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本
書
は
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
が
企
画
す
る
学
術
選
書
『
諸
文
明
の
起

源
』
シ
リ
ー
ズ
中
の
一
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
が
、
十
余
年
の
う
ち
に
発

表
し
た
い
く
つ
か
の
著
作
を
基
礎
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

な
か
で
は
、
最
新
の
遺
跡
調
査
と
研
究
の
成
果
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
正

し
い
認
識
と
千
曳
な
見
解
が
導
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
著
者
個
人
の
研

究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
初
期
文
明
の
研
究
領
域
全
体
を
ま
と
め
あ
げ
た
も

の
が
、
本
書
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
中
国
古
代
を
お
も
な
研
究
対
象
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
名
で

は
「
古
代
」
を
は
ず
し
て
「
申
出
文
明
」
と
し
た
の
は
、
林
巳
奈
夫
の
よ
う

に
シ
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
中
国
考
古
学
を
め
ざ
す
べ
き
だ
と
考
え
た
か
ら
だ

と
い
う
。
そ
こ
か
ら
は
、
著
者
が
中
国
文
明
の
継
続
性
を
大
い
に
重
視
し
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
本
書
で
は
、
中
国
文
明
を
特
徴
づ
け
る
も

の
と
し
て
「
農
業
」
と
「
礼
制
」
を
重
視
す
る
。
こ
の
う
ち
、
農
業
に
つ
い

て
い
え
ば
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
古
代
文
明
は
、
定
住
と
農
耕
な
く
し
て
は
興

起
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
、
ア
ワ
・
キ
ビ
や
イ
ネ
の
栽
培

か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
中
国
文
明
の
特
色
が
あ
る
。
他
方
、
礼
制
の

存
在
を
も
っ
て
中
国
文
明
を
定
義
し
、
そ
れ
が
申
国
文
明
を
理
解
す
る
カ
ギ

で
あ
る
と
考
え
た
点
は
、
ま
こ
と
に
正
鵠
を
得
て
い
る
。

　
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
そ
の
構
成
を
示
し
、
つ
い
で
そ
の
概

要
を
章
ご
と
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

お第第第第第は
わ五四三ニーじ
り章章章章章め
に　　　　　　に

中
国
文
明
と
は
何
か

文
明
の
胎
動
…
紀
元
前
三
千
年
紀
の
龍
山
時
代

文
明
の
誕
生
…
紀
元
前
二
千
年
紀
前
半
の
二
里
頭
文
化

初
期
国
家
の
成
立
－
紀
元
前
二
千
年
紀
後
半
の
股
周
時
代

文
明
・
王
朝
・
国
家
の
形
成

　
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
著
考
自
身
が
冒
頭
に
そ
の
大
要
を
示
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
比
較
文
明
史
の
視
点
か
ら
、
都
市
・
青
銅
器
・
文
字
な
ど

を
手
が
か
り
に
時
空
を
こ
え
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
四
千

年
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て
中
国
特
有
の
文
明
の
形
成
過
程
を
描
き
だ
す
こ
と
を

企
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
中
国
で
流
行
し
て
い
る
「
古
史
研
究
」
と

し
て
の
文
化
史
考
古
学
の
よ
う
に
、
文
化
編
年
を
も
と
に
民
族
の
興
亡
史
を

描
き
だ
す
の
で
は
な
く
、
農
業
生
産
や
社
会
的
分
業
、
都
布
国
家
論
、
邑
制

国
家
論
、
都
市
文
明
論
な
ど
の
先
行
研
究
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
前

三
千
年
紀
か
ら
前
二
千
年
紀
に
い
た
る
中
国
文
明
の
形
成
過
程
を
論
じ
る
こ

と
に
重
き
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
明
の
形
成
過
程
を
相
当

に
重
視
し
て
い
る
点
か
ら
い
え
ば
、
著
者
の
研
究
理
念
は
い
わ
ゆ
る
二
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ユ
ー
・
ア
！
ケ
工
高
ジ
ー
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
従
来
の
研

究
に
く
ら
べ
、
視
野
の
ひ
ろ
い
、
高
い
水
準
の
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
一
章
は
、
学
史
を
ふ
ま
え
て
中
国
文
明
の
特
質
を
整
理
し
、
文
明
の
形

成
過
程
を
さ
ぐ
る
う
え
で
の
本
書
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。
四
千
年
目

わ
た
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
中
国
文
明
の
骨
格
を
な
す
概
念
が
「
礼
制
」
で

あ
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
儒
教
経
典
は
歴
代
王
朝
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
て
き

た
。
著
者
は
、
中
国
の
近
代
考
古
学
が
こ
の
よ
う
な
伝
統
と
は
無
関
係
に
存

在
し
て
い
る
現
状
を
問
題
翻
し
、
中
国
文
明
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、

