
｢中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
(一
七
七
六
)
讀
解

︱
︱
第
一
部
を
中
心
に
︱
︱

怨

居

洋

子

は
じ
め
に

一

中
國
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
は
ざ
ま
で

(一
)
著
者
は
だ
れ
か

(二
)
著
者
の
立
場

二

古
代
の
歷
�
を
め
ぐ
る
態
度

(一
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

︱
︱
古
代
・﹁
衣
國
﹂
に
對
す
る
	
熱

(二
)
古
代
中
國
に
つ
い
て
知
る
に
は

(三
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
中
國
古
代
�
論
爭

三

中
國
に
お
け
る
記
錄
�
料

(一
)
�
字
～
書
物
の
�
源

(二
)
書
物
の
量
產
の
始
ま
り

(三
)﹃
書
經
﹄
の
眞
正
性

四

コ
ー
を
と
り
ま
く
知
識
世
界

(一
)
中
國
に
お
け
る
典
據

(二
)
フ
ラ
ン
ス
﹁
�
體
﹂
論
爭

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

一
七
七
六
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
︑
イ
エ
ズ
ス
會
宣
敎
師
の
﹁
コ
ー

(
K
o
)
﹂
と
い
う
人
物
に
よ
る
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー

(
E
ssa
i

su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is)
﹂
と
題
さ
れ
た
�
違
が
出
版
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
﹃
中
國
の
歷
�
︑
科
學
︑
技
藝
︑
風
俗
︑
 
慣
を
め
ぐ
る
︑
北
京

在
!
宣
敎
師
た
ち
に
よ
る
メ
モ
ワ
ー
ル

(
M
ém
o
ires
co
n
cern
a
n
t
l̓
h
isto
ire,
les
scien
ces,
a
rts,
m
œ
u
rs,
u
sa
g
es
d
es
C
h
in
o
is,
p
a
r
les
M
issio
n
n
a
ires

d
e
P
ék
in
︑
以
下
﹃
メ
モ
ワ
ー
ル
﹄
)
﹄
第
一
號
に
收
錄
さ
れ
た
︑
:
體
で
二
七
〇
頁
あ
ま
り
に
;
ぶ
長
大
な
著
営
で
あ
る
︒
そ
の
フ
ラ
ン
ス
國
務

卿
ベ
ル
タ
ン
に
あ
て
た
獻
辭
に
よ
れ
ば
﹁
き
わ
め
て
卑
し
く
︑
從
順
な
し
も
べ
︑
イ
エ
ズ
ス
會
士
コ
ー
﹂
の
名
義
で
揭
載
さ
れ
て
い
る(1

)
︒﹃
メ

モ
ワ
ー
ル
﹄
は
一
八
世
紀
後
?
に
︑
北
京
四
堂
の
う
ち
北
堂
在
!
の
宣
敎
師
︑
す
な
わ
ち
お
も
に
フ
ラ
ン
ス
出
身
イ
エ
ズ
ス
會
士
た
ち
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
@
っ
た
膨
大
な
報
吿
の
な
か
か
ら
拔
粹
し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
︒
一
七
七
六
年
か
ら
一
七
九
一
年
ま
で
パ
リ
の
書
籍
商
ニ
ョ
ン

か
ら
聯
續
し
て
一
五
卷
刊
行
さ
れ
︑
當
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
の
あ
い
だ
で
盛
ん
に
液
C
し
た(2

)
︒
そ
の
第
一
號
の
卷
頭
を
D
っ
た
の
が
﹁
中
國

古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
で
あ
り
︑
著
者
と
し
て
そ
の
名
が
記
載
さ
れ
た
﹁
コ
ー
﹂
は
中
國
人
の
イ
エ
ズ
ス
會
士
で
あ
る
︒

コ
ー
は
カ
オ
と
も
稱
さ
れ

(
L
o
u
is
G
a
o
ま
た
は

A
lo
y
s
K
o︑
中
國
姓
は
高
︑
一
七
三
二
～
一
七
九
〇
)
︑
も
と
も
と
北
京
出
身
の
中
國
人
天
I
敎

信
者
で
あ
る
︒
同
じ
中
國
人
信
者
の
ヤ
ン

(
É
tie
n
n
e
Y
a
n
g
︑
中
國
姓
は
楊
︑
一
七
三
三
頃
～
一
七
九
八
頃
)
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
へ
渡
り
︑
勉
學

や
視
察
に
勵
ん
だ
あ
と
中
國
に
歸
O
し
︑
イ
エ
ズ
ス
會
宣
敎
師
と
し
て
各
地
方
で
の
布
敎
活
動
に
從
事
し
て
一
生
を
P
え
た
︒
彼
が
﹁
中
國
古

代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
を
發
表
し
た
の
は
︑
中
國
の
ア
ー
サ
ー
・
ス
ミ
ス
と
稱
さ
れ
る
辜
鴻
銘

(一
八
五
七
～
一
九
二
八
)
が
﹁
中
國
人
の
精

神

(
T
h
e
S
p
irit
o
f
C
h
in
e
se
P
e
o
p
le
)
﹂
を
英
�
で
發
表
す
る

(一
九
一
五
)
お
よ
そ
百
五
十
年
も
Y
の
こ
と
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
先
行
硏
究(3

)
に
よ

れ
ば
辜
鴻
銘
は
華
僑
の
家
系
出
身
で
ペ
ナ
ン
生
ま
れ
︑
現
地
の
西
洋
學
校
で
敎
育
を
[
け
た
あ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
國
で
硏
鑽
を
積
ん
だ
と
の
こ

と
な
の
で
︑
彼
に
と
っ
て
英
�
は
母
語
の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
こ
れ
に
對
し
コ
ー
に
と
っ
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
れ
っ
き
と
し
た
外
國
語
で

あ
っ
た
︒
こ
れ
ま
で
︑
]
淸
時
代
の
在
華
宣
敎
師
が
キ
リ
ス
ト
敎
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
數
學
︑
自
然
科
學
な
ど
を
現
地
の
士
大
夫
と
協
力
し
て
漢
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�
あ
る
い
は
滿
�
に
`
譯
す
る
︑
い
わ
ゆ
る
西
學
書
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
き
た
が
︑
a
に
中
國
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
向
け
て
自
國
の
�
b
を

語
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
問
題
c
識
に
よ
っ
て
書
か
れ
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
思
想
d
背
景
の
も
と
で
著
さ
れ
た
の
か
]
ら
か
に
し
た
い
︒

な
お
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
は
先
行
硏
究
が
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
︑
そ
の
內
容
が
あ
ま
り
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
︑

本
稿
で
は
Y
?
を
占
め
る
第
一
部
に
分
析
對
象
を
f
り
︑
そ
の
內
容
に
つ
い
て
紙
幅
が
許
す
限
り
詳
細
に
紹
介
し
︑
そ
の
う
え
で
議
論
を
g
め

る
こ
と
と
し
た
︒
第
一
部
は
こ
の
著
者
が
中
國
の
歷
�
を
h
う
際
に
ど
の
よ
う
な
記
錄
�
料
が
存
在
し
︑
ま
た
も
っ
と
も
依
據
す
べ
き
�
獻
と

は
な
に
か
と
い
う
歷
�
硏
究
の
も
っ
と
も
根
本
d
な
問
題
を
h
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
基
礎
d
な
議
論
を
踏
ま
え
て
︑
第
二
部
で
中
國
�
上

の
諸
問
題
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
i
成
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
第
一
部
に
集
中
す
る
こ
と
は
十
分
k
c
義
で
あ
る
と
l
斷
し
︑
第
二
部
に
つ
い
て

は
將
來
別
稿
を
た
て
る
こ
と
と
し
た
︒

こ
こ
で
コ
ー
お
よ
び
ヤ
ン
の
經
歷
を
先
行
硏
究(4

)
に
沿
っ
て
整
理
し
て
お
く
︒
コ
ー
は
天
I
敎
徒
の
父
母
を
持
ち
︑
ヤ
ン
と
と
も
に
北
京
に
て

フ
ラ
ン
ス
出
身
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
ブ
ノ
ワ

(
M
ich
e
l
B
e
n
o
ist︑
蔣
友
仁
︑
一
七
一
五
～
一
七
七
四
)
の
指
p
を
[
け
た
︒
一
七
五
一
年
に
フ
ラ

ン
ス
へ
@
ら
れ
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
ラ
テ
ン
語
そ
し
て
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
古
典
を
︑
デ
カ
ル
ト
が
學
ん
だ
こ
と
で
も
k
名
な
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ

の
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
學
び
︑
一
七
五
九
年
三
q
に
イ
エ
ズ
ス
會
に
入
會
し
た
︒
續
い
て
彼
ら
は
神
學
課
r
を
パ
リ
の
ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
ン
︹
ル
イ

大
王
︺
學
院
に
て
s
ご
し
︑
フ
ラ
ン
ス
か
ら
イ
エ
ズ
ス
會
が
t
放
さ
れ
て
か
ら
は
︑
ラ
ザ
リ
ス
ト
會
の
も
と
で
神
學
課
r
を
修
了
し
た
︒
イ
エ

ズ
ス
會
は
一
七
五
〇
年
代
末
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
禁
止
さ
れ
︑
一
七
六
四
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
禁
止
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
以
影
は
國
務
卿

ベ
ル
タ
ン
が
彼
ら
の
お
も
な
保
護
者
と
な
っ
た
︒
も
と
も
と
一
七
六
四
年
に
は
中
國
へ
歸
O
す
る
豫
定
だ
っ
た
が
︑
國
王
や
ベ
ル
タ
ン
の
差
�

の
も
と
︑
さ
ら
に
科
學
ア
カ
デ
ミ
ー
會
員
に
つ
い
て
物
理
學
︑
自
然
誌
お
よ
び
b
學
の
學
 
や
︑
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
絹
織
物
製
u
や
金
糸
銀
糸

の
鑄
u
︑
武
器
製
u
を
擔
う
王
立
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
視
察
に
勤
し
む
こ
と
と
な
っ
た
︒
彼
ら
は
中
國
へ
の
歸
O
後
︑
�
C
に
よ
っ
て

フ
ラ
ン
ス
へ
定
x
d
に
中
國
	
報
を
@
る
こ
と
が
x
待
さ
れ
て
お
り
︑
以
上
の
よ
う
な
學
 
や
視
察
の
經
驗
は
こ
う
し
た
報
吿
の
際
に
役
立
つ
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も
の
と
考
え
ら
れ
た
︒
そ
し
て
實
際
︑
歸
O
に
際
し
て
︑
ベ
ル
タ
ン
と
の
�
C
を
行
う
と
い
う
義
務
を
y
う
こ
と
と
な
り
︑
こ
れ
に
對
し
各
一

二
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
の
年
金
が
荏
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
�
C
の
經
路
が
コ
ー
ら
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
と
︑
彼
ら
の
北
京
到
着
後
︑
北

京
北
堂
で
同
居
し
た
フ
ラ
ン
ス
出
身
の
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
た
ち
が
ベ
ル
タ
ン
に
あ
て
て
大
量
の
報
吿
を
@
り
︑
そ
れ
ら
が
﹃
メ
モ
ワ
ー
ル
﹄

の
材
料
と
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

こ
の
二
人
の
中
國
人
は
當
時
フ
ラ
ン
ス
で
か
な
り
k
名
だ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

(
V
o
lta
ire︑
本
名

F
ra
n
ço
is-
M
a
rie
A
ro
u
e
t︑
一
六
九
四
～
一
七
七
八
)
は
そ
の
手
紙
で
數
囘
に
わ
た
っ
て
コ
ー
ら
に
言
;
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
な

か
か
ら
デ
ィ
ド
ロ

(
D
e
n
is
D
id
e
ro
t︑
一
七
一
三
～
一
七
八
四
)
あ
て
の
手
紙

(一
七
七
六
年
一
二
q
八
日
)
を
見
て
み
る
と
︑﹁
t
伸
﹂
で
以
下
の

ご
と
く
営
べ
て
い
る
︒

パ
リ
の
ニ
ョ
ン(5

)
か
ら
﹃
中
國
の
歷
�
︑
科
學
︑
技
藝
︑
風
俗
︑
 
慣
を
め
ぐ
る
︑
北
京
在
!
宣
敎
師
た
ち
に
よ
る
メ
モ
ワ
ー
ル
﹄
が
出
版

さ
れ
ま
し
た
︒
こ
の
書
物
の
お
も
な
內
容
は
︑
コ
ー

(
K
o
)
と
い
う
名
の
︑
幼
い
時
分
か
ら
イ
エ
ズ
ス
會
士
た
ち
に
よ
っ
て
兩
親
か
ら

�
ざ
け
ら
れ
︑
あ
の
人
類
の
攪
亂
者
た
ち
の
施
設

(
m
a
iso
n
p
ro
fe
sse
)
で
育
っ
た
中
國
人
に
よ
る
も
の
で
す
︒
そ
れ
は
ま
る
で
ジ
ャ
ン
・

シ
ャ
テ
ル(6

)
の
ご
と
き
精
神
に
滿
ち
て
い
ま
す
︱
︱
ほ
と
ん
ど
パ
リ
ソ(7

)
風
と
い
え
る
よ
う
な
仕
方
で
︑
パ
リ
の
哲
學
者
た
ち
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
の
で
す
︒
第
二
七
一
頁
に
は
︑
こ
ん
な
風
に
書
か
れ
て
い
ま
す
︒﹁
も
し
宗
敎

(
R
e
lig
io
n
)
の
敵
に
好
ま
れ
る
よ
う
な
箇
�

が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
疑
い
を
か
け
ら
れ
る
な
ら
︑
私
た
ち
は
た
だ
ち
に
こ
の
著
作
を
燒
き
�
て
よ
う
︒
私
た
ち
は
︑
輕
�
せ
ず
に
い
る

に
は
あ
ま
り
に
閒
�
に
見
て
お
り
︑
驚
く
に
は
あ
ま
り
に
知
り
s
ぎ
て
お
り
︑
勇
敢
に
立
ち
向
か
わ
ず
に
い
る
に
は
あ
ま
り
に
自
分
た
ち

の
申
し
立
て
て
き
た
こ
と
を
確
信
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る(8

)
︒﹂

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
會
︑
と
く
に
イ
エ
ズ
ス
會
に
批
l
d
な
立
場
を
と
り
︑
中
國
に
お
け
る
宣
敎
活
動
に
も
强
い
疑
惑
の
目
を
向

け
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
右
の
�
違
に
は
こ
う
し
た
否
定
d
態
度
が
よ
く
表
れ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

は
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
に
よ
る
報
吿
の
熱
心
な
讀
者
で
も
あ
り
︑
イ
エ
ズ
ス
會
士
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
	
報
は
彼
の
學
問
形
成
に
影
�
を
與
え
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た(
9
)

︒
コ
ー
の
報
吿
に
關
し
て
も
︑
お
よ
そ
友
好
d
と
は
言
い
が
た
い
�
子
で
は
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
報
吿
の
印
象
を
デ
ィ
ド
ロ
に
語
る
く
ら

い
に
は
內
容
を
把
握
し
て
お
り
︑
一
か
�
引
用
す
る
く
ら
い
に
は
�
目
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

な
お
コ
ー
と
ヤ
ン
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
渡
っ
た
は
じ
め
て
の
中
國
人
で
は
な
い
︒
�
�
の
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
遲
く
と
も
一
六
世
紀
に
は
誘
§

あ
る
い
は
自
ら
身
賣
り
す
る
な
ど
し
た
ア
ジ
ア
人
奴
隸
が
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
︑
マ
カ
オ
な
ど
に
存
在
し
て
お
り
︑
そ
の

な
か
に
は
中
國
出
身
の
者
も
い
た(10

)
︒
ま
た
在
華
宣
敎
師
の
洗
禮
を
[
け
︑
勉
學
や
中
國
宣
敎
へ
の
關
心
の
喚
�
な
ど
の
目
d
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ

渡
っ
た
中
國
人
に
限
っ
て
み
て
も
︑
そ
の
名
Y
や
出
身
地
が
l
]
し
て
い
る
者
が
複
數
い
る
︒
比
�
d
詳
細
な
	
報
が
殘
っ
て
い
る
者
と
し
て

は
︑
ク
プ
レ

(
P
h
ilip
p
e
C
o
u
p
le
t︑
柏
應
理
︑
一
六
二
四
～
一
六
九
二
)
に
同
行
し
た
沈
ミ
カ
エ
ル

(
M
ich
a
e
l
S
h
e
n
︑
沈
福
宗
︑
一
六
五
八
頃
～
一
六

九
二
頃
)
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
彼
は
宣
敎
師
か
ら
ラ
テ
ン
語
を
學
び
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
政
界
︑
學
界
の
人
士

と
�
液
し
︑
さ
ら
に
依
賴
を
[
け
て
イ
ギ
リ
ス
に
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
學
ボ
ド
リ
ア
ン
圖
書
館
�
藏
漢
籍
の
�
査
に
も
從
事
し
た
と
い
う
︒

こ
の
旅
r
で
沈
福
宗
が
傳
え
た
中
國
の
言
語
や
儒
敎
︑
醫
藥
な
ど
の
知
識
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
中
國
へ
の
關
心
を
高
め
た
︒

沈
以
影
も
︑
黃
ア
ル
カ
ド

(
A
rca
d
e
H
u
a
n
g
︑
黃
嘉
略
︑
一
六
七
九
～
一
七
一
六
)
や
樊
ル
イ

(
L
o
u
is
F
a
n
︑
樊
守
義
︑
一
六
八
二
～
一
七
五
三
)

が
イ
エ
ズ
ス
會
の
宣
敎
師
に
隨
行
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
渡
っ
た
︒
黃
は
福
円
出
身
で
︑
渡
歐
後
は
パ
リ
に
て
中
國
語
の
C
譯
や
王
室
圖
書
館
�

藏
漢
籍
の
目
錄
作
成
な
ど
の
任
務
に
携
わ
り
︑
フ
ラ
ン
ス
碑
�
�
藝
ア
カ
デ
ミ
ー
P
身
書
記
で
︑
中
國
を
含
む
古
代
世
界
の
歷
�
や
神
話
に
つ

い
て
多
く
の
著
営
を
殘
し
た
フ
レ
レ

(
N
ico
la
s
F
ré
re
t︑
一
六
八
八
～
一
七
四
九
)
と
も
親
�
が
あ
っ
た
︒
樊
は
山
西
出
身
で
︑
康
熙
�
か
ら

ロ
ー
マ
敎
皇
へ
の
�
�
で
あ
っ
た
プ
ロ
ヴ
ァ
ナ

(
A
n
to
n
io
P
ro
v
a
n
a︑
艾
Ó
�
︑
一
六
六
二
～
一
七
二
〇
)
ら
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
渡
り
︑
リ

ス
ボ
ン
に
到
着
後
ジ
ョ
ア
ン
五
世

(
Jo
ã
o
V
︑
一
六
八
九
～
一
七
五
〇
)
に
謁
見
し
︑
ロ
ー
マ
で
は
敎
皇
ク
レ
メ
ン
ス
一
一
世

(
一
六
四
九
～
一
七

二
一
)
に
謁
見
し
た
︒
ミ
ラ
ノ
や
ト
リ
ノ
で
ラ
テ
ン
語
︑
哲
學
そ
し
て
神
學
を
學
び
︑
司
祭
に
敍
任
さ
れ
た
後
︑
一
七
一
九
年
に
中
國
へ
向
け

て
出
�
し
た
︒
�
目
す
べ
き
は
樊
が
歸
國
後
に
著
し
た
漢
�
著
作
﹃
身
見
錄
﹄
(一
七
二
一
)
で
︑
こ
れ
は
康
熙
�
の
�
求
に
應
じ
て
作
ら
れ
た

も
の
で
︑
中
國
人
が
漢
�
で
記
し
た
�
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
見
聞
錄
と
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
一
七
四
〇
年
に
は
︑
劉
ポ
ー
ル

