
張

東
�

著

モ
ン
ゴ
ル
�
國
�
の
北
東
ア
ジ
ア

小

川

伸

本
書
は
︑
怨
�
料
の
紹
介
と
分
析
を
中
心
と
し
て
︑
一
三
～
一
四
世
紀
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
�
の
﹁
北
東
ア
ジ
ア
﹂︑
卽
ち
モ
ン
ゴ
ル
・
高

麗
・
日
本
の
�
液
の
樣
相
を
︑
政
治
	
を
軸
に
営
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
著
者
の
張
東
�
は
︑
現
在
慶
北
大
學
校
師
範
大
學
敎
�
を
務
め
て
お
り
︑

本
人
の

士
論
�
に
基
づ
い
た
﹃
高
麗
後
�
外
�
	
硏
究
﹄
を
嚆
矢
と
し
て
﹃
元
代
麗
	
�
料
集
錄
﹄︑﹃
宋
代
麗
	
�
料
集
錄
﹄︑﹃
日
本
古
中

世
高
麗
�
料
硏
究
﹄
と
い
っ
た
一
〇
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
ま
で
の
中
・
韓
・
日
の
三
國
�
涉
に
關
す
る
�
料
集
成
を
公
刊
し
︑
こ
の
分
野
の
硏

究
に
多
大
な
貢
獻
を
果
た
し
て
き
た(1

)
︒
特
に
﹃
高
麗
後
�
外
�
	
硏
究
﹄
は
︑
高
麗
王
府
と
征
東
行
省
に
關
聯
す
る
�
料
を

搜
し
兩
者
の
關

係
に
對
す
る
理
解
を
刷
怨
し
た
と
い
う
�
味
で
硏
究
	
上
の
メ
ル
ク
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
著
作
群
だ
け
で
も
�
料
集
成
・
怨
�

料
の
發
見
を
重
視
す
る
著
者
の
�
勢
が
よ
く
わ
か
る
︒
ま
た
︑
著
者
は
一
九
九
九
︑
二
〇
〇
三
︑
二
〇
〇
九
年
の
各
一
年
︑
計
三
年
の
閒
︑
京

都
大
學
に
客
員
敎
�
と
し
て
招
聘
さ
れ
て
い
た
︒
本
書
は
︑
二
〇
一
〇
年
に
京
都
大
學
に
提
出
さ
れ
た

士
論
�
が
も
と
に
な
っ
て
お
り
︑
京

都
大
學
へ
の
招
聘
�
に
涉
獵
し
た
�
料
が
多
用
さ
れ
て
い
る
︒﹁
あ
と
が
き
﹂
に
も
當
時
の
思
い
出
と
共
に
本
書
の
核
心
と
で
も
い
う
べ
き
�

料
�
査
の
重
�
性
が
営
べ
ら
れ
る
︒

一
三
世
紀
よ
り
モ
ン
ゴ
ル
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
席
§
す
る
と
︑
高
麗
は
モ
ン
ゴ
ル
の
影
�
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
・
日
本
閒

の
�
液
に
お
い
て
も
仲
介
者
の
役
目
を
果
た
す
︒
高
麗
と
は
對
照
�
に
モ
ン
ゴ
ル
の
�
略
を
免
れ
た
日
本
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
・
高
麗
と
の
關
係
を
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商
人
・
僧
侶
の
み
を
 
じ
た
非
公
式
な
�
液
に
と
ど
め
て
政
治
�
獨
立
を
堅
持
す
る
︒
こ
う
し
た
歷
	
�
な
相
"
も
あ
り
中
・
韓
・
日
は
そ
れ

ぞ
れ
個
別
の
問
題
�
識
と
限
ら
れ
た
�
料
か
ら
一
三
～
一
四
世
紀
の
硏
究
を
行
っ
て
き
た
︒
日
・
麗
︑
日
・
元
關
係
	
に
つ
い
て
は
我
が
國
に

お
い
て
も
十
分
な
蓄
積
が
あ
り(2

)
︑
總
論
と
し
て
は
中
村
榮
孝
が
一
つ
の
到
#
點
を
示
し
た
が(3

)
︑
そ
の
後
も
元
寇
・
倭
寇
發
生
の
原
因
な
ど
に
關

し
て
數
多
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
た
︒
$
年
︑
水
中
考
古
學
の
發
展
に
よ
り
九
州
沿
岸
部
の
海
中
よ
り
元
寇
�
の
'
物
や
蒙
・
麗
・
日
閒
の

�
物
(
來
を
示
す
物
品
が
發
掘
さ
れ
︑
同
分
野
の
硏
究
は
に
わ
か
に
活
況
を
)
し
つ
つ
あ
る(4

)
︒
一
方
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
	
で
多
言
語
�
料
を
利

用
し
た
硏
究
が
*
展
し
︑
パ
ク
ス
・
モ
ン
ゴ
リ
カ
の
下
で
展
開
し
た
政
治
・
�
+
・
經
濟
面
で
の
多
樣
な
ひ
ろ
が
り
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
結
果(5

)
︑
高
麗
	
硏
究
に
お
い
て
も
﹁
モ
ン
ゴ
ル
に
事
大
す
る
高
麗
﹂
か
ら
﹁
モ
ン
ゴ
ル
の
中
で
の
高
麗
﹂
へ
と
,
識
が
變
+
し
つ
つ

あ
る(

6
)

︒
地
域
槪
念
の
相
對
+
を
と
な
え
る
海
域
�
液
	
の
發
展
も
︑
そ
う
し
た
狀
況
を
加
/
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う(7

)
︒
本
書
は
︑
こ
の
よ
う

な
各
分
野
の
硏
究
の
*
展
を
0
け
︑
元
寇
・
事
大
�
高
麗
・
倭
寇
と
い
っ
た
重
�
な
ト
ピ
ッ
ク
を
蒙
・
麗
・
日
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
と
ら
え

直
し
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
具
體
宴
を
多
面
�
に
1
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
︒

先
に
本
書
の
2
成
を
示
し
各
違
の
內
容
を
紹
介
し
た
の
ち
に
︑
私
見
を
提
示
し
た
い
︒

序
違

硏
究
の
對
象
と
動
向

第
一
部

モ
ン
ゴ
ル
・
高
麗
・
日
本
に
關
聯
す
る
怨
し
い
古
�
書
�
料

第
一
違

一
二
六
九
年
﹁
大
蒙
古
國
﹂
中
書
省
牒
と
日
本
側
の
對
應

(日
本
︑
﹃
	
學
雜
誌
﹄
一
一
四−

八
︑
二
〇
〇
五
年
)

第
二
違

一
三
六
六
年
高
麗
國
征
東
行
中
書
省
の
咨
�
に
つ
い
て
の
檢
討

(
日
本
︑
﹃
ア
ジ
ア
文
化
�
液
硏
究
﹄
二
︑
二
〇
〇
七
年
)

第
二
部

高
麗
人
と
元
の
�
人
と
の
�
4

第
一
違

怨
�
料
を
 
じ
て
み
た
忠
宣
王
の
元
で
の
活
動

(韓
國
︑﹃
歷
	
敎
育
論
集
﹄
二
三
・
二
四(8
)

︑
一
九
九
九
年
)

第
二
違

李
齊
賢
お
よ
び
權
漢
功
︑
そ
し
て
朱
德
潤
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第
三
部