考
古
学
の
方
法
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
古
典
文
献
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
一
方
、
中
国
を
空
間
的
に
み
る
と
き
、
そ
の
北
と
南
と
を
対
立

的
に
と
ら
え
る
考
え
方
が
根
強
い
。
し
か
し
本
書
は
、
南
北
の
対
比
や
摩
擦

を
こ
と
さ
ら
に
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
南
北
軸
の
み
な
ら
ず
東
西
軸
の
文

化
交
流
が
文
明
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

　
第
二
章
は
、
農
耕
社
会
が
成
立
し
、
そ
れ
が
次
第
に
複
雑
化
し
て
い
く
過

程
を
描
き
だ
す
。
前
六
千
年
紀
ま
で
に
長
江
流
域
で
は
イ
ネ
の
栽
培
、
黄
河

流
域
で
は
ア
ワ
・
キ
ビ
な
ど
雑
穀
の
栽
培
が
は
じ
ま
っ
た
。
前
三
千
年
紀
に

な
る
と
、
巨
大
な
城
郭
集
落
が
出
現
し
、
集
団
ど
う
し
の
武
力
衝
突
も
頻
繁

に
な
り
、
集
団
間
の
階
層
化
と
地
域
内
の
統
合
が
進
行
す
る
。
集
落
の
内
部

に
あ
っ
て
は
、
豊
富
な
副
葬
品
を
も
つ
大
型
墓
と
副
葬
品
を
も
た
な
い
小
型

墓
と
の
格
差
が
顕
在
化
し
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
階
層
秩
序
が
形
成
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
。
な
か
で
も
長
江
下
流
域
の
良
渚
文
化
で
は
、
有
力
者
の
大
型
墓
が

～
合
成
貝
の
共
同
墓
地
か
ら
独
立
し
、
集
団
内
の
階
層
化
が
大
き
く
進
ん
だ
。

良
馬
文
化
で
盛
行
し
た
玉
器
が
黄
河
中
上
流
域
で
模
倣
さ
れ
た
よ
う
に
、
各

地
の
文
化
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
大
規
模
な
交
流
網
が
形
成
さ
れ
た
。

　
第
三
章
は
、
前
二
千
年
紀
前
半
に
い
た
っ
て
二
里
頭
文
化
を
中
心
と
す
る

広
域
の
秩
序
が
構
築
さ
れ
る
過
程
を
究
明
す
る
。
前
三
千
年
紀
に
各
地
で
繁

栄
し
て
い
た
諸
文
化
は
こ
の
頃
ま
で
に
衰
退
し
、
文
化
間
の
交
流
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
一
時
的
に
崩
壊
し
て
、
二
里
頭
文
化
を
中
核
と
す
る
放
射
状
の
交

流
が
現
出
す
る
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
二
里
頭
遺
跡
で
は
、
は
じ
め
て
宮
城

が
形
成
さ
れ
、
銅
酒
器
や
玉
器
を
用
い
た
宮
廷
儀
礼
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ

れ
た
。
そ
れ
ら
の
儀
礼
こ
そ
が
、
申
国
文
明
を
特
徴
づ
け
る
「
礼
制
」
の
初

霜
形
態
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
は
、
初
期
国
家
が
成
立
し
た
般
王
朝
と
周
王
朝
に
焦
点
を
あ
て
る
。

股
周
面
に
は
多
種
の
作
物
の
輪
作
が
進
め
ら
れ
、
品
種
の
選
択
と
除
草
に
よ

る
集
約
的
な
農
業
も
は
じ
ま
っ
た
。
～
方
、
新
石
器
時
代
よ
り
継
続
し
て
き

た
ブ
タ
焔
心
の
畜
産
は
、
段
周
代
に
い
た
っ
て
変
容
を
と
げ
る
。
黄
河
上
流

域
で
は
ヒ
ツ
ジ
を
中
心
と
す
る
牧
畜
へ
と
転
換
し
、
長
江
申
下
流
域
で
は
稲

作
を
狩
猟
と
漁
掛
が
補
完
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
黄
河
中
下
流
域
の
農
村
で

は
ブ
タ
優
位
の
肉
消
費
が
継
続
し
た
が
、
王
都
の
直
線
で
は
ウ
シ
を
は
じ
め

と
す
る
彪
大
な
家
畜
が
消
費
さ
れ
、
「
礼
制
」
に
し
た
が
っ
た
肉
食
儀
礼
が

お
こ
な
わ
れ
、
ウ
マ
・
ウ
シ
・
ヒ
ツ
ジ
を
飼
育
す
る
牧
場
が
王
権
の
も
と
で

経
営
さ
れ
た
。
祖
先
祭
祀
に
よ
っ
て
王
権
の
正
統
性
を
示
す
白
丁
が
つ
く
ら

れ
、
王
や
諸
侯
の
墓
地
が
明
確
化
し
て
死
後
も
王
統
の
継
続
性
が
視
覚
的
に

あ
ら
わ
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
農
業
や
畜
産
な
ど
の
生
業
を
基
盤
と
し
て
、