(
P
a
u
l
L
iu
︑
一
七
一
七

― 134―

134



～
一
七
九
四
)
を
は
じ
め
と
す
る
五
人
の
中
國
人
が
渡
佛
を
果
た
し
︑
イ
エ
ズ
ス
會
の
設
立
し
た
ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
ン
に
留
學
し
た(

11
)

︒

こ
の
よ
う
に
コ
ー
と
ヤ
ン
以
Y
に
渡
歐
を
果
た
し
︑
勉
學
な
ど
に
勤
し
ん
だ
中
國
人
キ
リ
ス
ト
敎
徒
は
多
い
︒
そ
の
な
か
に
は
樊
の
よ
う
に
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滯
在
に
お
け
る
經
驗
を
中
國
の
人
々
へ
向
け
て
發
表
し
た
者
も
い
た
︒
彼
ら
の
行
っ
た
事
業
お
よ
び
存
在
そ
の
も
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
中
國
の
知
識
世
界
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
少
な
く
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
中
國
人
た
ち
の
歷
�
を
引
き
繼
い
だ
の
が
コ
ー
と
ヤ
ン
で
あ
っ
た
︒

な
お
コ
ー
と
ヤ
ン
の
經
歷
に
關
す
る
先
行
硏
究
と
し
て
は
︑
後
�
末
雄
氏
︑
ド
エ
ル
ニ
ュ
氏
に
よ
る
著
作(12

)
が
も
っ
と
も
詳
細
で
あ
る
︒
た
だ

し
い
ず
れ
も
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
觸
れ
て
い
な
い
︒
�
�
で
は
バ
ー
ソ
ン
氏
の
論
�(13

)
に
お
い
て
︑
コ
ー

と
ヤ
ン
の
存
在
が
一
八
世
紀
後
?
以
影
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
æ
中
 

(
S
in
o
p
h
o
b
ia
)
の
增
大
に
ど
の
よ
う
に
影
�
し
た
の
か
が
檢
討
さ
れ
て

お
り
︑
興
味
深
い
︒
た
だ
し
バ
ー
ソ
ン
氏
は
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
に
つ
い
て
非
常
に
鯵
單
に
し
か
論
じ
て
お
ら
ず
︑
と
く
に

﹃
書
經

(コ
ー
の
原
�
で
は

C
h
o
u
-
k
in
g
︑
現
代
ピ
ン
イ
ン
な
ら

S
h
u
jin
g
)
﹄
を

Z
h
o
u
jin
g
と
¦
寫
す
る
な
ど
︑
中
國
の
歷
�
や
�
獻
に
對
す
る
基

本
d
な
理
解
が
怪
し
い
︒
少
な
く
と
も
彼
が
參
照
し
て
い
る
の
は
歐
�
�
獻
の
み
で
あ
り
︑﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
に
出
て
く
る

さ
ま
ざ
ま
な
中
國
の
�
獻
に
つ
い
て
︑
そ
の
原
�
に
あ
た
る
な
ど
の
作
業
は
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
岡
本
さ
え
氏
の
﹃
�
世
中
國

の
比
�
思
想
︱
︱
衣
�
b
と
の
邂
逅
﹄
第
三
部
﹁
華
夷
の
a
轉
﹂
第
三
違
﹁
國
外
の
華
夷
a
轉
：
歐
州
の
中
國
	
報(14

)
﹂
は
︑
お
そ
ら
く
初
め

て
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
を
論
じ
た
硏
究
で
あ
り
︑
そ
の
先
驅
性
は
現
在
で
も
變
わ
ら
な
い
︒
た
だ
し
岡
本
氏
自
身
は
と
く
に

斷
っ
て
い
な
い
が
︑
そ
の
分
析
對
象
は
二
七
〇
頁
に
お
よ
ぶ
:
體
の
う
ち
︑
ほ
ぼ
冒
頭
の
¨
一
〇
頁
あ
ま
り
を
占
め
る
第
一
部
第
一
違
﹁
現
在

の
中
國
士
大
夫

(
L
e
ttré
s
C
h
in
o
is)
の
︑
上
古
に
關
す
る
知
識
を
め
ぐ
る
立
場(15

)
﹂
の
み
で
あ
る
︒

な
お
本
稿
で
は
コ
ー
が
﹁
中
國
﹂
な
る
國
名
を
話
題
と
し
た
場
面
も
h
う
た
め
︑
混
亂
を
©
け
る
c
味
で
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
メ
モ

ワ
ー
ル
﹂
の
引
用
�
で
は

C
h
in
e
の
譯
語
と
し
て
﹁
シ
ナ
﹂
を
用
い
︑
そ
れ
以
外
で
は
﹁
中
國
﹂
を
用
い
た
︒
ま
た
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て

の
エ
セ
ー
﹂
の
i
成
は
以
下
の
C
り
で
あ
る
︒
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國
務
卿
ベ
ル
タ
ン
氏
へ

(
p
p
.1
-
2
)

Y
言

(
p
p
.3
-
8
)

第
一
部第

一
違

現
在
の
シ
ナ
士
大
夫
の
︑
上
古
に
關
す
る
知
識
を
め
ぐ
る
立
場

(
p
p
.9
-
2
1
)

第
二
違

古
代
の
書
物
と
°
物
に
つ
い
て
の
槪
�

(
p
p
.2
2
-
9
2
)

第
一
�

シ
ナ
の
�
字
の
字
體

(
p
p
.2
3
-
2
8
)

第
二
�

シ
ナ
人
た
ち
に
お
け
る
學
問
の
²
生
と
g
展

(
p
p
.2
8
-
4
0
)

第
三
�

古
代
の
四
種
の
書
物

(
p
p
.4
0
-
5
4
)

第
四
�

メ
ダ
ル
や
碑
�
︑
貨
¶
の
ご
と
き
°
物
の
缺
如

(
p
p
.5
5
-
5
9
)

第
五
�

『書
經
﹄
(
p
p
.5
9
-
9
2
)

第
三
違

神
話
時
代

(
p
p
.9
3
-
1
1
0
)

第
二
部

シ
ナ
�
國
の
始
ま
り
を
ど
の
時
代
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
か

(
p
p
.1
1
1
-
2
7
1
)

第
一
違

堯
に
先
行
す
る
時
代
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す
べ
て
︑
ま
っ
た
く
信
賴
に
値
し
な
い
神
話
と
傳
承
の
寄
せ
集
め

に
s
ぎ
な
い

(
p
p
.1
1
3
-
1
4
8
)

第
二
違

堯
・
舜
・
禹
に
關
し
て
確
實
な
こ
と
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
よ
る
l
定
︱
︱
シ
ナ
の
人
々
の
�
源
は
堯
の
一
︑

二
世
紀
Y
に
�
る
こ
と
が
で
き
る

(
p
p
.1
4
9
-
2
7
1
)
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一

中
國
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
は
ざ
ま
で

(一
)
著
者
は
だ
れ
か

さ
て
こ
こ
ま
で
︑﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
が
中
國
人
イ
エ
ズ
ス
會
士
コ
ー
の
名
義
で
書
か
れ
た
と
営
べ
て
き
た
︒
こ
の
よ
う
に

著
者
に
つ
い
て
斷
定
を
©
け
て
き
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
︒
ま
ず
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
に
關
し
て
ほ
ぼ
唯
一
の
先
行
硏
究
で
あ

る
岡
本
氏
の
著
作
か
ら
︑
一
部
拔
粹
し
て
み
よ
う
︒

冒
頭
に
あ
る
﹁
古
代
に
關
す
る
知
識
に
關
聯
し
た
︑
今
日
の
中
國
�
人
た
ち
の
位
置
﹂
の
�
違
を
見
る
と
:
�
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
て

い
る
が
︑
中
國
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
向
っ
て
自
國
の
�
b
を
說
]
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
︒
同
書
の
序
�
に
よ
る
と
一
七
六
〇
年

代
に
來
佛
し
︑
テ
ュ
ル
ゴ
ー
藏
相

(
T
u
rg
o
t︑
一
七
二
七
～
八
一
)
の
庇
護
の
下
に
フ
ラ
ン
ス
の
學
藝
を
學
ん
だ
と
い
う
楊

(
Y
a
n
g
)
︑
高

(
G
a
o
)
と
い
う
二
〇
才
Y
後
の
中
國
靑
年
の
觀
測
が
︑
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
執
筆
者
は
フ
ラ
ン
ス
人
宣

敎
師
た
ち
以
外
に
な
く
︑
ち
ょ
う
ど
第
一
部
︑
第
二
部
︹﹁
�
人
の
西
學
觀
﹂︑﹁
思
想
の
傳
播
﹂︺
で
み
た
イ
エ
ズ
ス
會
士
の
漢
�
著
作
と

は
a
の
形
に
な
る
が
︑
中
國
人
の
見
解
が
入
っ
た
佛
�
著
作
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒
但
し
も
し
中
國
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
で

な
い
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
第
二
部
第
三
違
第
四
違
︹﹁
中
國
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
①
﹃
對
談
﹄﹂
お
よ
び
﹁
中
國
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
②
﹁
對
話
﹂﹂︺

で
み
た
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
や
デ
ュ
ア
ル
ド
の
著
作
の
よ
う
に
︑
中
國
人
の
談
話
形
式
を
と
っ
た
宣
敎
師
の
創
作
で
あ
る(16

)
︒

こ
の
短
い
一
�
の
な
か
に
︑﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
の
著
者
を
め
ぐ
る
二
つ
の
見
解
が
竝
べ
ら
れ
て
い
る
︒
一
つ
は
コ
ー
と
ヤ
ン

と
い
う
﹁
中
國
靑
年
の
觀
測
﹂
を
紹
介
し
た
︑
フ
ラ
ン
ス
人
宣
敎
師
に
よ
る
著
作
と
す
る
見
解
で
︑
も
う
一
つ
は
﹁
中
國
人
の
談
話
形
式
を

と
っ
た
宣
敎
師
の
創
作
﹂
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
�
P
d
に
岡
本
氏
は
﹁
も
し
こ
れ
が
在
佛
中
國
人
の
言
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
し
た
ら
﹂︑

さ
ら
に
﹁
ま
た
假
に
純
粹
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
敎
師
の
中
國
觀
察
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
﹂
と
假
定
の
形
で
閲
め
括
っ
て
お
り
︑
ど
ち
ら
と
も
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斷
定
し
て
い
な
い
︒
そ
も
そ
も
著
者
の
名
が
コ
ー
と
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
:
面
d
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
敎
師
に
よ
る
創
作
と

す
る
見
解
が
出
て
く
る
の
か
と
い
う
點
に
關
し
て
も
根
據
が
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

そ
こ
で
�
べ
て
み
る
と
︑﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
の
實
際
の
著
者
を
フ
ラ
ン
ス
人
宣
敎
師
と
す
る
見
解
に
は
長
い
歷
�
が
あ
る

よ
う
だ
︒
フ
ラ
ン
ス
の
イ
エ
ズ
ス
會
士
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
グ
ロ
シ
エ

(
Je
a
n
B
a
p
tiste
G
ro
sie
r︑
一
七
四
三
～
一
八
二
三
)
に
よ
る
﹃
中
國

槪
觀

(
D
escrip
tio
n
g
én
éra
le
d
e
la
C
h
in
e)
﹄
第
三
版
第
六
卷

(一
八
一
九
)
第
三
部
第
三
違
で
は
︑
¼
の
ご
と
く
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

イ
エ
ズ
ス
會
の
シ
ボ
神
父
は
︑
コ
ー
神
父

(
P
.
K
o
)
の
名
義
で
︑
我
々
に
一
½
の
エ
セ
ー
を
も
た
ら
し
て
く
れ
︑
そ
の
な
か
で
中
國
の
古

さ
を
め
ぐ
る
根
據
に
つ
い
て
議
論
し
た(17

)
︒

さ
ら
に
ボ
ー
ヴ
ェ

(
C
h
a
rle
s
T
h
é
o
d
o
re
B
e
a
u
v
a
is
d
e
P
ré
a
u
)
と
バ
ル
ビ
エ

(
A
n
to
in
e
-
A
le
x
a
n
d
re
B
a
rb
ie
r)
に
よ
る
﹃
歷
�
辭
典
︑
あ
る
い

は
古
典
d
世
界
傳
記
集

(
D
ictio
n
n
a
ire
h
isto
riq
u
e,
o
u
B
io
g
ra
p
h
ie
u
n
iv
erselle
cla
ssiq
u
e)
﹄
(
一
八
二
六
～
九
)
に
お
け
る
﹁
司
馬
貞

(
S
se
m
a
-

T
ch
in
g
)
﹂
の
項
で
は
︑
司
馬
貞
に
よ
る
﹁
?
分
は
歷
�
上
の
︑
も
う
?
分
は
神
話
上
の

(
m
o
itié
h
isto
r.e
t
m
o
itié
m
y
th
o
lo
g
.)
人
物
た
ち
﹂
を

集
め
た
﹁
三
皇
本
紀

(
S
a
n
-
H
o
a
n
g
-
p
e
n
-
k
i)
﹂
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
︑
こ
の
著
作
の
詳
細
に
つ
い
て
は
﹃
メ
モ
ワ
ー
ル
﹄
第
一
卷
に
收
め

ら
れ
た
シ
ボ
に
よ
る
著
営
の
第
八
五
頁
を
見
よ
︑
と
あ
る(18

)
︒

じ
つ
は
こ
の
よ
う
に
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
の
實
際
の
作
者
を
フ
ラ
ン
ス
出
身
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
シ
ボ

(
P
ie
rre
M
a
rtia
l

C
ib
o
t︑
韓
國
英
︑
一
七
二
七
～
八
〇
)
と
す
る
說
は
︑
ご
く
�
�
ま
で
[
け
繼
が
れ
て
い
た
︒
Y
に
も
擧
げ
た
フ
ィ
ス
テ
ル
に
よ
る
在
華
イ
エ
ズ

ス
會
士
の
傳
記
集
で
も
︑
同
じ
說
が

(疑
問
符
つ
き
な
が
ら
)
維
持
さ
れ
て
い
る(19

)
︒
し
か
し
管
見
の
限
り
こ
の
著
者=

シ
ボ
說
に
つ
い
て
十
分
な

根
據
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
︒
そ
し
て
二
〇
世
紀
後
?
に
入
り
︑
精
密
な
�
料
�
査
に
基
づ
く
囘
答
が
ド
エ
ル
ニ
ュ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
︒

ド
エ
ル
ニ
ュ
は
フ
ラ
ン
ス
國
立
圖
書
館
に
收
藏
さ
れ
た
コ
ー
や
シ
ボ
お
よ
び
そ
の
他
の
北
堂
在
!
イ
エ
ズ
ス
會
士
た
ち
の
自
筆
書
鯵
を
分
析
し
︑

シ
ボ
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
書
き
�
こ
す
役
割
を
擔
っ
た
の
で
あ
り
︑
議
論
そ
の
も
の
は
﹁
コ
ー
と
ヤ
ン
が
シ
ボ
の
助
け
を
借
り
て
書
い
た
﹂
と
結

論
づ
け
た
︒
ま
た
]
ら
か
に
コ
ー
を
第
一
作
者
︑
ヤ
ン
を
そ
れ
よ
り
重
�
性
の
劣
る
作
者
と
し
て
區
別
し
て
い
る(20

)
︒
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本
稿
で
は
以
上
の
經
雲
を
踏
ま
え
︑﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
の
第
一
作
者
を
コ
ー
と
し
て
論
を
g
め
る
が
︑
シ
ボ
ら
在
華
宣
敎

師
の
助
力
が
あ
っ
た
こ
と
も
念
頭
に
Ã
い
て
い
る
︒
む
し
ろ
中
國
で
出
版
さ
れ
た
多
く
の
西
學
書
と
同
樣
︑
中
國
人
と
宣
敎
師
に
よ
る
貴
重
な

合
作
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(二
)
著
者
の
立
場

で
は
エ
セ
ー
第
一
部
の
內
容
を
見
て
い
こ
う
︒
ま
ず
第
一
違
か
ら
だ
が
︑
Y
営
の
ご
と
く
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
岡
本
氏
の
先
行
硏
究
が
あ

る
︒
岡
本
氏
は
︑
も
し
こ
の
エ
セ
ー
が
中
國
人
の
見
解
を
取
り
入
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
本
國
で
は
極
𠛬
に
な
る
ほ
ど
の
嚴
し
い
c
見
﹂

が
示
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
も
し
:
面
d
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
敎
師
の
觀
察
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
も
﹁
そ
の
指
摘
內
容
は
淸
代
思
想
界
の
本
質
を

衝
い
て
い
る(21

)
﹂
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
な
Ä
價
は
正
當
だ
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
ま
ず
︑
第
一
違
の
內
容
を
拙
譯
に
基
づ
い
て
�
¨
し
て
み
た
い
︒
Y
営
の
ご
と
く
著
者
は
﹁
現
在
の
シ
ナ
人
﹂
が
中
國
上
古
を
め
ぐ

る
議
論
に
き
わ
め
て
Å
極
d
で
あ
る
こ
と
を
I
題
と
し
︑
そ
の
原
因
と
し
て
以
下
の
七
點
を
あ
げ
て
い
る
︒
第
一
に
﹁
我
が
政
府
は
三
〇
世
紀

以
上
も
の
あ
い
だ
︑
つ
ね
に
學
者
と
學
問
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
液
儀
と
政
治
d
觀
點
に
沿
っ
て
求
め
て
き
た
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
そ
こ
で

求
め
ら
れ
る
の
は
つ
ね
に
﹁
必
�
あ
る
い
は
k
用
な
技
藝
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
公
共
善
﹂
や
﹁
實
際
d
な
k
用
性
﹂
を
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る

發
見
に
限
ら
れ
た(22

)
︒
第
二
に
﹁
學
問
は
こ
の
地
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
だ
い
ぶ
狹
い
雰
圍
氣
が
あ
り
︑
國
家
は
槪
し
て
s
ぎ
去
っ
た
こ
と
に

は
關
心
を
拂
わ
な
い
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
士
大
夫
は
﹁
そ
の
職
掌
を
:
う
す
る
の
に
忙
し
く
︑
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
讀
ん
だ
り
︑
ま
し
て
や
自
分
で

そ
れ
ら
を
Æ
ん
だ
り
す
る
暇
が
無
い
﹂︒
そ
れ
以
外
の
女
性
や
工
人
︑
商
人
も
そ
れ
ぞ
れ
の
務
め
を
果
た
す
だ
け
で
滿
足
し
て
お
り
﹁
哲
學
を

語
っ
た
り
︑
經
濟
政
策
︑
よ
り
良
い
敎
育
施
策
な
ど
に
つ
い
て
雜
談
を
�
わ
す
﹂
こ
と
が
無
い(23

)
︒

第
三
に
﹁
�
藝
上
の
成
功
に
よ
る
榮
譽
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
國
家
か
ら
與
え
ら
れ
る
榮
譽
に
な
る
し
︑
學
者
や
︑
機
知
に
富
ん
だ
人
物
︑

才
能
あ
る
人
々
は
他
國
へ
の
c
識
か
ら
見
守
ら
れ
︑
Ä
價
さ
れ
る
﹂
が
︑﹁
我
が
シ
ナ
で
は
こ
の
よ
う
な
利
點
が
缺
け
て
い
る
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
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な
ぜ
な
ら
そ
の
﹁
周
圍
に
は
野
蠻
人
た
ち
し
か
お
ら
ず
﹂︑
ま
た
﹁
こ
こ
で
作
ら
れ
た
年
代
記
で
は
︑
人
材
閒
の
競
爭
が
周
王
È
時
代
に
古
代

の
敎
え
を
腐
敗
さ
せ
︑
É
千
も
の
s
ち
を
生
み
︑
反
a
d
精
神
の
種
を
ま
き
︑
も
っ
と
も
k
用
な
眞
實
と
も
っ
と
も
重
�
な
義
務
を
不
可
解
な

