
福
円
省
興
�
地
域
社
會
と
結
社
︑
キ
リ
ス
ト
敎
︑
阿
片

︱
︱
民
國
初
�
の
黃
濂
の
亂
に
着
目
し
て
︱
︱

山

本

眞

は
じ
め
に

Ⅰ

興
�
に
お
け
る
社
會
結
合
と
結
社

(1
)
烏
白
旗

(2
)
祭
典
聯
合

(3
)
宗
敎
結
社
と
祕
密
結
社

Ⅱ

興
�
に
お
け
る
美
以
美
會
の
事
業
展
開

(1
)
美
以
美
會
の
興
�
地
區
へ
の
布
敎

(2
)
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
牧
師
の
活
動

(3
)
地
域
社
會
と
の


擦

Ⅲ

興
�
に
お
け
る
阿
片
問
題
と
美
以
美
會

Ⅳ

黃
濂
の
亂
の
經
�

(1
)
淸
末
か
ら
民
國
初
年
の
政
治
・
經
濟

勢

(2
)
黃
濂
の
蹶
�

(3
)
美
以
美
會
に
よ
る
領
事
館
や
北
京
政
府
へ
の
働
き
か
け

(4
)
黃
濂
軍
に
よ
る
莆
田
南
部
で
の
戰
い
と
敎
會
・
信
徒
へ
の
襲
擊

︱
︱
一
九
一
三
年
二
�
以
影

(5
)
江
春
霖
と
反
亂
と
の
關
係

(6
)
黃
濂
の
亂
�
熄
後
の
興
�
で
の
政
治
と
社
會

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

辛
亥
革
命
後
の
一
九
一
二
年
夏
か
ら
一
三
年
秋
に
か
け
て
︑
福
円
省
興
�
府

(
莆
田
縣
・
仙
游
縣
︑
圖
1
)
で
は
黃
濂
を
首
領
と
し
た
武
裝
集

團
が
重
稅
や
罌
粟
の
栽
培
禁
止
に
反
抗
す
る
と
と
も
に
︑
後
に
は
キ
リ
ス
ト
敎
會
・
信
徒
を
襲
擊
す
る
事
件
が
發
生
し
た
︒
こ
の
蜂
�
は
政
府

に
よ
る
阿
片
取
り
閲
ま
り
に
對
す
る
民
衆
の
反
應
と
し
て
外
國
人
に
も
着
目
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
一
九
一
三
年
に
執
筆
さ
れ
︑
東
洋
�
庫
モ

リ
ソ
ン
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
�
藏
さ
れ
る

“
O
p
iu
m
,
a
n
U
n
se
ttle
d
Q
u
e
stio
n
”
が
こ
の
事
件
を
特
記
し
て
い
る(1

)
︒

學
(
硏
究
と
し
て
は
︑
福
円
で
の
阿
片
取
り
閲
ま
り
を
分
析
す
る
J
．
マ
ダ
ン
シ
ー
の
專
著
が
︑
一
違
を
割
い
て
︑
-
に
英
�
.
料
に
基
づ

き
︑
事
件
を
紹
介
し
て
い
る
︒
同
書
は
︑
福
円
で
の
阿
片
取
り
閲
ま
り
の
政
治
�
/
を
0
般
1
に
解
2
し
た
力
作
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
當
該
違

に
つ
い
て
言
え
ば
︑
興
�
地
區
の
社
會
3
4
に
踏
み
5
み
︑
地
域
の
�
6
で
黃
濂
の
亂
を
分
析
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い(2

)
︒
一
方
で
︑
×

振
滿
や
ケ
ニ
ス
・
デ
ィ
ー
ン
は
︑
興
�
で
の
社
會
結
合
を
祭
典
儀
禮
の
聯
合
の
觀
點
か
ら
硏
究
し
て
い
る
︒
ま
た
烏
白
旗
と
呼
ば
れ
る
武
裝
結

社
に
關
す
る
紹
介
1
な
論
�
も
存
在
す
る(3

)
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
︑
莆
田
學
院
や
福
円
師
範
大
學
の
圖
書
館
に
�
藏
さ
れ
る
地
方
�
獻(4

)

を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
黃
濂
の
亂
と
地
域
で
の
社
會
結
合
と
の
相
互
關
係
を
解
2
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
1
と
し
た
い
︒
そ
の
際
に
︑
黃

濂
一
黨
が
蹶
�
の
際
に
7
し
た
民
俗
を
背
景
と
す
る
心
性

(本
稿
で
は
︑
心
性
を
﹁
考
え
方
・
感
じ
方
の
傾
向
性
﹂
を
指
す
言
葉
と
し
て
8
用
す
る
)

に
も
9
目
す
る(5

)
︒
さ
ら
に
︑
社
會
:
家
の
福
井
憲
彥
が
提
言
し
た
よ
う
に
︑
民
衆
の
行
動
の
背
景
に
あ
っ
た
日
常
1
共
同
性
の
理
解
を
重
視
し

た
い(

6
)

︒
ま
た
︑
中
國
で
の
從
>
の
硏
究
は
︑
革
命
:
觀
・
民
衆
鬭
爭
:
觀
に
基
づ
き
︑
反
洋
敎
・
反
?
國
-
義
の
民
衆
@
動
と
位
置
づ
け
て
︑
こ
の

反
亂
を
高
く
A
價
し
て
き
た
︒
こ
れ
ら
は
敎
會
が
地
域
社
會
に
お
い
て
實
施
し
た
事
業
を
0
否
定
す
る
一
方
で
︑
黃
濂
が
罌
粟
の
栽
培
を
擁
護

し
た
側
面
を
0
く
等
閑
視
し
て
い
る(7

)
︒
し
か
し
敎
會
︑
特
に
米
國
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
敎
會

(本
稿
で
は
中
國
語
の
美
以
美
會
と
記
す
)
は
︑
興

�
に
お
い
て
敎
育
︑
慈
善
︑
醫
療
な
ど
を
積
極
1
に
展
開
し
て
お
り
︑
B
年
で
は
中
國
で
も
そ
の
C
義
を
A
價
す
る
硏
究
が
現
れ
て
き
て
い
る(8

)
︒
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そ
の
一
方
で
︑
民
衆
鬭
爭
:
觀
に
は
手
を
觸
れ
な
い
ま
ま
︑
敎
會

:
の
個
別
實
證
だ
け
が
D
展
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と

は
同
地
域
の
B
代
:
の
總
合
1
な
理
解
を
妨
げ
る
E
因
に
な
っ
て

い
る
︒
こ
の
問
題
を
踏
ま
え
︑
本
稿
の
第
二
の
目
1
を
︑
當
該
時

�
の
興
�
で
の
敎
會
の
事
業
を
再
檢
討
し
た
上
で
︑
敎
會
と
黃
濂

一
黨
や
地
元
の
傳
瓜
1
紳
士
と
の
相
互
關
係
を
地
域
の
�
6
か
ら

檢
證
す
る
こ
と
に
置
き
た
い
︒
そ
の
際
に
は
︑
宣
敎
師
�
書(9

)
に
加

え
︑
福
州
の
日
本
領
事
館
や
東
亞
同
�
書
院
生
の
觀
察
を
も
活
用

す
る
︒

な
お
︑
民
衆
の
暴
動
を
硏
究
す
る
際
に
在
地
社
會
集
團
の
分
析

を
重
視
す
る
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
は
︑
蒲
豐
彥
や
佐
F
公
彥
の

硏
究
が
參
考
と
な
る
︒
ま
た
地
域
に
お
け
る
祕
密
結
社
が
革
命
に

與
え
た
影
G
を
社
會
:
1
に
考
察
す
る
視
點
は
︑
孫
江
や
F
谷
浩

悅
の
硏
究
か
ら
學
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い(10

)
︒
こ
れ
ら
先
行
硏
究
の
方

法
・
視
點
を
繼
承
し
な
が
ら
︑
本
稿
で
は
黃
濂
の
亂
を
歷
:
社
會

學
1(11

)
に
再
檢
討
し
た
い
︒
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Ⅰ

興
�
に
お
け
る
社
會
結
合
と
結
社

(1
)
烏
白
旗

K
光
年
閒
か
ら
咸
豐
年
閒
に
か
け
て
福
円
各
地
で
幕
僚
を
務
め
た
施
鴻
保
は
︑
先
に
言
M
し
た
武
裝
結
社
烏
白
旗
に
つ
い
て
N
の
よ
う
に
記

営
し
て
い
る
︒

興
�
の
烏
白
旗
は
仙
游
洋
寨
村
と
溪
裏
村
の
械
鬭
に
始
ま
る
︒
洋
寨
村
に
は
張
大
?
i
が
あ
り
︑
村
人
は
i
中
の
黑
旗
を
執
っ
て
鬭
い
P

利
を
獲
た
︒
溪
裏
村
に
は
天
后
i
が
あ
り
︑
村
人
は
i
中
の
白
旗
を
執
っ
て
鬭
い
P
ち
を
獲
た
︒
こ
の
た
め
二
村
の
械
鬭
で
は
常
に
そ
れ

ぞ
れ
黑
と
白
の
旗
を
執
り
B
Q
の
小
村
も
こ
れ
に
附
和
し
た
︒
徐
々
に
德
�
︑
大
田
︑
莆
田
︑
南
安
等
の
處
に
M
び
︑
一
旗
が
皆
一
萬
餘

人
と
な
っ
た(12

)
︒

ま
た
︑
興
�
出
身
の
紳
士
陳
池
養
も
以
下
の
よ
う
に
記
錄
し
て
い
る
︒

興
郡
の
烏
白
旗
は
K
光
十
八
九

マ

マ

年
ご
ろ
に
始
ま
り
︑
今
日
に
至
る
ま
で
十
五
六
年
に
な
る
︒
そ
の
初
め
は
各
地
で

(
小
U
が
)
聯
合
し
︑

各
小
U
が
大
U
と
鬭
っ
て
い
た
が
︑
(小
U
が
)
聯
合
す
る
こ
と
が
N
第
に
增
え
て
い
き
︑
大
U
も
ま
た
相
互
に
聯
合
し
た
︒
K
光
二
十

五
年
に
至
っ
て
仙
邑
の
香

(田
)
︑
連

(江
)
︑
慈

(孝
)
の
三
里
が
聯
結
し
て
大
い
に
鬭
っ
た
︒
旗
を
黑
白
に
分
け
烏
白
旗
の
名
が
大
い

に
顯
れ
た
︒
こ
れ
よ
り
後
︑
烏
旗
と
聯
合
す
る
者
は
烏
旗
と
な
り
︑
白
旗
と
聯
合
す
る
者
は
白
旗
と
な
っ
た
︒
南
北
五
十
里
︑
東
西
は
百

里
に
B
い
莆
田
と
仙
游
に
亙
る
地
區
で
は
戰
い
が
や
ま
な
く
な
っ
た(13

)
︒

一
方
︑
乾
隆
�
中
葉
に
福
円
布
政
8
を
務
め
た
德
福
は
︑﹁
興
�
︑
永
春
M
び
上
液
の
Z

(
[
)
・
円

(
寧
)
・
邵

(武
)
等
の
府
は
と
も
に
]

種
を
以
て
業
と
し
て
お
り
︑
そ
の
世
俗
の
風
潮
は
^
分
か
從
順
で
あ
る(14

)
﹂
と
︑
興
�
を
民
衆
の
氣
風
が
比
�
1
穩
や
か
な
府
に
分
類
し
た
︒
こ

れ
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
興
�
で
は
K
光
中
葉
以
>
に
お
い
て
社
會
狀
況
に
變
�
が
�
こ
り
︑
民
衆
生
活
の
緊
張
度
が
高
ま
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
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る
︒
こ
の
こ
と
は
人
口
の
增
加
と
無
關
係
で
は
あ
る
ま
い
︒
と
い
う
の
も
︑
興
�
の
人
口
は
︑
順
治
一
八
年

(一
六
六
一
年
)
に
は
a
一
〇
・

三
萬
人
と
記
錄
さ
れ
た
が
︑
乾
隆
四
一
年

(一
七
七
六
年
)
で
は
︑
四
四
・
五
萬
人
に
︑
さ
ら
に
K
光
九
年

(
一
八
二
九
年
)
に
は
a
五
六
萬
人

に
b
し
た
と
さ
れ
る(15

)
︒
つ
ま
り
︑
乾
隆
後
�
か
ら
K
光
>
�

(一
七
七
六
↓
一
八
二
九
年
)
ま
で
に
は
︑
一
一
・
五
萬
人
︑
二
五
・
八
％
增
加
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
淸
初
か
ら
乾
隆
後
�
ま
で
の
高
い
伸
び
c
よ
り
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
︑
乾
隆
後
�
か
ら
K
光
>
�
ま