王
を
頂
点
と
す
る
身
分
秩
序
と
祭
祀
体
系
が
確
立
し
、
そ
れ
を
有
機
的
に
結

び
つ
け
る
国
家
の
支
配
シ
ス
テ
ム
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
考
吉
資
料
や
動

植
物
遺
体
の
分
析
、
文
献
史
料
の
検
討
に
よ
っ
て
あ
ざ
や
か
に
復
元
し
た
。

　
以
上
の
各
章
を
う
け
て
、
中
国
文
明
の
形
成
過
程
を
ま
と
め
た
の
が
第
五

章
で
あ
る
。
と
り
わ
け
二
里
頭
文
化
か
ら
股
周
代
に
わ
た
る
前
二
千
年
紀
に

は
、
社
会
が
大
き
く
変
容
し
、
国
家
形
成
が
顕
著
に
進
展
し
た
。
黄
河
中
流
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評害

域
で
は
、
王
権
の
形
成
に
と
も
な
っ
て
都
市
と
農
村
が
分
化
し
、
そ
の
こ
と

が
生
業
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
。
農
業
と
畜
産
と
い
う
生
業
は
、
国
家
的
な

祭
詑
や
軍
事
の
基
盤
と
な
り
、
そ
れ
は
王
権
や
国
家
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ

た
。
王
権
の
伸
長
と
国
家
体
制
の
整
備
が
都
市
の
発
達
を
う
な
が
し
、
王
都

に
は
支
配
体
制
の
維
持
に
不
可
欠
な
政
治
・
経
済
・
軍
事
の
機
能
が
集
申
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
有
機
的
に
関
連
す
る
諸
要
素
を
分
析
し
て
描
き
だ
さ
れ

た
国
家
と
文
明
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
！
を
批

判
的
に
継
承
す
る
著
者
の
立
場
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
B
六
版
、
三
百
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
の
「
小
さ
な
本
」
の
な
か
に
、
申
国

文
明
の
形
成
過
程
が
、
あ
た
か
も
パ
ノ
ラ
マ
の
よ
う
に
あ
ざ
や
か
に
描
写
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
パ
ノ
ラ
マ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
本
書
を
形
容
し
た
の

に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
既
存
の
研
究
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
き
た
社
会
の
上
部
構
造
の
み

に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
変
化
と
国
家
の
成
立
過
程
を
全
体
と

し
て
整
合
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
下
部
構
造
と

し
て
の
「
生
業
」
と
「
生
活
」
、
上
部
構
造
と
し
て
の
「
王
権
」
と
「
礼

制
」
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
を
基
軸
と
し
て
著
者
は
、
中
国
初
期
文
明
の
段
階

的
発
展
に
か
ん
す
る
認
識
の
枠
組
み
を
う
ち
た
て
た
。
す
な
わ
ち
、
農
業
が

発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
龍
山
時
代
に
は
各
地
で
複
雑
化
し
た
酋
邦
社
会
が
形

成
さ
れ
、
つ
い
で
二
里
頭
文
化
に
「
礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
」
と
い
う
申
国
文

明
に
特
有
の
上
部
構
造
が
成
立
し
て
王
朝
が
初
め
て
出
現
し
、
さ
ら
に
股
周

時
代
に
は
下
部
構
造
を
包
摂
す
る
統
治
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
さ
ら
に
完
備
さ
れ

た
国
家
体
制
が
確
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
書
の
検
討
に
よ
り
、
次
の

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
前
二
千
年
紀
の
黄
河
申
流
域
で
は
、
農
業
の
集

約
化
と
数
種
類
の
作
物
の
輪
作
と
が
す
で
に
普
及
し
て
お
り
、
般
代
に
い
た

っ
て
、
王
権
の
も
と
で
大
規
模
な
集
國
労
働
が
組
織
さ
れ
、
生
産
力
が
大
幅

に
増
大
し
た
。
王
権
の
表
象
と
し
て
の
宮
廷
儀
礼
は
先
行
す
る
二
里
頭
文
化

に
お
い
て
確
立
し
、
股
代
に
は
農
業
と
畜
産
の
変
革
に
よ
り
常
備
軍
が
組
織

さ
れ
て
大
規
模
な
遠
征
軍
の
派
遣
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
股
今
代
に
は