日
本
7
征
の
指
揮
官

︱
︱
金
方
慶
と
洪
茶
丘
︑
そ
し
て
戰
爭
以
後
の
麗
・
日
關
係
︱
︱

第
一
違

金
方
慶
の
生
涯
と
行
蹟

(韓
國
︑﹃
8
溪
學
と
韓
國
�
+
﹄
四
〇
︑
二
〇
〇
七
年
)

第
二
違

モ
ン
ゴ
ル
に
投
降
し
た
洪
福
源
お
よ
び
茶
丘
の
父
子

(韓
國
︑﹃
歷
	
批
:
﹄
四
八
︑
一
九
九
九
年
)

第
三
違

十
四
世
紀
の
高
麗
と
日
本
の
接
觸
と
�
液

;
違

今
後
の
課
題

附
錄第

一
違

京
都
大
學
<
藏
の
開
仙
寺
址
石
燈
記
の
拓
本

(韓
國
︑﹃
歷
	
敎
育
論
集
﹄
三
六
︑
二
〇
〇
六
年
)

第
二
違

一
五
七
五
年
日
本
=
臣
團
に
か
か
わ
る
古
�
書
�
料
の
檢
討

︱
︱
足
利
學
校
'
蹟
圖
書
館
<
藏
﹃
續
�
治
 
鑑
綱
目
﹄
の

褙
接
紙
�
査
︱
︱

(韓
國
︑﹃
歷
	
敎
育
論
集
﹄
三
五
︑
二
〇
〇
五
年
)

あ
と
が
き
／
初
出
一
覽
／
引
用
�
料
目
錄
／
引
用
�
獻
目
錄
／
�
料
名
索
引
／
英
�
抄
錄

序
違
で
は
︑﹁
硏
究
の
對
象
﹂
と
﹁
關
聯
硏
究
の
動
向
﹂︑﹁
本
書
の
2
成
﹂
が
営
べ
ら
れ
︑
本
書
の
�
圖
す
る
と
こ
ろ
が
@
ら
か
に
さ
れ
る
︒

特
に
︑
$
年
に
な
っ
て
︑
中
・
韓
・
日
の
學
界
で
各
國
の
內
部
事
A
に
つ
い
て
の
み
個
別
�
に
硏
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
狀
況
に
變
+
が
現
れ

て
い
る
點
が
强
�
さ
れ
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
�
の
北
東
ア
ジ
ア
と
い
う
點
に
お
い
て
も
︑
中
國
內
の
典
籍
�
料
に
依
據
し
た
政
治
	
中
心
の
硏
究
か

ら
︑
石
刻
�
料
の
利
用
︑
日
本
・
韓
國
に
<
藏
さ
れ
た
�
料
の
�
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
︑
硏
究
の
分
野
が
多
方
面
に
擴
大
し
內
容
も
具
體
+

し
つ
つ
あ
る
︒

第
一
部
﹁
モ
ン
ゴ
ル
・
高
麗
・
日
本
に
關
聯
す
る
怨
し
い
古
�
書
�
料
﹂
の
第
一
違
﹁
一
二
六
九
年
﹁
大
蒙
古
國
﹂
中
書
省
牒
と
日
本
側
の

對
應
﹂
で
は
︑
一
三
～
一
七
世
紀
ま
で
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
諸
國
と
の
百
十
點
あ
ま
り
の
外
�
�
書
が
揭
載
さ
れ
た
﹃
衣
國
出
契(9

)
﹄
よ
り
︑
著

者
が
再
發
見
し
た
一
二
六
九
年
の
モ
ン
ゴ
ル
の
中
書
省
牒
�
と
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
の
先
F
役
と
な
っ
た
高
麗
國
か
ら
日
本
へ
G
ら
れ
た
牒
�
と
を
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H
た
る
檢
討
對
象
と
す
る
︒
こ
の
牒
�
そ
の
も
の
は
旣
に
先
學
の
紹
介
を
經
て
い
る
が(10

)
︑
今
囘
の
再
發
見
に
よ
っ
て
よ
り
完
J
な
解
讀
が
可
能

と
な
っ
た
︒
各
牒
�
に
綿
密
な
檢
討
を
加
え
て
一
二
六
九
年
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
・
高
麗
・
日
本
の
動
向
を
整
理
し
た
上
で
︑
稿
末
に
牒
�
二

 
の
K
譯
を
載
せ
る
︒
今
囘
著
者
が
﹃
衣
國
出
契
﹄
よ
り
再
發
見
し
た
牒
�
二
 
は
︑
一
二
六
六
年
に
開
始
さ
れ
た
日
本
招
撫
の
た
め
の
第
四

L
=
M
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
︒
中
書
省
牒
�
に
は
︑
發
給
者
で
あ
る
中
書
省
の
宰
相
等
五
人
が
名
を
聯
ね
て
お
り
︑
當
時
の
國
政
の
狀

況
を
傳
え
て
い
る
︒
三
別
抄
の
抵
抗
が
ま
だ
續
い
て
い
る
中
で
高
麗
國
よ
り
G
ら
れ
た
牒
�
か
ら
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
�
N
を
0
け
て
澁
々
な
が

ら
先
F
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
樣
子
が
�
面
よ
り
如
實
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
論
考
自
體
は
從
來
の
硏
究
成
果
に
大
き
な
轉
奄
を
O
る
類
の

も
の
で
は
な
い
が
︑
怨
�
料
の
紹
介
と
い
う
�
味
で
蒙
・
麗
・
日
關
係
の
硏
究
に
裨
益
す
る
<
は
大
き
い
︒

第
二
違
﹁
一
三
六
六
年
高
麗
國
征
東
行
中
書
省
の
咨
�
に
つ
い
て
の
檢
討
﹂
で
は
︑
第
一
違
と
同
樣
に
﹃
衣
國
出
契
﹄
に
見
え
る
一
三
六
六

年
の
高
麗
國
征
東
行
中
書
省
が
發
給
し
た
咨
�
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
咨
�
の
內
容
は
︑
高
麗
國
が
日
本
國
へ
倭
寇
の
橫
行
に
齒
止
め
を
か
け

る
よ
う
に
�
求
す
る
︑
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
S
世
紀
$
く
T
の
時
點
で
︑
中
村
榮
孝
が
﹃
報
恩
院
�
書
﹄
に
寫
さ
れ
た
同
咨
�
の
圖
版
と

J
�
を
揭
載
し
て
檢
討
を
行
っ
た
が(11

)
︑
著
者
は
﹃
衣
國
出
契
﹄
中
の
同
咨
�
の
轉
寫
と
比
�
す
る
こ
と
で
咨
�
中
の
�
字
を
補
填
し
︑
中
村
氏

の
�
書
解
釋
の
修
正
を
行
っ
た
上
で
違
末
に
譯
�
を
揭
載
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
�
書
の
發
給
H
體
は
征
東
行
中
書
省
で
は
な
く
高
麗
=
M
團
で

あ
る
こ
と
︑
こ
の
當
時
の
征
東
行
中
書
省
は
大
元
國
の
出
先
機
關
と
し
て
の
性
格
を
失
い
︑
獨
自
路
線
を
取
り
始
め
た
高
麗
國
の
外
�
�
書
取

U
機
關
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
@
ら
か
に
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
=
M
(
來
の
經
費
に
關
す
る
取
り
決
め
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
後
の
V
鮮
時
代
に
お
け
る
日
本
・
V
鮮
の
公
�
な
外
�
關
係
の
端
緖
と
な
っ
た
と
も
指
摘
す
る
︒

第
二
部
﹁
高
麗
人
と
元
の
�
人
と
の
�
4
﹂
は
�
+
面
で
の
�
液
を
H
軸
と
し
て
い
る
︒
第
一
違
﹁
怨
�
料
を
 