で
は
︑
な
お
人
口
が
增
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
烏
白
旗
に
よ
る
械
鬭
の
直
接
の
原
因
と
し
て
は
︑
市
場

(﹁
墟
﹂
)
や
河
の
渡
口
の

利
權
爭
い
︑
沙
田
の
利
權
や
開
墾
の
權
利
︑
牧
畜
に
�
因
す
る
問
題
︑
水
爭
い
︑
d
神
賽
會
で
神
輿
f
行
で
の
境
界
爭
い
︑
端
午
の
g
句
の
龍

h
や
風
水
に
關
わ
る
爭
い
︑
な
ど
が
列
擧
さ
れ
る(16

)
︒
加
え
て
︑
械
鬭
が
頻
發
し
た
他
の
原
因
と
し
て
は
︑
地
方
政
府
の
瓜
治
の
弛
i
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒

K
光
以
來
︑
法
は
い
さ
さ
か
弛
i
し
︑
官
も
法
を
守
ら
な
く
な
っ
た
︒
た
だ
民
の
財
を
利
益
と
し
︑
鬭
い
が
あ
っ
て
も
不
問
に
付
し
た
︒

(官
は
)
殺
人
事
件
を
で
っ
ち
あ
げ
て
は
︑
U
下
に
赴
き
︑
民
か
ら
そ
の
財
力
に
應
じ
て
金
を
卷
き
上
げ
甘
い
汁
を
l
っ
た
︒
事
件
を
引

き
�
こ
し
︑
人
を
m
し
た
者
が
n
M
を
o
れ
る
一
方
で
︑
p
者
は
訴
え
出
る
と
こ
ろ
が
無
か
っ
た
た
め
聯
U
し
た
︒
一
U
に
居
q
す
る
小

姓
が
相
互
に
聯
合
し
︑
同
姓
で
は
小
r
が
相
互
に
聯
合
し
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
數
十
U
を
聯
合
し
一
つ
と
す
る
か
︑
或
い
は
一
U
を
分
け

て
二
つ
と
し
た
︒
鬭
い
が
歲
�
を
經
て
死
者
が
で
て
も
官
に
報
吿
し
な
い
︒
こ
れ
が
械
鬭
の
風
潮
が
日
々
成
長
す
る
�
以
で
あ
る(17

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
K
光
年
閒
以
影
︑
興
�
に
お
い
て
烏
白
旗
に
よ
る
械
鬭
が
頻
發
し
た
背
景
と
し
て
︑
宗
族
︑
村
︑
i

(血
緣
・
地
緣
・
神
緣
)

に
基
づ
く
結
合(18

)
と
︑
こ
う
し
た
結
合
相
互
の
閒
の
矛
盾
が
存
在
し
た
こ
と
が
垣
閒
見
ら
れ
た
︒
引
き
續
き
以
下
で
は
︑
地
緣
と
祭
祀
に
基
づ
く

社
會
結
合
を
よ
り
詳
し
く
檢
討
し
て
い
き
た
い
︒

(2
)
祭
典
聯
合

2
淸
:
家
の
×
振
滿
は
︑
莆
田
の
祭
典
組
織
に
9
目
し
︑
N
の
見
解
を
示
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
江
口
鎭
の
神
i
祭
典
組
織
は
臺
灣
の
祭
祀
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圈(
19
)

と
類
似
し
て
い
る
︒
先
行
硏
究
で
は
︑
臺
灣
の
祭
祀
圈
は
︑
①
共
同
の
-
祀
神
︑
②
公
共
の
祭
祀
組
織
︑
③
2
確
な
地
域
範
圍
︑
④
多
層

1
な
從
屬
關
係
等
を
備
え
る
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
江
口
の
各
x
神
i
祭
典
組
織
も
上
営
の
特
性
を
7
し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
江
口
鎭
の
事
例
を

祭
祀
圈
と
稱
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る(20

)
︒
さ
ら
に
重
層
1
に
存
在
す
る
祭
典
組
織
を
y
じ
て
現
地
の
宗
族
・
村
落
を
結
合
す
る
こ
と
で
︑

相
對
1
に
安
定
し
た
社
區
組
織
が
形
成
さ
れ
た
と
-
張
す
る(21

)
︒

ま
た
ケ
ニ
ス
・
デ
ィ
ー
ン
は
︑
R
itu
a
l
a
llia
n
c
e
s
(祭
典
聯
合
或
い
は
儀
禮
同
|
)
の
槪
念
を
提
示
し
た
︒
つ
ま
り
祭
典
聯
合
は
︑
水
利
灌
漑

シ
ス
テ
ム
の
共
同
利
用
に
關
聯
し
て
形
成
さ
れ
る
か
︑
或
い
は
大
宗
族
の
壓
~
か
ら
p
小
宗
族
が
身
を
守
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
と
す
る
︒
そ

し
て
︑
ほ
と
ん
ど
の
祭
典
聯
合
は
︑
高
N
の
i
を
中
心
と
し
て
一
層
廣
範
圍
に
神
宴
の
f
行
や
儀
禮
を
行
う
地
域
同
|
に
加
|
し
て
お
り
︑
烏

白
旗
の
同
|
も
祭
典
聯
合
と
關
聯
し
て
い
た
︑
と
-
張
す
る
︒
た
だ
し
︑
祭
典
聯
合
と
水
利
灌
漑
シ
ス
テ
ム
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
詳
し
い
分

析
は
な
い
の
で
︑
そ
の
實
態
解
2
は
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う(22

)
︒

N
に
筆
者
が
參
照
し
た
地
方
.
料
に
基
づ
き
︑
社
會
結
合
の
特
�
を
抽
出
し
た
い
︒
莆
田
縣
﹃
涵
江
區
志(23

)
﹄
に
よ
れ
ば
︑
里
社
は
村
民
の
祭

祀
︑
休
息
と
議
事
の
地
で
あ
る
︒
里
社
で
は
-
に
社
公
・
社
媽

(土
地
神
夫
妻
︱
筆
者
)
と
五
穀
の
神
が
祀
ら
れ
る
︒
自
然
村
の
地
域
性
や
宗
族

の
居
q
分
布
を
範
圍
と
し
て
社
を
円
て
る
が
︑
そ
の
規
模
の
大
小
は
衣
な
り
︑
大
U
で
あ
り
そ
の
な
か
に
^
つ
か
の
社
が
あ
る
場
合
は
︑
總
社

を
円
て
て
い
る
︒
U
老
を
推
し
て
社
長
と
し
︑
公
a
を
立
て
る
︒
社
長
は
祭
祀
を
-
催
し
︑
費
用
は
戶
や
丁
に
基
づ
き
�
收
す
る
が
︑
重
E
事

項
に
つ
い
て
は
�
7
地
の
面
積
に
基
づ
き
�
收
す
る
︒
K
光
年
閒
以
影
︑
^
つ
か
の
里
社
は
大
小
U
︑
大
小
姓
に
分
か
れ
て
︑
常
に
衝
突
と
械

鬭
を
引
き
�
こ
し
た
と
い
う
︒

K
光
年
閒
>
�
に
仙
游
縣
の
知
縣
で
あ
っ
た
陳
盛
韶
は
︑
社
の
活
動
內
容
を
﹁
民
閒
で
は
︑
正
�
に
各
村
で
i
神
を
か
つ
ぎ
だ
し
︑
あ
ち
ら

こ
ち
ら
と
ね
り
步
く
﹂︑﹁
仙
游
の
風
俗
は
歌
舞
を
好
み
︑
春
・
秋
の
社

(村
祭
り
)
や
神
々
の
祝
祭
︑
村
や
街
で
の
婚
禮
・
葬
式
に
は
︑
必
ず

芝
居
を
や
る(24

)
﹂
と
描
寫
し
た
︒
祭
禮
を
y
じ
て
人
々
の
聯
帶
感
が
培
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
黃
濂
の
故
U
と
し
て
民
衆
反
亂
の
根
據
地
と
な
っ
た

壺
公
山
麓
の
三
十
六
U

(
黃
濂
は
そ
の
な
か
の
洋
面
自
然
村
の
出
身
で
あ
る
)
も
祭
典
聯
合
で
あ
っ
た

(
圖
2
左
下
︑
凌
雲
上
十
八
U
と
凌
雲
下
十
八
U
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を
�
せ
て
三
十
六
U
と
な
る
)
︒
壺
公
山
に
は
玉
皇
を
祀
る
凌

雲
殿
が
鎭
座
し
︑
現
在
に
至
る
ま
で
三
十
六
U
の
總
宮
と

な
っ
て
い
る
︒
淸
代
以
來
︑
三
十
六
U
の
人
士
が
董
事
會

を
組
成
し
︑
管
理
を
司
っ
て
き
た(

25
)

︒
凌
雲
殿
に
殘
る
碑
�

に
は
︑﹁
今
ま
で
多
年
に
わ
た
り
︑
i
貌
が
お
と
ろ
え
た

際
に
各
社
の
樂
捐
を
�
け
て
き
た
﹂
と
記
さ
れ
︑
�
の
末

尾
に
は
乾
隆
四
十
一
年
仲
夏
吉
日
︑
參
拾
陸
U
老
�
�
宗
︑

凌
其
壽

(
中
略
)
と
三
十
六
U
の
U
老
た
ち
の
名
が
刻
ま

れ
て
い
る(26

)
︒
な
お
筆
者
が
三
十
六
U
に
屬
す
る
某
村
で
聽

き
取
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑﹁
同
村
は
烏
旗
に
屬
し
た
︑

三
十
六
村

(
U

−

筆
者
)
は
烏
旗
に
屬
し
︑
(そ
の
Q
の
)
二

十
八
村

(
芴
石
上
十
四
U

+

芴
石
下
十
四
U
)
は
白
旗
に
屬

し
た
︑
こ
の
地
の
烏
白
旗
の
械
鬭
は
と
て
も
激
し
か
っ

た
﹂
と
の
囘
答
を
得
た(27

)
︒
な
お
︑
こ
の
聽
き
取
り
の
內
容

と

(
圖
2
)
で
の
烏
白
旗
の
分
布
が
一
致
し
て
い
る
こ
と

も
申
し
添
え
て
お
き
た
い
︒
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圖 2 祭典聯合と烏白旗の分布

出典：Kenneth Dean and Zhenman ZHENG, Ritual Alliances of the Putian Plain Volume Two : A

Survey of Village Temples and Ritual Activities, Leiden・Boston, Brill, 2010, pp. 9-10, Map 7

and Map10 の內容を總合し、漢字に置き奄えた。



(3
)
宗
敎
結
社
と
祕
密
結
社

淸
代
の
興
�
で
液
布
し
た
關
門
敎

(閉
門
敎
ま
た
は
金
堂
敎
︑
金
幢
敎
と
も
い
う
)
は
︑
持
齋
・
�
戒
す
れ
ば
死
後
に
は
“
眞
空
家
U
”
に
歸
り
︑

永
�
に
苦
し
み
か
ら
離
脫
で
き
る
と
說
く
︒
-
神
は
無
生
老
母
で
あ
り
︑
そ
の
他
に
觀
�
菩
�
︑
三
官
大
?
︑
土
地
神
な
ど
の
神
佛
を
崇
拜
し

た
︒
陳
松
靑
の
硏
究
で
は
︑
同
敎
は
莆
田
南
部
の
沿
海
部
に
多
く
分
布
す
る(28

)
︒
黃
濂
の
家
系
も
代
々
こ
の
敎
£
を
奉
じ
て
お
り
︑
黃
本
人
も
幼

小
時
よ
り
¤
食
し
た
︒
ま
た
人
々
の
閒
で
紛
糾
が
あ
れ
ば
¥
停
に
盡
力
し
た
と
い
う
︒
こ
の
宗
敎
で
は
敎
堂
の
師
父
を
叔
と
呼
び
︑
黃
濂
は
輩