征
服
と
諸
侯
の
封
建
を
つ
う
じ
て
新
た
な
人
的
結
合
が
生
ま
れ
、
王
と
諸
侯

が
階
層
社
会
の
支
配
者
と
な
っ
て
人
民
を
統
治
す
る
国
家
シ
ス
テ
ム
が
整
備

さ
れ
た
。
股
周
代
に
は
王
統
が
確
立
し
て
王
権
の
正
統
性
を
示
す
宝
器
が
つ

く
ら
れ
、
祖
先
祭
祀
を
中
心
と
す
る
儀
礼
が
整
え
ら
れ
、
そ
の
祭
祀
儀
礼
に

必
要
な
犠
牲
の
畜
産
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
中
国

の
大
地
に
お
い
て
、
農
業
や
畜
産
な
ど
の
生
業
と
、
王
権
や
宮
廷
儀
礼
や
祖

先
祭
祀
な
ど
の
礼
制
と
が
、
相
互
に
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
、
前
二
千
年
紀

の
な
か
で
社
会
全
体
の
大
き
な
変
革
が
進
行
し
た
」
（
二
五
八
頁
）
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
壮
大
で
緻
密
な
叙
述
の
な
か
で
、
衣
食
住
な
ど
人
び
と
の
生
活
の
細

部
を
復
元
す
る
こ
と
に
も
紙
幅
が
多
く
さ
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
酒
の
醸
造

方
法
や
、
食
肉
の
消
費
と
犠
牲
の
埋
葬
に
み
る
季
節
性
な
ど
に
つ
い
て
、
詳

細
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
爵
と
い
う
酒
器
は
、
左
右
非
対
称
で
あ
る
点

で
特
殊
な
器
だ
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
右
き
き
の
人
間
が
用
い
る
も
の
と
し

て
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
爵
の
持
ち
方
や
酒
の
飲
み
方
に
つ

い
て
は
細
か
な
礼
儀
作
法
が
あ
り
、
そ
れ
が
千
年
ち
か
く
継
続
し
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
考
古
学
の
特
徴
と
魅
力
を
よ
く
あ
ら

わ
し
た
も
の
で
、
著
者
の
鋭
い
洞
察
力
に
感
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
ま
た
、
中
国
文
明
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
つ
い
て
、
新
石
器
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
時
期
に

137 （601）



ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
探
求
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
水
田
稲
作
と
雑
穀
栽
培
の

開
始
、
石
製
農
具
や
土
器
の
出
現
、
集
落
の
変
化
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て

で
あ
る
。
も
っ
と
も
本
書
の
主
題
は
、
中
国
文
明
形
成
の
遡
源
を
無
限
に
た

ど
っ
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
。
本
書
は
、
社
会
が
顕
著
に
複
雑
化
し
、
大
き

な
変
動
が
起
こ
る
前
夜
、
す
な
わ
ち
前
三
千
年
紀
の
龍
山
時
代
に
焦
点
を
あ

て
、
「
文
明
の
胎
動
」
と
題
す
る
一
章
を
さ
い
て
叙
述
し
て
い
る
。
～
方
、

そ
の
記
述
は
、
西
周
代
に
下
限
を
置
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
・
文
化
現
象
の

因
果
関
係
を
う
ま
く
叙
述
し
て
い
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
時
代

を
通
時
的
に
縦
断
す
る
「
パ
ノ
ラ
マ
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
指
摘

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
ま
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
情
報
の
氾

濫
で
あ
る
。
新
た
な
考
古
資
料
が
日
ご
と
に
増
加
し
、
研
究
領
域
が
次
第
に

細
分
化
し
て
い
く
な
か
で
、
研
究
者
の
視
野
は
そ
れ
に
応
じ
て
狭
く
な
ら
ざ

る
を
え
ず
、
こ
の
よ
う
に
時
代
を
こ
え
て
長
期
的
な
視
野
に
た
っ
た
通
時
的

な
研
究
は
容
易
に
は
な
し
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
図
的
を
達
す
る
た
め
、
本
書
で
は
考
古
学
の
方
法
と
資
料

を
中
心
と
し
、
そ
の
骨
組
み
に
歴
史
学
、
動
物
学
、
植
物
学
、
環
境
・
気
候

学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
の
研
究
成
果
を
加
え
る
こ
と
で
、
深
み
の
あ

る
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
者
に
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
随
所
に
み
え
る
世
界
の

他
の
文
明
と
の
比
較
分
析
は
、
示
唆
に
畜
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
著
者
の
ひ
ろ

い
見
識
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
「
パ
ノ
ラ
マ
」
の
よ
う
な
描
写
は
、
著
者
に
よ
る
研
究
対
象
の
巨
視

的
な
把
握
の
結
果
で
あ
る
が
、
本
書
の
長
所
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
著
者
は
、
海
外
の
中
国
考
古
学
研
究
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
書
は
決
し
て
「
書
斎
考
古
学
諺
§
o
冨
ヰ
＞
8
ゲ
器
9
0
σ
q
望
」
の
作
品
で
は

な
い
。
著
者
が
中
国
の
現
地
で
お
こ
な
っ
て
き
た
主
要
な
活
動
を
み
れ
ば
、

一
連
の
研
究
が
堅
実
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
践
を
基
礎
と
し
て
組
み
た