じ
て
み
た
忠
宣
王
の
元
で

の
活
動
﹂
で
は
︑
高
麗
忠
宣
王

(一
二
七
五−

一
三
二
五
)
の
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
事
績
を
取
り
U
う
︒
忠
宣
王
は
質
子

(
ト
ル
ガ
ク
)
と
し
て

モ
ン
ゴ
ル
に
G
ら
れ
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
一
諸
王
X
モ
ン
ゴ
ル
皇
�
の
宿
衞
と
し
て
Y
ご
し
︑
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
・
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
治
下

で
國
際
�
な
�
+
人
と
し
て
名
を
は
せ
た
︒
ま
た
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
後
Z
に
よ
っ
て
二
度
高
麗
王
に
卽
位
す
る
も
の
の
王
と
し
て
の
高
麗
滯
在
�
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閒
は
一
年
に
滿
た
な
い
︒

從
來
の
韓
國
學
界
に
お
け
る
忠
宣
王
硏
究
は
︑
H
に
﹃
元
	
﹄・﹃
高
麗
	
﹄
な
ど
に
依
據
し
て
い
た
の
に
對
し
︑
著
者
は
中
國
側
の
�
集
・

墓
誌
銘
な
ど
の
�
料
を
介
し
て
忠
宣
王
の
活
動
の
軌
跡
を
怨
た
に
描
こ
う
と
試
み
る
︒
ま
ず
︑﹃
元
典
違
﹄
や
�
人
・
僧
侶
等
の
�
集
に
見
え

る
忠
宣
王
の
記
事
を
紹
介
・
檢
討
し
た
の
ち
︑
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
忠
宣
王
の
生
涯
に
わ
た
る
年
�
を
提
示
す
る
︒
さ
ら
に
︑
政
治
	
と
の
か

か
わ
り
か
ら
靑
年
�

[
T
S
]︑
靑
年
�

[後
S
]︑
壯
年
�
の
三
段
階
に
わ
け
て
�
+
�
背
景
︑
政
治
�
役
割
︑
佛
敎
・
儒
敎
等
と
の
か
か
わ

り
を
そ
れ
ぞ
れ
営
べ
る
︒
成
宗
テ
ム
ル
の
死
後
に
_
こ
っ
た
�
位
爭
い
に
お
い
て
︑
忠
宣
王
は
カ
イ
シ
ャ
ン
擁
立
者
の
一
員
と
な
る
も
の
の
︑

中
央
官
僚
と
し
て
の
榮
#
を
`
ば
ず
江
南
で
元
の
知
識
階
a
と
積
極
�
に
�
液
し
佛
敎
界
で
の
影
�
力
を
發
揮
し
た
︒
カ
イ
シ
ャ
ン
の
後
に
�

位
を
繼
い
だ
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
下
で
︑
さ
ら
に
活
b
の
幅
を
廣
げ
る
︒
皇
�
の
庇
護
の
下
で
趙
孟
頫
等
の
當
時
の
一
液
�
+
人
が
集
う
サ
ロ

ン
に
も
參
與
し
︑
科
擧
復
活
の
立
役
者
の
一
員
と
も
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
英
宗
シ
デ
ィ
ハ
ラ
の
卽
位
後
に
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
與
黨
と
し
て
チ

ベ
ッ
ト
に
放
d
さ
れ
五
年
後
に
歸
e
を
許
さ
れ
る
も
の
の
︑
ま
も
な
く
し
て
大
都
で
沒
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
忠
宣
王
の
生
涯
を
営
べ
た
う
え
で
︑

元
V
と
の
關
係
を
�
大
限
に
生
か
そ
う
と
し
た
忠
宣
王
の
存
在
に
よ
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
の
高
麗
荏
�
が
*
行
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
す
る
︒

著
者
の
提
示
す
る
怨
�
料
は
�
+
活
動
方
面
の
比
重
が
高
く
︑
忠
宣
王
の
�
+
人
・
�
+
行
政
の
擔
い
手
と
し
て
の
側
面
が
よ
り
强
�
さ
れ
た

形
と
な
る
︒

第
二
違
﹁
李
齊
賢
お
よ
び
權
漢
功
︑
そ
し
て
朱
德
潤
﹂
で
は
︑
第
一
違
で
取
り
あ
げ
た
忠
宣
王
の
周
邊
で
活
b
し
た
高
麗
・
モ
ン
ゴ
ル
の
�

+
人
の
�
4
に
焦
點
を
當
て
る
︒
忠
宣
王
は
多
く
の
高
麗
官
僚
を
大
都
の
邸
宅
に
招
き
︑
モ
ン
ゴ
ル
治
下
の
�
人
と
�
液
で
き
る
よ
う
取
り
計

ら
っ
た
︒
そ
の
中
で
も
代
表
�
な
人
物
が
朱
子
性
理
學
の
高
麗
へ
の
F
入
に
功
績
を
殘
し
た
李
齊
賢

(
一
二
八
七
～
一
三
六
七
)
と
︑
忠
宣
王
の

子
忠
肅
王
を
廢
位
さ
せ
︑
忠
宣
王
の
姪
瀋
王
暠
を
擁
立
せ
ん
と
し
た
權
漢
功

(一
二
六
九
～
一
三
四
九
)
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
怨
�
料
と
し
て
﹃
百
h

齋
藏
歷
代
名
人
書
法
﹄﹁
元
兪
午
i
・
馮
海
栗
等
十
二
家
投
贈
朱
澤
民
詩
�
﹂
に
集
錄
さ
れ
る
︑
李
齊
賢
・
權
漢
功
か
ら
朱
德
潤

(一
二
九
四−

一
三
六
五
)
へ
贈
)
さ
れ
た
詩
�
を
紹
介
し
た
上
で
︑
李
齊
賢
・
權
漢
功
の
H
君
で
あ
る
忠
宣
王
の
�
+
面
の
業
績
と
︑
モ
ン
ゴ
ル
皇
�
の
庇
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護
の
下
︑
多
く
の
�
+
人
が
招
か
れ
た
忠
宣
王
の
サ
ロ
ン
を
中
心
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
・
高
麗
の
�
人
が
學
問
�
に
�
液
し
た
樣
相
を
描
く
︒
こ

こ
で
擧
げ
た
詩
�
は
李
齊
賢
・
權
漢
功
の
自
筆
で
あ
り
︑
當
時
の
�
+
人
の
あ
り
方
の
一
端
を
示
し
て
い
る
點
で
も
k
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

第
三
部
﹁
日
本
7
征
の
指
揮
官

︱
︱
金
方
慶
と
洪
茶
丘
︑
そ
し
て
戰
爭
以
後
の
麗
・
日
關
係
︱
︱
﹂
は
モ
ン
ゴ
ル
の
日
本
7
征
に
お
い
て

�
攻
軍
の
司
令
官
と
な
っ
た
二
人
の
人
物
に
焦
點
を
あ
て
︑
同
時
代
に
對
照
�
な
生
涯
を
G
っ
た
彼
ら
に
つ
い
て
高
麗
國
に
と
っ
て
の
利
l
を

基
準
と
し
た
:
價
を
下
す
︒
第
一
違
﹁
金
方
慶
の
生
涯
と
行
蹟
﹂
で
は
︑
反
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
た
る
武
臣
政
權
が
_
こ
し
た
三
別
抄
の
亂
を
鎭
壓

