
の
視
角
は
︑
直
ち
に
國
家
を
輕

視
あ
る
い
は
無
視
す
る
こ
と
を
�
味
し
な
い
︒
著
者
は
︑
第
5
違
に
お
い
て
︑

ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
︑
ハ
イ
ム
ズ
兩
氏
の
j
說
の
�
義
を
¤
め
る
一
方
で
︑
そ
れ

に
對
し
て
︑
社
會
�
・
地
域
�
エ
リ
ー
ト
を
政
治
�
・
國
家
�
エ
リ
ー
ト
と

分
離
し
て
語
る
點
を
批
�
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
ー
ビ
ス

(R
ichard
L
.

D
avis)
氏
の
j
說
を
引
用
し
つ
つ
︑﹁
エ
リ
ー
ト
の
硏
究
に
あ
た
っ
て
は
︑

地
域
社
會
內
部
で
の
存
在
形
態
と
︑
彼
ら
の
國
家
�
・
政
治
�
レ
ベ
ル
で
の

活
動
を
常
に
複
眼
�
に
分
析
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い

る

(八
八
頁
)︒
こ
の
觀
點
か
ら
︑
著
者
は
︑
科
擧
の
試
驗
官

(試
官
)
の

出
身
地
と
科
擧
合
格
者
が
密
接
に
聯
關
し
て
い
る
こ
と
を
論
證
し
た
第
4
違
︑

地
方
行
政
と
在
地
士
人
の
關
係
を
分
析
し
た
第
6
違
︑
友
人
關
係
が
士
人
・

士
大
夫
の
日
常
�
活
動
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
論
じ
た
第
8
違
な
ど

で
︑
在
地
・
地
域
社
會
の
士
人
・
士
大
夫
と
中
央
官
界
や
中
央
政
府
と
の
結

び
つ
き
を
繰
り
-
し
強
e
し
て
い
る
︒

と
は
い
え
︑
こ
の
︑
人
�
な
繫
が
り
を
�
し
て
地
域
社
會
と
國
家
が
結
び

つ
い
て
い
る
と
い
う
論
旨
は
︑
戰
後
︑
一
九
七
〇
年
代
頃
ま
で
盛
ん
で
あ
っ

た
社
會
經
濟
�
�
硏
究
方
法
と
は
+
ら
か
に
衣
な
る
視
角
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

今
や
︑
若
い
世
代
に
は
些
か
古
く
さ
く
︑
黴
の
生
え
た
議
論
で
し
か
な
い
か

も
知
れ
ぬ
が
︑
岡
氏
の
思
考
方
法
を
+
確
に
す
る
た
め
に
︑
ま
ず
︑
そ
の
點

を
再
確
¤
を
し
て
お
こ
う
︒

戰
後
�
な
社
會
經
濟
�
の
觀
點

(�
�
唯
物
論
)
に
立
て
ば
︑
國
家
と
は
︑

﹁
抗
爭
し
あ
う
經
濟
�
利
~
を
も
つ
諸
階
ª
が
︑
無
益
な
闘
爭
の
う
ち
に
自

分
自
身
と
社
會
と
を
¬
盡
さ
せ
な
い
た
め
に
は
︑
外
見
上
社
會
の
上
に
立
っ

て
こ
の
抗
爭
を
和
ら
げ
︑
こ
れ
を
﹃
秩
序
﹄
の
枠
內
に
保
つ
べ
き
權
力
﹂
な

の
で
あ
っ
た(7
)
︒
P
す
る
に
︑
國
家
は
︑
あ
く
ま
で
地
域
社
會
を
含
む
基
層
社

會
の
矛
盾
と
對
立
の
結
果
と
し
て
說
+
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
地
域
社

會
と
國
家
と
は
論
理
�
に
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
探
求
さ
れ
た
︒
少
し