行
が
十
六
で
あ
る
た
め
十
六
叔
と
呼
ば
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
蹶
�
後
に
は
反
對
者
か
ら
﹁
十
六
皇
?
﹂
と
渾
名
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒

ま
た
︑
黃
濂
の
亂
に
お
い
て
は
關
門
敎
の
信
者
か
ら
部
¦
の
中
心
と
な
る
者
が
で
た
こ
と
も
9
目
さ
れ
る(29

)
︒
な
お
︑
ケ
ニ
ス
・
デ
ィ
ー
ン
と
×

振
滿
の
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
關
門
敎
の
信
仰
は
地
元
の
i
へ
の
信
仰
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
民
衆
は
兩
方
に
參
加
で
き
た
と
い
う(30

)
︒
信
仰

へ
の
歸
屬
は
重
層
1
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

黃
濂
は
槍
刀
會

(銃
刀
會
)
の
首
領
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
︒
同
會
は
各
U
の
武
(
に
秀
で
た
人
々
を
多
數
集
め
て
§
成
さ
れ
て
い
た
︒

銃
刀
會
の
成
員
は
旗
¦

(烏
白
旗
)
中
の
¨
出
者
で
あ
っ
た(31

)
︒
烏
白
旗
に
は
小
U
で
あ
れ
ば
一
人
か
ら
二
人
︑
や
や
大
U
で
あ
れ
ば
三
～
四
人
︑

�
大
で
あ
れ
ば
五
～
六
人
或
い
は
七
～
八
人
の
首
領
が
い
た
と
さ
れ
る(32

)
︒
さ
ら
に
黃
濂
に
は
契
り
を
結
ん
だ
﹁
兄
弟
﹂
が
一
一
八
人
い
た
と
い

う(
33
)

︒
恐
ら
く
黃
濂
は
自
分
の
U

(村
)
だ
け
で
な
く
︑
他
の
U

(村
)
の
旗
の
首
領
層
と
契
り
を
結
ん
だ
の
だ
ろ
う
︒
長
�
に
わ
た
り
地
域
で

械
鬭
が
展
開
さ
れ
る
な
か
で
︑
謹
嚴
な
生
活
«
慣
を
維
持
し
︑
紛
糾
の
¥
停
に
盡
力
し
︑
武
(
に
も
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た
た
め
︑
人
々
は
黃

濂
を
武
裝
結
社
の
指
¬
者
に
推
戴
し
た
と
思
わ
れ
る
︒

さ
ら
に
二
〇
世
紀
に
入
る
と
興
�
で
も
祕
密
結
社
の
哥
老
會
が
勢
力
を
伸
長
し
た
︒
硏
究
者
の
連
立
昌
は
以
下
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒
す

な
わ
ち
︑
一
九
〇
三
年
に
湖
南
の

師

(武
(
師
範
)
彭
�
霖
︑
何
蘭
桂
が
莆
田
哥
老
會
を
設
立
し
︑
興
龍
山
忠
義
堂
と
名
附
け
た
︒
以
後
︑

莆
田
で
哥
老
會
の
組
織
が
成
立
す
る
と
一
律
に
忠
義
堂
と
名
附
け
ら
れ
た
︒
黃
濂
が
蹶
�
し
た
際
の
旗
號
は
壺
山
黑
龍マ

マ

忠
義
堂

(
正
し
く
は
黑
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虎
−

筆
者
)
で
あ
る
か
ら
︑
三
十
六
U
に
も
哥
老
會
が
あ
り
︑
黃
濂
を
首
領
と
す
る
武
裝
結
社
が
哥
老
會
に
加
入
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
︑
當

時
は
他
の
烏
白
旗
も
哥
老
會
に
加
入
し
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る(34

)
︒
さ
ら
に
︑
あ
る
口
営
記
錄
は
︑
哥
老
會
の
U
村
會
員
の
指
¬
者
に
は
能

力
の
あ
る
者
が
就
き
︑
會
員
を
保
護
す
る
と
と
も
に
︑
烏
白
旗
の
兩
£
を
哥
老
會
の
旗
の
下
で
和
解
さ
せ
︑
敵
に
對
し
て
共
同
團
結
さ
せ
た
︑

と
営
べ
る(35

)
︒
加
え
て
︑
美
以
美
會
の
宣
敎
師
に
よ
れ
ば
︑
辛
亥
革
命
勃
發
後
の
仙
游
縣
で
は
︑
至
る
�
で
外
國
人
と
キ
リ
ス
ト
敎
徒
に
反
對
す

る
祕
密
結
社
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う(36

)
︒
そ
し
て
重
E
な
こ
と
と
し
て
︑
辛
亥
革
命
後
に
福
円
都
督
に
就
任
し
た
孫
K
仁
が
莆
田
に

£
°
し
た
軍
人
萬
國
發

(湖
南
人
︑
哥
老
會
徒
)
の
勸
誘
に
よ
り
︑
黃
濂
自
身
も
哥
老
會
に
入
會
し
た
と
さ
れ
る(37

)
︒

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
淸
代
の
興
�
で
は
︑
村
落
・
宗
族
・
i
を
基
盤
と
す
る
﹁
社
﹂
の
結
合(38

)
︑
さ
ら
に
そ
の
上
に
重
な
る
廣
域
の
祭
典

聯
合
を
背
景
と
し
て
︑
烏
白
旗
と
呼
ば
れ
る
武
裝
結
社
が
成
立
し
て
い
た
︒
そ
し
て
淸
末
民
初
に
は
︑
そ
の
首
領
層
が
湖
南
人
の
持
ち
5
ん
だ

哥
老
會
の
組
織
に
加
|
す
る
こ
と
で
︑
舊
來
の
地
盤
を
超
え
て
廣
範
圍
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
3
築
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒

Ⅱ

興
�
に
お
け
る
美
以
美
會
の
事
業
展
開

(1
)
美
以
美
會
の
興
�
地
區
へ
の
布
敎

興
�
に
お
け
る
�
初
の
美
以
美
會
信
徒
で
︑
か
つ
�
初
の
中
國
人
牧
師
と
な
っ
た
の
は
南
日
島

(位
置
は
圖
1
を
參
照
)
出
身
の
林
振
珍

(一
八
二
三
～
一
八
七
七
)
で
あ
っ
た
︒
林
は
入
信
以
>
に
は

師
と
藥
の
行
商
を
生
業
と
し
て
い
た
︒
一
八
六
三
年
に
福
州
を
訪
れ
た
際
に
牧

師
の
說
敎
を
聞
い
て
入
信
し
︑
そ
の
後
故
U
で
敎
會
堂
を
創
円
し
た(39

)
と
い
う
︒
な
お
林
の
地
元
南
日
島
は
︑﹁
訴
訟
や
鬭
爭
を
好
み
︑
ご
く
些

細
な
事
で
も
械
鬭
を
引
き
�
こ
し
︑
ひ
い
て
は
報
復
を
繰
り
±
し
て
止
む
こ
と
が
な
い
︒
訴
訟
に
P
つ
た
め
に
は
家
產
を
蕩
盡
し
て
も
³
慮
す

る
こ
と
が
な
い
︒
冒
險
に
走
っ
て
は
海
盜
と
な
る(40

)
﹂
と
︑
そ
の
粗
野
さ
が
强
¥
さ
れ
て
い
た
地
區
で
あ
っ
た
︒
興
�
灣
に
µ
か
ぶ
島
嶼
︑
さ
ら

に
そ
の
社
會
の
下
層
・
液
動
層
に
屬
す
る
人
物
に
よ
り
︑
キ
リ
ス
ト
敎
が
�
初
に
信
仰
さ
れ
た
こ
と
は
︑
福
円
で
の
外
來
宗
敎
�
容
の
一
つ
の
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特
�
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
福
円
で
は
︑
一
八
九
五
年
に
英
國
の
宣
敎
師
家
族
が
慘
殺
さ
れ
る
敎
案
が
福
州
府
古
田
縣
で
發
生
し
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
英
國
の

介
入
に
よ
り
事
件
が
解
決
さ
れ
る
と
︑
福
淸
︑
莆
田
︑
仙
游
な
ど
の
沿
海
部
で
は
却
っ
て
﹁
恃
敎
﹂
(
外
國
敎
會
を
後
ろ
盾
と
恃
む
)
風
潮
が
發

生
し
︑
短
�
閒
に
信
徒
が
¶
增
し
た
と
い
う(41

)
︒
で
は
︑
華
北
で
勃
發
し
た
義
和
團
事
件
は
︑
興
�
の
キ
リ
ス
ト
敎
に
い
か
な
る
影
G
を
M
ぼ
し

た
の
だ
ろ
う
か
︒
一
九
〇
〇
年
度
の
美
以
美
會
興
�
年
會
議

(
a
n
n
u
a
l
c
o
n
fe
re
n
c
e
)
は
︑﹁
こ
の
縣
の
一
般

勢
が
樣
々
な
と
こ
ろ
で
我
々
の

事
業
に
影
G
を
與
え
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
一
年
>
よ
り
も
洗
禮
志
願
者
が
減
少
し
て
い
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
豫
�
さ
れ
た
こ
と
だ
︒
2
ら
か
な

こ
と
は
︑
數
日
の
う
ち
に
0
て
の
キ
リ
ス
ト
敎
徒
が
殺
m
さ
れ
︑
敎
會
が
破
壞
さ
れ
て
瓦
礫
に
歸
す
だ
ろ
う
︑
と
彼
ら
の
Q
人
が
語
っ
た
時
に
︑

信
徒
た
ち
が
常
に
我
々
と
共
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
言
葉
で
の
脅
~
こ
そ
行
わ
れ
た
も
の
の
︑
人
や
物
の
被
m
は
な
か
っ
た
﹂
と
報
吿
し
た(42

)
︒

そ
し
て
義
和
團
が
列
强
に
よ
り
敗
北
す
る
と
︑
興
�
で
も
信
徒
が
¶
增
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る(43

)
︒

(2
)
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
牧
師
の
活
動

興
�
で
の
敎
會
の
事
業
が
發
展
・
定
着
す
る
に
際
し
て
は
︑
一
八
九
〇
年
に
着
任
し
た
米
國
人
宣
敎
師
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ル
ー
ス
タ
ー

(一
八
六
二
～
一
九
一
〇
)
の
貢
獻
が
9
目
さ
れ
る
︒
彼
は
福
�
の
傳
播
に
加
え
︑
社
會
事
業
に
も
熱
心
で
あ
っ
た(44

)
︒
そ
の
思
想
は
當
時
液
行
し

た
﹁
社
會
1
福
�
﹂
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う(45

)
︒
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
は
︑
怨
聞
﹃
奮
興
報
﹄︑
哲
理
小
・
中
學
校
︑
咸
益
女
學
︑
レ
ベ
ッ

カ
孤
兒
院
︑
興
仁
醫
院
︑
美
興
印
書
局
な
ど
の
敎
育
︑
慈
善
︑
醫
療
︑
出
版
事
業
に
止
ま
ら
ず
︑
織
布
工
場
︑
製
粉
工
場
︑
汽
h
會
社
な
ど
の

實
業
で
も
地
域
の
振
興
に

熱
を
9
い
で
い
っ
た(46

)
︒

例
え
ば
︑
敎
會
が
經
營
し
た
哲
理
中
學

(培
元
書
院
)
は
國
內
大
學
へ
の
D
學
生
に
加
え
︑
歐
米
へ
留
學
す
る
人
材
を
育
成
し
た(47

)
︒
ま
た
ブ

ル
ー
ス
タ
ー
は
﹁
私
た
ち
は
中
國
の
貧
困
の
原
因
が
頭
腦
と
筋
肉
の
分
離
に
あ
る
こ
と
に
氣
が
つ
い
た(

48
)

﹂
と
営
べ
︑
機
織
り
機
を
借
り
入
れ
︑

業
務
に
熟
練
し
た
信
徒
を
指
¬
者
と
し
て
︑
生
徒
に
紡
織
を
學
ば
せ
た
り
︑
敎
會
の
印
刷
�
で
就
勞
さ
せ
た
り
し
て
︑
實
勞
働
の
經
驗
を
も
た
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せ
た
の
で
あ
る(49

)
︒

敎
會
は
病
に
苦
し
む
人
々
に
西
洋
醫
療
を
施
す
こ
と
で
キ
リ
ス
ト
敎
を
傳
K
し
た
︒
莆
田
縣
城
に
は
︑
一
八
九
六
年
に
»
公
會
が
»
路
加
醫