も
の
に
變
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
證
]
さ
れ
て
い
る(24

)
﹂︒
第
四
に
﹁
シ
ナ
の
若
者
は
學
問
の
Ê
に
入
る
と
︑
我
々
の
言
葉
と
�
字
︑
經

(
K
in
g
)

の
敎
え
と
孔
子
の
著
営
の
學
 
を
經
驗
す
る
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
彼
ら
の
う
ち
勉
學
が
上
Ë
し
な
か
っ
た
者
は
︑﹁
生
ま
れ
た
場
�
﹂
す
な
わ
ち

﹁
商
店
や
︑
工
場
や
︑
農
場
﹂
へ
戾
り
︑﹁
彼
ら
に
と
っ
て
書
物
は
す
べ
て
閉
ざ
さ
れ
る
﹂︒
こ
れ
は
科
擧
[
驗
へ
の
Ê
を
諦
め
た
こ
と
を
c
味

す
る
︒
科
擧
に
お
い
て
は
﹁
修
士

(
m
a
ître
è
s
a
rts)
︑
學
士

(
b
a
ch
e
lie
r)
の
學
位
を
取
得
し
た
者
﹂︹
擧
人
︑
生
員
︺
は
﹁
三
年
に
一
度
の
試

驗
﹂︹
會
試
︑
Ï
試
︺
に
備
え
て
﹁
作
�
と
讀
書
の
訓
練
を
續
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂︒
Ñ
士
︹
g
士
︺
ま
で
上
れ
ば
︑
官
職
を
得
て
政
府
に

任
用
さ
れ
る
Ò
格
を
持
つ
﹂︒
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
中
國
の
若
者
に
は
﹁
娛
樂
や
氣
ま
ぐ
れ
︑
氣
ま
ま
な
︑
あ
る
い
は
興
味
の
た
め
の
讀
書

の
時
閒
が
無
い(25

)
﹂︒

第
五
に
﹁
Ñ
學
の
た
め
の
硏
究
や
批
l
d
見
地
に
よ
る
硏
究

(
re
ch
e
rch
e
s
d
e
l̓
e
ru
d
itio
n
&
d
e
la
critiq
u
e
)
﹂
を
行
う
に
は
︑
�
初
の
豫
備

�
査
と
し
て
﹁
當
該
の
I
題
を
h
っ
て
い
る
の
が
ど
の
書
物
か
︑
そ
の
權
威
は
ど
れ
ほ
ど
で
︑
衣
な
る
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
液
C
し
て
い
る

か
を
知
る
こ
と
﹂
が
不
可
缺
で
︑
さ
ら
に
﹁
一
定
の
廣
が
り
と
深
み
を
も
っ
て
そ
の
I
題
を
h
う
﹂
た
め
に
は
︑﹁
膨
大
な
�
査
を
行
っ
た
う

え
で
な
く
て
は
一
步
も
踏
み
出
せ
な
い
﹂︒
し
か
し
﹁
海
外
︹
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︺
で
は
知
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
の
地
に
お
け
る
書
物
は
驚

衣
d
に
量
產
さ
れ
て
お
り
︑
人
の
一
生
は
︑
我
々
の
膨
大
な
年
代
記
を
く
ま
な
く
讀
み
盡
く
す
に
は
短
す
ぎ
る
﹂︒
ま
た
中
國
で
は
﹁
出
世
の

Ê
が
×
等
に
開
か
れ
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
貴
族
も
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
も
︑
官
職
の
賣
買
も
︑
世
襲
の
顯
職
も
な
い
﹂︒
そ
し
て
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
高

官
や
知
識
人
の
と
こ
ろ
で
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
膨
大
な
書
物
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
る
に
は
︑
あ
ま
り
に
も
各
人
の
Ø
命
が
變
轉
し
や
す
い(26

)
﹂︒

第
六
に
�
林
院
は
中
國
で
﹁
も
っ
と
も
機
知
に
富
み
︑
も
っ
と
も
洩
大
な
才
能
を
も
ち
︑
も
っ
と
も
學
識
あ
る
人
々
﹂
の
集
ま
り
で
あ
り
︑

﹁
重
�
な
課
題
に
園
底
d
に
取
り
組
み
︑
批
l
を
]
確
に
し
︑
l
斷
を
確
定
す
る
べ
く
あ
ら
ゆ
る
議
論
を
檢
討
し
盡
く
す
こ
と
が
で
き
る
︑
唯

一
の
學
者
た
ち
﹂
な
の
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
々
は
﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
才
能
と
能
力
に
應
じ
て
︑
こ
の
一
團
の
學
者
た
ち
に
皇
�
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が
任
せ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
著
営
に
勤
し
ん
で
い
る
﹂
た
め
︑﹁
我
々
の
�
も
古
い
王
È
の
歷
�
﹂
を
め
ぐ
る
﹁
眞
實
が
]
ら
か
に
な
る
Ù
み
の
な

い
﹂
問
題
に
は
﹁
冷
淡
で
無
關
心
な
ま
な
ざ
し
し
か
向
け
な
い(27

)
﹂︒

そ
し
て
第
七
に
﹁
經
お
よ
び
も
っ
と
も
眞
正
な
°
物
が
︑
我
々
の
言
葉
の
鯵
Ú
さ
と
︑
�
字
の
象
形
d
性
質
の
た
め
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
な

か
で
語
ら
れ
て
い
る
時
代
と
の
Û
た
り
や
︑
そ
こ
に
含
ま
れ
た
敎
え
の
深
�
さ
の
た
め
に
も
︑
き
わ
め
て
理
解
が
難
し
く
︑
そ
れ
ら
を
解
說
し

よ
う
と
欲
し
た
者
た
ち
に
よ
る
�
釋
に
よ
っ
て
︑
ひ
ど
く
曖
昧
に
︑
難
解
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
こ
と
で
あ
る(28

)
︒
こ
の
點
に
關
し
て
は
︑
コ
ー

は
陳
大
Ý
﹃
書
集
傳
或
問

(
C
h
o
u
-
tsi
tch
o
u
e
n
h
o
e
o
u
e
n
)
﹄
か
ら
の
引
用
を
載
せ
て
補
足
し
て
い
る
︒
以
下
は
コ
ー
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
譯
の

一
部
で
あ
る
︒

孔
子
は
經
に
つ
い
て
論
じ
︑
古
代
に
つ
い
て
そ
れ
を
Þ
い
隱
す
雲
を
C
し
て
し
か
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
歷
�
家
た
ち
の
︑
缺
陷
と
難
澁

さ
を
非
難
し
た
︒
孟
子
は
︑
ど
の
書
物
を
も
信
じ
な
い
ほ
う
が
︑
ど
の
書
物
に
書
い
て
あ
る
こ
と
で
も
信
じ
る
よ
り
は
ま
し
だ
と
営
べ
た
︒

今
日
︑
焚
書
を
く
ぐ
り
拔
け
て
我
々
の
元
へ
も
た
ら
さ
れ
︑
一
九
世
紀
も
の
あ
い
だ
い
く
つ
も
の
手
か
ら
手
へ
と
渡
さ
れ
て
き
た
經
を
理

解
す
る
こ
と
が
︑
い
か
に
難
し
い
こ
と
か
︒
�
釋
に
よ
っ
て
さ
ら
に
混
亂
が
增
し
て
い
る(29

)
︒

こ
れ
に
該
當
す
る
原
�
は
﹃
書
集
傳
或
問
﹄
卷
上
に
見
ら
れ
る(30

)
︒

以
上
の
七
點
こ
そ
︑
上
古
の
歷
�
を
め
ぐ
る
議
論
が
中
國
で
盛
り
上
が
ら
な
い
お
も
な
原
因
だ
と
︑
コ
ー
は
い
う
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑

ま
ず
必
ず
し
も
同
時
代
の
中
國
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
第
三
の
原
因
に
關
し
て
︑
コ
ー
は
周
代
に
お
け
る
人
材
閒
の
競

爭
が
古
代
の
敎
え
を
腐
敗
さ
せ
た
と
営
べ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
東
周
／
春
秋
・
戰
國
時
代
に
お
け
る
諸
侯
の
割
據

(お
よ
び
諸
子
百
家
の
出
現
)

を
指
す
と
思
わ
れ
る
し
︑
第
七
の
原
因
の
と
こ
ろ
で
コ
ー
自
身
が
書
名
を
]
記
し
て
引
用
し
た
﹃
書
集
傳
或
問
﹄
は
宋
代
の
書
物
で
あ
る
︒
ま

た
コ
ー
の
指
摘
は
そ
れ
ほ
ど
論
爭
d
と
は
い
え
な
い
︒
た
と
え
ば
第
四
の
原
因
に
關
し
て
は
︑
世
の
人
々
が
科
擧
の
た
め
の
[
驗
勉
强
に
沒
頭

す
る
あ
ま
り
︑
學
び
の
本
質
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う
批
l
は
遲
く
と
も
朱
熹
以
來
の
傳
瓜
が
あ
る(31

)
し
︑
そ
れ
以
Y
に
科
擧
の
部
分
を
含
め
︑

:
體
d
に
中
國
の
現
狀
へ
の
批
l
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
à
い
に
重
點
が
置
か
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
到
底
︑
岡
本
氏
が
営
べ
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る
よ
う
な
﹁
極
𠛬
に
な
る
ほ
ど
の
嚴
し
い
c
見
﹂
と
も
﹁
淸
代
思
想
界
﹂
に
對
象
を
定
め
た
も
の
と
も
斷
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

む
し
ろ
コ
ー
の
言
說
に
は
︑
彼
が
當
時
の
中
國
人
と
し
て
ご
く
常
識
d
な
見
解
の
持
ち
I
で
あ
っ
た
こ
と
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
し
か
し
こ
の
こ
と
が
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
ー
﹂
の
價
値
を
下
げ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
中
國
に
お
け
る
一

般
d
な
á
識
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
傳
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
こ
の
時
代
の
思
想
�
液
に
お
け
る
重
�
な
側
面
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

二

古
代
の
歷
�
を
め
ぐ
る
態
度

(一
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

︱
︱
古
代
・﹁
衣
國
﹂
に
對
す
る
	
熱

さ
て
右
に
営
べ
た
ご
と
く
︑
中
國
の
思
想
d
狀
況
に
關
し
て
は
お
お
む
ね
一
般
d
な
á
識
を
持
っ
て
い
た
コ
ー
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ど
の
よ

う
な
印
象
を
與
え
た
の
か
︒
彼
は
¼
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
對
し
て
は
︑
¼
の
よ
う
な
l
斷
を
下
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
彼
ら
は
衣
國
人
た
ち
に
好
c
を
â
い
て
い
る
︒
彼
ら

の
振
る
舞
い
の
穩
和
さ
︑
彼
ら
の
氣
持
ち
の
善
良
さ
︑
彼
ら
の
感
	
の
高
貴
さ
が
︑
衣
國
人
に
對
し
禮
儀
正
し
く
︑
ã
實
で
︑
思
い
や
り

が
あ
り
︑
ä
大
な
態
度
を
と
る
よ
う
p
く
の
だ
︒
ほ
か
の
國
の
人
々

(
a
u
tre
N
a
tio
n
s)
が
自
分
た
ち
の
才
能
を
ひ
け
ら
か
し
︑
自
慢
し

よ
う
と
å
�
に
な
る
の
と
同
じ
ほ
ど
︑
彼
ら
︹
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
︺
は
自
身
を
忘
れ
︑
自
分
た
ち
の
價
値
に
無
頓
着
の
よ
う
で
あ
る
︒︹
中

略
︺
我
々
が
書
物
を
廣
げ
︑
圖
書
館
に
入
っ
て
目
に
し
た
も
の
は
︑
そ
れ
ら
の
︹
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
︺
知
識
人
や
學
者
が
衣
國
人
に
對
し
て

示
す
特
別
な
愛
着
︑
格
別
の
好
み
を
目
の
當
た
り
に
し
た
と
き
の
驚
き
を
い
さ
さ
か
も
減
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た(32

)
︒

こ
の
よ
う
に
コ
ー
に
大
き
な
驚
き
を
與
え
た
の
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
﹁
衣
國
人
﹂
に
對
す
る
態
度
だ
っ
た
︒
彼
ら
が
﹁
衣
國
人
﹂
へ
向
け
る

愛
着
や
好
み
は
︑
コ
ー
が
實
際
に
滯
在
し
見
聞
を
廣
げ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
で
も
顯
著
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

〔フ
ラ
ン
ス
の
︺
學
者
た
ち
は
︑
彼
ら
の
母
國
の
確
實
な
歷
�
に
つ
い
て
多
く
の
k
用
な
硏
究
を
行
な
う
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
︹
自
分
た
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ち
自
身
の
歷
�
︺
を
古
代
の
°
物
の
な
か
で
散
ら
ば
り
︑
埋
も
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
い
て
︑
古
代
神
話
や
衣
國
の
物
語
の
細
部
ま
で
發
掘

し
盡
く
す
こ
と
に
︑
疲
れ
知
ら
ず
の
入
念
さ
を
も
っ
て
集
中
す
る
ほ
ど
に
度
量
が
廣
い
︒
こ
れ
ら
の
二
つ
折
り
本
は
彼
ら
の
筆
に
よ
っ
て

ど
ん
ど
ん
增
え
て
い
る
︒
し
か
し
バ
ビ
ロ
ニ
ア
人
︑
ア
ッ
シ
リ
ア
人
︑
メ
デ
ィ
ア
人
︑
ペ
ル
シ
ア
人
︑
エ
ジ
プ
ト
人
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
そ

し
て
ギ
リ
シ
ア
人
は
彼
ら
の
歷
�
に
つ
い
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
�
�
の
數
世
紀
閒
に
書
い
た
ほ
ど
多
く
書
き
は
し
な
か
っ
た(33

)
︒

こ
こ
で
コ
ー
が
稱
贊
を
こ
め
て
語
っ
て
い
る
の
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
學
者
た
ち
が
自
國
の
歷
�
の
硏
究
を
g
め
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
む
し
ろ
フ
ラ

ン
ス
の
歷
�
が
﹁
古
代
の
°
物
の
な
か
で
散
ら
ば
り
︑
埋
も
れ
た
ま
ま
﹂
に
し
て
お
く
ほ
ど
に
古
代
世
界
や
衣
國
に
つ
い
て
知
る
こ
と
に
	
熱

を
燃
や
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
﹁
好
み
﹂
の
對
象
で
あ
る
﹁
衣
國
﹂
の
な
か
で
も
︑
と
く
に
古
代
ギ
リ
シ
ア

と
ロ
ー
マ
は
別
格
だ
と
︑
コ
ー
は
営
べ
る
︒

今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
︑
自
分
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
痕
跡
も
°
物
も
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
上
古
の
時
代
に
つ
い
て
︑
ギ
リ
シ
ア
人

と
ロ
ー
マ
人
に
y
っ
て
い
る
︒
彼
ら
は
哲
學
や
�
藝
︑
あ
ら
ゆ
る
學
問
に
つ
い
て
も
︑
同
じ
よ
う
に
こ
れ
ら
の
人
々
︹
ギ
リ
シ
ア
人
と

ロ
ー
マ
人
︺
か
ら
學
ん
で
い
る
︒
彼
ら
︹
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
︺
の
成
功
の
榮
譽
を
彼
ら
の
先
師
に
ç
け
︑
學
者
世
界

(
m
o
n
d
e
sa
v
a
n
t)
に

お
け
る
長
子
た
る
こ
と
へ
の
敬
c
を
こ
れ
ら
の
人
々
へ
は
ら
う
以
上
に
正
當
な
こ
と
は
な
い
︒
そ
れ
に
し
て
も
も
っ
と
も
入
念
で
も
っ
と

も
溫
か
い
感
謝
に
は
限
り
が
あ
る
も
の
だ
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
の
そ
れ
︹
感
謝
︺
に
は
限
度
が
無
い
よ
う
で
あ
る
︒
ま
る
で
ギ
リ

シ
ア
人
と
ロ
ー
マ
人
だ
け
が
彼
ら
の
Ä
價
お
よ
び
稱
贊
に
値
す
る
唯
一
の
人
々
で
あ
る
か
の
よ
う
だ(34

)
︒

(二
)
古
代
中
國
に
つ
い
て
知
る
に
は

さ
て
コ
ー
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ご
と
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
﹁
衣
國
﹂
に
對
す
る
高
い
關
心
に
つ
い
て
强
い
﹁
驚
き
﹂
を
表
し
︑
稱
贊
を

こ
め
て
語
っ
た
︒
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
﹁
哲
學
や
�
藝
︑
あ
ら
ゆ
る
學
問
﹂
の
師
で
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
お
よ
び
ロ
ー
マ
の
人
々

の
功
績
︑
な
ら
び
に
そ
れ
に
對
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
â
い
て
い
る
﹁
感
謝
﹂
の
際
限
の
無
さ
は
︑
コ
ー
に
よ
っ
て
强
�
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
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な
っ
た
︒
た
だ
し
コ
ー
の
筆
は
︑
そ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
狀
況
に
つ
い
て
驚
き
と
稱
贊
を
表
現
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
︒
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
と
ロ
ー
マ
人
へ
の
﹁
感
謝
﹂
を
め
ぐ
る
觀
察
の
あ
と
︑
コ
ー
は
こ
の
よ
う
に
續
け
て
い
る
の
で
あ

る
︒

今
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
照
ら
し
て
い
る
學
問
の
洩
大
な
光
は
︑
我
々
の
踏
み
é
も
う
と
し
て
い
る
こ
の
�
Û
地
に
は
屆
か
な
か
っ
た
か
︑
も

し
く
は
見
せ
か
け
だ
け
の
淡
い
光
し
か
放
た
れ
な
か
っ
た
︒
從
っ
て
た
だ
シ
ナ
の
み
が
シ
ナ
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る(
35
)

︒

こ
の
�
違
は
い
っ
た
い
な
に
を
c
味
す
る
の
か
︒
單
純
に
讀
む
と
す
れ
ば
︑
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
か
ら
の
﹁
學
問
の

洩
大
な
光
﹂
の
影
�
の
も
と
に
高
度
な
�
]
を
實
現
し
た
が
︑
そ
の
影
�
は
中
國
に
は
屆
か
な
か
っ
た
︑
と
い
う
內
容
と
し
て
も
理
解
で
き
る
︒

し
か
し
﹁
た
だ
中
國
の
み
が
中
國
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
い
う
部
分
に
重
點
を
置
け
ば
︑
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
發
掘

に
	
熱
を
傾
け
て
い
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
﹁
°
物
﹂
は
︑
中
國
古
代
に
つ
い
て
知
る
に
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
と
い
う
c
味
に

と
る
こ
と
も
で
き
る
︒

假
に
こ
れ
ら
の
﹁
°
物
﹂
を
ヘ
ロ
ド
ト
ス
﹃
歷
�

(
h
isto
ria
i)
﹄
や
ス
ト
ラ
ボ
ン
﹃
地
理
書

(
G
e
o
g
ra
p
h
ik
a
)
﹄︑
大
プ
リ
ニ
ウ
ス
﹃
Ñ
物
誌

(
H
isto
ria
N
a
tu
ra
lis)
﹄︑
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
﹃
地
理
學

(
G
e
o
g
ra
p
h
ia
)
﹄
と
い
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
k
名
な
學
者
た
ち
に
よ
る
著

営
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
は
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
該
當
す
る
地
域
は
も
ち
ろ
ん
︑
ペ
ル
シ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
な
ど
外
の
さ
ま
ざ

ま
な
地
域
の
歷
�
や
�
b
も
含
め
記
錄
し
︑
古
代
世
界
に
關
す
る
知
識
を
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
を
經
て
一
八
世
紀
當
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
屆
け
て
い