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
江
蘇
省
草

鮭
山
遺
跡
・
湖
北
省
陰
湘
黒
帯
跡
・
河
南
省
府
城
遺
跡
の
発
掘
に
参
加
し
、

山
西
省
東
陰
遺
跡
を
調
査
し
、
遼
寧
省
文
家
屯
貝
塚
の
出
土
遺
物
を
整
理
し

て
お
り
、
ほ
か
に
現
地
で
の
踏
査
も
数
多
く
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

中
国
で
の
調
査
経
験
を
も
つ
日
本
や
欧
米
の
研
究
者
の
な
か
で
も
、
群
を
抜

い
て
い
る
。
本
書
が
中
国
考
古
学
の
深
い
理
解
の
う
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
、
山
東
半
島
と
遼
東
半
島
の
地
域
間
交
流
（
六
二
～
六
七
頁
）
や
河
南
甲

府
城
遺
跡
の
発
掘
（
二
〇
〇
～
二
〇
五
頁
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
項
を
た
て
て
解
説
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
最
新
の
資
料
と
情
報
を
収
集
・
把
握
す
る
う
え
で
も
、
き
わ
だ
っ
て
い
る
。

本
書
が
出
版
さ
れ
た
の
は
工
○
○
八
年
六
月
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
～

○
〇
七
年
ま
で
の
資
料
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
良
渚
古
城
の
発
見
の
よ
う
に
、

最
新
の
情
報
ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
砦
・
工
里
頭
・
二
里
岡

文
化
の
最
新
の
放
射
性
炭
素
測
定
年
代
を
採
用
す
る
な
ど
、
新
た
な
資
料
や

情
報
に
対
し
て
新
た
な
解
釈
を
あ
た
え
、
従
来
の
理
解
の
枠
組
み
を
随
時
補

完
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
中
国
人
研
究
者
と
し
て
の
評
者
個
人
の
関
心
に
つ
い
て
い
え
ば
、

本
書
が
中
国
の
学
界
に
い
か
な
る
影
響
を
あ
た
え
る
の
か
と
い
う
点
に
集
中

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
学
史
的
に
み
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
に
、
西
洋
の
考
古
学
の
影
響
を
う
け

て
中
国
考
古
学
が
誕
生
し
た
と
き
、
そ
れ
は
近
代
的
な
学
問
体
系
と
し
て
出

発
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
中
国
固
有
の
金
石
学
や
経
典
礼

学
を
重
視
す
る
伝
統
と
は
、
基
本
的
に
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
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評
lit

「劃

国
の
学
界
は
一
貫
し
て
、
肯
定
的
な
態
度
を
も
っ
て
こ
の
学
問
の
も
つ
特
質

を
受
け
と
め
、
学
者
ら
は
中
国
考
古
学
が
伝
統
と
決
別
す
る
こ
と
で
科
学
的

か
つ
新
し
い
学
問
体
系
を
生
み
だ
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

傅
斯
年
や
事
済
、
梁
留
筆
、
夏
鼎
ら
中
国
考
古
学
の
創
始
者
ら
が
、
乾
嘉
学

派
に
よ
る
考
証
学
の
薫
陶
を
う
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
伝
統
文
化
の
影
響
を

あ
る
程
度
と
ど
め
て
い
た
の
に
対
し
、
一
九
五
〇
年
代
以
来
の
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
思
想
と
教
育
方
針
の
変
動
を
へ
て
、
以
後
の
中
国
考
古
学
界
は
、
基
本

的
に
そ
の
よ
う
な
伝
統
と
は
断
絶
し
た
流
れ
の
な
か
に
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
。

中
国
が
ほ
こ
る
伝
世
文
献
と
い
う
貴
重
な
遺
産
を
考
古
資
料
と
緊
密
に
結
合

さ
せ
る
こ
と
で
、
中
国
の
歴
史
文
化
を
よ
り
深
く
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
世
代
の
学
者
ら
は
、
次
第
に
こ
れ
ら
の
文
献
史

料
を
自
在
に
あ
つ
か
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
西

洋
近
代
の
考
古
学
の
理
論
と
方
法
を
、
中
国
の
歴
史
文
化
や
遺
跡
・
遺
物
の

実
態
に
即
し
て
導
入
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
方
で
中
国
固
有
の
学
問
的
伝
統

を
継
承
し
、
薪
た
な
学
問
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
た
、
申
国
考
古
学
の
先
達
ら

の
姿
勢
に
な
ら
う
べ
き
だ
と
の
提
唱
が
、
近
年
よ
う
や
く
な
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
（
徐
輩
芳
「
中
国
現
代
考
古
学
的
引
進
雲
泥
伝
統
」
『
中
国
文
物
報
』

二
〇
〇
七
年
二
月
九
日
第
七
版
）
。

　
著
者
自
身
、
研
究
を
実
践
し
て
い
く
な
か
で
、
類
似
し
た
結
論
に
達
し
て

い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
古
代
文
明
が
滅
び
さ
っ
た
な
か
で
、
ひ
と
り
中
国
の
み