し
て
功
を
擧
げ
る
等
︑
モ
ン
ゴ
ル
荏
�
下
で
高
麗
國
の
m
營
に
携
わ
り
な
が
ら
︑
高
麗
軍
元
帥
と
し
て
日
本
7
征
に
も
參
加
し
た
金
方
慶

(一

二
一
二
～
一
三
〇
〇
)
の
生
涯
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
︑
モ
ン
ゴ
ル
･
高
麗
閒
に
お
き
た
大
變
動
を
一
個
人
の
視
點
か
ら
見
つ
め
な
お
す
︒﹁
官

僚
生
活
﹂・﹁
將
帥
と
し
て
の
才
質
﹂・﹁
日
本
7
征
の
Y
o
﹂・﹁
親
族
集
團
﹂・﹁
義
子
お
よ
び
幕
客
集
團
﹂・﹁
競
爭
關
係
に
あ
っ
た
人
物
﹂・﹁
敵

對
關
係
に
あ
っ
た
人
物
﹂・﹁
後
Z
關
係
に
あ
っ
た
人
物
﹂・﹁
學
問
と
處
身
﹂・﹁
現
實
對
應
�
識
﹂
に
分
け
て
分
析
を
加
え
て
い
る
︒
特
に
高
麗

軍
元
帥
と
し
て
活
b
し
た
日
本
7
征
の
經
Y
に
つ
い
て
詳
細
な
檢
討
が
な
さ
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑
金
方
慶
が
高
麗
の
た
め
に
果
た
し
た
役
割
︑

將
帥
と
し
て
の
才
能
︑
p
度
も
誣
吿
さ
れ
な
が
ら
も
高
麗
王
家
へ
忠
r
を
盡
く
し
た
點
等
か
ら
︑
金
方
慶
を
義
臣
と
し
て
高
く
:
價
す
る
︒

た
だ
︑
金
方
慶
を
取
り
卷
く
親
族
・
婚
戚
・
同
僚
・
モ
ン
ゴ
ル
官
僚
等
の
人
物
關
係
を
整
理
し
て
い
る
も
の
の
︑
金
方
慶
と
の
關
係
や
各
事

件
に
對
し
て
周
圍
の
人
物
が
い
か
に
參
與
し
た
か
に
つ
い
て
の
分
析
の
上
で
や
や
推
測
が
多
い
點
が
氣
に
な
っ
た
︒

第
二
違
﹁
モ
ン
ゴ
ル
に
投
降
し
た
洪
福
源
お
よ
び
茶
丘
の
父
子
﹂
で
は
︑
高
麗
國
に
忠
義
を
果
た
し
た
金
方
慶
と
は
對
照
�
に
︑
高
麗
人
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
蒙
古
の
忠
犬
﹂
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
洪
福
源
・
茶
丘
の
父
子
が
モ
ン
ゴ
ル
の
下
で
如
何
な
る
生
涯
を
お
く
っ

た
か
を
営
べ
る
︒
一
二
三
一
年
︑
麾
下
の
將
兵
三
千
人
と
と
も
に
モ
ン
ゴ
ル
へ
投
影
し
た
洪
福
源
は
︑
一
二
三
三
年
よ
り
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
高
麗

�
入
を
幫
助
し
︑
五
度
に
わ
た
る
高
麗
へ
の
�
攻
を
な
し
た
︒
し
か
し
︑
憲
宗
モ
ン
ケ
末
年
の
一
二
五
八
年
に
は
︑
同
じ
く
モ
ン
ゴ
ル
へ
投
影

し
た
高
麗
王
族
の
永
寧
公
と
不
仲
と
な
っ
た
た
め
に
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
で
あ
る
永
寧
公
の
夫
人
に
誣
吿
さ
れ
︑
モ
ン
ケ
の
v
w
し
た
官
x
に
よ
っ

て
殺
l
さ
れ
る
︒
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洪
福
源
を
繼
い
だ
第
二
子
の
洪
茶
丘
は
︑
質
子
と
し
て
宿
衞
に
勤
務
す
る
う
ち
に
ク
ビ
ラ
イ
の
寵
愛
を
0
け
た
こ
と
か
ら
出
世
の
糸
口
を
つ

か
み
︑
高
麗
�
攻
・
日
本
7
征
の
將
と
し
て
拔
?
さ
れ
た
︒
長
ら
く
高
麗
に
{
屯
し
︑
遼
陽
で
お
こ
っ
た
乃
顏
の
亂
で
も
拔
群
の
活
b
を
見
せ
︑

遼
陽
行
省
を
H
宰
す
る
地
位
に
到
る
︒
第
一
違
で
も
取
り
上
げ
た
金
方
慶
の
誣
吿
事
件
に
際
し
て
は
︑
洪
茶
丘
が
自
ら
拷
問
を
課
す
等
︑
モ
ン

ゴ
ル
の
高
麗
國
に
對
す
る
影
�
力
の
强
+
を
積
極
�
に
推
*
し
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
に
*
出
し
た
殆
ど
の
高
麗
人
が
︑
高
麗
と
一
定
の
關
係
を
|
し

續
け
た
の
に
對
し
︑
洪
茶
丘
と
そ
の
一
族
は
完
J
に
モ
ン
ゴ
ル
人
と
し
て
高
麗
の
荏
�
に
關
與
し
た
と
さ
れ
る
︒
そ
の
後
も
洪
一
族
は
遼
陽
に

根
を
下
ろ
し
︑
高
麗
王
家
に
に
ら
み
を
利
か
せ
る
存
在
と
し
て
も
機
能
し
た
︒
結
論
と
し
て
︑
ほ
か
の
行
省
と
は
衣
な
り
遼
陽
行
省
の
宰
相
職

が
洪
氏
一
族
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
︑
諸
侯
と
し
て
特
衣
な
地
位
を
確
保
し
た
こ
と
︑
元
が
滅
び
た
後
も
洪
氏
一
族
は
高
麗
に
歸
ら
ず
北
元
と
m

命
を
共
に
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

な
お
︑
本
違
は
著
者
も
﹁
序
違
﹂
で
﹁
歷
	
上
の
人
物
の
襃
貶
の
た
め
に
企
劃
さ
れ
た
論
�
で
あ
る
た
め
︑
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
點
も

あ
る
﹂
と
豫
め
こ
と
わ
っ
て
い
る
と
お
り
違
末
に
參
考
�
獻
と
し
て
﹃
高
麗
	
﹄・﹃
元
	
﹄
な
ど
が
略
式
で
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
︑
具
體

�
な
出
典
は
@
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
人
物
:
價
と
い
う
括
り
か
ら
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
高
麗
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
合
致
す
る
か
否

か
︑
と
い
う
形
で
衛
譽
襃
貶
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

第
三
違
﹁
十
四
世
紀
の
高
麗
と
日
本
の
接
觸
と
�
液
﹂︒
違
題
は
﹁
十
四
世
紀
﹂
と
あ
る
が
︑
實
質
�
に
は
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
末

ま
で
の
麗
･
日
�
涉
で
あ
り
︑
H
に
倭
寇
發
生
以
後
の
一
四
世
紀
S
ば
か
ら
の
外
�
に
焦
點
を
あ
て
た
勞
作
で
あ
る
︒﹁
倭
寇
の
�
入
と
被
l
︑

そ
し
て
討
伐
だ
け
が
k
目
さ
れ
て
き
た
﹂
高
麗
後
�
の
麗
・
日
關
係
を
多
角
�
な
視
座
か
ら
描
く
こ
と
を
�
圖
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
著
者