る
︒
し
か
し
そ
れ
ら
は
︑
中
國
古
代
の
歷
�
を
知
る
た
め
の
�
料
と
し
て
は
甚
だ
不
十
分
で
︑
中
國
に
つ
い
て
知
り
た
け
れ
ば
中
國
人
が
殘
し

た
°
物
に
賴
る
し
か
な
い
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
ち
ら
の
解
釋
を
ê
當
と
す
る
根
據
と
し
て
︑
コ
ー
が
別
の
場
�
で
バ
ビ
ロ
ニ
ア
︑
ア
ッ
シ

リ
ア
︑
メ
デ
ィ
ア
な
ど
古
代
の
國
々
の
人
々
を
¼
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
學
者
は
古
代
の
國
々
の
人
々
を
稱
揚
す
る
た
め
に
よ
く
發
言
す
る
が
︑
ほ
と
ん
ど
想
宴
に
よ
っ
て
し
か
話
す
こ
と
が
で
き

― 144―

144



な
い
︑
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
そ
れ
ら
を
だ
い
ぶ
後
に
な
っ
て
か
ら
知
っ
た
衣
國
人
が
︑
た
ま
に
︑
き
わ
め
て
漠
然
と
し
た
形
で
︑
彼
ら
の
歷

�
か
ら
寄
せ
集
め
ら
れ
た
斷
片
に
お
い
て
語
っ
た
內
容
に
よ
っ
て
の
み
︑
そ
れ
︹
古
代
の
國
々
︺
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
︒

從
っ
て
我
々
の
君
I
國
初
x
の
歷
�
の
う
ち
殘
存
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
︑
後
世
の
︹
中
國
の
︺
諸
々
の
小
國
の
膨
大
な
年
代
記
で
は

な
く
︑
ほ
か
の
國
々
の
人
々
が
大
昔
の
歷
�
に
つ
い
て
保
存
し
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
︑
l
斷
し
て
い
る
︒
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て

我
々
が
k
し
て
い
る
も
の
は
少
部
數
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
︑
そ
れ
ら
が
い
か
に
長
ら
く
破
滅
を
免
れ
て
き
た
か
︑
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
︒

我
々
が
東
ア
ジ
ア
の
奧
地
に
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
位
置
に
あ
り
︑
周
圍
に
野
蠻
で
�
藝
を
持
た
な
い
人
々
し
か
い
な
い
と
す
れ
ば
︑
古

代
に
つ
い
て
殘
さ
れ
た
も
の
は
我
々
の
と
こ
ろ
で
こ
そ
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う(36

)
︒

こ
こ
で
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
中
國
古
代
の
歷
�
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
際
︑﹁
我
々
の
君
I
國
初
x
の
歷
�
﹂
や
﹁
今
日
あ
る
︹
中

國
の
︺
諸
々
の
小
國
の
膨
大
な
年
代
記
﹂
で
は
な
く
︑﹁
ほ
か
の
國
の
人
々
﹂
の
°
物
に
依
據
し
て
い
る
と
い
う
點
が
指
摘
さ
れ
︑﹁
古
代
に
つ

い
て
殘
さ
れ
た
も
の
は
我
々
の
と
こ
ろ
で
こ
そ
見
出
さ
れ
る
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
さ
に
中
國
古
代
の
歷
�
に
關
し
て
は
ギ
リ
シ
ア
や

ロ
ー
マ
の
°
物
で
は
な
く
︑
中
國
人
自
身
が
°
し
た
も
の
に
依
據
す
べ
き
だ
と
I
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
こ
れ
は
︑
コ
ー
が
中
國
の
學
問
を
優
越
d
な
も
の
と
I
張
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
﹁
東
ア
ジ
ア
の
奧
地
に
い
る
の
と

同
じ
よ
う
な
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
中
國
が
世
界
の
ほ
か
の
�
]
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
中
國
の
歷
�
に
關
す

る
	
報
も
ほ
と
ん
ど
中
國
の
內
側
に
し
か
殘
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
立
場
は
¼
の
�
違
に
も
表
れ
て
い
る
︒

以
下
の
こ
と
は
︑
お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
十
分
な
�
c
を
拂
わ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
︒
我
が
シ
ナ
は
位
置
d
に
︑
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
�

]
b
さ
れ
た
人
々
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
り
︑
周
圍
に
海
と
︑
砂
漠
と
︑
山
︑
そ
し
て
野
蠻
人
し
か
お
ら
ず
︑
古
代
の
傳
瓜
が
も
っ
と
も

よ
く
保
持
さ
れ
て
い
た
時
代
で
さ
え
地
理
上
の
知
識
と
そ
れ
︹
古
代
の
傳
瓜
︺
を
�
和
さ
せ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
だ
っ
た
︒︹
中
略
︺

經
で
は
我
が
シ
ナ
は
﹁
天
下

(
T
ie
n
-
h
ia
)
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
天
の
下

(
le
d
e
sso
u
s
d
u
C
ie
l)
﹂︑﹁
中
國

(
le
ro
u
y
a
m
e
d
u
m
ilie
u
)
︹
中
央
の

國
︺﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒︹
中
略
︺
知
識
人
た
ち
が
シ
ナ
:
體
に
つ
い
て
さ
え
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
の
に
︑
衣
國
の
こ
と
な
ど
知
り
得
よ
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う
か
︒
衣
國
の
書
物
も
ほ
と
ん
ど
無
く
︑
珍
奇
な
も
の
の
探
究

(
cu
rio
sité
(37
)

)
と
Ñ
識
の
た
め
の
學
問
も
歡
ì
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
︒

人
々
は
官
位
を
得
る
た
め
に
し
か
學
ば
な
い
︒
成
功
へ
の
Ê
が
開
か
れ
て
い
な
い
硏
究
を
や
っ
て
何
に
な
ろ
う
か
︒
シ
ナ
が
地
上
の
小
さ

な
一
部
分
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
︑
專
門
家
た
ち
の
精
神
を
捉
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
︑
信
じ
る
に
足
る
こ
と
で

あ
る
︒
少
な
く
と
も
確
實
な
の
は
︑
我
々
に
殘
さ
れ
た
古
代
の
著
作
が
︑
我
が
シ
ナ
が
世
界
の
中
心
で
︑
學
問
と
技
藝
の
發
Ë
し
た
世
界

で
唯
一
の
國
だ
と
い
う
觀
念
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る(38

)
︒

こ
こ
で
の
お
も
な
內
容
は
中
國
に
お
け
る
傳
瓜
d
な
華
夷
c
識
で
あ
る
︒
リ
ッ
チ
や
ル
・
コ
ン
ト
な
ど
]
淸
時
代
の
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
の
報

吿
に
は
︑
自
ら
を
世
界
の
中
心
と
す
る
á
識
と
﹁
中
國
﹂
と
い
う
自
稱
な
ど
が
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
い
る(39

)
が
︑
右
の
�
違
に
關
し
て
は
著
者

が
中
國
人
自
身
だ
と
い
う
點
が
特
衣
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の
視
點
は
中
國
の
外
に
置
か
れ
︑
華
夷
c
識
を
相
對
b
し
て
み
せ
て
い
る
︒
こ
の
よ

う
な
視
點
の
置
き
方
は
¼
の
�
違
に
も
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
︒

古
代
を
め
ぐ
る
知
識
に
關
し
て
︑
我
々
シ
ナ
人
の
實
際
の
立
場
を
確
か
め
る
た
め
に
は
︑
我
々
の
�
藝
共
和
國

(
re
p
u
b
liq
u
e
d
e
s
le
tte
rs)

が
世
界
の
ほ
か
の
諸
地
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
︑
ア
ジ
ア
の
奧
地
で
孤
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
す
必
�
が
あ
る
だ
ろ

う(
40
)

︒

(三
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
中
國
古
代
�
論
爭

と
こ
ろ
で
コ
ー
が
盛
ん
に
言
;
し
て
い
た
︑
一
八
世
紀
當
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
古
代
世
界
の
歷
�
︑
と
く
に
中
國
古
代

の
歷
�
を
め
ぐ
る
硏
究
と
は
具
體
d
に
い
か
な
る
も
の
か
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
古
典
の
﹁
復
興
﹂

と
︑
い
わ
ゆ
る
大
航
海
時
代
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
諸
地
域
の
﹁
發
見
﹂
が
g
む
な
か
で
︑
中
世
以
來
の
í
書
中
心
の
歷
�
敍
営
﹁
�

î
�
﹂
が
根
底
か
ら
動
搖
す
る
時
代
を
ì
え
て
い
た(41

)
︒
と
く
に
中
國
の
歷
�
は
︑
從
來
の
í
書
年
代
學
に
は
收
ま
ら
な
い
古
さ
を
持
つ
こ
と
が
︑

在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
の
報
吿
に
よ
っ
て
]
ら
か
と
な
り
︑
í
書
の
權
威
か
ら
ï
離
を
と
っ
て
人
類
の
�
源
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
學
者
た
ち
の
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關
心
の
d
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
中
國
の
歷
�
敍
営
は
傳
瓜
d
に
天
�
觀
察
お
よ
び
獨
自
の
紀
年
法

(干
荏
紀
年
法
)
の
シ
ス
テ
ム
を
ð
っ
て

お
り
︑
他
地
域
に
先
驅
け
て
高
度
な
�
]
を
k
し
た
證
據
と
も
み
な
さ
れ
た
︒

そ
う
し
た
な
か
で
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
の
報
吿
の
信
賴
性
︑
中
國
の
歷
�
敍
営
の
正
確
性
に
强
い
疑
問
を
â
く
學
者
も
現
れ
︑
激
し
い
議
論

が
生
じ
た
︒
と
く
に
フ
レ
レ
は
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
の
マ
ル
テ
ィ
ニ

(
M
a
rtin
o
M
a
rtin
i︑
衞
匡
國
︑
一
六
一
四
～
一
六
六
一
)
や
ク
プ
レ

(
P
h
ilip
p
e
C
o
u
p
le
t︑
柏
應
理
︑

一
六
二
四
～
一
六
九
二
)
︑
パ
ル
ナ
ン

(
D
o
m
in
iq
u
e
P
a
rre
n
in
︑
巴
多
]
︑
一
六
六
五
～
一
七
四
一
)
︑
ゴ
ー
ビ
ル

(
A
n
to
in
e
G
a
u
b
il︑
宋
君
榮
︑
一
六
八
九
～
一
七
五
九
)
ら
の
報
吿
を
批
l
d
に
檢
討
し
︑
ド
・
マ
イ
ヤ

(
Jo
se
p
h
-
F
ra
n
ço
is-
M
a
rie
A
n
n
e
d
e

M
o
y
ria
c
d
e
M
a
illa︑
馮
秉
正
︑
一
六
六
九
～
一
七
四
八
)
と
論
爭
を
繰
り
廣
げ
て
い
る(42

)
︒
こ
う
し
た
論
爭
の
根
底
に
は
當
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
廣

が
っ
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
會
へ
の
不
信
感
も
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
狀
況
は
︑
Y
に
も
引
用
し
た
グ
ロ
シ
エ
に
よ
る
﹃
中
國
槪
觀
﹄
の
︑
第
六
卷
第

三
部
第
三
違
﹁
中
國
の
年
代
學
︑
歷
�
お
よ
び
循
ñ
式
紀
年
法
﹂
に
お
け
る
¼
の
�
違
に
よ
く
表
れ
て
い
る
︒

中
國
人
は
時
閒
を
計
算
す
る
ò
を
知
っ
て
い
た
の
か
？
彼
ら
の
年
代
學
は
確
か
な
基
礎
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
の
か
？
彼
ら
の
�
國
の
古

さ
は
︑
彼
ら
の
言
う
よ
う
な
太
古
の
時
代
に
ま
で
�
る
の
か
？
こ
れ
ら
の
問
題
の
た
め
に
識
者
た
ち
は
分
裂
し
︑
い
く
つ
も
の
�
違
が
書

か
れ
︑
そ
れ
ら
は
互
い
に
相
反
す
る
シ
ス
テ
ム
を
I
張
し
合
っ
て
き
た(43

)
︒

さ
ら
に
中
國
�
]
の
�
源
と
ほ
か
の
古
代
�
]
の
そ
れ
と
の
關
係
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
强
い
關
心
を
呼
び
︑
や
が
て
獨
特
の
い
わ
ゆ
る
エ
ジ

プ
ト
人
中
國
ó
民
說(44

)
︑
す
な
わ
ち
中
國
�
]
エ
ジ
プ
ト
�
源
說
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
說
を
め
ぐ
る
長
い
論
爭
は
イ
エ
ズ
ス
會
士
キ

ル
ヒ
ャ
ー

(
A
th
a
n
a
siu
s
K
irch
e
r︑
一
六
〇
一
～
一
六
八
〇
)
に
よ
っ
て
端
緖
が
開
か
れ
︑
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
會
員
ユ
エ

(
P
ie
rre

D
a
n
ie
l
H
u
e
t︑
一
六
三
〇
～
一
七
二
一
)
︑
科
學
ア
カ
デ
ミ
ー
會
員
ド
・
メ
ー
ラ
ン

(
Je
a
n
Ja
cq
u
e
s
D
o
rto
u
s
d
e
M
a
ira
n
︑
一
六
七
八
～
一
七
七
一
)
︑

東
洋
學
者
ド
・
ギ
ー
ニ
ュ

(
Jo
se
p
h
d
e
G
u
ig
n
e
s︑
一
七
二
一
～
一
八
〇
〇
)
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
學
者
ポ
ー

(
C
o
rn
e
liu
s
P
a
u
w
︑
一
七
三
九
～
九
九
)
ら

と
︑
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
た
ち
と
の
あ
い
だ
で
た
た
か
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
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三

中
國
に
お
け
る
記
錄
�
料

(一
)
�
字
～
書
物
の
�
源

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
中
國
古
代
の
歷
�
に
つ
い
て
知
る
に
は
中
國
に
殘
さ
れ
た
痕
跡
を
見
出
す
ほ
か
な
い
︑
と
コ
ー
は
强
�
し
た
︒

そ
し
て
こ
の
I
張
か
ら
︑
い
よ
い
よ
本
題
す
な
わ
ち
中
國
古
代
の
�
料
に
つ
い
て
の
議
論
が
始
ま
る
︒
第
一
部
の
第
二
違
﹁
古
代
の
書
物
と
°

物
に
つ
い
て
の
槪
�
﹂
が
そ
れ
で
あ
る
︒
以
下
︑
順
を
t
っ
て
見
て
い
こ
う
︒

第
一
�
に
お
い
て
︑
コ
ー
は
ま
ず
中
國
に
お
け
る
�
字
の
�
源
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
の
は

(お
も
に
始
皇
�
の
焚
書
に
よ
っ
て
多
く
の
證
據
が

失
わ
れ
た
た
め
)
﹁
無
駄
﹂
だ
と
斷
言
し
た
う
え
で
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
中
國
で
�
字
が
�
わ
れ
︑
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
堯
の
治
世
か
ら

で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
す
る(45

)
︒
そ
し
て
六
書

(
n
o
s
ca
ra
cte
re
s
e
n
six
cla
sse
s)
に
つ
い
て
紹
介
し
た(46

)
あ
と
︑
今
度
は
�
字
が
書
か
れ
る
素
材

に
つ
い
て
槪
觀
す
る
︒
コ
ー
は
ま
ず

T
ch
o
u
-
p
o
u
-
o
u
e
i-
ch
o
u
と
い
う
�
違
を
引
き
︑
そ
の
`
譯
を
﹁
そ
の
書
物
は
竹
と
布
で
あ
っ
た
﹂
と

し
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
說
�
解
字
﹄
序
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
典
據
の
ひ
と
つ
と
し
た
と
思
わ
れ
る
﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
一
・
經
・
小
學
に
記
さ
れ

た
﹁
竹
帛
謂
之
書
﹂
(コ
ー
は
﹁
之
﹂
の
¦
を
落
と
し
た
の
だ
ろ
う
)
を
指
す
も
の
と
推
測
さ
れ
る(47

)
︒
さ
ら
に
漢
代
に
は
紙
が
發
]
さ
れ
て
い
た
︑

と
営
べ
て
い
る
︒
現
在
で
は
考
古
學
d
發
見
に
よ
っ
て
紙
の
發
]
が
紀
元
Y
の
放
馬
�
紙
ま
で
�
る
こ
と
が
]
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の

發
見
以
Y
は
後
漢
の
蔡
倫
を
發
]
者
と
す
る
說
が
一
般
d
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
話
は
﹁
周
王
È
に
お
け
る
宣
王
の
大
臣
﹂
が
手
掛
け
た
と
傳
え

ら
れ
る
字
體

(
籒
�
す
な
わ
ち
大
篆
を
指
す
で
あ
ろ
う
)
︑
漢
の
時
代
に
�
こ
っ
た
草
書

(
T
sa
o
-
ch
o
u
)
︑
そ
し
て
後
漢
の
と
き
確
立
さ
れ
た
行
書

(
H
in
-
ch
o
u
)
な
ど
字
體
の
變
	
へ
と
移
っ
て
い
く(48

)
︒

以
上
の
よ
う
な
內
容
は
︑
ひ
と
つ
ひ
と
つ
直
接
の
典
據
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
中
國
で
は
一
般
常
識
に
屬
す
る
も
の
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
︒
た
だ
し
コ
ー
が
と
き
と
し
て

D
ictio
n
n
a
ire
C
h
o
u
e
-
o
u
e
n
す
な
わ
ち
﹃
說
�
解
字
﹄
や

H
a
n
-
ch
o
u
-
y
-
o
u
e
n
す
な
わ
ち
﹃
漢
書
﹄
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藝
�
︹
志
︺︑
ま
た

S
o
u
i-
k
in
-
tsia
-
tch
i
す
な
わ
ち
﹃
隋
︹
書
︺﹄
經
籍
志
の
名
を
擧
げ
て
い
る(49

)
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
必
ず
し
も
直
接
d
で
は

な
い
に
せ
よ
︑
コ
ー
の
典
據
と
し
て
こ
れ
ら
の
書
物
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

(二
)
書
物
の
量
產
の
始
ま
り

さ
て
續
く
第
二
�
以
影
で
は
︑
�
字
か
ら
書
物
へ
と
話
題
が
移
る
︒
コ
ー
は
¼
の
ご
と
く
営
べ
る
︒

古
代
の
人
々
は
書
物
を
量
產
す
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
を
危
險
と
み
な
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
彼
ら
の
知
惠
を

め
ぐ
る
見
解
に
つ
い
て
熟
考
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
彼
ら
が
言
葉
少
な
に
書
い
た
も
の
が
い
か
に
鯵
Ú
さ
で
滿
た
さ
れ
て
い
る
か
を
實
感
す

る
︒
こ
の
考
察
は
十
分
正
し
く
︑
こ
う
し
た
鯵
Ú
さ
は
︑
言
葉
の
量
が
增
え
れ
ば
增
え
る
ほ
ど
失
わ
れ
て
い
く
︒
こ
う
し
た
考
え
方
が
︑

す
べ
て
の
古
代
の
人
々
に
共
C
で
あ
る
こ
と
を
證
]
す
る
の
は
易
し
い
︒
我
が
シ
ナ
人
の
︑
�
初
の
二
つ
の
王
È
に
お
け
る
生
は
あ
ま
り

に
も
素
朴
で
︑
あ
ま
り
に
も
勤
勉
で
︑
あ
ま
り
に
も
堅
實
だ
っ
た
た
め
に
︑
學
問
へ
の
關
心
が
大
量
の
書
物
を
孵
b
さ
せ
る
に
は
い
た
ら

な
か
っ
た(50

)
︒

こ
う
し
て
コ
ー
は
﹁
�
初
の
二
つ
の
王
È
﹂
(夏
と
殷
)
に
お
け
る
素
朴
さ
は
︑
多
く
の
書
物
を
Æ
む
と
い
う
欲
Ù
か
ら
人
々
を
�
ざ
け
て
い

た
と
営
べ
る
︒
で
は
こ
の
狀
況
が
變
b
す
る
境
目
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
︒