言
い
方
を
奄
え
る
と
︑
國
家
の
歷
�
�
特
質
は
地
域
社
會

(
基
層
社
會
)
の

階
ª
關
係
を
も
含
む
矛
盾
や
對
立
の
j
產
で
あ
り
︑
國
家
と
地
域
社
會
の
人

�
結
び
つ
き
も
︑
こ
う
し
た
背
景
の
基
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
︒
そ

こ
に
は
︑
地
域
を
基
點
に
し
て
國
家
を
輕
や
か
に
超
え
ら
れ
る
と
い
う
思
考

法
は
存
在
し
な
い
と
い
え
よ
う
︒
そ
の
こ
と
は
︑
岡
氏
の
論
理
に
も
何
ほ
ど

か
影
W
を
與
え
た
森
正
夫
氏
の
地
域
社
會
論
に
も
窺
え
る
︒
森
氏
の
立
論
は
︑
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生
產
關
係
論
で
は
捉
え
き
れ
な
か
っ
た
︑
中
國
社
會
の
樣
々
な
側
面
を
射
_

に
入
れ
よ
う
と
す
る
�
欲
�
な
試
み
で
は
あ
っ
た
が
︑
氏
自
身
も
長
年
に

亙
っ
て
生
產
關
係
論
�
議
論
に
參
劃
し
て
い
た
故
に
︑
恐
ら
く
國
家
を
超
え

よ
う
と
す
る
視
點
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ

う
し
て
み
る
と
︑
現
在
︑
個
別
の
國
家
を
超
え
て
深
刻
度
を
增
し
て
い
る
:

境
問
題
と
い
う
優
れ
て
今
日
�
問
題
さ
え
も

(こ
の
こ
と
が
歷
�
上
の
:
境

問
題
に
對
す
る
岡
氏
の
着
眼
に
刺
激
を
與
え
て
い
る
)︑
少
な
く
と
も
社
會

經
濟
�
�
立
場
に
馴
染
ん
だ
硏
究
者
に
と
っ
て
は
︑
國
家
と
切
り
離
せ
な
い

問
題
群
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
︒
そ
し
て
歷
�
時
代
の
:
境
問
題
も
︑
そ

れ
に
規
定
さ
れ
た
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

解
を
生

じ
な
い
よ
う
に
附
言
し
て
お
く
と
︑
/
者
は
岡
氏
の
國
家
と
地
域
社
會
の
關

係
の
捉
え
方
が
閒
�
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
衣
な
る
世
代

で
は
︑
同
じ
對
象
で
も
捉
え
方
の
思
考
法
・
方
向
性
に
相
�
が
存
在
す
る
こ

と
を
自
覺
�
に
¤
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
自
覺
の
上
に
立
っ
て
地

域
社
會
と
國
家
の
問
題
を
J
求
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒

�
後
に
︑
著
者
に
I
く
責
任
は
な
い
が
︑
本
書
を
讀
ん
で
氣
に
な
っ
た
�

輯
上
の
問
題
は
些
か
取
り
上
げ
て
置
く
べ
き
と
思
わ
れ
る
︒
一
つ
は
︑﹁
葉

X
の
宋
代
財
政
觀
と
財
政
改
革
案
﹂
(﹃
�
學
硏
究
﹄
一
九
七
︑
一
九
九
二

年
)
や
︑
宋
代
中
國
に
お
け
る
中
閒
領
域
の
存
在
を
︑
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ

マ
ス

(Juergen
H
aberm
as)
の
﹁
公
共
圈
﹂
理
論
を
基
に
語
っ
た
﹁
宋

代
地
域
社
會
に
お
け
る
人
�
結
合
︱
︱
P
ublic
Sphere
の
再
檢
討
を
手
が

か
り
と
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
ア
ジ
ア
b
學
﹄
七
︑
一
九
九
九
年
)
を
本
書
か
ら
除

外
し
た
の
は
何
故
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
�
者
は
著
者
の
硏
究
の
出