は
二
千
年
あ
ま
り
前
の
社
会
・
文
化
シ
ス
テ
ム
が
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
保
存

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
稀
有
な
財
産
で
あ
る
と
い
え
る
。

儒
教
経
典
が
厳
密
に
史
実
を
伝
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら

を
完
金
に
無
視
し
た
の
で
は
、
四
千
年
掛
伝
統
を
も
つ
中
国
文
明
を
正
し
く

理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
出
土
文
物
の
編
年
や
分
布
で
あ
れ
ば
、
考
古
学

の
手
法
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
股
周
時
代
の
社
会

と
文
化
の
な
か
で
青
銅
器
と
玉
器
が
、
い
か
な
る
場
合
に
、
い
か
な
る
組
み

あ
わ
せ
で
、
い
か
に
使
用
さ
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
明
ら
か
に

す
る
に
は
、
考
古
学
の
方
法
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
を

う
け
て
、
著
者
が
中
国
古
代
の
礼
書
に
み
え
る
記
載
と
考
古
資
料
と
を
あ
わ

せ
て
、
文
明
形
成
期
の
祭
祀
儀
礼
に
あ
ら
わ
れ
る
犠
牲
な
ど
の
問
題
に
深
く

立
ち
い
っ
て
検
討
を
加
え
た
こ
と
は
、
本
書
の
秀
逸
な
る
点
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
著
者
の
研
究
に
よ
る
と
、
新
石
器
時
代
か
ら
股
周
時
代
に
い
た
る
ま
で

の
間
に
、
家
畜
の
利
用
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
ブ
タ

優
位
か
ら
ウ
シ
優
位
へ
の
転
換
で
あ
り
、
こ
れ
は
図
書
に
お
い
て
牛
…
羊
一

ぶ
た琢

の
犠
牲
が
社
会
的
地
位
の
高
下
に
応
じ
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
と
符
合
し
て

い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
背
景
を
、
考
古
資
料
と
文
献

史
料
を
用
い
て
説
明
す
る
の
が
、
本
書
の
ひ
と
つ
の
特
色
で
あ
る
。
著
者
は

考
古
学
と
古
典
文
献
学
の
双
方
に
精
通
し
て
お
り
、
本
書
で
は
こ
れ
に
よ
っ

て
両
者
の
整
合
的
な
研
究
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
単
純
な
比
較
検
討
を
超
越
し
た
整
合
的
な
研
究
は
、
今
後
の
研
究

が
進
む
べ
き
道
筋
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
本
書
の
研
究
方
法
の
ひ
と
つ
の
特
色
は
、
微
視
的
研
究
と
巨
視
的
研
究
と

の
融
合
に
あ
る
。
農
業
史
や
飲
食
史
の
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
、
動
植
物
遺

体
の
分
析
を
基
礎
と
し
、
稲
作
の
起
源
と
伝
播
、
動
物
の
家
畜
化
な
ど
の
議

論
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
、
水
稲
が
い
か
に
栽
培
さ
れ
た
の
か
、
い
か

な
る
家
畜
が
い
か
に
し
て
飼
育
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
当
時

の
人
び
と
の
生
活
に
い
か
な
る
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
比

較
す
べ
き
生
業
や
生
活
ス
タ
イ
ル
の
研
究
が
ま
だ
少
な
い
。
文
明
の
形
成
過

程
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
石
製
農
具
に
は
顕
著
な
進
展
が
み
ら
れ
な
い
な

139 （603）



か
で
、
生
業
の
変
化
や
農
業
生
産
力
の
発
展
に
つ
い
て
従
来
あ
ま
り
論
及
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
王
都
に
暮
ら
す
支
配
者
と
、
農
民
と
の
問
に
、
食
物
構

成
の
う
え
で
い
か
な
る
「
都
鄙
の
差
」
が
あ
っ
た
の
か
、
現
在
ま
で
深
く
追

究
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
本
書
は
遺
跡
出
土
の
動
物
骨
と
炭
化
種
子
を
分
析

し
た
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
手
は
じ
め
に
、
人
び
と
が
口
に
し
た

肉
や
米
を
用
い
て
つ
く
っ
た
酒
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
生
活
様
式
の
通
時
的

変
化
と
階
層
間
の
差
異
を
と
お
し
て
、
文
明
の
形
成
過
程
を
描
こ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
集
落
研
究
に
つ
い
て
は
、
遺
跡
の
規
模
と
構
造
を
も
と
に

集
落
の
階
層
を
考
察
す
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
考
古
学
の
手
法
を
援
用
し
て

土
器
な
ど
の
遺
物
を
仔
細
に
観
察
し
、
生
活
の
単
位
か
ら
集
落
の
階
層
化
の

問
題
ま
で
を
分
析
し
て
い
る
。

　
海
外
の
研
究
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
著
者
は
客
観
的
な
態
度
で
中
国
初
期