我
々
の
�
藝
の
歷
�

(
H
isto
ire
d
e
n
o
tre
L
itté
ra
tu
re
)
を
始
め
る
た
め
に
は
︑
洩
大
な
る
周
王
È
︑
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
生
²
Y
︹
紀

元
Y
︺
十
二
世
紀
の
末
に
下
る
必
�
が
あ
る
︒
我
が
中
國
人
は
そ
の
と
き
ま
で
︑
ソ
ロ
モ
ン
の
瓜
治
が
始
ま
る
ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の

よ
う(51

)
で
あ
っ
た
︒
國
民
た
ち
は
從
順
で
︑
勤
勉
か
つ
溫
和
で
︑
み
な
等
し
く
生
の
喜
び
を
享
[
し
て
い
た
の
で
︑
德
を
Ä
價
し
た
り
︑
樂

し
み
を
探
し
た
り
す
る
た
め
の
虛
し
い
救
い
を
︑
書
物
に
求
め
る
必
�
は
無
か
っ
た
︒
我
々
の
も
っ
と
も
賢
]
な
知
識
人
の
一
人
が
営
べ

た
よ
う
に
︑
法
は
そ
れ
が
犯
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
]
�
b
さ
れ
︑
書
物
は
惡
德
が
s
ち
を
生
む
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
Æ

ま
れ
る
の
で
あ
る
︒
�
王
︑
す
な
わ
ち
孔
子
や
孟
子
を
は
じ
め
︑
す
べ
て
の
í
賢
が
稱
贊
し
た
こ
の
君
I
は
︑
そ
の
小
規
模
な
國
を
×
和
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の
う
ち
に
治
め
て
い
る
あ
い
だ
︑
ま
っ
た
く
筆
を
執
ら
な
か
っ
た(52

)
︒

コ
ー
が
引
用
し
た
﹁
我
々
の
も
っ
と
も
賢
]
な
知
識
人
の
一
人
﹂
の
言
葉
は
興
味
深
い
が
︑
誰
の
も
の
か
現
時
點
で
は
]
ら
か
で
な
い
︒
い
ず

れ
に
せ
よ
コ
ー
は
︑
中
國
に
お
い
て
﹁
大
量
の
書
物
の
孵
b
﹂
の
始
ま
り
を
︑
周
の
�
王
の
時
代
に
見
出
し
た
︒
具
體
d
に
は
殷
末
の
暴
ø
な

紂
と
い
う
﹁
怪
物

(
m
o
n
stre
(53
)

)
﹂
に
よ
っ
て
︑
�
王
が
﹁
窮
屈
な
監
獄
に
閉
じ
é
め
ら
れ
た
﹂
出
來
事
を
契
機
と
す
る
と
い
う
︒

こ
の
善
き
君
I
︹
�
王
︺
は
囚
わ
れ
の
身
と
し
て
の
孤
獨
と
暇
を
利
用
し
︑
伏
羲
に
よ
る
卦
に
對
す
る
彼
の
解
說
︑
す
な
わ
ち
﹃
易
經
﹄

の
基
礎
を
な
す
Ê
德
d
︑
政
治
d
︑
哲
學
d
著
営
を
作
り
上
げ
た
が
︑
當
時
の
狀
況
の
�
ú
に
從
っ
て
書
か
れ
た
︑
そ
の
格
言
d
で
比
喩

に
富
ん
だ
�
體
は
︑
續
く
何
世
紀
か
の
う
ち
に
漠
然
と
し
た
︑
ほ
と
ん
ど
c
味
の
分
か
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
︒
革
命
が
�
こ
り
︑
商
王

È
が
û
壞
す
る
と
︑
そ
の
息
子
の
周
公
︑
す
な
わ
ち
お
そ
ら
く
我
が
中
國
で
も
っ
と
も
洩
大
な
人
物
が
同
じ
I
題
に
再
び
取
り
組
み
︑
卦

の
表
象
を
よ
り
詳
細
に
解
說
し
た
︑
た
だ
し
彼
の
父
の
�
體
を
︑
そ
の
エ
ス
プ
リ
を
ü
重
す
る
た
め
︑
模
倣
し
た(54

)
︒

こ
の
解
說
は
︑
�
王
が
殷
の
紂
王
に
よ
っ
て
監
獄
に
囚
わ
れ
て
い
る
あ
い
だ
︑
伏
羲
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
卦
に
つ
い
て
卦
辭
を
作
り
︑
續
く
周

公
が
爻
辭
を
︑
そ
し
て
孔
子
が
十
ý
を
作
っ
た
と
い
う
傳
說
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
︑
ま
ず
﹃
易
經
﹄
を
含
む
五
經
が
︑
さ
ら
に

﹃
大
學
﹄﹃
中
庸
﹄﹃
論
語
﹄
が
Æ
纂
さ
れ
る(55

)
︒

四
書
の
�
後
に
來
る
﹃
孟
子
﹄
に
關
し
て
は
︑
コ
ー
は
¼
の
ご
と
く
解
說
す
る
︒﹁
K
樵

(
T
ch
in
-
tsia
o
)
の
言
に
よ
れ
ば
﹂︑
孔
子
の
死
か

ら
閒
も
な
く
﹁
孔
子
の
弟
子
た
ち
は
一
つ
の
敎
え
に
つ
い
て
見
解
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂︒
こ
れ
は
K
樵
﹃
六

經
奧
論
﹄
卷
五
に
お
け
る
以
下
の
記
営
に
依
據
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

昔
︑
七
十
二
子
が
孔
子
の
門
下
に
學
ん
だ
頃
は
︑
み
な
同
じ
く
敎
え
を
[
け
た
︒
と
こ
ろ
が
孔
夫
子
þ
き
後
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
說
は
互
い
に

分
か
れ
て
い
っ
た(56

)
︒

こ
う
し
た
な
か
﹁
古
代
の
敎
え
と
眞
の
哲
學
﹂
の
﹁
�
後
の
守
り
手
﹂
と
し
て
現
れ
た
の
が
︑
孟
子
そ
の
人
だ
と
い
う
︒
コ
ー
は
¼
の
ご
と
く

孟
子
が
高
い
ü
敬
を
得
て
い
る
こ
と
を
强
�
す
る
︒
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古
代
の
敎
え
と
眞
の
哲
學
は
︑
彼
︹
孟
子
︺
を
�
後
の
守
り
手
と
し
て
︑
逸
失
し
た
︒
彼
が
我
々
に
殘
し
て
く
れ
た
著
作
に
よ
っ
て
Ä
價

す
る
限
り
︑
そ
の
名
に
値
す
る
︒
そ
こ
に
は
孔
子
の
よ
う
な
溫
和
さ
︑
愼
み
深
さ
は
見
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
力
强
く
斷
固
と
し
た
魂
と
し

て
︑
銳
く
高
尙
な
天
才
と
し
て
︑
き
っ
ぱ
り
と
し
て
決
然
と
し
た
Ê
德
家
と
し
て
︑
愛
國
心
と
	
熱
に
滿
ち
た
國
民
と
し
て
︑
眞
實
と
公

共
善
の
友
で
あ
る
哲
學
者
と
し
て
︑
そ
し
て
歷
�
と
法
の
敎
養
を
身
に
つ
け
た
作
家
と
し
て
︑
敬
�
す
る
の
で
あ
る
︒︹
中
略
︺
朱
熹
い

わ
く

(
d
it
T
ch
o
u
-
h
i)
︑
孟
子
の
死
に
よ
っ
て
經
は
解
釋
者
が
不
在
と
な
り
︑
古
代
の
敎
え
は
守
る
者
が
い
な
く
な
っ
た(

57
)

︒

ま
ず
﹁
朱
熹
い
わ
く
﹂
以
下
の
部
分
は
︑﹃
孟
子
違
句
集
W
﹄
盡
心
下
の
本
�
﹁
孔
子
か
ら
今
ま
で
百
年
あ
ま
り
︑
í
人
の
世
か
ら
そ
れ
ほ
ど

�
ざ
か
っ
て
は
お
ら
ず
︑
í
人
の
居
�
は
こ
れ
ほ
ど
�
い
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
私
が
孔
子
の
事
績
を
傳
え
殘
さ
な
け
れ
ば
︑
後

世
に
そ
れ
を
知
る
者
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
﹂
に
付
さ
れ
た
︑
下
記
の
�
釋
に
該
當
す
る
︒

宋
の
元
豐
八
年
︑
河
南
の
r
顥
伯
淳
先
生
が
þ
く
な
っ
た
︒
潞
公
�
彥
Ñ
先
生
は
そ
の
墓
に
﹁
]
Ê
先
生
﹂
と
表
し
た
︒
そ
し
て
弟
の
r

頤
正
叔
先
生
は
序
し
て
﹁
周
公
が
沒
し
て
í
人
の
Ê
は
行
わ
れ
ず
︑
孟
軻
が
死
し
て
í
人
の
學
は
傳
わ
ら
な
く
な
っ
た
︒
Ê
が
行
わ
れ
な

け
れ
ば
百
世
と
い
う
も
の
善
治
は
行
わ
れ
ず
︑
學
が
傳
わ
ら
な
け
れ
ば
千
年
と
い
う
も
の
眞
儒
は
現
れ
な
い
︹
後
略
︺﹂
と
営
べ
た(58

)
︒

さ
ら
に
コ
ー
の
�
違
の
Y
?
部
分
︑
孔
子
と
の
對
比
を
C
し
て
な
さ
れ
た
	
妙
な
孟
子
Ä
價
に
關
し
て
は
︑
朱
熹
﹃
孟
子
集
W
﹄
序
に
引
用
さ

れ
た
︑
以
下
の
r
子
の
言
說
が
該
當
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

あ
る
人
が
r
子
に
︑
孟
子
は
す
で
に
í
人
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
と


ね
た
︒
r
子
は
︑
た
だ
ち
に
彼
を
í
人
と
い
え
る
ほ
ど
で
は
な
い

が
︑
そ
の
學
は
き
わ
め
盡
く
さ
れ
た
も
の
だ
と
答
え
た(59

)
︒

こ
う
し
て
﹁
�
後
の
守
り
手
﹂
と
し
て
孟
子
が
登
場
す
る
も
︑
彼
の
死
後
に
は
つ
い
に
﹁
古
代
の
敎
え
と
眞
の
哲
學
﹂
の
傳
瓜
が
斷
た
れ
て
し

ま
っ
た
︑
と
コ
ー
は
說
く
︒

そ
の
一
方
で
Ê
家
を
中
心
に
諸
子
の
書
が
競
っ
て
現
れ
︑
各
國
の
政
治
d
陰
謀
と
結
び
付
き
な
が
ら
擴
大
し
︑
�
P
d
に
﹁
�
國
:
體
を
�

惡
の
災
難
へ
と
�
が
せ
る
﹂
こ
と
と
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
秦
の
始
皇
�
に
よ
る
焚
書
坑
儒
で
あ
る(60

)
︒
コ
ー
は
﹁
k
名
な
馬
端
臨

(
cé
lè
b
re
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M
a
-
to
u
a
n
-
lin
)
が
き
わ
め
て
思
慮
深
く
営
べ
た
﹂
內
容
と
し
て
︑
¼
の
ご
と
く
`
譯
し
て
い
る
︒

彼
︹
始
皇
�
︺
は
古
代
の
書
物
の
う
ち
︑
:
體
d
に
禁
止
す
べ
き
對
象
か
ら
¼
の
も
の
を
除
外
し
た
︑
す
な
わ
ち
醫
ò
に
關
す
る
も
の
︑

占
い
に
關
す
る
も
の
︑
農
業
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
我
々
に
殘
さ
れ
な
か
っ
た
︒
a
に
彼
が
:
滅
さ
せ
る
こ
と
を

Ù
ん
だ
經
は
︑
我
々
の
í
賢
た
ち
に
よ
っ
て
發
見
さ
れ
︑
古
代
に
關
す
る
貴
重
な
も
の
が
散
逸
を
免
れ
た(61

)
︒

こ
れ
に
該
當
す
る
と
思
わ
れ
る
原
�
は
︑﹃
�
獻
C
考
﹄
卷
一
七
四
・
經
籍
考
一
・
總
敍
に
見
ら
れ
る(62

)
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
中
國
古
代
か
ら
傳

わ
る
書
物
は
致
命
d
な
大
打
擊
を
[
け
た
︒
秦
が
滅
び
︑
漢
王
È
の
時
代
︑
と
く
に
﹁
武
�

(
V
o
u
-
ti)
は
こ
の
王
È
に
お
い
て
︑
�
人
を
[

け
入
れ
︑
官
職
に
任
じ
た
�
初
の
皇
�
と
な
っ
た(63

)
﹂
す
な
わ
ち
円
元
五
年
に
五
經
Ñ
士
を
設
置
す
る
な
ど
︑
儒
敎
復
興
の
動
き
が
]
ら
か
と

な
っ
て
い
く
︒

し
か
し
中
國
古
代
の
書
物
へ
の
災
厄
は
以
後
も
續
く
︒﹁
王
È
�
替
︑
競
合
す
る
者
同
士
に
よ
る
�
國
の
分
裂
︑
衣
民
族
に
よ
る
征
�
︑
タ

タ
ー
ル
人
に
よ
る

入
︑
地
震
︑
洪
水
︑
首
都
の
移
轉
︑
そ
の
ほ
か
あ
ら
ゆ
る
災
厄
﹂
が
︑﹁
シ
ナ
の
書
物
に
大
損
�
を
も
た
ら
し
た
﹂
と
い

う(
64
)

︒

(三
)﹃
書
經
﹄
の
眞
正
性

以
上
の
ご
と
く
︑
古
來
の
中
國
に
お
け
る
書
物
が
¼
々
と
災
厄
に
見
舞
わ
れ
た
あ
と
︑
結
局
な
に
が
依
據
す
べ
き
�
獻
と
し
て
殘
さ
れ
た
の

か
︒
コ
ー
は
﹁
世
界
の
ほ
か
の
書
物
で
︑
我
々
が
經
と
呼
ん
で
い
る
書
物
と
同
じ
ほ
ど
の
吟
味
を
經
た
も
の
は
無
く
︑
こ
れ
ほ
ど
詳
し
く
歷
�

を
語
り
︑
改
竄
の
無
い
こ
と
を
證
]
で
き
る
も
の
は
な
い(65

)
﹂
と
営
べ
る
︒
こ
う
し
て
コ
ー
は
︑
古
代
中
國
の
歷
�
に
つ
い
て
も
っ
と
も
信
賴
す

べ
き
�
獻
と
し
て
五
經
︑
續
い
て
四
書
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
槪
�
を
語
っ
て
い
く(66

)
︒

し
か
し
彼
が
五
經
の
な
か
で
も
特
別
な
h
い
を
し
た
書
物
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
第
五
�
の
I
題
と
な
っ
た
﹃
書
經

(
C
h
o
u
-
k
in
g
)
﹄
で
あ
る
︒

彼
は
﹃
書
經
﹄
を
﹁
我
々
の
古
代
の
書
物
の
な
か
で
︑
も
っ
と
も
貴
重
で
︑
も
っ
と
も
善
美
で
︑
も
っ
と
も
古
い
﹂
書
物
と
し
︑
中
國
に
お
け
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る
﹃
書
經
﹄
の
權
威
は
﹁
南
宋
以
來
の
す
べ
て
の
學
者
が
︑
經
の
な
か
で
も
っ
と
も
善
美
で
重
�
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
﹂

と
営
べ
た(67

)
︒
こ
れ
は
具
體
d
に
ど
う
い
っ
た
狀
況
を
指
し
て
い
る
の
か
︒
こ
こ
で
現
在
の
一
般
d
理
解
に
沿
っ
て
﹃
書
經
﹄
の
變
	
を
ご
く
鯵

單
に
整
理
し
て
お
こ
う
︒
今
�
と
古
�
の
う
ち
古
�
尙
書
は
西
晉
末
に
戰
亂
で
失
わ
れ
た
が
︑
東
晉
の
梅
賾
が
孔
安
國
傳
と
稱
す
る
﹃
古
�
尙

書
﹄
を
獻
上
し
︑
僞
作
で
あ
る
こ
と
が
疑
わ
れ
な
が
ら
も
�
代
に
孔
穎
Ë
が
敕
命
を
[
け
て
Æ
纂
し
た
﹃
五
經
正
義
﹄
の
う
ち
﹃
尙
書
正
義
﹄

で
は
︑
こ
の
梅
賾
本
が
�
用
さ
れ
た
︒
し
か
し
南
宋
に
は
蔡
沈
が
師
の
朱
熹
の
命
を
[
け
て
Æ
纂
し
た
﹃
書
集
傳
﹄
で
今
�
と
古
�
を
辨
別
し
︑

序
と
孔
傳
を
疑
っ
て
�
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
︒
以
上
の
よ
う
な
�
�
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
︑
コ
ー
の
営
べ
た
內
容
は
︑
南
宋
以
影
に
﹃
書

經
﹄
に
お
け
る
今
古
お
よ
び
眞
僞
の
辨
別
を
]
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
機
Ø
が
高
ま
り
︑
こ
の
經
書
を
め
ぐ
る
學
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
指

す
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

こ
う
し
て
コ
ー
は
﹃
書
經
﹄
を
贊
美
し
︑
そ
の
中
國
古
代
の
書
物
の
な
か
で
の
至
高
性
を
語
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
書
物
は
︑﹁
í
典
に
反

抗
す
る
衣
端
者
と
不
敬
者
の
熱
狂
に
�
敵
す
る
よ
う
な
Ñ
識
の
裝
い
︑
抽
象
d
な
煩
瑣
さ
や
論
爭
へ
の
熱
狂
に
よ
っ
て
攻
擊
さ
れ
︑
吟
味
さ
れ
︑

批
Ä
さ
れ
た
﹂
と
い
う(68

)
︒
こ
こ
か
ら
議
論
は
﹃
書
經
﹄
を
め
ぐ
っ
て
い
か
な
る
混
亂
が
生
じ
た
か
と
い
う
問
題
へ
と
移
っ
て
い
く
︒
コ
ー
に
よ

れ
ば
︑
孔
子
は
﹁
キ
リ
ス
ト
生
²
の
四
八
四
年
Y
︑
す
な
わ
ち
焚
書
の
二
七
一
年
Y
﹂
に
筆
を
執
り
︑
一
〇
〇
½
か
ら
な
る
﹁
膨
大
な
年
代
記

の
拔
粹
﹂
を
ま
と
め
︑﹁
と
り
わ
け
政
治
の
眞
の
原
理
と
我
々
が
共
k
す
る
法
の
基
礎
を
保
存
し
︑
こ
れ
ら
の
拔
粹
に
お
い
て
知
惠
や
正
義
︑

k
用
性
に
つ
い
て
よ
り
よ
く
知
ら
せ
よ
う
と
專
念
し
た(69

)
﹂︒
こ
れ
こ
そ
が
﹃
書
經
﹄
で
あ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
で
は
﹃
書
經
﹄
に
引
用
さ
れ
た

古
代
の
諸
﹁
年
代
記
﹂
は
︑
も
と
も
と
い
つ
書
か
れ
た
の
か
︒
コ
ー
は
﹁
決
定
d
な
證
據
は
無
い
﹂
と
し
な
が
ら
も
︑﹁
我
々
の
も
っ
と
も
k

能
な
批
Ä
家
た
ち
︑
す
な
わ
ち
と
く
に
孔
安
國

(
K
o
n
g
-
n
g
a
n
-
k
o
u
e
)
︑
孔
穎
Ë

(
K
o
n
g
-
in
-
ta
)
︑
r
子

(
T
ch
in
-
tsé
e
)
︑
胡
安
國

(
H
o
ra
n
g
-

tsé
e︑
原
�
マ
マ
)
︑
朱
子

(
T
ch
o
u
-
tsé
e
)
は
傳
瓜
に
從
っ
て
︑
そ
の
�
初
の
違
で
あ
る
﹁
堯
典

(
Y
a
o
-
tie
n
)
﹂
お
よ
び
﹁
舜
典

(
C
h
u
n
-
tie
n
)
﹂

は
︑︹
中
略
︺
堯
と
舜
の
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る(70

)
﹂
と
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
內
容
の
眞
正
さ
に
つ
い
て
は
︑﹁
上
古
の
時
代
に