發
點
と
な
っ
た
葉
X
の
財
政
觀
を
i
っ
た
論
�
で
あ
り
︑
後
者
は
國
家
と
地

域
社
會
と
を
結
ぶ
人
�
繫
が
り
に
着
目
し
た
本
書
の
論
述
や
提
言
に
端
�
に

示
さ
れ
る
よ
う
に

(
第
6
・
7
・
8
違
や
一
七
・
三
八
頁
の
提
言
)︑
著
者

は
中
國
に
お
け
る
中
閒
領
域
の
存
在
解
+
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

二
つ
目
は
︑
本
書
の
�
に
對
す
る
�
輯
方
針
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
︒﹁
凡

例
﹂
に
よ
る
と
︑
�
は
︑
基
本
�
に
初
出
時
の
ま
ま
と
す
る
と
あ
る
︒
こ
の

方
針
は
基
本
�
に
正
し
い
と
思
わ
れ
︑
し
か
も
︑
原
�
そ
の
ま
ま
で
は
分
か

り
に
く
い
箇
j
に
は
︑
�
輯
者
が
多
少
の
改
訂
を
施
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
そ
こ
に
も
問
題
が
あ
る
︒
そ
の
一
例
が
第
11
違
の
�
2

(二

九
〇
頁
)
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
�
者
に
よ
っ
て
︑
寧
波
市
の
東
錢
湖
の
�
氏

一
族
墓
群
を
e
査
し
た
メ
ン
バ
ー
の
±
書
き
は
e
査
當
時
の
も
の
だ
と
い
う

�
記
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
そ
う
し
た
補
�
を
入
れ
る
な
ら
ば
︑
當
然
︑

本
違
の
ど
こ
を
見
て
も
�
然
と
し
な
い
e
査
の
日
時
を
入
れ
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か

(�
M
の
紹
介
�
中
の
年
2
は
︑
/
者
が
補
っ
た
も
の
)︒

ま
た
︑
各
違
の
�
に
見
ら
れ
る
著
者
の
論
�
は
︑
原
�
の
ま
ま
發
表
當
時
の

雜
誌
名
と
雜
誌
發
行
年
と
が
記
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
本
書
末
の

﹁
岡
元
司
業
績
目
錄
﹂
を
見
れ
ば
︑
著
者
の
論
�
が
本
書
の
何
違
に
載
せ
ら

れ
て
い
る
か
は
�
+
す
る
が
︑
そ
れ
で
も
關
聯
す
る
�
に
補
�
と
し
て
附
け

加
え
て
も
ら
え
ば
︑
讀
者
の
²
宜
を
は
か
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒

多
く
の
業
績
を
殘
し
な
が
ら
︑
A
�
ば
に
し
て
四
八
年
閒
の
生
涯
を
閉
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
著
者
の
無
念
を
思
う
と
き
︑
馬
齡
を
重
ね
る
だ
け

の
/
者
は
本
書
を
讀
み
�
え
て
表
紙
を
閉
じ
な
が
ら
自
ず
と
襟
を
正
さ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
︒
殘
念
な
が
ら
︑
あ
り
き
た
り
の
陳
腐
な
言
葉
し
か
³
か
ば

な
い
が
︑
著
者
の
御
冥
福
を
祈
っ
て
擱
筆
し
た
い
︒
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�(1
)

戰
後
日
本
の
中
國
�
硏
究
が
純
粹
の
�
�
唯
物
論
で
は
な
く
︑
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
を
も
混
在
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑

ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル

(Joshua
A
.F
ogel)
氏
に
よ
る
谷
川
A

雄
﹃
中
國
中
世
社
會
と
共
同
體
﹄
(國
書
刊
行
會
︑
一
九
七
六
年
)
の

英
譯
本

(こ
れ
は
I
譯
で
は
な
く
︑
中
世
社
會
と
共
同
體
の
理
論
�
な

部
分
の
み
の
¶
譯
)
の
序
�

(T
ranslator̓
s
Introduction)
に
鯵

に
し
て
P
を
得
た
解
說
が
な
さ
れ
て
い
る

(T
anigaw
a
M
ichio,

M
ed
ieval
C
h
in
ese
S
ociety
an
d
th
e
L
ocal
“C
om
m
u
n
ity”,

C
alifornia
U
.P
.,1985.)︒

(2
)