文
明
の
社
会
文
化
現
象
を
あ
つ
か
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
研
究
視
角

と
結
論
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
歴
史
的
概
念
と
し
て
の
「
申

国
」
と
そ
の
意
味
す
る
範
囲
の
変
化
や
、
龍
山
時
代
の
広
大
な
地
域
で
玉
器

が
流
通
し
た
背
景
な
ど
を
、
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。
著
者
は
、
黄
河
流
域

に
お
け
る
「
五
穀
斉
備
」
す
な
わ
ち
固
有
の
ア
ワ
と
キ
ビ
、
や
や
遅
れ
て
出

現
し
た
ダ
イ
ズ
、
甫
か
ら
の
イ
ネ
と
西
か
ら
の
ム
ギ
の
導
入
が
、
中
原
王
朝

が
勃
興
す
る
重
要
な
基
盤
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。
新
石
器
時
代
以
降
、
各

地
で
出
現
す
る
多
く
の
城
郭
集
落
と
拠
点
集
落
の
性
質
に
つ
い
て
も
、
少
な

か
ら
ぬ
分
析
を
加
え
て
い
る
。
河
南
省
西
山
遺
跡
は
単
に
み
ず
か
ら
の
集
落

を
防
御
す
る
た
め
に
城
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
一
般
的
な
村
落
で
あ
っ
た
。
山
西

省
陶
寺
遺
跡
で
は
、
集
落
内
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
階
層
秩
序
が
顕
在
化
し
つ

つ
あ
っ
た
が
、
大
型
墓
と
中
小
墓
と
は
同
じ
共
同
墓
地
内
に
あ
り
、
大
型
墓

に
埋
葬
さ
れ
た
酋
長
ら
は
集
落
成
員
か
ら
隔
絶
し
た
地
位
に
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
湖
北
省
石
家
河
遺
跡
で
も
、
集
落
規
模
の
格
差
を
除
い
て
は
、

住
居
や
墓
に
は
そ
の
他
の
集
落
と
の
顕
著
な
差
異
が
な
く
、
共
同
体
か
ら
隔

絶
し
た
強
力
な
王
権
の
存
在
を
裏
づ
け
る
証
拠
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
一

方
、
王
寺
遺
跡
の
状
況
と
は
異
な
り
、
良
渚
文
化
の
社
会
上
層
の
大
型
墓
は

す
で
に
～
般
成
員
の
共
同
墓
地
か
ら
は
独
立
し
て
墓
地
を
形
成
し
、
そ
こ
に

曾
長
権
力
の
拡
大
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
鋭
い
分
析
が

随
所
に
み
ら
れ
る
。

　
王
朝
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
二
里
頭
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
宮
室
と
礼
器
な

ど
が
、
西
周
金
文
や
儒
教
経
典
に
み
え
る
貴
族
が
規
範
と
し
た
「
礼
制
」
の

原
初
形
態
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
二
里
頭
三
期
に
い
た
っ
て
宮

廷
儀
礼
、
ひ
い
て
は
「
礼
制
」
を
整
え
た
王
朝
が
成
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

こ
の
時
期
を
中
国
文
明
誕
生
の
時
期
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
山
西
南
部
の

東
下
礪
文
化
な
ど
に
は
、
二
里
頭
文
化
の
酒
器
は
ご
く
少
量
し
か
も
た
ら
さ

れ
ず
、
そ
れ
を
用
い
た
飲
酒
儀
礼
も
そ
の
地
に
根
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
二
里
頭
文
化
の
影
響
が
ま
だ
こ
の
一
帯
に
は
い
た
ら
ず
、
そ
の
分

布
は
こ
里
頭
遺
跡
を
中
心
と
す
る
半
径
百
キ
ロ
足
ら
ず
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
二
里
頭
文
化
に
起
源
す
る
土
器
、
と

り
わ
け
酒
器
の
か
た
ち
は
心
高
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
各
地
で
の
受
容
形
態
は

異
な
っ
て
い
た
。
儀
礼
用
の
玉
璋
は
広
大
な
範
囲
に
分
布
し
た
が
、
そ
れ
は

二
里
頭
文
化
の
中
心
か
ら
周
辺
へ
の
直
接
的
な
伝
播
で
は
な
く
、
隣
接
す
る

地
域
の
間
を
少
し
ず
つ
情
報
が
伝
わ
り
、
数
あ
る
玉
礼
器
の
な
か
で
高
島
だ

け
が
選
択
的
に
受
容
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
二
里
頭
文
化
の
要
素
が
拡
散
し

た
現
象
の
背
景
に
は
、
二
里
頭
文
化
の
積
極
的
か
つ
体
系
的
な
情
報
の
発
信

が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
各
地
で
主
体
的
か
つ
選
択
的
に
吸
収
さ
れ
た
と
著