院
を
創
円
し
て
い
た
た
め
︑
美
以
美
會
は
一
九
一
二
年
に
商
業
地
涵
江
に
興
仁
醫
院
を
︑
一
九
〇
三
年
に
仙
游
縣
城
に
女
醫
館
を
設
立
し
た
︒

な
お
淸
末
か
ら
民
國
時
�
に
か
け
て
福
円
で
は
ペ
ス
ト
が
頻
繁
に
發
生
し
︑
莆
田
縣
の
被
m
は
特
に
甚
大
で
あ
っ
た(50

)
︒
»
公
會
醫
療
ミ
ッ
シ
ョ

ン
の
.
料
に
よ
れ
ば
︑
一
八
九
八
年
と
一
八
九
九
年
︑
ペ
ス
ト
が
深
刻
で
あ
っ
た
が
︑
罹
患
者
の
¾
離

(
强
制
措
置
に
よ
る
¾
離
と
推
測
さ
れ
る
)

や
公
衆
衞
生
の
改
善
な
ど
の
行
政
が
後
ろ
盾
と
な
っ
た
拔
本
策
が
取
れ
な
い
た
め
︑
彼
ら
も
手
の
施
し
よ
う
が
な
か
っ
た
と
い
う(51

)
︒
そ
れ
で
も
︑

一
九
〇
二
年
に
は
美
以
美
會
が
.
金
を
提
供
し
︑
»
公
會
の
醫
師
と
協
力
す
る
こ
と
で
信
徒
や
學
生
に
對
す
る
傳
染
病
の
豫
防
措
置
が
試
み
ら

れ
た
︒
ま
た
ペ
ス
ト
で
親
を
¿
く
し
た
子
供
を
孤
兒
院
に
收
容
す
る
努
力
が
拂
わ
れ
︑
女
醫
館
で
は
傳
染
病
の
¾
離
r
も
設
置
・
擴
閏
さ
れ
た

の
で
あ
る(52

)
︒

そ
の
他
︑
敎
會
の
斡
旋
に
よ
る
移
民
事
業
も
實
施
さ
れ
た
︒
美
以
美
會
の
信
徒
黃
乃
裳
に
よ
る
サ
ラ
ワ
ク
王
國

(
當
時
は
英
國
保
護
國
︑
現
在

の
東
マ
レ
ー
シ
ア
・
サ
ラ
ワ
ク
州
)
の
シ
ブ
へ
の
移
民
事
業
に
9
目
し
た
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
は
︑
自
ら
現
地
を
視
察
し
た
末
に
︑
興
�
敎
會
も
同
樣

の
事
業
を
行
う
こ
と
を
決
C
し
た
︒
そ
し
て
沿
海
部
に
位
置
す
る
莆
田
に
比
し
て
海
外
移
民
の
少
な
か
っ
た
內
陸
部
の
仙
游
の
信
徒
か
ら
志
願

者
を
募
っ
た
︒
結
果
︑
一
九
一
二
年
か
ら
一
三
年
に
か
け
て
︑
一
四
一
人
が
シ
ブ
で
の
開
墾
の
た
め
に
移
q
し
︑
興
�
人
の
社
會
と
敎
會
が
現

地
に
定
着
・
發
展
し
て
い
っ
た(53

)
︒

し
ば
し
ば
紛
爭
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
敎
會
の
訴
訟
へ
の
關
與
に
つ
い
て
︑
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
は
一
九
〇
六
年
に
牧
師
が
信
徒
の
代
理
人
に
な

る
こ
と
を
嚴
禁
し
た
︒
加
え
て
信
徒
が
訴
訟
を
�
こ
す
場
合
も
︑
�
書
に
﹁
敎
民
﹂
の
�
字
を
8
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た(54

)
︒
こ
う
し
て
敎
會

が
訴
訟
に
卷
き
5
ま
れ
る
こ
と
を
豫
防
し
た
の
で
あ
る
︒

興
�
敎
會
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑
當
時
興
�
を
訪
れ
た
東
亞
同
�
書
院
の
學
生
も
記
錄
を
殘
し
て
い
る
︒

外
國
宣
敎
師
を
訪
ふ
︑
米
國
人
名
を
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
と
云
ひ
年
五
十
>
後
元
氣
頗
る
盛
ん
な
り
︑
か
ゝ
る
僻
陬
の
地
に
あ
り
て
種
々
計
畫
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す
る
�
大
な
る
に
は
一
同
の
感
心
せ
る
�
︒
卽
ち
一
廣
大
な
る
Á
地
を
占
領
し
3
內
敎
會
堂
あ
り
中
學
校
あ
り
女
學
校
あ
り
稍
離
れ
て
工

業
學
校
あ
り
室
內
數
臺
の
印
刷
機
械
を
据
付
け
多
數
の
生
徒
を
し
て
之
れ
が
活
版
業
を
«
は
し
む
︑
遙
か
に
孤
兒
院
あ
り
@
動
場
あ
り
其

外
彼
等
の
q
宅
に
至
る
ま
で
Â
に
盛
ん
な
る
も
の
な
り
き
︑
外
人
こ
れ
が
總
て
十
八
名
︑
以
て
彼
等
の
布
敎
に
熱
心
な
る
實
に
驚
く
に
堪

へ
た
り
︑
彼
此
地
に
居
る
こ
と
已
に
廿
五
年
︑
土
語
の
甘
き
こ
と
土
人
の
等
し
く
驚
く
�
と
︑
附
B
の
信
者
す
べ
て
五
六
百
名
と
︑
斯
く

て
は
麗
し
き
耶
蘇
天
國
を
円
設
す
る
こ
と
印
易
易
た
ら
ん
か(55

)
︒

こ
こ
で
は
︑
興
�
美
以
美
會
の
發
展
狀
況
が
肯
定
1
に
描
寫
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
地
域
の
D
士
張
琴
が
§
纂
し
た
﹃
民
國
莆
田
縣
志
﹄
も
︑
ブ

ル
ー
ス
タ
ー
に
つ
い
て
﹁
莆
田
に
在
っ
て
二
十
六
年
︑
紳
士
と
Ã
友
し
て
皆
親
善
に
し
て
¾
た
り
無
し
﹂
と
︑
そ
の
友
好
1
な
態
度
を
A
價
し

て
い
る(

56
)

︒
黃
濂
の
故
U
三
十
六
U
の
一
部
で
あ
る
坑
北
村

(圖
1
參
照
)
に
も
︑
一
八
九
二
年
に
美
以
美
會
の
牧
區
が
設
置
さ
れ
た
︒
同
村
は

﹁
U
小
︑
地
痩
︑
民
窮
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
美
以
美
會
の
布
敎
後
に
は
多
く
の
敎
會
の
人
材
が
育
ち
︑
莆
田
府
城
の
總
堂
を
除
い
て
は
布
敎
が
�

も
盛
ん
な
牧
區
と
な
っ
た
と
い
う(57

)
︒
先
に
紹
介
し
た
南
日
島
の
事
例
に
鑑
み
て
も
︑
貧
困
地
區
の
人
々
は
キ
リ
ス
ト
敎
に
入
信
す
る
こ
と
に
積

極
1
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

(3
)
地
域
社
會
と
の


擦

も
ち
ろ
ん
︑
興
�
で
も
信
徒
と
一
般
q
民
と
の
閒
に
あ
る
/
度
の


擦
が
發
生
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒
現
地
で
の
聽
き
取
り
に
よ
れ

ば
︑
村
落
で
傳
瓜
演
劇
を
催
す
際
に
q
民
か
ら
寄
付
金
が
集
め
ら
れ
た
が
︑
キ
リ
ス
ト
敎
徒
は
醵
出
を
w
が
っ
た
と
い
う(58

)
︒
こ
れ
に
關
聯
し
て
︑

筆
者
が
東
マ
レ
ー
シ
ア
の
サ
ラ
ワ
ク
州
の
シ
ブ
市
に
お
い
て
興
�
か
ら
の
移
民
の
子
孫
に
對
し
て
行
っ
た
聽
き
取
り
で
は
︑
N
の
興
味
深
い
囘

答
が
得
ら
れ
た
︒

以
>
中
國
で
は
病
が
多
く
︑
不
衞
生
の
た
め
に
多
く
の
人
が
若
く
し
て
死
に
ま
し
た
︒
私
の
父
は
六
歲
で
父
母
を
失
い
ま
し
た
︒
伯
父
は

長
男
で
當
時
十
五
歲
ぐ
ら
い
で
し
た

(中
略
)
伯
父
は
こ
う
し
た
狀
況
の
下
で
考
え
ま
し
た
︒
家
で
祀
っ
て
い
る
神
は
三
食
お
供
え
し
て
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い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
ど
う
し
て
賴
り
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
︒
こ
う
し
た
疑
問
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
キ
リ
ス
ト
敎
の
傳
K
が

あ
り
︑
伯
父
は
信
徒
に
な
っ
た
の
で
す
︒
伯
父
は
農
民
で
し
た
が
︑
宗
敎
の
關
係
で
B
Q
と
ト
ラ
ブ
ル
を
�
こ
し
︑
家
屋
や
田
地
も
失
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
︒
親
族
や
B
Q
の
人
々
に
n
い
出
さ
れ
た
の
で
す
︒
伯
父
は
ま
ず
都
市
に
行
き
︑
禮
拜
堂
の
勞
務
者
に
な
り
ま
し

た(
59
)

︒

話
者
の
伯
父
は
︑
祖
先
祭
祀
や
地
域
の
i
の
祭
祀
へ
の
參
加
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
宗
族
や
村
人
か
ら
疎
外
さ
れ
︑
敎
會
を
賴
っ
た
結
果
︑

�
�
1
に
は
シ
ブ
に
移
民
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
紛
糾
が
事
件
�
し
た
敎
案
に
關
し
て
は
︑
林
�
�
に
よ
る
槪
括
1
硏
究
が
參
考
と
な
る
︒
興
�
に
つ
い
て
は
︑
一
八
六
三
年
か
ら
一

八
九
六
年
ま
で
の
五
件
が
と
り
擧
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
內
容
は
︑
犯
罪
の
容
疑
を
�
け
た
信
徒
を
中
國
人
牧
師
が
庇
護
し
た
案
件
や
不
動
產

契
a
を
め
ぐ
る
紛
糾
な
ど
で
あ
る(60

)
︒
こ
こ
で
は
︑﹃
敎
務
敎
案
檔
﹄
に
も
收
錄
さ
れ
て
い
る
一
八
九
六
年
の
仙
游
縣
城
で
の
事
例
を
紹
介
す
る
︒

こ
れ
は

①
»
公
會
の
信
徒
が
敎
堂
を
�
場
と
し
て
利
用
し
た
と
す
る
吿
發
が
あ
り
︑
知
縣
が
搜
査
を
試
み
た
︑
②
i
の
祭
禮
へ
の
寄
付
が
信

徒
に
强
制
さ
れ
た
︑
③
社
會
の
不
穩
な
空
氣
の
た
め
に
英
國
人
女
性
宣
敎
師
が
安
心
し
て
居
q
で
き
な
い
︑
な
ど
に
つ
い
て
英
國
領
事
が
善

處
を
求
め
て
き
た
一
聯
の
案
件
で
あ
る
︒
結
果
︑
知
縣
は
宣
敎
師
を
保
護
し
て
福
州
に
歸
Æ
さ
せ
た
も
の
の
︑
�
場
開
設
の
w
疑
や
寄
付
金
の

强
制
に
つ
い
て
は
事
實
關
係
を
否
定
し
た
︒
英
國
領
事
も
宣
敎
師
の
安
0
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
で
Ç
協
し
た
よ
う
で
あ
り
︑
È
な
る
n
M
は
記

錄
さ
れ
て
い
な
い(61

)
︒
そ
の
他
︑
一
九
〇
八
年
に
仙
游
縣
の
盖
尾
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
敎
堂
が
円
築
さ
れ
た
際
に
︑
地
元
宗
族
と
の
閒
で
紛
糾
が
發

生
し
︑
暴
力
沙
汰
に
發
展
し
た
︒
こ
の
時
︑
敎
會
と
對
立
し
た
側
の
領
袖
に
張
a
と
い
う
人
物
が
い
た
︒
張
は
後
に
黃
濂
の
亂
に
參
加
し
︑
仙