は
︑
元
寇
後
に
麗
・
日
閒
が
疎
7
と
な
る
と
と
も
に
︑
高
麗
が
一
四
世
紀
初
頭
か
ら
S
世
紀
に
亘
っ
て
征
東
行
省
の
掣
肘
を
0
け
て
い
た
た
め

に
自
H
�
な
政
治
・
外
�
が
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
営
べ
る
︒
一
四
世
紀
の
S
ば
か
ら
︑
恭
愍
王

(
在
位
：
一
三
五
一
～
一
三
七
四
)
の
下
で

﹁
反
元
自
H
﹂
の
氣
m
が
高
ま
り
︑
獨
自
外
�
が
展
開
さ
れ
る
か
に
見
え
た
が
︑
一
三
五
〇
年
代
か
ら
倭
寇
の
活
動
が
盛
ん
に
興
り
始
め
る
︒

一
聯
の
經
Y
を
示
す
た
め
︑
著
者
は
高
麗
・
日
本
に
關
係
す
る
事
項
を
年
代
順
に
表
と
し
て
ま
と
め
る
︒
一
二
九
三
年
を
も
っ
て
公
式
な
外
�
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が
斷
絕
し
た
後
は
︑
海
商
・
求
法
僧
に
よ
る
渡
航
︑
漂
液
民
の
G
e
等
を
 
じ
た
�
液
が
細
々
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
︑
一
三
六
六
年
に
倭

寇
の
禁
絕
を
求
め
る
=
M
が
日
本
に
v
w
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
麗
・
日
の
國
�
が
囘
復
し
た
と
す
る
︒

元
寇
の
際
に
日
本
の
�
倉
政
權
が
モ
ン
ゴ
ル
・
高
麗
に
對
し
て
敵
對
�
な
�
勢
を
取
り
︑
政
治
�
實
權
を
持
た
な
い
公
家
は
變
動
す
る
國
際

A
勢
に
|
效
な
對
處
が
と
れ
な
か
っ
た
の
に
對
し
︑
足
利
政
權
は
高
麗
側
の
�
求
す
る
倭
寇
禁
壓
を
0
諾
し
た
︒
公
�
な
=
M
が
相
互
に
v
w

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
僧
侶
に
よ
る
非
公
式
な
�
液
に
止
ま
っ
た
が
︑
そ
の
一
方
で
相
互
の
�
+
・
學
�
�
�
液
は
促
*
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た

�
液
を
重
ね
る
中
で
足
利
幕
府
へ
倭
寇
の
禁
壓
を
�
N
し
た
と
こ
ろ
で
實
行
に
は
移
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
高
麗
側
は
︑
�
に
守
護
な
ど

の
地
方
勢
力
へ
も
働
き
か
け
を
行
う
が
︑
地
方
勢
力
も
倭
寇
と
の
關
係
か
ら
利
益
を
享
0
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
倭
寇
の
勢
力
は
衰
え
を
見

せ
な
か
っ
た
︒

著
者
は
︑
倭
寇
の
_
源
を
南
北
V
の
爭
い
で
排
斥
さ
れ
た
南
V
勢
力
で
あ
る
と
み
な
す
︒
倭
寇
は
︑
九
州
に
據
っ
た
南
V
v
の
懷
良
親
王
勢

力
が
軍
事
物
�
を
確
保
す
る
た
め
に
v
w
し
た
掠
奪
集
團
で
あ
る
と
し
︑
一
三
八
〇
年
代
に
倭
寇
の
掠
奪
が
衰
�
し
始
め
る
こ
と
と
倂
せ
て
︑

懷
良
親
王
が
一
三
八
三
年
に
死
去
し
た
こ
と
を
倭
寇
衰
8
の
一
因
と
す
る
︒
ま
た
︑
日
本
に
殘
る
多
く
の
高
麗
�
物
は
︑
商
人
經
由
で
は
な
く

倭
寇
の
掠
奪
の
結
果
と
み
る
こ
と
が
�
當
で
あ
る
と
し
つ
つ
︑
こ
れ
も
一
つ
の
�
物
の
�
液
と
し
て
容
,
す
る
考
え
を
示
し
た
︒
�
後
に
︑
一

四
世
紀
後
S
の
倭
寇
禁
壓
を
 
じ
た
非
公
式
な
�
液
が
育
ま
れ
た
こ
と
が
︑
一
五
世
紀
以
後
の
V
鮮
・
日
本
の
密
接
な
�
液
の
基
盤
に
な
っ
た

と
す
る
︒

;
違
﹁
今
後
の
課
題
﹂
で
は
︑
著
者
個
人
の
課
題
で
は
な
く
︑
モ
ン
ゴ
ル
	
硏
究
に
關
わ
る
J
て
の
硏
究
者
に
向
け
て
の
課
題
が
說
か
れ
る
︒

ユ
ー
ラ
シ
ア
を
席
§
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
硏
究
は
日
本
の
學
界
が
H
F
�
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
︑
$
年
の
韓
國
・
中
國
で
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
に

お
け
る
自
國
	
と
い
う
枠
組
み
を
乘
り
越
え
︑
よ
り
廣
域
の
地
理
槪
念
と
し
て
北
東
ア
ジ
ア
を
念
頭
に
お
い
た
硏
究
が
*
展
し
て
い
る
︒
モ
ン

ゴ
ル
	
の
�
料
は
多
言
語
か
ら
な
る
だ
け
で
な
く
︑
世
界
各
地
に
散
在
し
て
い
る
た
め
に
個
人
に
よ
る
收
集
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
硏

究
者
同
士
の
�
な
る
聯
携
が
必
�
で
あ
る
と
說
く
︒
$
年
盛
ん
に
發
見
さ
れ
つ
つ
あ
る
怨
出
の
金
石
�
獻
な
ど
が
特
定
の
硏
究
機
關
で
保
存
さ
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れ
た
ま
ま
長
�
閒
公
開
さ
れ
な
い
閉
�
�
な
狀
況
を
批
�
し
︑
少
な
く
と
も
同
一
�
+
圈
の
學
者
閒
で
は
�
料
が
公
開
さ
れ
共
|
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
︒
加
え
て
︑
金
石
・
書
畫
・
古
�
書
や
考
古
學
の
成
果
を
等
閑
視
し
て
典
籍
�
料
の
み
に
沒
頭
す
る
こ
と
な
く
︑
他
分
野

と
の
聯
携
を
積
極
�
に
行
う
よ
う
に
推
奬
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
怨
出
�
料
の
利
用
に
際
し
て
は
個
人
・
國
家
の
�
圖
と
複
雜
に
絡
ま
っ
て
不
�

切
な
處
理
が
施
さ
れ
︑
模
�
品
が
液
 
し
て
い
る
可
能
性
に
も
留
�
す
る
必
�
が
あ
る
と
說
く
︒
こ
う
し
た
狀
況
に
對
處
す
る
た
め
に
は
︑
硏

究
者
が
實
地
で
�
料
�
査
を
行
う
べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
上
で
學
際
�
な
協
力
が
必
�
不
可
缺
で
あ
る
こ
と
を
再
度
强
�
す
る
︒

附
錄
で
は
︑
日
本
滯
在
中
に
收
集
し
た
モ
ン
ゴ
ル
時
代
以
外
の
�
料
の
紹
介
を
行
う
︒
第
一
違
﹁
京
都
大
學
<
藏
の
開
仙
寺
址
石
燈
記
の
拓