お
け
る
風
俗
の
純
朴
さ
と
單
純
さ
か
ら
い
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
︹
書
經
に
引
用
さ
れ
た
諸
年
代
記
の
作
者
で
あ
る
︺
歷
�
Æ
纂
官

(
H
isto
rie
n
s
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p
u
b
lics)
の
ã
實
さ
と
正
確
さ
を
疑
う
こ
と
は
不
合
理
だ(71

)
﹂
と
斷
言
す
る
︒

こ
う
し
て
﹃
書
經
﹄
の
�
源
の
古
さ
︑
お
よ
び
內
容
の
確
實
さ
に
つ
い
て
論
じ
た
上
で
︑
さ
ら
に
秦
の
焚
書
に
よ
る
[
難
の
歷
�
に
つ
い
て

も
語
っ
て
い
く
︒
そ
の
內
容
は
だ
い
た
い
伏
生
か
ら
始
ま
る
系
瓜
と
︑
孔
壁
か
ら
發
見
さ
れ
た
系
瓜
と
に
分
か
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
今
�
と

古
�
に
該
當
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
コ
ー
自
身
は
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
て
い
な
い
た
め
︑
以
下
﹁
伏
生
系
﹂
と
﹁
孔
壁
系
﹂
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
︒
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
伏
生
系
で
︑
こ
れ
は
Y
漢
�
�

(
O
u
e
n
-
ty
)
の
と
き
﹁
伏
生

(
F
o
u
-
ch
e
n
g
)
が
�
唱
す
る
こ
と
の
で

き
た
二
八
½
﹂
が
︑﹁
歐
陽
︹
高
︺
(
N
g
u
e
o
u
-
y
a
n
g
)
︑
二
人
の
夏
侯

(
H
ia
-
h
e
o
u
︑
す
な
わ
ち
夏
侯
�
と
夏
侯
円
)
﹂
の
三
家
に
傳
わ
っ
た
︑
な
ど

と
解
說
さ
れ
て
い
る(72

)
︒
そ
の
一
方
で
︑
Y
漢
景
�
の
息
子
で
あ
る
魯
の
恭
王

(
P
rin
ce
K
o
n
g
-
o
u
a
n
g
,fils
d
e
l̓
E
m
p
e
re
u
r
K
in
-
ti)
が
自
ら
の
宮

廷
を
增
築
す
る
た
め
︑
孔
子
の
舊
宅
を
取
り
壞
し
た
際
︑
壁
の
厚
み
の
な
か
に
隱
さ
れ
て
い
た
﹃
書
經
﹄
の
古
い
手
稿
が
發
見
さ
れ
た
︒
そ
の

手
稿
は
﹁
古
い
蝌
蚪

(
K
o
-
te
o
u
)
�
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
お
り
﹂︑
孔
子
の
子
孫
で
あ
る
孔
安
國
に
渡
さ
れ
た
後
︑
そ
の
努
力
に
よ
っ
て
五

八
½
が
解
讀
さ
れ
た
が
︑
結
局
﹁
藏
於
祕
府

(
T
sa
n
g
-
y
u
-
p
i-
fo
u
(73
)

)
﹂
す
な
わ
ち
宮
中
の
書
庫
に
收
藏
さ
れ
た
ま
ま
と
な
り
︑
や
が
て
失
傳
し

た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
﹁
伏
生
の
﹃
書
經
﹄
が
優
位
に
立
ち
︑
五
世
紀
末
ま
で
國
學
で
敎
え
ら
れ
て
い
た(74

)
﹂︒

し
か
し
一
部
の
士
大
夫
は
﹁
M
a
-
tch
in
g
が
證
言
し
て
い
る
よ
う
に
﹂
寫
本
を
持
っ
て
い
て
個
別
に
學
ん
で
い
た
︒﹁
M
a
-
tch
in
g
﹂
が
ど

の
人
物
を
指
す
か
は
不
]
だ
が

(
�
�
か
ら
す
れ
ば
梅
賾
か
)
︑
そ
の
ほ
か
に
杜
林

(
T
o
u
-
lin
)
の
名
も
擧
げ
て
い
る(75

)
︒
や
が
て
﹁
小
さ
な
チ
王

È

(
p
e
tite
D
y
n
a
stie
d
e
s
T
si)
﹂
す
な
わ
ち
南
È
齊
の
武
�
は
︑
官
學
に
お
い
て
孔
壁
系
の
寫
本
を
�
用
し
た(76

)
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
孔
壁
系
の
ほ

う
が
﹁
優
位
に
た
ち
︑
伏
生
の
そ
れ
は
失
�
し
た(77

)
﹂
と
コ
ー
は
い
う
︒
�
の
孔
穎
Ë
が
太
宗
の
命
を
う
け
て
Æ
纂
し
た
﹁
經
の
大
規
模
な
校
訂

本

(
g
ra
n
d
e
E
d
itio
n
d
e
s
K
in
g
)
﹂
す
な
わ
ち
﹃
五
經
正
義
﹄
で
は
︑
古
�
尙
書
が
�
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た(78

)
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
コ
ー
は
書

經
の
變
	
を
︑
王
È
ご
と
の
優
位
を
め
ぐ
る
伏
生
系
と
孔
壁
系
と
の
爭
い
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
そ
の
後
︑
と
く
に
�
～
宋
代
に
か
け
て
﹁﹃
書
經
﹄
を
め
ぐ
る
一
聯
の
�
藝
戰
爭

(
g
u
e
rre
s
litté
ra
ire
s)
﹂
が
勃
發
し
た
︑
と

コ
ー
は
い
う(79

)
︒
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
指
す
の
か
︒
コ
ー
は
︑
こ
の
よ
う
な
狀
況
に
つ
い
て
﹁
金
華
の
書
物
の
Æ
纂
者

(
E
d
ite
u
r
d
u
liv
re
d
e
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K
in
-
h
o
a
)
﹂
が

T
a
n
g
-
y
-
tsie
n
-
o
u
e
i-
y
e
o
u
-
y
e︑
S
o
n
g
-
jo
u
-
tch
i
と
営
べ
た
う
え
で
﹁
す
べ
て
の
反
論
︑
言
い
が
か
り
︑
難
癖
を
寄
せ
集
め

た
﹂︑
と
す
る(80

)
︒
こ
れ
は
淸
代
初
x
の
�
蘭
性
德
が
Æ
ん
だ
儒
家
經
典
の
�
釋
の
一
大
叢
書
︑﹃
C
志
堂
經
解
﹄
第
一
百
六
十
七
に
收
め
ら
れ
た

宋
代
の
王
柏
﹃
書
疑
﹄
を
指
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
王
柏
は
金
華
の
士
大
夫
で
︑﹃
書
疑
﹄
は
そ
の
名
の
C
り
﹃
書
經
﹄
の
今
�
・
古
�
兩
方

に
對
す
る
難
疑
を
展
開
し
た
著
作
で
あ
る
︒
そ
の
序
に
は
﹁
自
伏
孔
二
家
傳
出
︑
於
是
k
今
�
古
�
之
別
︑
由
�
以
Y
未
k
疑
之
者
︑
k
宋
諸

儒
始
疑
﹂
と
あ
り
︑
コ
ー
は
﹁
�
以
Y
未
k
疑
︹
之
︺
(
T
a
n
g
-
y
-
tsie
n
-
o
u
e
i-
y
e
o
u
-
y
e
)
﹂﹁
宋
︹
諸
︺
儒
始
︹
疑
︺
(
S
o
n
g
-
jo
u
-
tch
i)
﹂
の
部
分

を
拔
き
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(た
だ
し
こ
の
序
は
王
柏
が
営
べ
た
の
で
は
な
く
Æ
纂
者
の
�
蘭
性
德
が
付
し
た
も
の
な
の
で
︑
コ
ー
の
言
と
は
	

妙
に
齟
齬
す
る
)
︒
つ
ま
り
今
�
と
古
�
を
辨
別
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
由
緖
を
疑
う
こ
と
は
宋
儒
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
営
べ
た
あ
と
︑
コ
ー
は
續
け
て
﹁
同
じ
時
代
の
k
名
な
朱
熹
﹂
に
觸
れ
︑
彼
の
繰
り
出
す
�
違
を
¼
の
ご
と
く
表
現
す
る
︒

あ
る
と
き
は
�
快
︑
ま
た
あ
る
と
き
は
皮
肉
っ
ぽ
く
︑
し
ば
し
ば
甘
っ
た
る
く
佞
辯
を
弄
び
︑
つ
ね
に
ぴ
り
っ
と
し
た
味
わ
い
と
機
知
に

あ
ふ
れ
た
こ
れ
ら
の
�
違
は
︑
自
ら
を
﹃
書
經
﹄
の
信
奉
者
で
あ
る
か
の
ご
と
く
思
わ
せ
る
分
︑
よ
り
危
險
で
あ
る(81

)
︒

稱
贊
と
も
皮
肉
と
も
つ
か
な
い
言
い
囘
し
で
あ
り
︑
具
體
d
に
朱
熹
の
ど
の
著
作
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
か
は
︑
本
人
が
]
ら
か
に
し
て
い
な

い
以
上
特
定
で
き
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
朱
熹
お
よ
び
彼
の
c
を
承
け
た
弟
子
の
蔡
沈
が
﹃
書
經
﹄︑
と
く
に
古
�
尙
書
へ
の
疑
い
を
]
ら

か
に
し
た
こ
と
を
指
す
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
コ
ー
の
い
う
﹁
�
藝
戰
爭
﹂
と
は
︑
以
上
の
ご
と
く
宋
儒
た
ち
が
﹃
書

經
﹄
に
對
す
る
疑
い
を
表
]
し
︑
そ
の
由
來
を
め
ぐ
る
議
論
を
盛
ん
に
し
た
こ
と
を
営
べ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
﹃
書
經
﹄
は
宋
代
以
影
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
と
議
論
に
取
り
卷
か
れ
て
き
た
た
め
︑
今
日
で
は
﹁
我
が
中
國
に
お
い
て
﹃
書

經
﹄
が
い
か
な
る
思
想
の
も
と
に
あ
る
の
か
︑
]
確
に
営
べ
る
の
は
難
し
い
﹂
と
コ
ー
は
い
う
︒
彼
い
わ
く
皇
�
や
學
者
は
﹁
敎
義
の
源
泉
﹂

﹁
í
人
に
よ
る
敎
訓
の
表
れ
﹂﹁
天
の
法
の
公
布
﹂﹁
正
義
と
眞
實
の
深
�
な
る
海
﹂﹁
�
王
の
書
﹂﹁
瓜
治
の
わ
ざ
﹂﹁
古
代
の
訴
え
﹂﹁
永
�
の

規
範
﹂
と
い
っ
た
重
々
し
い
贊
辭
に
よ
っ
て
こ
の
書
物
を
褒
め
稱
え
て
お
り
︑﹁
海
外
﹂
(
こ
こ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
c
圖
し
た
と
思
わ
れ
る
)
で
は

﹃
書
經
﹄
が
﹁
そ
の
法
律
記
錄
に
基
づ
き
法
d
︑
世
俗
d
權
威
を
六
部
に
お
い
て
k
す
る
﹂
と
い
う
出
ま
か
せ
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
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﹁
滑
稽
か
つ
馬
鹿
げ
た
考
え
﹂
に
他
な
ら
ず
︑﹃
書
經
﹄
の
眞
の
榮
光
を
確
か
め
る
に
は
﹁
我
々
の
學
問
の
í
堂
﹂
(孔
½
を
指
す
で
あ
ろ
う
)
に

入
っ
て
み
る
し
か
な
い
︒
そ
こ
で
は
﹃
書
經
﹄
が
皇
�
や
學
者
や
賢
人
に
崇
め
ら
れ
︑﹁
歷
�
お
よ
び
古
代
の
敎
え
の
[
託
者
か
つ
證
人
﹂
と

し
て
皆
を
從
わ
せ
る
︑
と
コ
ー
は
営
べ
る
の
で
あ
る(82

)
︒
彼
の
I
張
の
�
點
は
︑
中
國
に
お
け
る
﹃
書
經
﹄
が
世
俗
d
な
法
律
の
參
考
書
や
瓜
治

の
指
南
書
の
類
で
は
な
く
︑
皇
�
さ
え
敬
う
神
í
な
書
物
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
點
は
彼
が
﹃
書
經
﹄
を
め
ぐ
る
議
論
の
歷
�

を
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
í
書
批
Ä
の
風
潮
に
な
ぞ
ら
え
た(83

)
こ
と
に
も
︑
顯
著
に
表
れ
て
い
る
︒

四

コ
ー
を
と
り
ま
く
知
識
世
界

(一
)
中
國
に
お
け
る
典
據

と
こ
ろ
で
以
上
の
ご
と
き
コ
ー
の
著
営
は
︑
ど
の
よ
う
な
知
d
ñ
境
の
な
か
で
な
さ
れ
た
も
の
か
︒
こ
れ
ま
で
言
;
し
て
き
た
ご
と
く
︑
彼

は
﹃
漢
書
﹄
や
﹃
隋
書
﹄﹃
說
�
解
字
﹄﹃
書
集
傳
或
問
﹄
な
ど
具
體
d
な
書
名
も
い
く
つ
か
擧
げ
て
い
る
︒
ま
た
第
三
違
﹁
上
古
の
歷
�
に
つ

い
て
︑
焚
書
よ
り
後
に
著
営
を
行
っ
た
I
�
な
歷
�
家
た
ち
の
槪
�
﹂
で
は
︑
中
國
の
k
名
な
著
営
家
お
よ
び
著
作
に
つ
い
て
比
�
d
詳
細
に

解
說
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
お
も
な
人
々
︑
あ
る
い
は
そ
の
著
作
の
名
Y
を
列
擧
し
て
み
る
と
︑
司
馬
	

(
S
é
e
-

m
a
-
tsie
n
(84
)

)
︑
班
固

(
P
a
n
-
k
o
u
(85
)

)
︑
司
馬
貞

(
S
é
e
-
m
a
-
tch
in
(86
)

)
︑
司
馬
光

(
S
é
e
-
m
a
-
k
o
u
a
n
g
(87
)

)
︑
劉
恕

(
L
ie
o
u
-
jo
u
(88
)

)
︑
羅
泌

(
L
o
-
p
i
(89
)

)
と
續
い
た

あ
と
︑
�
後
に
﹁
高
名
な
康
熙
�
へ
獻
上
さ
れ
た
二
部
の
大
規
模
な
著
作
﹂
が
話
題
と
な
る
︒
そ
の
第
一
の
著
作
と
は

Y
ch
e︑
す
な
わ
ち
發

¦
か
ら
す
れ
ば
﹃
繹
�
﹄
(馬
驌
の
著
作
︑
康
熙
九
年
序
)
で
あ
る
︒
コ
ー
は
こ
の
書
物
を
¼
の
ご
と
く
稱
贊
す
る
︒

こ
の
素
晴
ら
し
い
Æ
纂
物
の
賢
]
な
る
作
者
は
︑
諸
々
の
論
者
は
古
代
の
°
物
に
お
い
て
自
ら
の
見
解
に
k
利
な
も
の
を
�
び
取
る
こ
と

に
 
り
︑
そ
の
た
め
と
き
と
し
て
そ
れ
ら
を
閒
à
っ
た
日
付
で
示
し
︑
ま
た
自
分
を
困
惑
さ
せ
る
も
の
に
つ
い
て
は
無
視
を
決
め
é
む
の

で
︑
つ
ね
に
論
爭
が
生
じ
解
]
が
g
ま
な
い
︑
と
み
な
し
て
お
り
︹
中
略
︺
そ
の
︹
古
代
の
°
物
の
�
別
と
い
う
︺
處
理
を
讀
者
に
ゆ
だ
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ね
る
︒︹
中
略
︺
!
直
に
い
っ
て
︑﹃
繹
�
﹄
は
我
々
が
思
考
を
確
立
し
決
斷
す
る
の
に
も
っ
と
も
よ
く
助
け
て
く
れ
る(90

)
︒

正
否
は
と
も
か
く
︑
コ
ー
の
見
方
で
は
﹃
繹
�
﹄
は
こ
の
よ
う
に
�
料
を
廣
く
收
集
し
て
そ
の
ま
ま
竝
べ
︑
�
別
を
め
ぐ
る
自
ら
の
l
斷
を
ま

じ
え
る
こ
と
を
©
け
た
點
で
優
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
第
二
の
著
作
は

Y
u
-
tin
g
-
li-
ta
i-
k
i-
ch
e
-
n
ie
n
-
p
ia
o︑
す
な
わ
ち
﹃
御
定
歷
代
紀
事
年

表
﹄
(王
之
樞
等
奉
敕
Ë
︑
康
熙
五
四
年
序
)
で
あ
る
︒
コ
ー
は
︑
廿
一
�
や
綱
鑑
︑﹃
綱
目(91

)
﹄
な
ど
の
書
物
に
お
い
て
﹁
必
�
な
あ
る
出
來
事
を

見
つ
け
出
す
難
し
さ
︑
眞
正
な
�
料
に
依
據
し
て
書
か
れ
た
歷
�
と
疑
わ
し
い
歷
�
家
に
從
っ
て
書
か
れ
た
歷
�
と
を
區
別
す
る
際
の
當
惑
︑

年
代
記
の
不
�
和
﹂
な
ど
が
︑﹃
御
定
歷
代
紀
事
年
表
﹄
の
作
者
に
﹁
こ
れ
ら
す
べ
て
の
困
難
を
打
開
す
る
見
取
り
圖

(
p
la
n
)
﹂
を
i
想
さ
せ
︑

﹁
歷
�
の
案
內
地
圖

(
itin
e
ra
ire
d
e
l̓
H
isto
ire
)
﹂
を
作
成
さ
せ
た
と
い
う(92

)
︒
こ
の
よ
う
に
コ
ー
は
︑
淸
代
に
お
け
る
歷
�
敍
営
に
も
一
定
の
目

�
り
を
し
て
お
り
︑
少
な
く
と
も
こ
の
二
書
に
つ
い
て
は
高
い
Ä
價
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

た
だ
し
Y
�
で
擧
げ
た
書
物
や
︑
コ
ー
が
解
說
し
た
中
國
の
�
字
や
書
物
の
變
	
の
物
語
は
中
國
で
は
ほ
と
ん
ど
常
識
の
範
圍
に
屬
し
て
い

る
︒
問
題
は
︑
北
堂
の
在
華
イ
エ
ズ
ス
會
士
と
し
て
コ
ー
の
先
輩
に
あ
た
る
ゴ
ー
ビ
ル
や
ド
・
マ
イ
ヤ
が
︑
い
ず
れ
も
﹃
書
經
﹄
を
は
じ
め
と

す
る
中
國
の
書
物
群
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
解
說
を
發
表
し
て
い
る
こ
と
だ
︒
こ
れ
ら
の
解
說
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八

世
紀
末
～
一
九
世
紀
初
だ
が
︑
報
吿
が
作
ら
れ
た
時
x
は
Y
者
が
一
七
三
七
年
以
Y
︑
後
者
は
一
七
四
九
年
で
あ
る(93

)
︒
コ
ー
が
中
國
の
書
物
に

つ
い
て
解
說
し
た
部
分
は
︑
ゴ
ー
ビ
ル
や
ド
・
マ
イ
ヤ
と
重
複
す
る
部
分
も
多
い
が
︑
そ
れ
が
互
い
の
影
�
關
係
に
よ
る
も
の
な
の
か
︑
單
に