游
縣
城
攻
擊
で
は
»
公
會
の
居
q
區
を
É
犯
し
た
と
い
う(62

)
︒
そ
れ
で
も
︑
辛
亥
革
命
時
�
ま
で
の
�
閒
︑
興
�
で
は
人
命
に
關
わ
る
案
件
は
發

生
し
て
お
ら
ず
︑
特
に
美
以
美
會
に
つ
い
て
は
︑
地
域
へ
の
貢
獻
と
紛
糾
の
囘
Ê
へ
の
	
慮
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
留
C
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
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Ⅲ

興
�
に
お
け
る
阿
片
問
題
と
美
以
美
會

阿
片
問
題
は
︑
一
九
世
紀
以
影
中
國
を
惱
ま
せ
た
大
問
題
で
あ
っ
た
が
︑
二
〇
世
紀
に
入
る
と
英
國
社
會
で
も
中
國
へ
の
阿
片
の
輸
出
禁
止

が
活
潑
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
一
九
〇
六
年
初
頭
の
英
國
議
會
で
は
イ
ン
ド
產
阿
片
の
中
國
へ
の
輸
出
に
つ
い
て
︑
イ
ン

ド
相
が
そ
の
輸
出
制
限
に
言
M
す
る
に
至
っ
て
い
た(63

)
︒
淸
Ì
も
同
年
九
�
︑
罌
粟
栽
培
や
阿
片
Í
費
を
嚴
禁
す
る
敕
令
を
發
布
し
︑
阿
片
貿
易

停
止
に
關
す
る
英
國
と
の
Ã
涉
を
開
始
し
た
︒
結
果
︑
Ï
年
に
は
中
英
が
﹁
禁
Ð
條
a
﹂
を
閲
結
し
︑
英
國
は
中
國
が
禁
Ð
を
實
施
す
る
こ
と

を
條
件
と
し
て
︑
一
〇
年
以
內
に
中
國
へ
の
阿
片
輸
出
を
禁
絕
す
る
こ
と
を
a
束
し
た
の
で
あ
る(64

)
︒
黃
濂
の
亂
は
︑
罌
粟
栽
培
の
取
り
閲
ま
り

を
め
ぐ
る
紛
糾
を
背
景
の
一
部
に
含
む
た
め
︑
こ
こ
で
は
先
ず
興
�
に
お
け
る
阿
片
關
聯
の

況
を
確
Ò
し
て
お
き
た
い
︒

一
八
八
九
年
に
興
�
南
部
の
楓
亭
で
初
め
て
罌
粟
が
種
Ó
さ
れ
る
と
︑
蔓
Z
す
る
の
に
時
閒
は
E
し
な
か
っ
た(65

)
︒
罌
粟
栽
培
は
比
�
1
高
い

收
益
を
上
げ
得
る
だ
け
で
な
く
︑
二
毛
作
の
冬
作
物
と
し
て
]
作
が
可
能
で
あ
っ
た(66

)
︒
淸
Ì
�
後
の
閩
浙
總
督
松
壽

(任
一
九
〇
七
～
一
二
)
は
︑

﹁
興
�
︑
泉
州
︑
漳
州
各
府
M
び
省
城
福
州
府
�
屬
の
各
縣
は
種
Ð
を
以
て
大
き
な
利
益
を
上
げ
て
お
り
︑
罌
粟
の
畑
が
た
く
さ
ん
あ
る
﹂
と

営
べ
て
い
る(67

)
︒
日
本
の
三
五
公
司
の
報
吿

(一
九
〇
八
年
)
は
︑﹁
今
ヤ
洋
Ð
禁
斷
ノ
聲
漸
ク
盛
ニ
シ
テ
阿
片
栽
培
ノ
禁
止
モ
B
年
中
ニ
實
行
セ

ラ
レ
ン
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
官
ハ
事
實
ニ
於
イ
テ
膏
捐
ヲ
廢
シ
×
ニ
見
越
栽
培
ヲ
奬
勵
ス
ル
ノ
形
跡
ア
リ
ト
思
料
セ
ラ
ル(68

)
﹂
と
指
摘
し
た
︒
興
�
で

も
︑
罌
粟
栽
培
の
取
り
閲
り
は
形
式
1
に
止
ま
り
︑
捐
稅
も
�
收
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る(69

)
︒
»
公
會
醫
療
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
醫
師
も
︑
都
市
か

ら
�
く
な
い
場
�
に
罌
粟
が
Ó
え
ら
れ
て
い
る
と
證
言
し
て
い
る(70

)
︒
そ
し
て
一
九
一
〇
年
に
淸
Ì
度
荏
部
が
實
施
し
た
¥
査
で
は
︑
莆
田
の
U

閒
で
は

(罌
粟
)
數
畝
を
]
す
者
が
な
お
多
く
︑
仙
游
縣
で
は
昔
年
と
比
�
し
て
な
お
百
分
の
二
十
を
留
め
て
い
た
と
さ
れ
る(71

)
︒
黃
濂
の
故
U

で
あ
る
三
十
六
U
に
つ
い
て
み
れ
ば
︑﹁
辛
亥
革
命
>
後
︑
農
民
は
み
な
種
Ð
を
以
て
業
と
し
て
い
た(72

)
﹂︑﹁
淸
末
民
初
時
�
︑
沿
海
の
民
衆
は

土
地
を
]
し
て
も
生
活
に
足
ら
な
か
っ
た
︒
官
府
の
苛
勒
の
た
め
に
Ð
苗
を
Ó
え
て
收
入
の
增
加
を
圖
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂
と
の
囘
³
が

あ
る(

73
)

︒
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興
�
で
の
l
引
者
數
に
つ
い
て
は
正
確
な
數
字
が
見
當
た
ら
な
い
が
︑
淸
末
に
御
:
を
務
め
た
莆
田
縣
人
の
江
春
霖(

74
)

は
︑﹁
城
鎭
で
阿
片
中

詠
で
な
い
駕
籠
か
き
人
足
を
三
人
探
す
の
も
難
し
い
﹂
と
営
べ
た
と
い
う(75

)
︒
た
だ
し
︑
一
九
〇
四
年
に
な
り
福
州
の
紳
士
が
去
詠
社
を
設
立
し
︑

阿
片
Í
費
の
取
り
閲
ま
り
に
盡
力
す
る
と
︑
宣
敎
師
も
こ
れ
に
協
力
し
た(76

)
︒
興
�
で
も
一
九
〇
七
年
に
阿
片
窟
の
取
り
閲
ま
り
が
開
始
さ
れ
︑

そ
の
經
營
者
六
人
に
首
枷
が
嵌
め
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
戒
Ð
�
の
設
立
に
つ
い
て
官
と
紳
士
の
閒
で
會
談
が
も
た
れ
た
こ
と
も
︑
英
國
側
.
料

に
記
載
が
あ
る(77

)
︒
そ
の
後
︑
知
縣
が
Ã
代
す
る
と
取
り
閲
ま
り
に
對
す
る
官
の
熱
C
は
低
下
し
た
が
︑
地
域
エ
リ
ー
ト
は
引
き
續
き
積
極
1
で

あ
っ
た
︒
ま
た
︑
一
九
〇
九
年
に
な
る
と
︑
阿
片
價
格
の
上
昇
に
よ
り
自
發
1
に
禁
Ð
を
試
み
る
者
も
現
れ
た
と
い
う(78

)
︒
阿
片
問
題
に
つ
い
て

は
︑
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
が
﹁
英
國
が
中
國
に
阿
片
を
强
E
す
る
こ
と
は
�
も
洩
大
な
キ
リ
ス
ト
敎
國
家
に
と
っ
て
の
�
も
Ù
い
汚
點
で
あ
る(79

)
﹂
と
︑

非
難
し
て
お
り
︑
興
�
の
美
以
美
會
も
禁
Ð
に
盡
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
一
九
〇
九
年
に
催
さ
れ
た
﹁
奮
興
會
﹂
(リ
バ
イ
バ
ル
集
會

=

覺
醒

@
動
)
に
參
加
し
た
民
衆
の
一
部
に
阿
片
l
Ð
者
が
混
じ
っ
て
い
た
た
め
︑
美
以
美
會
は
募
金
を
實
施
し
︑
そ
の
.
金
で
»
公
會
が
經
營
す
る

»
路
加
醫
院
に
患
者
を
Ú
り
療
養
さ
せ
た
︒
N
い
で
︑
信
徒
を
中
心
に
興
郡
キ
リ
ス
ト
敎
戒
Ð
社

(
A
n
ti
O
p
iu
m

S
o
c
ie
ty
)
を
設
立
し
︑
一
〇

箇
�
閒
で
三
九
七
人
の
中
詠
者
を
し
て
禁
Ð
に
成
功
さ
せ
た
と
い
う(80

)
︒

そ
の
後
︑
一
九
一
一
年
に
莆
田
に
禁
Ð
局
が
設
置
さ
れ
る
と
︑
地
元
の
紳
士
吳
鴻
濱
と
同
|
會
員
の
陳
樵
が
正
・
副
總
辦
に
就
任
し
た
︒
と

り
わ
け
陳
樵
は
多
數
の
Ð
館
を
搜
査
し
︑
重
く
罰
し
た
︒
し
か
し
︑
警
察
が
露
天
商
に
對
し
て
苛
Ù
な
取
り
閲
ま
り
を
行
っ
た
結
果
發
生
し
た

騷
擾
が
飛
び
火
す
る
な
か
で
︑
吳
鴻
濱
と
陳
樵
の
居
宅
ま
で
も
が
群
衆
に
襲
擊
さ
れ
る
事
件
が
發
生
す
る(81

)
︒
そ
し
て
︑
辛
亥
革
命
後
に
中
央
政

府
の
地
方
へ
の
瓜
制
が
p
ま
る
と
︑
福
円
で
の
阿
片
の
取
り
閲
ま
り
も
弛
i
し
て
い
っ
た(82

)
︒
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Ⅳ

黃
濂
の
亂
の
經
�

(1
)
淸
末
か
ら
民
國
初
年
の
政
治
・
經
濟

勢

辛
亥
革
命
>
夕
の
福
円
で
は
︑
外
國
�
�
や
怨
式
敎
育
の
影
G
を
�
け
た
知
識
人
に
よ
っ
て
︑
多
く
の
社
會
團
體
が
設
立
さ
れ
た
︒
そ
の
代

表
格
は
一
九
〇
七
年
に
福
州
で
創
設
さ
れ
た
橋
南
公
益
社
で
あ
り
︑
民
衆
へ
の
à
蒙
活
動
︑
阿
片
撲
滅
@
動
を
推
D
し
た(83

)
︒
さ
ら
に
同
社
に
附

設
さ
れ
た
﹁
體
育
會
﹂
會
員
の
多
く
は
福
州
英
華
中
學
な
ど
敎
會
學
校
の
學
生
で
あ
り
︑
訓
練
を
�
け
た
學
生
が
辛
亥
革
命
で
の
軍
事
行
動
に

參
加
し
た(84

)
︒
と
は
い
え
︑
革
命
の
歸
趨
を
決
し
た
の
は
怨
式
軍
¦
の
力
で
あ
っ
た
︒
福
円
の
軍
¦
は
八
旗
兵
を
除
き
︑
閩
浙
總
督
左
宗
棠
と
共

に
移
á
し
て
き
た
湖
南
兵
を
骨
幹
と
し
て
︑
一
部
に
福
円
兵
も
加
え
て
§
成
さ
れ
て
い
た
︒
9
目
す
べ
き
は
︑
兵
士
の
な
か
に
祕
密
結
社
哥
老

會
の
勢
力
が
â
ã
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
武
昌
�
義
後
の
一
一
�
八
日
︑
革
命
£
が
福
州
で
も
蹶
�
し
︑
軍
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
と
︑
怨
軍

の
指
¬
者
で
湖
南
人
の
孫
K
仁
が
都
督
に
就
任
し
た
︒
怨
た
に
組
織
さ
れ
た
省
政
府
は
︑
怨
軍
の
軍
人
︑
怨
式
知
識
人
︑
そ
し
て
哥
老
會
徒
の

寄
り
合
い
�
帶
で
あ
っ
た(85

)
︒
當
該
時
�
︑
興
�
で
も
哥
老
會
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
や
黃
濂
も
哥
老
會
に
加
入
し
た
こ
と
は
旣
に
営
べ
た
と
お