こ
の
地
域
社
會
論
は
︑
一
九
八
一
年
に
岐
阜
縣
中
津
川
市
で
名
古
屋

大
學
東
洋
�
學
硏
究
室
!
催
の
下
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で

提
起
さ
れ
︑
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の
成
果
は
︑
名
古
屋
大
學
東
洋
�

學
硏
究
室
�
﹃
地
域
社
會
の
視
點
︱
︱
地
域
社
會
と
リ
ー
ダ
ー
﹄
(名

古
屋
大
學
�
學
部
東
洋
�
學
硏
究
室
︑
一
九
八
二
年
三


)
と
し
て
纏

め
ら
れ
た
︒
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
を
起
點
と
す
る
地
域
社
會
論
の
そ

の
後
の
展
開
と
�
義
に
つ
い
て
は
︑
岸
本
美
緖
﹃
+
淸
?
替
7
と
江
南

社
會
︱
︱
一
七
世
紀
中
國
の
秩
序
問
題
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九

九
九
年
)﹁
序
﹂
や
伊
Ù
正
彥
﹁
中
國
�
硏
究
の
﹃
中
國
社
會
論
』︱
︱

方
法
�
特
質
と
�
義
﹂
(﹃
歷
�
/
論
﹄
五
八
二
︑
一
九
九
八
年
︑
同
氏

著
﹃
宋
元
Ü
村
社
會
�
論
︱
︱
+
初
里
甲
制
體
制
の
形
成
過
_
﹄
汲
古

書
院
︑
二
〇
一
〇
年
j
收
)
な
ど
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
︒

(3
)

こ
の
J
悼
�
の
原
載
雜
誌
の
名
稱
・
號
數
・
發
行
年
は
︑
山
根
直
生

氏
の
示
敎
に
よ
る
︒

(4
)

R
obert
H
ym
es,
S
tatesm
en
an
d
G
en
tlem
en
:
T
h
e
elite
of

F
u
-ch
ou
,
C
h
ian
gsi,
in
N
orth
ern
an
d
S
ou
th
ern
S
u
n
g,
C
am
-

bridge
U
.P
.,1986.

(5
)

R
obert
H
ym
es,
“M
arriage,
D
escent
G
roups,
and
the

L
ocalist
Strategy
in
Sung
and
Y
uan
F
u-chou,”
ed.P
atricia
B
.

E
brey
and
Jam
es
L
.
W
atson,
K
in
sh
ip
O
rgan
ization
in
L
ate

Im
perial
C
h
in
a
1
0
0
0
-1
9
4
0
.C
alifornia
U
.P
.,1986.

(6
)

R
obert
H
artw
ell,
“D
em
ographic,
P
olitical,
and

Social

T
ransform
ations
of
C
hina,
750-1550,”
H
arvard
Jou
rn
al
of

A
siatic
S
tu
d
ies,
42-2.
1982.
W
illiam

Skinner,
“R
egional

U
rbanization
in
N
ineteenth-C
entury
C
hina,”
W
illiam
Skinner

ed,
T
h
e
C
ity
in
Im
perial
C
h
in
a.
Stanford
U
.P
.,
1977.
pp.

211-220.
な
お
︑
こ
の
論
�
は
今
井
淸
一
氏
に
よ
っ
て
邦
譯
さ
れ
て

い
る

(﹃
中
國
王
�
末
7
の
都
市
﹄
晃
陽
書
�
︑
一
九
八
九
年
)
︒

(7
)
エ
ン
ゲ
ル
ス
﹃
家
族
・
私
&
財
產
・
國
家
の
起
源
﹄
(岩
波
�
庫
本
︑

一
九
六
五
年
)
二
二
五
頁
︒

二
〇
一
二
年
五



東
京

汲
古
書
院

Ａ
五
�

四+

五
四
五
頁

一
四
〇
〇
〇
圓+

稅
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