常
識
の
範
圍
に
屬
す
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
か
現
狀
で
は
l
然
と
し
な
い
︒
た
だ
﹃
書
經
﹄
を
め
ぐ
る
論
爭
︑
と
く
に
伏
生
系
と
孔
壁
系

(今
�
と
古
�
)
と
の
相
克
や
︑
朱
熹

(お
よ
び
蔡
沈
)
の
﹃
書
經
﹄
に
對
す
る
疑
い
に
關
し
て
は
ゴ
ー
ビ
ル
や
ド
・
マ
イ
ヤ
よ
り
も
詳
細
に
語

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
と
く
に
第
五
�
で
は
﹁
藏
於
祕
府
﹂︑﹁
�
以
Y
未
k
疑
︹
之
︺﹂︑﹁
宋
︹
諸
︺
儒
始
︹
疑
︺﹂
な
ど
原
�
を
そ
の
ま

ま
¦
寫
し
た
部
分
が
目
立
つ
が
︑
こ
れ
ら
が
ゴ
ー
ビ
ル
や
ド
・
マ
イ
ヤ
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
︑
少
な
く
と
も
コ
ー
が
單
に
宣
敎
師
の
報
吿
を

切
り
貼
り
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒
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(二
)
フ
ラ
ン
ス
﹁
�
體
﹂
論
爭

¼
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
世
界
と
の
接
觸
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
︒
コ
ー
は
¼
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

そ
れ
︹﹃
書
經
﹄
の
�
初
の
數
違
︺
が
書
か
れ
て
い
る
�
體

(
sty
le
)
は
︑
歷
�
を
こ
う
し
た
素
朴
さ
と
男
性
d
單
純
さ

(
m
â
le
sim
p
li-

citè
)
に
よ
っ
て
h
え
ば
崇
高

(
su
b
lim
e
)
な
も
の
に
な
る
と
彼
ら
が
す
で
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
︑
證
]
し
て
い
る(94

)
︒

す
な
わ
ち
﹃
書
經
﹄
で
は
︑
�
體
の
素
朴
さ
と
﹁
男
性
d
單
純
さ
﹂
に
よ
っ
て
歷
�
の
﹁
崇
高
さ
﹂
が
表
現
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

﹃
書
經
﹄
の
�
體
に
つ
い
て
は
︑
¼
の
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ
る
︒

『書
經
﹄
を
官
Ë
年
代
記

(
A
n
n
a
le
s
p
u
b
liq
u
e
s)
か
ら
の
拔
粹
と
み
る
な
ら
ば
︑
そ
の
語
り
の
對
象
で
あ
る
時
代
が
�
れ
ば
�
る
ほ
ど
︑

信
用
に
値
す
る
︒
太
古
の
風
俗
の
純
粹
さ
と
單
純
さ

(
L
ʼ
in
n
o
ce
n
ce
&
la
sim
p
licité
)
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
歷
�
官
の
ã
實
さ
と
正
確
さ
は

疑
い
得
な
い(95

)
︒

『書
經
﹄
の
�
體
は
部
分
ご
と
に
單
純

(
sim
p
le
)
で
あ
っ
た
り
︑
表
現
豐
か
で
あ
っ
た
り
鯵
Ú
で
あ
っ
た
り
し
︑
い
た
る
と
こ
ろ
で
崇
高

さ

(
su
b
lim
e
)
を
Ë
成
し
て
い
る
︒︹
中
略
︺
プ
ラ
ト
ン
た
ち
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
た
ち
︹
le
s
P
la
to
n
s
&
le
s
A
risto
te
s︺
が
︑
そ
の
格

言
に
さ
ま
ざ
ま
な
D
り
や
言
い
囘
し
を
加
え
た
り
︑
自
分
の
I
義
を
C
そ
う
と
å
�
に
な
っ
た
り
︑
デ
ィ
テ
ー
ル
に
こ
だ
わ
る
の
と
同
じ

ほ
ど
に
︑﹃
書
經
﹄
は
單
純
で
︑
自
然
で
ã
實

(
sim
p
le
,
n
a
tu
re
l
&
lo
y
a
l)
で
あ
る
︒︹
中
略
︺﹃
書
經
﹄
の
語
り
の
雄
辯
は
︑
深
�
さ
と

活
力
︑
]
瞭
さ
に
よ
る
雄
辯
で
あ
る(96

)
︒

さ
て
こ
の
よ
う
な
﹁
�
體
﹂
や
﹁
崇
高
﹂
と
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
言
葉
な
の
か
︒
そ
の
�
と
な
る
の
が
︑
以
下
の
�
違
で
あ
る
︒
こ
れ
は
Ê

家
の
書
物
と
儒
家
の
書
物
と
を
比
�
し
た
場
面
で
あ
る
︒

そ
れ
ら
︹
Ê
家
の
書
物
︺
の
�
體
と
經
や
孔
子
の
そ
れ
と
を
比
べ
る
の
は
︑
海
外
に
お
け
る
一
部
の
�
代
人
の
�
體
と
ボ
シ
ュ
エ

(
B
o
ssu
e
t)
や
ペ
リ
ソ
ン

(
P
e
lliso
n
)
︑
ボ
ワ
ロ
ー

(
B
o
ile
a
u
)
や
ラ
シ
ー
ヌ

(
R
a
cin
e
)
の
そ
れ
と
を
比
べ
る
の
と
同
樣
で
あ
る
よ
う
に
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見
え
る
が
︑
c
見
の
奇
拔
さ
が
書
き
方
に
影
�
を
與
え
る
の
で
あ
ろ
う
か(97

)
︒

こ
こ
で
現
れ
る
ボ
シ
ュ
エ
や
ペ
リ
ソ
ン
︑
ボ
ワ
ロ
ー
や
ラ
シ
ー
ヌ
と
は
一
七
～
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
論
爭
に
お
い
て
︑
き
わ
め
て
k
名

に
な
っ
た
人
々
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
怨
舊
論
爭
で
あ
る
︒
こ
の
論
爭
は
ギ
リ
シ
ア
お
よ
び
ロ
ー
マ
古
典
の
權
威
に
反
撥
し
︑
�
代
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
�
學
d
發
展
に
お
け
る
優
位
性
を
I
張
す
る
�
代
 
と
︑
古
典
の
優
位
を
I
張
す
る
古
代
 
の
あ
い
だ
で
展
開
さ
れ
た
︒
こ
こ
で
擧
げ

ら
れ
た
ボ
シ
ュ
エ
以
下
の
人
々
は
い
ず
れ
も
古
代
 
の
代
表
d
人
物
で
あ
る
︒

そ
し
て
重
�
な
の
は
︑
怨
舊
論
爭
に
ð
っ
て
︑﹁
�
體
﹂
と
﹁
崇
高
﹂
の
問
題
が
︑
と
く
に
ボ
ワ
ロ
ー

(
N
ico
la
s
B
o
ile
a
u
︑
一
六
三
六
～
一
七

一
一
)
を
中
心
に
立
ち
上
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
�
�
の
代
表
d
成
果
で
あ
る
星
野
太
﹃
崇
高
の
修
辭
學
﹄
が

參
考
に
な
る
︒
星
野
氏
は
ボ
ワ
ロ
ー
に
よ
る
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
�
古
の
崇
高
論
と
さ
れ
る
傳
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
著
作
の
`
譯
に
つ
い
て
¼
の
ご
と
く

営
べ
て
い
る
︒

そ
の
﹁
序
�
﹂
に
お
い
て
は
﹁
崇
高

(
le
su
b
lim
e
)
﹂
と
﹁
崇
高
な
�
體

(
le
sty
le
su
b
lim
e
)
﹂
と
い
う
︑
原
�
に
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な

か
っ
た
區
別
ま
で
も
が
p
入
さ
れ
て
い
る
︒︹
中
略
︺
古
代
 
の
筆
頭
格
と
し
て
の
ボ
ワ
ロ
ー
は
︑
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
著
作
を
み
ず
か
ら
の

陣
營
に
組
み
é
む
べ
く

︱
︱
｢崇
高
な
�
體
﹂
と
は
區
別
さ
れ
た
︱
︱
﹁
驚
衣
d
な
も
の
﹂
と
し
て
の
﹁
崇
高
﹂
の
c
義
を
�
大
限
に

强
�
す
る
︒︹
中
略
︺
さ
ら
に
︑﹁
崇
高
﹂
と
﹁
崇
高
な
�
體
﹂
と
の
區
別
に
も
關
聯
す
る
こ
と
だ
が
︑
ボ
ワ
ロ
ー
は
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
﹁
崇

高
﹂
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
特
$
と
し
て
の
﹁
單
純
さ

(
sim
p
licité
)
﹂
を
か
な
り
の
頻
度
で
强
�
す
る
︒︹
中
略
︺
こ
こ
で
﹁
單
純
さ
﹂
は

﹁
崇
高
﹂
の
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
る
こ
と
を
超
え
︑
む
し
ろ
そ
の
本
質
d
な
�
素
と
し
て
强
�
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る(98

)
︒

こ
こ
で
の
﹁
崇
高
﹂
と
﹁
單
純
さ
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
は
︑
コ
ー
が
中
國
古
代
の
經
書

(
と
り
わ
け
﹃
書
經
﹄
)
に
﹁
�
體
﹂
の
﹁
單
純
さ
﹂
に

よ
っ
て
Ë
成
さ
れ
る
﹁
崇
高
﹂
の
槪
念
を
繰
り
%
し
&
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
思
い
�
こ
さ
せ
る
︒
そ
し
て
彼
は
Ê
家
の
書
物
と
儒
家
の
そ

れ
と
の
關
係
を
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
�
代
 
と
古
代
 
と
の
關
係
に
な
ぞ
ら
え
て
も
い
た
︒
こ
う
し
て
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の
エ

セ
ー
﹂
は
︑
古
今
中
國
の
さ
ま
ざ
ま
な
�
獻
だ
け
で
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
議
論
に
も
接
續
す
る
形
で
書
か
れ
て
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い
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

本
稿
で
取
り
上
げ
た
コ
ー
の
敍
営
は
︑
そ
の
內
容
自
體
に
强
力
な
獨
創
性
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
各
代
正
�
か
ら
﹃
說
�
解
字
﹄

や
﹃
�
獻
C
考
﹄︑﹃
書
集
傳
或
問
﹄
そ
し
て
淸
代
當
時
の
�
書
に
い
た
る
ま
で
︑
比
�
d
廣
く
�
;
し
た
と
思
わ
れ
る
�
獻
か
ら
の
引
用
を
多

く
含
ん
で
お
り
︑
お
そ
ら
く
は
當
時
の
中
國
に
お
け
る
一
般
d
な
知
識
を
散
り
ば
め
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
點
で
﹁
中
國
古
代
に
つ
い
て
の

エ
セ
ー
﹂
は
い
わ
ば
等
身
大
の
中
國
人
の
歷
�
觀
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
傳
え
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
こ
の
エ
セ
ー
を
貫
く
問
題

c
識
は
︑
中
國
を
中
心
と
す
る
華
夷
秩
序
の
外
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
世
界
に
滯
在
し
︑
し
か
も
彼
の
地
で
の
﹁
衣
國
人
﹂
へ
の
竝
々
な

ら
ぬ
愛
着
を
目
の
當
た
り
に
す
る
と
い
う
彼
の
特
衣
な
經
驗
に
發
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
コ
ー
は
さ
ら
に
﹃
書
經
﹄
を
め
ぐ
る
論
爭
を
í
書
批

Ä
に
な
ぞ
ら
え
︑
ま
た
�
體
に
�
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
怨
舊
論
爭
を
引
き
合
い
に
出
し
て
お
り
︑
中
國
の
古
代
を
當
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
思
潮
に
接
續
し
よ
う
と
は
か
っ
て
い
る
︒
そ
の
c
味
で
は
︑﹁
中
國
古
代
の
エ
セ
ー
﹂
は
中
國
の
外
に
廣
が
る
世
界
を
]
確
に
c
識
し
な

が
ら
中
國
に
お
け
る
中
國
�
觀
を
物
語
ろ
う
と
す
る
︑
き
わ
め
て
獨
創
d
な
試
み
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
だ
︒

�(1
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,M
ém
o
ires
co
n
cern
a
n
t

l̓
h
isto
ire
d
es
scien
ces,
a
rts,
m
œ
u
rs,
u
sa
g
es
d
es
C
h
in
o
is,
p
a
r

les
M
issio
n
n
a
ires
d
e
P
ék
in
,
V
o
l.1
,
P
a
ris
:
N
y
o
n
,
1
7
7
6
,
p
p
.1
-

2
7
1
.
ま
た
コ
ー
の
署
名
は
p
.2
に
見
ら
れ
る
︒

(2
)

な
お
第
一
五
卷
の
刊
行
か
ら
二
〇
年
あ
ま
り
經
っ
た
一
八
一
四
年

に
は
︑
續
Æ
と
な
る
二
つ
の
卷

(一
つ
の
表
紙
に
は
第
一
六
卷
と
表

記
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
卷
號
の
表
記
な
し
)
が
パ
リ
と
ス
ト
ラ
ス

ブ
ー
ル
に
て
書
籍
商
ト
ロ
イ
テ
ル
＆
ヴ
ュ
ル
ツ

(
T
re
u
tte
l
e
t

W
ü
rtz
)
か
ら
刊
行
さ
れ
た
︒
こ
の
點
を
含
め
︑
﹃
メ
モ
ワ
ー
ル
﹄

の
書
誌
	
報
や
各
卷
の
記
事
目
錄
に
つ
い
て
は
ド
エ
ル
ニ
ュ
の
論
�

を

參

照

さ

れ

た

い
︒
D
e
h
e
rg
n
e
,
“
U
n
e
g
ra
n
d
e
co
lle
ctio
n
:

M
ém
o
ires
co
n
cern
a
n
t
les
C
h
in
o
is
(
1
7
7
6
-
1
8
1
4
)
”
,
B
u
lletin

― 160 ―

160



d
e
l̓
É
co
le
fra
n
ça
ise
d
E̓
xtrêm
e-
O
rien
t,
7
0
,
1
9
8
3
,
p
p
.2
6
7
-

2
9
8
.

(3
)

辜
鴻
銘
と
そ
の
﹃
中
國
人
の
精
神
﹄
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
先
行

硏
究
を
參
照
し
た
︒
黃
興
濤
﹃
�
b
怪
7
辜
鴻
銘
﹄
北
京
：
中
華
書

局
︑
一
九
九
五
年
︒
川
尻
�
彥
﹁
辜
鴻
銘
と
﹁
Ê
德
﹂
の
課
題

︱
︱
東
西
�
]
を
俯
瞰
す
る
視
座
︱
︱
﹂
高
瑞
泉
・
山
口
久
和
共

Æ
﹃
中
國
に
お
け
る
都
市
型
知
識
人
の
諸
相

︱
︱
�
世
・
�
代
知

識
階
層
の
觀
念
と
生
活
空
閒

︱
︱
﹄
大
阪
：
大
阪
市
立
大
學
大
學

院
�
學
硏
究
科
都
市
�
b
硏
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
五
年
︒
畠
山
香

織
﹁
辜
鴻
銘
の
﹃
中
國
人
の
精
神
﹄
(
T
h
e
S
p
irit
o
f
th
e
C
h
in
ese

P
eo
p
le)
に
つ
い
て
﹂﹃
京
都
產
業
大
學
論
集
﹄
人
�
科
學
系
列
第

四
五
號
︑
二
〇
一
二
年
︒

(4
)

後
�
末
雄
﹃
中
國
思
想
の
フ
ラ
ン
ス
西
漸
﹄
第
一
卷

(初
版
は

﹃
荏
ó
思
想
の
フ
ラ
ン
ス
西
漸
﹄︑
第
一
書
;
︑
一
九
三
三
年
)
東

京
：
×
凡
社
︑
一
九
六
九
年
︑
二
三
一
～
二
四
七
頁
︒
L
o
u
is

P
fiste
r,
N
o
tices
b
io
g
ra
p
h
iq
u
es
et
b
ib
lio
g
ra
p
h
iq
u
es
su
r
les

jésu
ites
d
e
l̓
a
n
cien
n
e
m
issio
n
d
e
C
h
in
e
1
5
5
2
-
1
7
7
3
,
v
.1
,

C
h
a
n
g
-
h
a
i
:
Im
p
rim
e
rie
d
e
la
M
issio
n
ca
th
o
liq
u
e
,
1
9
3
4
,
p
p
.

9
2
0
-
9
2
5
;Jo
se
p
h
D
e
h
e
rg
n
e
,L
es
d
eu
x
C
h
in
o
is
d
e
B
ertin
:
L
ʼ

en
q
u
ête
in
d
u
strielle
d
e
1
7
6
4
et
les
d
éb
u
ts
d
e
la
co
lla
b
o
ra
tio
n

tech
n
iq
u
e
fra
n
co
-
ch
in
o
ise,
U
n
iv
e
rsité
d
e
P
a
ris,
th
è
se
1
9
6
5
;

D
e
h
e
rg
n
e
,
“
U
n
e
g
ra
n
d
e
co
lle
ctio
n
”
.

(5
)

ニ
ョ
ン

(
N
y
o
n
)
は
一
六
世
紀
以
來
の
k
力
な
書
籍
商
で
あ
り
︑

一
八
世
紀
當
時
は
パ
リ
の
サ
ン
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ェ
C
り
に
あ
っ
た
︒

(6
)

シ
ャ
テ
ル

(
Je
a
n
C
h
â
te
l)
は
︑
一
六
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
王

ア
ン
リ
四
世
の
�
殺
を
は
か
っ
た
人
物
︒

(7
)

パ
リ
ソ

(
C
h
a
rle
s
P
a
lisso
t
d
e
M
o
n
te
n
o
y
)
は
︑
一
七
六
〇
年

に
喜
劇
﹃
哲
學
者
た
ち

(
L
e
s
P
h
ilo
so
p
h
e
s)﹄
を
上
演
し
︑
デ
ィ

ド
ロ
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
た
ち
を
風
刺
し
た
︒

(8
)

O
eu
v
res
co
m
p
lètes
d
e
V
o
lta
ire,
T
.
2
,
P
a
ris
:
G
a
rn
ie
r

frè
re
s,
1
8
3
5
,
p
.2
0
7
1
.
な
お
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
営
べ
る
C
り
︑

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,p
.2
7
1
に
こ
の
コ
ー
の
言
說

が
見
ら
れ
る
︒

(9
)

拙
著
﹃
イ
エ
ズ
ス
會
士
と
�
î
の
�
國
︱
︱
在
華
宣
敎
師
に
よ

る
�
]
の
`
譯
﹄
名
古
屋
：
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
七
年
︑

二
六
︑
二
七
七
～
二
七
八
頁
お
よ
び
該
當
箇
�
の
各
�
を
參
照
さ
れ

た
い
︒

(10
)

一
六
～
一
七
世
紀
の
ア
ジ
ア
人
奴
隸
に
つ
い
て
は
︑
ル
シ
オ
・

デ
・
ソ
ウ
ザ
・
岡
美
穗
子
﹃
大
航
海
時
代
の
日
本
人
奴
隸
︱
︱
ア

ジ
ア
・
怨
大
陸
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹄
東
京
：
中
央
公
論
怨
社
︑
二
〇
一

七
年
に
詳
し
い
︒

(11
)

こ
れ
ら
の
渡
歐
を
果
た
し
た
中
國
人
キ
リ
ス
ト
敎
徒
に
つ
い
て
は
︑

以

下

の

各

著

作

を

參

照

し

た
︒
N
ico
la
s
S
ta
n
d
a
e
rt
(
e
d
.)
,

H
a
n
d
b
o
o
k
o
f
C
h
ristia
n
ity
in
C
h
in
a
,
V
o
l.1
,
L
e
id
e
n
;
B
o
sto
n
:

B
rill,
2
0
0
1
,
p
p
.4
4
9
-
4
5
2
;
C
é
cile
L
e
u
n
g
,
E
tien
n
e
F
o
u
rm
o
n
t

(1
6
8
3
-
1
7
4
5
)
:
O
rien
ta
l
a
n
d
C
h
in
ese
L
a
n
g
u
a
g
es
in
E
ig
h
-

teen
th
-
cen
tu
ry
F
ra
n
ce,
L
e
u
v
e
n
:
L
e
u
v
e
n
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,

2
0
0
2
,
p
p
.1
4
6
-
1
5
5
;
T
h
ie
rry

M
e
y
n
a
rd
,
“
F
a
n

S
h
o
u
y
i,
A

B
rid
g
e
B
e
tw
e
e
n

C
h
in
a
a
n
d

th
e
W
e
st
u
n
d
e
r
th
e
R
ite

C
o
n
tro
v
e
rsy
”
,
A
n
n
a
les
M
issio
lo
g
ici
P
o
sn
a
n
ien
ses,
N
r.
2
2
,
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2
0
1
7
,
s.
2
1
-
3
1
.