り
で
あ
る
︒

な
か
で
も
政
局
に
影
G
力
を
7
し
た
の
は
︑
哥
老
會
徒
を
革
命
に
協
力
さ
せ
た
湖
南
人
の
彭
壽
松
で
あ
っ
た
︒
彭
は
省
政
府
政
務
院
の
總
參

議
︑
福
円
警
察
總
監
︑
0
省
禁
煙
事
務
の
責
任
者
を
å
務
し
た
が
︑
そ
の
强
引
で
黨
£
1
な
政
治
手
法
に
よ
り
︑
地
元
福
円
人
士
か
ら
の
强
い

怒
り
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
彭
へ
の
批
æ
の
¶
先
鋒
で
あ
っ
た
同
|
會
員
が
×
殺
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
︑
反
對
£
の
怨
聞
社
も
封
ç
さ
れ

た
︒
こ
れ
に
怒
っ
た
福
円
人
士
は
︑
省
議
會
議
長
の
宋
淵
源
を
北
京
に
Ú
り
︑
彭
の
搜
査
を
è
願
さ
せ
た
︒
こ
の
結
果
︑
淸
末
に
地
方
大
官
を

歷
任
し
︑
當
時
は
上
海
に
寓
居
し
て
い
た
岑
春
煊
が
福
円
鎭
撫
8
と
し
て
福
州
に
£
°
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(86

)
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
當
該
時
�

福
円
の
政
局
は
外
來
の
湖
南
人
と
地
元
福
円
人
と
の
對
立
の
た
め
に
混
亂
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
黃
濂
一
黨
の
蹶
�
の
政
治
1
背
景
と
な
る
の
で
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あ
る
︒

N
に
︑
辛
亥
革
命
>
の
經
濟
狀
況
を
一
ö
し
た
い
︒
淸
末
の
興
�
で
は
稅
捐
が
增
加
し
て
い
た
︒
義
和
團
事
件
後
の
賠
償
の
た
め
に
︑
田
賦

の
附
加
稅
や
舖
捐

(店
舖
に
か
け
る
稅
)
な
ど
が
︑
光
緖
怨
政
で
は
鐵
路
捐

(鐵
K
円
設
の
た
め
の
目
1
稅
)
な
ど
が
課
稅
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
ë
稅

の
際
に
は
民
衆
が
日
常
用
い
る
銅
錢
か
ら
銀
兩
へ
の
折
價
が
必
E
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
際
の
中
ì
と
い
っ
た
問
題
も
あ
っ
た(87

)
︒
宣
瓜
年
閒
︑
莆

田
縣
の
田
賦
�
收
額
は
六
萬
兩
以
上
と
な
り
︑
他
の
縣
の
田
賦
が
二
萬
～
三
萬
兩
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
し
て
︑
賦
課
額
の
重
さ
が
突
出
し
て
い

た(
88
)

︒
そ
れ
ゆ
え
︑
莆
田
出
身
の
御
:
江
春
霖
は
莆
田
で
の
田
賦
が
他
縣
と
比
�
し
重
く
︑
不
公
[
で
あ
る
こ
と
を
度
々
Ì
廷
に
訴
え
た(89

)
︒
一
方

黃
濂
は
︑
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ご
ろ
に
農
民
を
c
い
て
ë
稅
に
抵
抗
し
た
︒
結
果
︑
抗
稅
の
罪
で
獄
に
繫
が
れ
た
が
︑
家
族
が
獄
í

に
贈
賄
す
る
こ
と
で
︑
o
¿
に
成
功
し
た
と
い
う(90

)
︒

辛
亥
革
命
>
夕
に
な
る
と
︑
0
國
1
に
物
價
が
ï
貴
し
︑
社
會
不
安
が
高
ま
っ
た(91

)
︒
興
�
で
も
一
九
〇
九
年
中
に
米
價
が
五
〇
％
も
上
昇
し

た(
92
)

︒
同
時
に
︑
疫
病
や
旱
魃
も
地
域
を
襲
っ
た(93

)
︒
た
だ
し
︑
興
�
府
0
體
が
一
樣
に
貧
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
莆
田
北
部
の
涵
江
は
商
業

で
榮
え
て
お
り
︑
灌
漑
の
行
き
屆
い
た
中
部
で
は
米
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
莆
田
南
部
・
ð
島
部
は
土
壤
が
惡
い
た
め
︑
貧
し
く
︑

﹁
海
外
出
稼
者
ハ
各
地
ト
同
ク
盛
ニ
シ
テ
縣
下
ヲ
y
シ
テ
其
數
合
計
a
五
千
人
︑
南
部
地
方
�
多
ク
﹂
と
日
本
の
¥
査
に
記
錄
さ
れ
た
よ
う
に
︑

海
外
へ
の
出
稼
ぎ
者
の
-
E
Ú
り
出
し
地
に
な
っ
て
い
た(94

)
︒
ま
た
︑
淸
Ì
>
�
に
出
さ
れ
た


界
令
の
外
側
に
位
置
し
た
莆
田
南
部
の
沿
海
部

は
﹁
界
外
﹂
と
呼
ば
れ
︑
社
會
1
に
も
見
下
さ
れ
て
い
た
︒
莆
田
城
內
や
[
野
部
の
q
民
に
と
っ
て
﹁
界
外
﹂
は
周
緣
︑
後
D
性
︑
貧
窮
︑
愚

昧
︑
粗
暴
を
C
味
し
た
と
い
う(95

)
︒
三
十
六
U
に
含
ま
れ
る
﹁
凌
雲
下
十
八
U
﹂
は
﹁
界
外
﹂
に
屬
し
た
が(96

)
︑
こ
う
し
た
莆
田
南
部
の
民
衆
を
據

り
�
と
し
て
︑
黃
濂
一
黨
が
蹶
�
す
る
こ
と
に
な
る
︒

(2
)
黃
濂
の
蹶
�

辛
亥
革
命
後
︑
省
財
政
は
極
め
て
困
難
な
狀
況
に
あ
り(97

)
︑
福
円
省
各
縣
の
捐
稅
は
﹁
牛
の
毛
の
よ
う
に
多
い
﹂
と
比
喩
さ
れ
た
が
︑
莆
田
・
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仙
游
の
兩
縣
で
は
特
に
多
か
っ
た
と
い
う(98

)
︒
辛
亥
革
命
に
よ
り
淸
王
Ì
が
倒
れ
︑
共
和
制
の
中
華
民
國
が
円
立
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
�
稅

の
壓
~
が
解
Í
さ
れ
な
い
な
か
︑
民
衆
に
よ
る
ë
稅
拒
否
が
福
円
各
地
で
發
生
し
た
こ
と
が
︑
N
の
﹃
申
報
﹄
の
記
事
か
ら
確
Ò
で
き
る
︒

0
閩
の
地
丁
錢
糧
は
0
年
で
槪
ね
百
萬
を
ë
入
す
る
の
が
標
準
で
あ
る
︒
光
復
後
各
縣
の
錢
糧
に
は
未
だ
ë
入
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多

い
︒
長
官
が
度
々
勸
諭
す
る
と
い
え
ど
も
︑
甚
だ
し
き
は
糧
の
�
收
に
際
し
て
も
め
事
を
�
こ
す
者
も
い
て
︑
�
に
良
好
な
結
果
を
得
て

い
な
い(99

)
︒

辛
亥
革
命
後
︑
興
�
で
は
湖
南
人
の
余
�
藻
が
知
府
に
任
命
さ
れ
た
︒
余
�
藻
は
地
元
の
人
閒
で
あ
る
許
鴻
陞
を
保
安
¦
の
營
長
と
し
た
が
︑

彼
の
瓜
治
は
地
域
の
人
々
の
反
感
を
買
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
後
に
な
っ
て
黃
濂
は
福
円
鎭
撫
8
に
任
命
さ
れ
た
岑
春
煊
に
N
の
ó
�
を
Ú
っ
て

い
る
︒
E
a
す
る
と
︑
淸
Ì
時
代
に
民
は
抑
壓
さ
れ
て
も
訴
え
る
�
が
無
か
っ
た
︒
共
和
制
の
民
國
が
成
立
し
︑
積
ô
が
一
õ
さ
れ
る
こ
と
を

�
待
し
て
い
た
も
の
の
︑
余
�
藻
が
Ù
ö
無
K
な
こ
と
は
淸
時
代
の
官
í
よ
り
も
甚
だ
し
い
︒
彭
壽
松
は
無
上
の
權
力
を
擁
し
て
我
が
福
円
を

m
し
て
い
る
︒
余
�
藻
は
そ
の
爪
÷
で
あ
り
︑
我
が
興
�
を
m
し
て
い
る
︒
保
安
¦
に
許
鴻
陞
等
を
任
用
し
て
U
村
で
掠
奪

(
稅
捐
の
�
收
)

さ
せ
︑
ま
た
蠧
胥
の
柯
�
2
を
任
用
し
て
[
民
を
苛
勒
さ
せ
た
者
は
余
�
藻
で
あ
る
︒
興
�
の
秩
序
は
余
�
藻
が
こ
れ
を
破
壞
し
て
い
る(

100
)

︑
と

の
彈
云
で
あ
っ
た
︒

以
上
の
不
滿
を
背
景
に
︑
一
九
一
二
年
六
�
一
九
日

(農
曆
五
�
五
日
)
︑
黃
濂
は
衆
を
c
い
て
三
十
六
U
の
總
宮
凌
雲
殿
が
鎭
座
す
る
壺
公

山
で
蹶
�
し
た
︒
當
日
は
中
國
の
g
日
の
な
か
で
も
重
E
な
端
午
g
で
あ
る
︒
玉
?
を
祀
る
壺
公
山
凌
雲
殿
へ
の
參
拜
の
た
め
に
多
く
の
民
衆

が
集
結
し
て
も
︑
官
か
ら
怪
し
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う(

101
)

︒
さ
ら
に
︑
農
曆
五
�
一
六
日
に
催
さ
れ
る
凌
雲
殿
の
i
會(

102
)

を
ひ
か
え
る

時
�
で
も
あ
っ
た
︒
蹶
�
に
際
し
て
黃
濂
は
︑
神
2
と
大
衆
の
>
で
ポ
エ(

103
)

に
よ
る
占
い
を
行
っ
た
︒
こ
の
時
︑
黃
濂
は
陶
器
の
杯
二
つ
を
投
擲

し
︑﹁
も
し
事
が
成
る
な
ら
杯
が
壞
れ
な
い
﹂
と
言
っ
た
が
︑
果
た
し
て
杯
は
壞
れ
ず
︑
し
か
も
一
陰
︑
一
陽
の
緣
�
の
よ
い
﹁
シ
ン
ポ
エ

(
»
杯
︑
»
盃
)
﹂
が
で
た
と
い
う(

104
)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
蹶
�
は
祭
禮
や
占
い
の
民
俗
1
な
時
空
に
お
い
て
決
定
さ
れ
︑
蹶
�
へ
向
け
て
の
集
合
心

性(
105
)

が
釀
し
出
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
黃
濂
の
一
黨
に
は
知
識
人
も
數
名
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
な
か
で
も
︑
淸
末
の
生
員
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で
科
擧
の
廢
止
後
に
昇
D
の
K
を
閉
ざ
さ
れ
︑
政
治
に
不
滿
を
も
つ
江
露

(
淸
末
の
御
:
江
春
霖
の
一
族
)
が
黃
濂
に
接
B
し
て
い
た
と
さ
れ
る(

106
)

︒

そ
し
て
︑
蹶
�
に
當
た
っ
て
黃
濂
は
︑﹁
壺
山
黑
虎
忠
義
堂
檄
�
﹂
に
よ
り
そ
の
趣
C
を
公
に
し
た
︒

辛
亥
革
命
に
お
い
て
孫
中
山
は
滿
淸
を
ひ
っ
く
り
±
し
︑
民
國
を
創
立
し
︑
共
和
の
政
體
が
長
く
人
民
に
幸
せ
を
も
た
ら
す
こ
と
を
慶
ん

で
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
思
い
が
け
ず
怨
し
い
國
を
円
て
て
わ
ず
か
數
箇
�
で
︑
孫
は
�
位
し
︑
袁
が
登
場
し
た
︒
當
初
は
賦
稅
を
免