者
は
結
論
す
る
。
さ
ら
に
、
龍
山
時
代
に
各
地
で
さ
か
え
た
諸
文
化
は
相
つ
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い
で
衰
退
し
、
交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
崩
壊
し
た
の
ち
、
黄
河
中
流
域
の

二
里
頭
文
化
を
核
と
す
る
放
射
型
の
交
流
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
そ

の
中
心
周
辺
関
係
は
、
支
配
と
従
属
と
い
う
強
制
力
を
背
景
と
し
た
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
周
辺
に
お
け
る
文
化
交
流
が
断
絶
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た

が
、
二
里
頭
文
化
の
発
信
力
が
強
ま
り
、
周
辺
地
域
は
絶
え
ず
二
里
頭
文
化

の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
二
里
頭
文
化
を
中
心
と
す
る
体
制
が
形
成
さ
れ
て

い
く
。
そ
の
後
、
黄
河
申
流
域
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
主
導
的
な
地
位
を
占

め
つ
づ
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
里
頭
文
化
を
中
国
文
明
の
黎
明
と
位
置
づ
け

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
工
山
頭
文
化
が
軍
事
力
を
背
景
と
し
て
征
服
・
植

民
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
と
す
る
従
来
の
一
般
的
な
見
解
と
は
異
な
り
、
当
時

の
文
化
的
関
係
の
実
情
に
符
合
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
書
が
必
ず
し
も
南
国
考
古

学
を
熟
知
し
て
い
な
い
日
本
の
｝
般
読
者
向
け
に
書
か
れ
た
書
物
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
専
門
的
で
深
い
内
容
を
平
易
な
文
体
で
説
明
し
、
～
般
の
読

者
に
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
…
般
読
者
向
け

の
質
の
た
か
い
学
術
書
は
、
中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
中

国
で
も
、
数
十
年
来
の
研
究
成
果
が
蓄
積
し
、
学
問
は
成
熟
の
一
途
を
た
ど

っ
て
お
り
、
考
古
学
者
ら
も
よ
う
や
く
自
信
を
も
ち
は
じ
め
、
社
会
的
な
責

任
感
も
強
ま
っ
て
、
象
牙
の
塔
に
こ
も
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
成
果
を
社
会

に
欝
欝
す
べ
き
だ
と
の
「
自
覚
」
が
よ
う
や
く
芽
生
え
て
き
た
。
中
国
で
も
、

℃
昏
一
一
〇
＞
8
げ
器
。
一
〇
σ
q
望
に
対
す
る
関
心
が
次
第
に
高
ま
っ
て
き
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
本
書
の
よ
う
な
、
海
外
の
研
究
者
に
よ
る
一
般
読

者
向
け
の
優
秀
な
著
作
は
、
学
問
の
普
及
と
い
う
点
で
見
習
う
べ
き
で
あ
り
、

高
く
評
価
さ
れ
る
。

　
考
古
学
は
残
酷
な
学
問
で
、
新
た
な
発
見
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
研
究
に
よ

り
、
既
往
の
成
果
の
妥
当
性
が
た
え
ず
検
証
さ
れ
る
。
本
書
も
そ
の
例
外
で

は
な
く
、
こ
の
テ
ー
マ
に
か
ん
す
る
段
階
的
な
研
究
成
果
に
す
ぎ
な
い
。
本

書
で
も
、
最
新
の
発
見
に
よ
っ
て
以
前
の
著
作
で
提
示
し
た
見
解
が
部
分
的

に
訂
正
・
補
完
さ
れ
て
い
る
が
、
若
干
の
内
容
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
証

が
必
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
つ
の
優
秀
な
著
作
と
し
て
、
本
書
の
出

版
は
、
中
国
文
明
の
形
成
に
つ
い
て
の
研
究
を
推
進
し
、
深
化
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
中
国
と
い
う
一
地
域
に
お
け
る
文
明
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
特

殊
性
と
共
通
性
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て

の
文
明
史
を
探
索
す
る
う
え
で
、
大
き
く
貢
献
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
本
稿
の
内
容
は
、
「
…
部
全
景
式
解
析
中
国
文
明
形
成
的
力
作
…
評

《
中
国
文
明
　
農
業
与
礼
制
的
考
古
学
》
」
（
『
中
国
文
物
報
聴
二
〇
〇
八
年

～
○
月
一
日
第
四
版
）
と
題
し
て
、
す
で
に
中
国
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
書
評
を
日
本
で
公
刊
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
も

稗
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
、
原
文
を
大
幅
に
増
補
改
訂
し
た
う
え

で
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
B
6
版
　
二
九
五
頁
　
二
〇
〇
八
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
大
学
学
術
出
版
会
　
税
別
一
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
評
者
　
肥
豆
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
者
　
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
教
）
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