(12
)

W

(5
)
を
參
照
の
こ
と
︒

(13
)

Je
ffre
y
D
.B
u
rso
n
,
“
C
h
in
e
se
N
o
v
ice
s,Je
su
it
M
issio
n
a
rie
s,

a
n
d
th
e
A
ccid
e
n
ta
l
C
o
n
stru
ctio
n
o
f
S
in
o
p
h
o
b
ia
in
E
n
lig
h
t-

e
n
m
e
n
t
F
ra
n
ce
”
,
F
ren
ch
H
isto
ry
,
2
7
(
1
)
,
2
0
1
3
.

(14
)

岡
本
さ
え
﹃
�
世
中
國
の
比
�
思
想
︱
︱
衣
�
b
と
の
邂
逅
﹄

東
京
：
東
京
大
學
東
洋
�
b
硏
究
�
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

(15
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.9
-
2
1
.

(16
)

Y
揭
書
︑
岡
本
さ
え
﹃
�
世
中
國
の
比
�
思
想
﹄︑
四
二
七
頁
︒

(17
)

Je
a
n
B
a
p
tiste
G
ro
sie
r,
D
escrip
tio
n
g
én
éra
le
d
e
la
C
h
in
e,

T
.
6
,
P
a
ris
:
P
ille
t,
1
8
1
9
,
p
.1
1
7
.

(18
)

C
h
a
rle
s

T
h
é
o
d
o
re

B
e
a
u
v
a
is

d
e

P
ré
a
u

&

A
n
to
in
e
-

A
le
x
a
n
d
re
B
a
rb
ie
r,
D
ictio
n
n
a
ire
h
isto
riq
u
e,
o
u
B
io
g
ra
p
h
ie

u
n
iv
erselle
cla
ssiq
u
e,
P
a
ris
:
C
.
G
o
sse
lin
,
1
8
2
6
,
p
.2
9
0
7
.

(19
)

P
fiste
r,N
o
tices
b
io
g
ra
p
h
iq
u
es
et
b
ib
lio
g
ra
p
h
iq
u
es,p
p
.8
9
3
,

9
2
4
.

(20
)

D
e
h
e
rg
n
e
,
“
U
n
e
g
ra
n
d
e
co
lle
ctio
n
:M
ém
o
ires
co
n
cern
a
n
t

les
C
h
in
o
is
(
1
7
7
6
-
1
8
1
4
)
”
,
p
.2
7
0
.

(21
)

Y
揭
書
︑
岡
本
さ
え
﹃
�
世
中
國
の
比
�
思
想
﹄︑
四
三
七
頁
︒

(22
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.1
0
-
1
1
.

(23
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.1
1
-
1
3
.

(24
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,p
.1
3
.
な
お
コ
ー
の
い
う

﹁
年
代
記
﹂
が
何
を
指
す
か
斷
定
は
で
き
な
い
が
︑
別
の
箇
�
で
彼

が
引
い
て
い
る
﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
か
ら
︑
卷
一
・
經
に
お
け
る
以
下

の
部
分
を
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
擧
げ
て
お
く
︒﹁
自
哲
人
萎
而

	
言
絕
︑
七
十
子
散
而
大
義
乖
︑
戰
國
縱
橫
︑
眞
僞
莫
辨
︑
諸
子
之

言
︑
紛
然
淆
亂
︒
í
人
之
至
德
喪
矣
︑
先
王
之
�
Ê
þ
矣
︑
陵
夷
踳


︑
以
至
于
秦
︒
﹂

(25
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.1
3
-
1
4
.

(26
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,p
p
.1
4
-
1
7
.
な
お
こ
れ
は

理
念
上
の
話
か
と
思
わ
れ
る
︒
實
際
に
は
︑
先
行
硏
究
に
よ
っ
て
]

ら
か
で
あ
る
よ
う
に
︑
た
と
え
ば
官
職
の
賣
買
に
關
し
て
は
︑
國
家

制
度
と
し
て
の
捐
�
な
ど
が
あ
り
︑
ま
た
私
d
な
賣
買
も
頻
繁
に
行

わ
れ
て
い
た
︒
�
�
の
代
表
d
な
成
果
と
し
て
伍
å
﹃
中
國
の
捐
�

制
度
と
社
會
﹄
京
都
：
京
都
大
學
學
ò
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
を
參

照
し
た
︒

(27
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.1
7
-
1
9
.

(28
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.1
9
-
2
1
.

(29
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.1
9
-
2
0
.

(30
)

或
問
︑
子
多
闕
疑
︑
何
取
於
]
經
乎
︒
曰
孔
子
談
經
於
三
代
之
末
︑

尙
以
;
�
闕
�
爲
幸
︒孟
子
言
書
於
戰
國
之
時
︑
X
以
盡
信
書
爲
難
︒

︹
中
略
︺
今
學
者
於
千
數
百
年
後
︑
乃
欲
以
無
疑
爲
高
︑
而
强
C
其

不
可
C
之
說
︑
其
未
安
審
矣
︒
(﹃
書
集
傳
或
問
﹄
卷
上
)
な
お
漢
�

原
�
で
は
﹁
千
數
百
年
﹂
だ
が
︑
コ
ー
は
自
身
が
一
八
世
紀
に
生
き

て
い
た
た
め
︑
そ
れ
に
合
わ
せ
て
﹁
一
九
世
紀
も
の
あ
い
だ
﹂
と
言

い
奄
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

(31
)

擧
業
 
重
の
風
潮
に
對
す
る
朱
熹
の
批
l
に
つ
い
て
は
︑
市
來
津

由
彥
﹁
朱
熹
に
お
け
る
﹁
士
﹂
c
識
と
﹁
學
﹂﹂﹃
東
洋
古
典
學
硏

究
﹄
第
一
八
號
︑
二
〇
〇
四
年
お
よ
び
吉
田
公
×
﹁
義
と
利
の
�
�

︱
︱
功
利
I
義
と
の
出
會
い
﹂
﹃
國
際
哲
學
硏
究
﹄
第
六
卷
︑
二
〇
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一
七
年
を
參
照
の
こ
と
︒

(32
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.9
.

(33
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.9
-
1
0
.

(34
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.2
2
.

(35
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.2
2
-
2
3
.

(36
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.4
0
-
4
1
.

(37
)

こ
の
時
代
に
お
け
る

cu
rio
u
s
の
譯
し
方
は
な
か
な
か
難
し
い
が
︑

一
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
�
獻
に
散
見
さ
れ
る

cu
rio
u
s
の
語
に
つ

い
て
︑
マ
ン
ジ
ェ
ロ
が
¼
の
よ
う
に
営
べ
た
こ
と
は
參
考
に
な
る
︒

﹁
こ
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て

cu
rio
u
s
の
語
は
︑
二
〇

世
紀
に
お
け
る
用
法
の
ご
と
く
︑
た
だ
單
に
�
c
を
引
く
と
か
�
索

好
き
な
と
い
っ
た
c
味
を
k
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
こ
の

語
は
︑
園
底
し
た
精
密
さ
や
細
部
へ
の
�
c
︑
熟
練
を
�
す
る
探
究

を
表
す
ラ
テ
ン
語
の
形
容
詞

cu
rio
su
s
に
�
い
c
味
に
お
い
て
用

い
ら
れ
た
﹂
D
a
v
id
E
.
M
u
n
g
e
llo
,
C
u
rio
u
s
L
a
n
d
:
Jesu
it
A
c-

co
m
m
o
d
a
tio
n
a
n
d
th
e
O
rig
in
s
o
f
S
in
o
lo
g
y
,
H
o
n
o
lu
lu
:
U
n
i-

v
e
rsity
o
f
H
a
w
a
ii
P
re
ss,
1
9
8
9
,
p
p
.1
3
-
1
4
.

(38
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.9
6
-
9
8
.

(39
)

Y
揭
書
︑
拙
著
﹃
イ
エ
ズ
ス
會
士
と
�
î
の
�
國
﹄
二
二
四
～
五
︑

二
二
七
～
二
三
〇
頁
を
參
照
の
こ
と
︒

(40
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.1
9
.

(41
)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
�
î
�
と
世
界
�
の
展
開
に
つ
い
て
は
岡

崎
�
世
﹃
í
書
VS
．世
界
�

キ
リ
ス
ト
敎
d
歷
�
觀
と
は
何
か
﹄

東
京
：
[
談
社
︑
一
九
九
二
年
を
參
照
し
た
︒

(42
)

Y
揭
書
︑
拙
著
﹃
イ
エ
ズ
ス
會
士
と
�
î
の
�
國
﹄
二
七
八
～
二

八
八
頁
を
參
照
の
こ
と
︒

(43
)

G
ro
sie
r,D
escrip
tio
n
g
én
éra
le
d
e
la
C
h
in
e,T
.
6
,p
p
.1
1
2
-
3
.

(44
)

こ
の
說
に
つ
い
て
は
︑
Y
揭
書
︑
後
�
末
雄
﹃
中
國
思
想
の
フ
ラ

ン
ス
西
漸
﹄
第
二
卷
︑
二
六
二
～
二
八
六
頁
に
詳
し
い
︒

(45
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.2
3
-
4
.

(46
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.2
5
.

(47
)

こ
の
句
の
Y
後
を
含
め
て
示
す
と
︑﹃
說
�
解
字
﹄
序
で
は
﹁
倉

頡
之
初
作
書
︑
蓋
依
類
象
形
︑
故
謂
之
�
︒
其
後
形
聲
相
益
︑
卽
謂

之
字
︒
�
者
︑
物
象
之
本
︒
字
者
︑
言
孳
^
而
_
多
也
︒
著
於
竹
帛

謂
之
書
﹂
と
︑
ま
た
﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
・
經
・
小
學
で
は
﹃
﹁
說
者

以
爲
書
之
�
�
︐
�
自
黃
�
︑
蒼
頡
︒
比
類
象
形
謂
之
�
︑
形
聲
相

益
謂
之
字
︑
著
於
竹
帛
謂
之
書
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

(48
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.2
6
-
7
.

(49
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.2
7
-
8
.

(50
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.3
0
.

(51
)

ソ
ロ
モ
ン
は
イ
ス
ラ
エ
ル
第
三
代
の
王
で
︑
內
政
の
改
革
︑
貿
易

の
擴
大
な
ど
を
展
開
し
︑
の
ち
に
黃
金
時
代
と
も
呼
ば
れ
る
時
代
を

築
い
た
︒

(52
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.3
1
.

(53
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.3
1
.

(54
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.3
1
-
2
.

(55
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.3
3
-
4
.

(56
)

昔
者
七
十
二
子
之
在
孔
門
︑
聞
Ê
均
矣
︒
夫
子
沒
而
其
說
不
同
︒

(57
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.3
4
-
3
5
.

(58
)

『
孟
子
﹄
盡
心
下
の
本
�
は
﹁
由
孔
子
而
來
至
於
今
︑
百
k
餘
歲
︑
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去
í
人
之
世
︑
若
此
其
未
�
也
︑
�
í
人
之
居
︑
若
此
其
甚
也
︒
然

而
無
k
乎
爾
︑
則
亦
無
k
乎
爾
﹂
で
あ
り
︑
該
當
部
分
の
﹃
孟
子
違

句
集
W
﹄
に
お
け
る
�
釋
は
﹁
k
宋
元
豐
八
年
︑
河
南
r
顥
伯
淳
卒
︒

潞
公
�
彥
Ñ
題
其
墓
曰
︑
]
Ê
先
生
︒
而
其
弟
頤
正
叔
序
之
曰
︑
周

公
沒
í
人
之
Ê
不
行
︑
孟
軻
死
í
人
之
學
不
傳
︒
Ê
不
行
百
世
無
善

治
︑
學
不
傳
千
載
無
眞
儒
︹
後
略
︺﹂
で
あ
る
︒

(59
)

或
問
於
r
子
曰
︑
孟
子
O
可
謂
í
人
否
︒
r
子
曰
︑
未
敢
b
Ê
他

是
í
人
︐
然
學
已
到
至
處
︒

(60
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.3
2
-
3
7
.

(61
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.4
1
.

(62
)

然
則
︑
始
皇
�
謂
不
中
用
者
︑
�
焚
之
六
籍
︑
是
也
︒
�
謂
召
�

學
方
ò
士
求
奇
藥
者
︑
�
存
之
醫
藥
︑
卜
筮
等
書
︑
是
也
︒
然
六
籍

雖
厄
於
煨
燼
︑
而
得
之
口
耳
�
傳
︑
屋
璧
�
藏
者
︑
X
足
以
垂
世
立

敎
︑
千
載
如
一
日
也
︒

(63
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.3
8
.

(64
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.3
9
.

(65
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.4
1
.

(66
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.4
1
-
5
2
.

(67
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.5
9
-
6
0
.

(68
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.5
9
.

(69
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.6
1
.

(70
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.6
2
.

(71
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.6
3
.

(72
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.6
5
-
6
.

(73
)

こ
の
四
�
字
自
體
は
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
に
散
見
さ
れ
る
が
︑
�
�

を
含
め
て
該
當
す
る
も
の
と
し
て
︑
夏
僎
﹃
尙
書
詳
解
﹄
序
︑﹁
(安

國
乃
幷
與
竹
鯵
�
寫
五
十
八
½
︑
上
@
於
官
)
藏
於
祕
府

(︑
以
待

後
世
k
能
整
理
而
讀
之
者
焉
)﹂
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

(74
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.6
7
.

(75
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.6
7
.

(76
)

コ
ー
自
身
は
こ
の
部
分
で
の
自
ら
の
典
據
に
つ
い
て
觸
れ
て
い
な

い
が
︑
﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
一
・
經
・
書
に
は
︑
ほ
ぼ
該
當
す
る
內
容

が
記
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
晉
世
祕
府
�
存
︑
k
古
�
尙
書
經
�
︑
今
無

k
傳
者
︒
;
永
嘉
之
亂
︑
歐
陽
︑
大
︑
小
夏
侯
尙
書
竝
þ
︒
濟
南
伏

生
之
傳
︑
唯
劉
向
父
子
�
著
五
行
傳
︑
是
其
本
法
︑
而
印
多
乖
戾
︒

至
東
晉
︑
豫
違
內
�
梅
賾
︑
始
得
安
國
之
傳
傳
︑
奏
之
︑
時
印
闕
舜

典
一
½
︒
齊
円
武
中
︑
吳
姚
方
興
︑
於
大
桁
市
得
其
書
︑
奏
上
︑
比

馬
︑
K
�
�
︑
多
二
十
八
字
︑
於
是
始
列
國
學
︒﹂

(77
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.6
7
.

(78
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.6
7
.

(79
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.7
1
.

(80
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.7
2
.

(81
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.7
2
.

(82
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.7
3
-
7
4
.

(83
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.7
5
.

(84
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.8
1
-
8
4
.

(85
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.8
4
-
8
5
.

(86
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.8
5
.

(87
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.8
5
-
8
7
.

(88
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.8
7
-
8
8
.
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(89
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.8
9
-
9
0
.

(90
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.8
9
-
9
0
.

(91
)

原
�
は
そ
れ
ぞ
れ

N
ie
n
-
y
︑
K
a
n
-
k
in
g
︑
K
a
n
g
-
m
o
u
で
あ
る
︒

K
a
n
-
k
in
g
は
同
定
が
難
し
い
が
︑
綱
鑑

(一
八
世
紀
の
在
華
イ
エ

ズ
ス
會
士
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
報
吿
で
は
K
a
n
g
k
ie
n
と
い
う
綴

り
で
散
見
さ
れ
る
)
の
綴
り
閒
à
い
と
推
測
さ
れ
る
︒

(92
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.9
1
.

(93
)

G
a
u
b
il,
L
e
C
h
o
u
-
K
in
g
;
A
n
to
in
e
G
a
u
b
il,
T
ra
ité
d
e
la

ch
ro
n
o
lo
g
ie
ch
in
o
ise
:
d
iv
isé
en
tro
is
p
a
rties,
T
re
u
tte
l
e
t

W
u
rtz
,
1
8
1
4
;
A
n
n
e
M
a
rie
d
e
M
o
y
ria
c
d
e
M
a
illa
,
H
isto
ire

g
én
éra
le
d
e
la
C
h
in
e,
o
u
A
n
n
a
les
d
e
cet
em
p
ire,
tra
d
u
it
d
u

T
o
n
g
-
K
ie
n
-
K
a
n
g
-
M
o
u
,
1
2
v
o
ls.,
P
h
.
D
.
P
ie
rre
,
C
lo
u
sie
r,

1
7
7
7
-
1
7
8
3
.

(94
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.2
4
.

(95
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.6
3
.

(96
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
p
.6
8
-
6
9
.

(97
)

“
E
ssa
i
su
r
l̓
a
n
tiq
u
ité
d
e
s
ch
in
o
is”
,
p
.5
3
.

(98
)

星
野
太
﹃
崇
高
の
修
辭
學
﹄
東
京
：
q
e
社
︑
二
〇
一
七
年
︑
一

〇
七
～
一
二
三
頁
︒
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READING “ESSAI SUR Lʼ ANTIQUITÉ DES CHINOIS” (1776),

WITH A FOCUS ON THE FIRST PART

NII Yoko

“Essai sur lʼ antiquité des chinois” is an essay published in late 18th century

France. The author was a Chinese Christian named Ko who had spent nearly 15

years studying in France. After returning home, he lived in Beitang in Beijing with

Jesuit missionaries. “Essai sur lʼ antiquité des chinois” was written by Ko in

cooperation with a Chinese colleague named Yang and French Jesuit missionaries,

and later sent to France.

In the essay, Ko first expresses surprise at the strength of the Europeansʼ

curiosity in the ancient world and their high level of interest in ʻétrangers.ʼ At that

time, it was usually China that was taken up as the object of such curiosity and

interest. Ko argues that in order to learn about China in ancient times it is not

ancient Greek and Roman literature, which Europeans tend to consult, but precisely

Chinese literature that must be examined. However, his thinking was not based on

the idea that Chinese civilization was superior to others, rather he believed that

because China is located “in the interior of East Asia” and thus being separated

from other civilizations, authentic sources on the history of China are only available

in China.

Based on this conception, Ko proceeds by asking what are the most reliable

sources on ancient China. He consults each dynastyʼs official history, Shuowen jiezi,

Wenxian tongkao, Shujizhuan huowen and contemporary histories from the time of

the Qing dynasty etc. Ko especially praised Shujing, extolling it by linking it with

the concept of ʻsublimitéʼ. This shows the impact of the querelle des Anciens et des

Modernes in the 17th and 18th century Europe.

Koʼs discussion of Chinese sources and the Chinese history itself is generally

comprised of what would have been common knowledge in China. However, he

was clearly aware of the views from Europe, which constituted a different cultural

sphere from that of China, and he attempted to link knowledge of ancient China to

the European république de lettres. In this respect, one sees the unique quality of

the essay.
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