除
と
し
た
が
從
來
y
り
に
收
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ま
こ
と
に
政
令
の
Ì
È
暮
改
で
あ
る
︒
𠛬
罰
は
輕
い
よ
う
で
實
は
重
く
︑
吾
民

は
ほ
と
ん
ど
B
死
の
狀
況
で
あ
る
︒
無
賴
漢
を
用
い
て
稅
を
催
促
し
︑
雞
や
犬
で
さ
え
も
落
ち
着
か
な
い
︒
惡
紳
が
欲
し
い
儘
に
ö
待
す

る
の
に
任
せ
て
い
る
の
は
豺
や
狼
よ
り
も
甚
だ
し
い
︒
且
つ
民
衆
は
元
ど
お
り
官
廳
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
官
廳
も
ま
た
洋
勢
を
恐
れ

る
︒
キ
リ
ス
ト
敎
會
の
敎
堂
は
U
曲
に
�
く
�
M
し
︑
美
會

(美
以
美
會
)
は
と
り
わ
け
の
さ
ば
っ
て
い
る
︒
名
は
民
國
で
あ
る
が
︑
實

態
は
皇
Ì
と
衣
な
る
こ
と
な
く
︑
政
治
は
共
和
と
呼
號
す
る
が
︑
禍
は
專
制
よ
り
も
苛
烈
で
あ
る(

107
)

(下
線
部
筆
者
)
︒

檄
�
は
共
和
政
體
に
な
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
惡
政
が
續
い
て
い
る
こ
と
を
非
難
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
傍
線
部
に
9
目
し
た
い
︒

こ
れ
は
黃
濂
の
反
亂
が
蹶
�
當
初
か
ら
反
洋
敎
・
反
?
國
-
義
の
旗
を
揭
げ
て
い
た
證
據
と
し
て
︑
中
國
で
の
硏
究
で
度
々
引
用
さ
れ
る
一
g

で
あ
る
︒
原
典
は
﹃
莆
田
縣
志

政
治
志
﹄
(一
九
六
二
年
版
)
や
宋
胡
民
§
纂
﹁
關
於
黃
濂
�
義
1
電
�
.
料

(一
)
﹂
(﹃
莆
田
�
:
.
料
﹄
二

輯
)
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
同
じ
檄
�
を
揭
載
す
る
張
忠
舒
著
﹃
十
六
皇
?
小
:
﹄
(
莆
田
學
院
圖
書
館
�
藏
)
に
は
傍
線
の
一
g
は

見
い
だ
せ
ず
︑
�
違
0
體
で
も
字
句
が
多
少
衣
な
る
︒
電
�
.
料
の
§
者
宋
胡
民
は
︑
林
奇
峰
﹁
反
袁
︑
反
美
1
戰
鬭
與
結
果
﹂
(書
誌
未
記
載
︑

�
在
不
2
)
か
ら
こ
の
�
違
を
引
用
し
た
と
す
る
一
方
で
︑
張
忠
舒
は
信
徒
で
あ
る
た
め
敎
會
に
不
都
合
な
記
営
を
�
除
し
た
と
說
2
す
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
は
奇
妙
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
敎
會
を
被
m
者
と
す
る
立
場
を
强
¥
す
る
た
め
に
は
︑
黃
濂
に
よ
る
敎
會
へ
の
敵
C
や
敎
會
攻
擊

の
計
劃
性
を
强
¥
す
る
方
が
7
利
で
あ
り
︑
こ
の
部
分
を
�
除
す
る
必
然
性
は
な
い
︒
さ
ら
に
傍
線
部
と
そ
の
>
後
の
�
と
は
論
理
上
繫
が
り

が
惡
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
莆
田
學
院
圖
書
館
�
藏
の
余
玉
成
﹁
黃
濂
�
義
¥
査
記
﹂
(一
九
五
九
年
)
に
附
さ
れ
た
﹁
臨
時
大
元
帥
黃
濂
y

吿
﹂
に
も
上
記
の
傍
線
部
は
存
在
し
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
筆
者
は
︑
黃
濂
の
反
洋
敎
・
反
?
國
-
義
の
性
質
を
强
¥
す
る
た
め
に
︑
傍
線
部
が
後
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で
附
け
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
じ
る
︒
以
下
︑
引
き
續
き
そ
の
根
據
を
紹
介
す
る
︒

ま
ず
︑
一
九
一
二
年
八
�
の
﹃
申
報
﹄
は
︑﹁
興
�
の
界
外
の
槍
刀
會
匪
は
密
か
に
蠢
動
を
謀
り
︑
興
閩
滅
楚
を
以
て
標
識
と
な
し(

108
)

﹂
と
営

べ
︑
ま
た
﹃
時
報
﹄
は
﹁
烏
白
旗
を
聯
合
し
黃
濂
を
擧
げ
て
都
督
と
し
︑
彭
壽
松
の
十
大
罪
を
宣
布
し
た(

109
)

﹂
と
︑
報
K
し
た
︒
兩
紙
と
も
に
地

元
勢
力
に
よ
る
外
來
の
湖
南
系
省
政
府
へ
の
反
對
を
報
じ
た
が
︑
反
洋
敎
に
は
言
M
し
て
い
な
い
︒
黃
濂
の
亂
を
�
初
に
傳
え
た
米
國
の
á
厦

門
領
事
に
よ
る
八
�
三
日
附
け
の
報
吿
や
莆
田
縣
城
で
黃
濂
の
攻
擊
を
目
擊
し
た
英
國
»
公
會
の
醫
療
宣
敎
師
に
よ
る
y
信
で
も
︑
反
洋
敎
へ

の
言
M
は
見
ら
れ
な
い(

110
)

︒
9
目
す
べ
き
は
︑
福
州
á
在
日
本
領
事
に
よ
る
八
�
一
三
日
附
け
の
報
吿
書
で
あ
る
︒

興
�
府
ノ
匪
徒
モ
亦
未
ダ
[
定
ニ
歸
セ
ズ
十
三
U
ヲ
連
絡
シ
テ
現
任
知
府
ニ
反
抗
シ
泉
州
司
令
官
張
得
貴
�
勦
シ
ツ
ヽ
ア
リ
︒
特
ニ
莆
田

縣
ニ
於
テ
ハ
從
來
ノ
祕
密
政
社
聯
合
シ
テ
黃
旗
ヲ
立
テ
稅
金
ヲ
�
收
シ
江
春
霖
ヲ
擁
立
セ
ン
ト
シ
多
少
政
治
1
�
見
ニ
出
ツ
ル
モ
ノ
ヽ
如

シ

(中
略
)
農
民
ニ
在
テ
ハ
革
命
以
來
一
般
ニ
不
景
氣
ヲ
吿
ケ
タ
ル
ニ
搗
テ
ヽ
加
へ
テ
各
種
ë
稅
ノ
n
求
漸
ク
苛
Ù
ト
ナ
リ
都
督
府
ニ
於

ケ
ル
彭
壽
松
ノ
失
政
漸
ク
傳
唱
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
怨
政
府
ニ
對
ス
ル
離
心
怨
嗟
ト
ナ
リ
一
部
ハ
滿
淸
政
府
若
ク
ハ
2
Ì
ヲ
n
慕
シ
一
部

ハ
掠
奪
强
盜
ヲ
恣
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ヨ
リ
各
地
ノ
秩
序
亂
レ
匪
徒
其
勢
ヲ
�
フ
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル(

111
)

(傍
線
部
筆
者
)
︒

外
Ã
:
料
は
︑
傍
線
部
で
示
す
よ
う
に
重
稅
へ
の
民
衆
の
不
滿
と
復
古
£
の
政
治
1
策
動
を
指
摘
す
る
も
の
の
︑
や
は
り
反
洋
敎
@
動
に
は
觸

れ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑
偶
然
一
九
一
二
年
九
�
一
日
に
興
�
を
訪
れ
た
東
亞
同
�
書
院
生
は
以
下
の
記
錄
を
殘
し
て
い
る
︒

�
は
今
此
城
の
南
廿
里
︑
壺
公
山
に
籠
り
其
數
a
一
千
︑
阿
片
の
禁
止
に
反
抗
せ
る
者
な
り
と
︑
印
云
ふ
首
領
は
名
を
黃
と
云
ひ
一
名
十

六
皇
?
と
稱
し
無
賴
の
徒
と
︑
二
三
日
以
>
當
地
湖
南
兵
一
囘
の
戰
を
な
せ
り(

112
)

︒

現
地
を
y
�
し
た
書
院
生
は
阿
片
禁
止
へ
の
反
對
に
は
言
M
し
て
い
る
が
︑
反
洋
敎
に
は
言
M
し
て
い
な
い
︒
確
か
に
︑
一
九
一
三
年
二
�
に

な
る
と
黃
濂
の
部
¦
は
敎
會
や
信
徒
を
C
圖
1
に
攻
擊
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
結
論
を
先
取
り
す
る
と
︑
美
以
美
會
が
罌
粟

栽
培
を
擁
護
す
る
黃
濂
一
黨
の
討
伐
を
强
く
訴
え
た
こ
と
が
︑
彼
ら
の
怒
り
を
買
っ
た
た
め
に
︑
反
亂
の
�
中
か
ら
反
敎
會
の
�
勢
が
鮮
2
に

な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
黃
濂
の
當
初
の
-
E
目
1
は
反
洋
敎
@
動
で
は
な
か
っ
た
︑
と
筆
者
は
æ
斷
す
る
︒
こ
の
こ
と
は
事
件
の
經
雲
を
n
う
な
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か
で
さ
ら
に
考
證
し
た
い
︒

さ
て
︑
同
�
書
院
生
は
反
亂
軍
の
數
を
一
千
人
/
度
で
あ
っ
た
と
記
錄
す
る
が
︑
三
千
～
四
千
人
と
す
る
.
料
も
あ
る(

113
)

︒
い
ず
れ
に
せ
よ
檄

�
が
出
さ
れ
た
後
︑
八
�
に
な
っ
て
よ
う
や
く
︑
知
府
の
余
�
藻
は
壺
公
山
に
討
伐
に
向
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
天
候
の
¶
激
な
惡
�
も
影
G
し
︑

黃
濂
軍
に
擊
�
さ
れ
て
し
ま
う
︒
こ
の
突
然
の
暴
風
雨
は
民
衆
に
天
助
と
信
じ
ら
れ
た
と
い
う(

114
)

︒
神
2
を
信
じ
る
民
衆
の
心
性
が
こ
こ
に
も
現

れ
て
い
る
︒
こ
の
後
︑
省
政
府
は
正
規
軍
の
孫
葆
瑢
團
長
を
興
�
に
£
°
し
た
︒
孫
は
烏
旗
と
敵
對
し
て
い
た
善
U
村
の
白
旗
を
K
案
內
と
し

て
︑
黃
濂
軍
を
攻
擊
し
た
が
︑
深
n
い
は
自
重
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
黃
濂
軍
も
莆
田
城
を
襲
擊
し
た
が
︑
反
擊
を
�
け
敗
�
す
る
︒
こ
の

よ
う
な
混
沌
と
し
た
狀
況
が
一
〇
�
ま
で
續
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
な
お
︑
こ
の
閒
に
黃
濂
一
黨
は
糧
櫃

(
�
稅
の
分
處
)
を
襲
擊
す
る
な
ど
の

示
威
活
動
を
繼
續
し
た
と
さ
れ
る(

115
)

︒

一
〇
�
に
な
る
と
︑
袁
世
凱
が
岑
春
煊
を
福
円
宣
撫
8
に
任
命
し
た
た
め
︑
n
い
詰
め
ら
れ
た
彭
壽
松
は
福
州
か
ら
香
�
に
�
去
し
た
︒
黃

濂
の
反
亂
に
對
し
て
は
︑
岑
春
煊
は
當
時
莆
田
涵
江
北
方
の
故
U
に
引
�
し
て
い
た
元
監
察
御
:
の
江
春
霖
に
出
馬
を
E
è
し
︑
招
撫
が
摸
索

さ
れ
た(

116
)

︒
そ
の
際
︑
黃
濂
は
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
岑
に
對
し
余
�
藻
の
惡
政
を
訴
え
た
︒
つ
ま
り
﹁
官
�
民
變
﹂
(
惡
政
に
よ
り
や
む
な
く
反