本
﹂
は
︑
京
都
大
學
工
學
部
円
築
學
科
の
圖
書
館
に
保
存
さ
れ
る
︑
同
學
科
敎
�
の
天
沼
俊
一

(
一
八
七
六−

一
九
四
七
)
が
收
集
し
た
中
・

韓
・
日
の
拓
本
一
二
〇
餘
種
の
中
の
﹁
開
仙
寺
址
石
燈
記
﹂
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
開
仙
寺
址
石
燈
記
﹂
自

體
は
︑
日
本
瓜
治
�
の
V
鮮
で
作
成
さ
れ
た
﹃
V
鮮
金
石
總
覽
﹄
や
そ
の
後
の
﹃
續
金
石
'
�
﹄
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
が(12

)
︑
石
燈
の
劣
+
の
た

め
か
�
讀
の
�
り
が
多
い
た
め
︑
著
者
は
天
沼
俊
一
が
收
集
し
た
拓
本
と
の
比
�
を
行
う
こ
と
で
�
讀
の
校
正
と
檢
討
を
行
っ
た
︒

第
二
違
﹁
一
五
七
五
年
日
本
=
臣
團
に
か
か
わ
る
古
�
書
�
料
の
檢
討

︱
︱
足
利
學
校
'
蹟
圖
書
館
<
藏
﹃
續
�
治
 
鑑
綱
目
﹄
の
褙
接

紙
�
査
︱
︱
﹂
は
︑
足
利
�
庫
に
保
存
さ
れ
た
﹃
續
�
治
 
鑑
綱
目
﹄
二
七
卷
一
三
册
の
裝
丁
に
=
用
さ
れ
た
紙
背
�
書
の
硏
究
で
あ
る
︒

は
じ
め
に
足
利
�
庫
<
藏
の
﹃
續
�
治
 
鑑
綱
目
﹄
を
書
誌
學
�
に
檢
討
し
︑
一
五
〇
四
年
に
@
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
V
鮮
へ
渡
っ
た
後
に

日
本
へ
と
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
一
五
七
一
年
に
V
鮮
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
續
�
治
 
鑑
綱
目
﹄
と
同
一
の
底
本
で
あ
る
こ
と
を
@
ら

か
に
す
る
︒
そ
の
後
︑
紙
背
�
書
の
內
容
の
本
格
�
な
檢
討
に
移
る
︒
紙
背
�
書
に
は
一
五
七
五
年
に
日
本
﹁
國
H
﹂
か
ら
V
鮮
へ
v
w
さ
れ

た
=
臣
團
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
著
者
は
群
雄
割
據
す
る
戰
國
�
の
日
本
の
狀
況
を
踏
ま
え
て
=
臣
團
の
v
w
H
體
を
考
察
す
る
︒
=

臣
團
の
2
成
︑
V
鮮
側
の
對
應
を
確
,
し
︑﹃
V
鮮
王
V
實
錄
﹄
に
記
錄
の
無
い
こ
と
を
@
ら
か
に
し
た
上
で
︑
=
臣
團
を
v
w
し
た
の
は
當

時
$
畿
一
帶
で
大
勢
力
を
誇
っ
た
織
田
信
長
で
は
な
く
對
馬
の
宗
氏
で
あ
り
︑
一
五
七
五
年
の
=
M
團
は
一
五
世
紀
か
ら
宗
氏
が
盛
ん
に
v
w

し
た
﹁
僞
=
﹂
の
一
部
で
あ
っ
た
と
結
論
附
け
た
︒
な
お
︑
序
違
で
の
內
容
紹
介
に
は
﹁
本
違
に
よ
っ
て
豐
臣
秀
吉
に
よ
る
V
鮮
�
攻
が
本
人

― 124 ―

320



の
�
思
よ
り
は
彼
の
舊
H
で
あ
っ
た
織
田
信
長
の
�
思
を
繼
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
を
@
ら
か
に
し
た
と
あ
る
が
︑
本
違
を
讀
む
限
り

で
は
一
五
七
五
年
の
V
鮮
へ
の
=
M
が
對
馬
宗
氏
の
v
w
し
た
﹁
僞
=
﹂
で
あ
る
こ
と
以
上
に
論
を
展
開
し
て
お
ら
ず
︑
豐
臣
秀
吉
に
至
っ
て

は
一
言
も
觸
れ
て
い
な
い
︒

:
者
は
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
知
識
を
齧
っ
た
に
す
ぎ
ず
高
麗
に
至
っ
て
は
門
外
漢
で
あ
る
た
め
立
ち
入
っ
た
論
:
は
�
え
た
い
が
︑
二
三
の
�

見
を
営
べ
て
お
く
︒
一
三
～
一
四
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
︑
少
な
く
と
も
大
元
ウ
ル
ス
︑
フ
レ
グ
=
ウ
ル
ス
で
共
 
+
さ
れ
た
諸
�
素

(商
業
・
行

政
・
�
+
等
)
に
よ
っ
て
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
は
一
定
の
�
+
�
共
 
軸
を
|
し
て
い
た(13

)
︒
そ
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
端
に
位
置
し
て
い
た
の
が

高
麗
と
日
本
で
あ
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
の
駙
馬
國
で
あ
る
高
麗
は
い
う
ま
で
も
な
く
︑
日
本
も
モ
ン
ゴ
ル
の
�
+
�
影
�
を
强
く
0
け
て
い
た
こ
と

は
僧
侶
の
渡
航
歷
︑
�
物
の
將
來
な
ど
か
ら
確
,
で
き
る(14

)
︒
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
大
部
が
モ
ン
ゴ
ル
の
治
下
に
は
い
り
︑
各
地
に
各
ウ
ル
ス
の
直
�

領
と
投
下
領
が
入
り
�
じ
る
多
重
2
�
が
生
み
出
さ
れ
た
︒
そ
う
し
た
狀
況
に
諸
王
・
投
下
領
H
の
獨
立
性
︑
各
宗
敎
勢
力
︑
モ
ン
ゴ
ル
貴
族

と
そ
の
威
を
借
り
た
オ
ル
ト
ク
商
人
︑
色
目
人
・
漢
兒
人
・
南
人
︑
さ
ら
に
は
周
邊
地
域
の
人
々
が
加
わ
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
瓜
合
は
擴
閏

さ
れ
て
ゆ
く
︒

一
四
世
紀
後
S
に
高
麗
で
�
纂
さ
れ
た
漢
兒
言
語
の
敎
科
書
で
あ
る
﹃
老
乞
大
﹄
に
は(15

)
︑
高
麗
人
商
人
が
行
き
ず
り
の
漢
兒
人
商
人
と
と
も

に
大
都
ま
で
高
麗
人
參
を
賣
り
に
行
く
A
景
が
描
か
れ
る
︒
こ
れ
は
敎
科
書
に
揭
載
さ
れ
る
一
說
話
で
あ
る
た
め
實
際
の
も
の
と
は
�
た
り
が

あ
る
だ
ろ
う
が
︑
當
時
の
高
麗
・
モ
ン
ゴ
ル
閒
で
頻
繁
に
_
こ
り
え
た
場
面
を
活
寫
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
お
い
て
日
本
・

高
麗
の
モ
ン
ゴ
ル
と
の
接
し
方
は
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
っ
て
い
た
が
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
中
で
ゆ
る
や
か
に
﹁
混
一
﹂
さ
れ
た
北
東
ア
ジ
ア
の
A
景
が
そ

こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
從
來
の
硏
究
に
お
い
て
も
モ
ン
ゴ
ル
・
高
麗
・
日
本
の
內
︑
二
者
關
係
を
拔
き
出
し
た
も
の
︑
一
國
	
の
枠
組
み
の

中
で
外
�
を
語
る
も
の
は
p
多
あ
る
が
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
當
該
地
域
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
三
者
に
等
し
く
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
�
識
が
肝

�
と
な
る
︒
著
者
の
本
書
に
お
け
る
�
勢
は
︑
如
何
せ
ん
著
者
の
專
門
ゆ
え
に
高
麗
に
比
重
が
傾
き
が
ち
で
は
あ
る
が
︑
廣
範
な
視
野
を
も
っ
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て
北
東
ア
ジ
ア
と
い
う
空
閒
を
活
寫
し
よ
う
と
す
る
氣
槪
に
Ù
れ
て
い
る
︒

本
書
の
H
と
す
る
と
こ
ろ
は
︑
網
羅
�
な
�
料
收
集
に
基
づ
く
怨
�
料
の
紹
介
と
分
析
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
作
業
に
よ
っ
て
︑
と
り
わ
け
第

二
部
の
忠
宣
王
と
周
圍
の
活
動
に
つ
い
て
は
各
時
�
の
詳
細
な
經
雲
が
@
瞭
な
も
の
と
な
っ
た
︒
そ
の
Y
o
で
示
さ
れ
て
い
る
數
々
の
著
者
の

創
見
に
つ
い
て
は
興
味
を
そ
そ
ら
れ
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
も
多
い
が
︑
さ
ら
な
る
考
證
が
必
�
で
あ
る
よ
う
に
も
見
0
け
ら
れ
た
︒
著
者
は
高

麗
側
に
軸
足
を
置
き
忠
宣
王
を
モ
ン
ゴ
ル
に
滯
在
す
る
質
子
の
高
麗
王
と
し
て
檢
討
し
て
い
る
が
︑
そ
の
一
方
で
高
麗
王
を
數
多
い
る
モ
ン
ゴ

ル
の
諸
王
・
駙
馬
・
投
下
領
H
と
し
て
�
す
る
モ
ン
ゴ
ル
側
の
視
點
も
|
用
な
分
析
手
段
と
な
り
得
た
だ
ろ
う
︒
い
づ
れ
に
し
ろ
︑
高
麗
王
の

駙
馬
と
し
て
の
特
衣
性
・
仁
宗
�
の
立
ち
位
置
も
踏
ま
え
た
う
え
で
言
え
ば
︑
忠
宣
王
の
記
事
は
諸
王
の
中
で
も
多
い
部
類
に
入
り
︑
他
の
諸

王
と
の
比
�
對
象
に
な
り
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
著
者
の
論
考
は
︑
忠
宣
王
と
そ
の
周
圍
に
關
し
て
�
な
る
硏
究
の
餘
地
が

殘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
︒

本
書
の
論
考
中
に
お
け
る
白
眉
は
︑
な
ん
と
い
っ
て
も
﹃
衣
國
出
契
﹄
に
<
收
さ
れ
る
蒙
・
麗
・
日
閒
の
外
�
�
書
を
紹
介
し
た
第
一
部
で

あ
る
︒
こ
の
論
考
の
價
値
は
︑
黑
板
�
美
・
中
村
榮
孝
の
時
點
で
は
�
料
上
の
制
�

(
�
書
の
蟲
食
い
)
に
よ
り
不
完
J
で
あ
っ
た
硏
究
の
完

成
度
を
高
め
た
と
い
う
以
上
に
︑
こ
の
�
料
の
再
發
見
そ
の
も
の
が
日
本
	
・
中
國
	
側
で
の
元
寇
・
倭
寇
T
	
の
議
論
を
活
性
+
さ
せ
た
點

に
あ
る(

16
)

︒
池
內
宏
を
は
じ
め
と
す
る
先
學
の
硏
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
停
滯
の
感
が
あ
っ
た
元
寇
	
に
つ
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
︒
論
考
の

發
表
と
竝
行
し
て
蒙
古
襲
來
關
係
�
料
の
集
成
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
︑
著
者
の
再
發
見
は
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
と
言
え
る
︒

怨
出
の
出
土
�
料
な
ど
と
は
"
い
︑
國
家
閒
の
外
�
	
�
料
は
數
が
限
ら
れ
て
い
る
上
︑
(
々
に
し
て
Y
去
の
碩
學
に
よ
る
分
析
を
へ
て
い
る

た
め
に
後
世
の
論
者
は
旣
存
の
�
料
の
再
解
釋
に
;
始
し
が
ち
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
狀
況
に
︑
怨
�
料
と
い
う
形
で
一
石
を
投
じ
て
議
論
を
*

展
さ
せ
た
著
者
の
仕
事
は
多
大
な
�
義
を
|
し
て
い
る
︒

な
お
︑
各
違
に
年
表
形
式
の
�
料
一
覽
が
附
さ
れ
て
い
る
た
め
當
該
時
代
の
�
料
集
と
し
て
も
�
利
で
あ
る
︒
冒
頭
で
紹
介
し
た
著
者
の
著

作
群
と
突
き
合
わ
せ
る
と
︑
本
書
の
價
値
は
よ
り
一
層
高
ま
る
だ
ろ
う
︒
�
に
言
え
ば
︑
自
身
の
作
成
し
た
�
料
集
を
T
提
と
し
て
い
る
た
め
︑
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そ
ち
ら
を
一
 
り
あ
た
ら
な
け
れ
ば
本
書
で
提
供
さ
れ
る
年
表
に
記
さ
れ
た
A
報
の
成
否
が
確
,
で
き
な
い
仕
樣
と
な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
�
料
の
紹
介
と
分
析
と
い
う
�
味
で
は
十
二
分
に
成
功
し
て
お
り
︑
�
料
の
收
集
に
費
や
し
た
著
者
の
勞
力
に
は
脫
�
せ
ざ

る
を
え
な
い
︒
た
だ
い
く
ぶ
ん
�
料
の
紹
介
を
T
面
に
押
し
出
し
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
り
︑
各
論
で
何
を
證
@
せ
ん
と
し
た
の
か
の
論
旨

が
や
や
漠
然
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
點
は
否
め
ず
︑
本
書
J
體
を
見
囘
し
た
と
き
に
�
液
と
い
う
以
上
の
瓜
一
�
な
テ
ー
マ
も
見
出
し
が

た
か
っ
た
︒
第
二
部
か
ら
第
三
部
に
か
か
る
各
人
物
に
關
す
る
論
考
に
お
い
て
も
︑
著
者
の
見
出
し
た
怨
�
料
に
よ
っ
て
從
來
の
限
ら
れ
た
�

料
の
み
依
據
し
た
硏
究
で
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
具
體
�
事
實
が
克
@
に
描
き
だ
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
︑
今
一
步
踏
み
出
し
て
人
物
の
具

體
宴
以
上
の
展
開
を
提
示
し
て
も
ら
え
れ
ば
︑
�
に
深
み
の
あ
る
論
に
な
り
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

し
ば
し
ば
繰
り
�
さ
れ
る
怨
�
料
の
重
�
性
は
ま
さ
し
く
そ
の
 
り
で
あ
り
︑
後
*
と
し
て
の
我
々
も
そ
の
�
識
を
胸
に
刻
む
べ
き
だ
ろ
う
︒

モ
ン
ゴ
ル
時
代
を
探
る
う
え
で
多
言
語
と
怨
�
料
を
驅
=
し
た
硏
究
が
今
後
�
な
る
活
況
を
見
せ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
︒
著
者
の
勞
苦
に

惜
し
み
な
い
贊
美
を
お
く
り
︑
擱
筆
す
る
︒

�(1
)

張
東
�
﹃
高
麗
後
�
外
�
	
硏
究
﹄
(一
潮
閣
︑
一
九
九
四
年
)︑

同
﹃
元
代
麗
	
�
料
集
錄
﹄
(ソ
ウ
ル
大
學
出
版
部
︑
一
九
九
七
年
)︑

同
﹃
宋
代
麗
	
�
料
集
錄
﹄
(ソ
ウ
ル
大
學
出
版
部
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑

同
﹃
日
本
古
中
世
高
麗
�
料
硏
究
﹄
(ソ
ウ
ル
大
學
出
版
部
︑
二
〇

〇
四
年
)︒
な
お
︑
本
書
に
對
し
て
韓
國
で
︑
日
本
	
側
の
觀
點
か

ら
書
:
が
出
さ
れ
て
い
る

(
남
기
학
﹁﹇
書
:
﹈
張
東
�
︑︽
モ
ン
ゴ

ル
�
國
�
の
北
東
ア
ジ
ア
︾
(
�
古
書
院
︑
二
〇
一
六
)﹂
(﹃
日
本
歷

	
硏
究
﹄
第
四
三
號
︑
二
〇
一
六
年
)
)︒

(2
)

元
寇
に
つ
い
て
の
代
表
�
な
も
の
と
し
て
池
內
宏
﹃
元
寇
の
怨
硏

究
﹄
(東
洋
�
庫
︑
一
九
三
一
年
)︒
元
寇
の
硏
究
	
に
つ
い
て
は
︑

川
添
昭
二
﹃
蒙
古
襲
來
硏
究
	
論
﹄
(雄
山
閣
︑
一
九
七
七
年
)︒
倭

寇
に
つ
い
て
は
︑
田
中
永
夫
﹃
中
世
海
外
�
涉
	
の
硏
究
﹄
(東
京

大
學
出
版
會
︑
一
九
五
九
年
)
な
ど
︒

(3
)

中
村
榮
孝
﹃
日
鮮
關
係
	
の
硏
究
﹄
上
卷

(吉
川
弘
�
館
︑
一
九

六
五
年
)︒

(4
)

池
田
榮
	
・
根
元
�
L
﹁
長
崎
縣
北
松
浦
郡
鷹
島
周
邊
海
底
に
眠

る
元
寇
關
聯
'
跡
・
'
物
の
把
握
と
解
@
﹂
(﹃
 
成
一
八
～
二
二
年

度
科
學
硏
究
費
補
助
金
基
盤
硏
究

(
S
)
硏
究
成
果
報
吿
書
﹄
第
一
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集
︑
二
〇
〇
九
年
・
第
二
集
︑
二
〇
〇
九
年
・
第
三
集
︑
二
〇
一
一

年
)︒

(5
)

杉
山
正
@
﹃
モ
ン
ゴ
ル
�
國
と
大
元
ウ
ル
ス
﹄
(京
都
大
學
學
�

出
版
會
︑
二
〇
〇
四
年
)︒

(6
)

そ
う
し
た
硏
究
の
一
例
と
し
て
︑
森
 
¡
彥
﹃
モ
ン
ゴ
ル
霸
權
下

の
高
麗

︱
︱
�
國
秩
序
と
王
國
の
對
應
︱
︱
﹄
(名
古
屋
大
學
出

版
會
︑
二
〇
一
三
年
)︑
が
あ
る
︒

(7
)

榎
本
涉
﹃
東
ア
ジ
ア
海
域
と
日
中
�
液

︱
︱
九
〜
一
四
世
紀

︱
︱
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
〇
七
年
)︒

(8
)

初
出
一
覽

(三
二
八
−
三
二
九
頁
)
に
﹁
韓
國
︑﹃
歷
	
敎
育
論

集
﹄
三
五
︑
一
九
九
九
年
﹂
と
あ
る
の
を
︑
原
典
に
卽
し
て
修
正
し

た
︒

(9
)

『
衣
國
出
契
﹄
原
本
の
<
在
は
不
@
だ
が
︑
筆
寫
本
が
內
閣
�
庫

と
京
都
大
學
�
學
部
圖
書
館
に
<
藏
さ
れ
る
︒

(10
)

黑
板
�
美
・
下
村
三
四
吉
�
﹃
¤
古
�
書
﹄
甲
集

(出
版
社
不
@
︑

一
八
九
六
年
)︒

(11
)

中
村
榮
孝
﹁
﹃
太
 
記
﹄
に
見
え
る
高
麗
人
の
來
V

︱
︱
武
家

政
權
外
�
接
收
の
發
端
︱
︱
﹂
同
﹃
日
鮮
關
係
	
の
硏
究
﹄
上
卷
︑

第
六
違

(吉
川
弘
�
館
︑
一
九
六
五
年
)︒

(12
)

V
鮮
總
督
府
�
﹃
V
鮮
金
石
總
覽
﹄
上
卷

(
V
鮮
總
督
府
︑
一
九

一
九
年
)︑
黃
壽
永
�
﹃
續
金
石
'
�
﹄
(考
古
美
�
同
人
會
︑
一
九

六
七
年
)
︒

(13
)

宮
紀
子
﹃
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
�
+
﹄
(
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑

二
〇
〇
六
年
)
︒

(14
)

榎
本
涉
﹃
南
宋
・
元
代
日
中
渡
航
僧
傳
記
集
成
：
附
江
戶
時
代
に

お
け
る
僧
傳
集
積
Y
o
の
硏
究
﹄
(
勉
r
出
版
︑
二
〇
一
三
年
)︒

(15
)

金
�
京
・
玄
幸
子
・
佐
©
晴
彥
譯
5
﹃
老
乞
大
︱
︱
V
鮮
中
世

の
中
國
語
會
話
讀
本
﹄
(
6
光
解
說
)
(
 
凡
社
︑
二
〇
〇
二
年
)︒

(16
)

«
松
正
﹁
モ
ン
ゴ
ル
國
國
書
の
周
邊
﹂
(﹃
	
窓
﹄
第
六
四
號
︑
二

〇
〇
七
年
)
︑
同
﹁
第
二
L
日
本
7
征
後
の
元
・
麗
・
日
關
係
外
�

�
書
に
つ
い
て
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
第
九
〇
號
︑
二
〇
一
六
年
)
︑
池

田
榮
	
等
﹃
︽
元
寇
︾
關
係
	
料
集

(稿
)
﹄
(科
學
硏
究
費
補
助
金

(基
盤
硏
究

(S
)
)
硏
究
成
果
報
吿
書
︑
二
〇
一
〇
年
)︑
石
井
正

敏
﹁
貞
治
六
年
の
高
麗
=
と
高
麗
牒
狀
に
つ
い
て
﹂
(﹃
中
央
大
學
�

學
部
紀
�
﹄
第
五
五
號
︑
二
〇
一
〇
年
)
︑
佐
伯
弘
L
﹃
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
襲
來
關
係
地
�
料
集
﹄
(九
州
大
學
大
學
院
人

�
科
學
硏
究
院
︑
科
學
硏
究
費
補
助
金

(基
盤
硏
究

(S
)
)
硏
究

成
果
報
吿
書
︑
二
〇
一
四
年
)︑
同
﹁
蒙
古
襲
來
以
後
の
日
本
の
對

高
麗
關
係
﹂
(﹃
	
淵
﹄
第
一
五
三
號
︑
二
〇
一
六
年
)
な
ど
︒

二
〇
一
六
年
二
¬

東
京

�
古
書
院

二
二
糎

三+

三
五
〇+

一
二
頁

一
〇
〇
〇
〇
圓+

稅
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