亂
し
た
)
と
の
論
理
で
あ
る
︒
後
ろ
盾
で
あ
る
彭
壽
松
が
失
脚
し
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
︑
興
�
知
府
余
�
藻
は
︑
私
人
を
部
下
に
任
用
し
︑
地

域
q
民
に
對
し
て
壓
政
を
行
っ
た
︑
と
の
彈
云
を
�
け
解
任
さ
れ
た(

117
)

︒

怨
任
の
知
府
蔣
忠
銓
と
江
春
霖
が
地
域
エ
リ
ー
ト
を
招
集
し
對
應
に
つ
い
て
諮
問
し
た
と
こ
ろ
︑
多
く
の
者
が
討
伐
を
-
張
し
た
︒
こ
れ
に

對
し
江
春
霖
は
岑
鎭
撫
8
の
委
託
を
�
け
た
以
上
は
︑
武
器
の
引
き
渡
し
︑
稅
糧
の
ë
入
︑
黃
濂
の
家
族
の
他
�
へ
の
�
去
を
條
件
と
し
て
︑

談
æ
に
よ
る
反
亂
の
�
結
を
摸
索
す
べ
き
と
し
た
︒
し
か
し
︑
黃
濂
が
a
束
の
履
行
を
疑
い
招
撫
を
�
け
な
い
う
ち
に
︑
官
軍
が
攻
擊
を
開
始

し
︑
こ
の
策
は
失
敗
に
歸
し
て
し
ま
う(

118
)

︒
9
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
時
の
宥
和
1
�
勢
の
た
め
に
︑
江
春
霖
が
黃
と
y
じ
て
い
る
と
の
�
が
廣
く

液
布
し
た
こ
と
で
あ
る(

119
)

︒
な
お
︑
岑
春
煊
は
彭
壽
松
の
n
放
︑
黃
濂
へ
の
招
撫
の
働
き
か
け
を
も
っ
て
自
分
の
8
命
は
完
了
し
た
と
し
︑
着
任

し
て
一
箇
�
ば
か
り
で
宣
撫
8
の
辭
職
を
願
い
出
た
︒
恐
ら
く
︑
福
円
の
政
治
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
Ê
け
た
の
だ
ろ
う(

120
)

︒
し
か
し
︑
黃
濂
の
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活
動
は
�
熄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
黃
濂
一
黨
は
U
閒
に
潛
伏
し
た
が
︑
そ
の
名
聲
は
な
お
大
き
か
っ
た
︒
當
時
︑
仙
游
の
東
部
一
帶
で
も
罌
粟
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
︒

政
府
に
よ
る
栽
培
禁
止
に
對
す
る
反
感
は
濃
厚
で
あ
り
︑
義
俠
心
に
富
み
︑
“
太
子
高
”
と
渾
名
さ
れ
て
い
た
洋
尾
村
の
林
高

(任
俠
の
人
物
︑

哥
老
會
徒
と
推
測
さ
れ
る
︱
筆
者
)
が
地
方
の
人
々
に
推
擧
さ
れ
て
莆
田
に
赴
き
︑
黃
濂
に
仙
游
へ
の
D
軍
を
依
賴
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
仙
游

の
黃
兜
村
の
村
民
も
某
案
件
に
よ
り
縣
署
に
檢
擧
さ
れ
︑
多
く
の
人
が
獄
に
繫
が
れ
て
い
た
︒
彼
ら
も
代
表
を
Ú
り
︑
黃
濂
の
來
�
を
願
っ
た

と
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
黃
濂
は
ま
た
も
凌
雲
殿
で
占
い
を
行
っ
た
後
に
︑
仙
游
へ
の
D
軍
を
決
定
し
た
︒
さ
ら
に
i
の
神
>
で
同
|
の

各
U
が
兵
員
を
供
出
す
る
こ
と
が
a
さ
れ
た(

121
)

︒
占
い
で
の
出
兵
決
定
や
i
宇
で
の
|
a
に
も
黃
濂
一
黨
が
7
し
た
民
俗
1
心
性
が
表
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
︒

そ
の
後
一
二
�
一
八
日
に
︑
黃
濂
一
黨
は
仙
游
縣
城
の
防
備
が
手
�
な
こ
と
に
乘
じ
て
︑
こ
れ
を
攻
略
し
た
︒﹃
申
報
﹄
は
︑
仙
游
の
某
U

の
衆
が
武
器
を
持
っ
て
協
力
し
た
と
報
じ
て
い
る(

122
)

︒
黃
濂
の
動
き
に
�
待
・
同
¥
す
る
勢
力
は
莆
田
だ
け
で
な
く
︑
仙
游
に
も
少
な
く
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
政
府
軍
の
來
襲
を
知
る
と
黃
濂
の
部
¦
は
本
格
1
戰
鬭
を
行
わ
ず
︑
直
ち
に
縣
城
か
ら
撤
�
し
た
︒
そ
し
て
一
九
一

三
年
二
�
か
ら
は
莆
田
の
沿
海
部
に
移
動
し
︑
芴
石
︑
赤
岐
︑
忠
門
な
ど
の
沿
海
地
區
で
罌
粟
栽
培
を
保
護
し
て
政
府
軍
と
激
し
く
Ã
戰
す
る

こ
と
に
な
る
︒

(3
)
美
以
美
會
に
よ
る
領
事
館
や
北
京
政
府
へ
の
働
き
か
け

一
九
一
二
年
末
ご
ろ
か
ら
美
以
美
會
の
ス
タ
ン
レ
ー
・
カ
ー
ソ
ン
牧
師
は
︑
興
�
で
は
數
千
エ
ー
カ
ー
の
罌
粟
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
と
の


報
を
外
界
に
發
信
し
た
︒
C
識
1
に
北
京
政
府
に
對
應
を
强
い
た
の
で
あ
る(

123
)

︒
そ
の
影
G
と
思
わ
れ
る
が
︑
一
九
一
三
年
一
�
一
三
日
の
﹃
申

報
﹄
や
﹃
民
立
報
﹄
に
は
︑
興
�
府
に
お
い
て
罌
粟
が
二
〇
萬
畝
も
栽
培
さ
れ
て
お
り
︑
農
民
は
匪
の
保
護
を
�
け
て
い
る
が
︑
省
政
府
に
は

對
處
能
力
が
無
い

(中
略
)
ま
だ
罌
粟
の
收
穫
の
時
�
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
︑
中
央
政
府
が
�
や
か
に
方
法
を
設
け
て
罌
粟
を
取
り
除
く
べ
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き
で
あ
る
︑
と
の
ロ
イ
タ
ー
電
が
揭
載
さ
れ
た(

124
)

︒
ま
た
︑
こ
の
>
後
の
時
�
の
﹃
ノ
ー
ス
チ
ャ
イ
ナ
・
ヘ
ラ
ル
ド
﹄
紙
も
︑
共
和
國
政
府
が
︑

果
た
し
て
地
方
政
府
を
監
督
し
て
英
國
と
の
條
a
を
Â
實
に
履
行
で
き
る
の
か
︑
と
の
疑
問
を
ó
す
る
記
事
を
揭
載
し
て
い
た(

125
)

︒

こ
れ
に
對
し
て
袁
世
凱
は
︑
一
九
一
二
年
一
二
�
二
五
日
に
大
總
瓜
令
を
發
布
し
︑﹁
土
藥
を
禁
絕
す
る
方
法
で
は
禁
種
を
實
行
す
る
の
が

�
も
重
E
で
あ
る
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
中
英
の
條
a
に
照
ら
し
て
罌
粟
の
播
種
を
嚴
禁
し
︑
實

を
外
Ã
・
內
務
の
兩
部
に
報
吿
す

る
よ
う
に
地
方
長
官
に
命
じ
︑
こ
の
成
績
を
勤
務
A
定
の
對
象
と
す
る
︑
と
申
し
添
え
た(

126
)

︒
興
�
府
管
�
下
の
罌
粟
の
廢
棄
が
外
界
か
ら
督
促

さ
れ
る
な
か(

127
)

︑
福
円
都
督
孫
K
仁
も
︑
泉
州
に
á
屯
し
て
い
た
軍
人
黃
培
松
を
禁
Ð
特
辦
に
任
命
し
︑
武
力
に
よ
る
罌
粟
の
廢
棄
を
命
令
す
る

こ
と
に
な
っ
た(

128
)

︒
袁
世
凱
の
中
央
政
府
は
英
米
の
視
線
に
	
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
興
�
敎
會
の
指
¬
者
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
は
︑
一
九
一
三
年
正
�
に
長
�
休
暇
を
と
り
︑
夫
人
を
�
い
米
國
に
歸
國
し
た(

129
)

︒
休
暇
は

早
く
か
ら
の
決
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
︑
こ
の
時
�
に
長
�
休
暇
に
出
た
と
い
う
こ
と
は
︑
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
が
黃
濂
一
黨
の
敎

會
へ
の
攻
擊
を
さ
ほ
ど
深
刻
に
�
け
止
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
證
據
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
事
態
の
惡
�
は
︑
留
守

を
任
さ
れ
た
カ
ー
ソ
ン
牧
師
に
心
理
1
重
壓
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
カ
ー
ソ
ン
は
頻
繁
に
á
福
州
の
米
國
領
事
に
助
力
を

求
め
た
が
︑
こ
の
行
動
は
却
っ
て
黃
濂
一
黨
の
美
以
美
會
へ
の
憎
惡
を
搔
き
立
て
て
し
ま
っ
た
︒
反
亂
の
�
結
後
の
一
九
一
四
年
︑
カ
ー
ソ
ン

は
N
の
よ
う
に
囘
³
し
て
い
る
︒﹁
反
亂
は
︑
�
初
は
反
キ
リ
ス
ト
敎
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
︑
後
に
は
そ
う
發
展
し
ま
し
た
︒

理
由
は
︑
①
我
々
キ
リ
ス
ト
敎
徒
は
自
然
と
怨
政
權

(共
和
國
︱
筆
者
)
に
友
好
1
で
あ
り
︑
そ
の
敵
で
あ
る
紳
士
た
ち
の
反
對
に
�
�
し
た

か
ら
で
す
︒
②
敎
會
に
よ
っ
て
實
施
さ
れ
た
反
阿
片
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
︑
罌
粟
栽
培
の
保
護
金
を
得
て
い
る
匪
�
の
利
益
に
抵
觸
し
た
か

ら
で
す
︒
ま
た
︑
罌
粟
栽
培
の
撲
滅
に
つ
い
て
は
︑
中
央
政
府
が
地
方
政
府
に
實
行
を
~
り
︑
九
〇
％
の
罌
粟
が
破
壞
さ
れ
ま
し
た
︒
利
益
を

生
む
物
の
破
壞
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
對
す
る
怒
り
こ
そ
︑
(
敎
會
を
攻
擊
し
た
︱
筆
者
)
紳
士
や
匪
�
の
處
罰
に
對
し
て
地
方
官
僚
が
反
對
し

た
理
由
で
し
ょ
う
﹂
(抄
譯(
130
)

)
︒
つ
ま
り
︑
美
以
美
會
が
北
京
の
共
和
國
政
府
に
協
力
し
て
︑
地
方
勢
力
の
利
益
に
反
對
す
る
行
動
を
と
っ
た
こ

と
が
︑
敎
會
へ
の
攻
擊
を
招
い
た
眞
の
理
由
で
あ
る
と
︑
カ
ー
ソ
ン
は
Ò
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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(4
)
黃
濂
軍
に
よ
る
莆
田
南
部
で
の
戰
い
と
敎
會
・
信
徒
へ
の
襲
擊

︱
︱
一
九
一
三
年
二
�
以
影

一
九
一
三
年
に
入
る
と
︑
黃
濂
軍
は
莆
田
縣
南
部
の
三
十
六
U
附
B
M
び
芴
石
︑
忠
門
な
ど
の
莆
田
南
部
沿
海
部
で
罌
粟
栽
培
の
廢
棄
を
目

論
む
政
府
軍
と
鬭
い
︑
そ
の
�
/
で
敎
會
・
敎
徒
を
襲
擊
し
た
︒

中
央
政
府
か
ら
罌
粟
の
取
り
閲
ま
り
を
嚴
命
さ
れ
た
福
円
軍
は
︑
莆
田
南
部
の
忠
門
・
莆
禧
一
帶
が
匪
の
根
據
地
で
あ
り
︑
先
ず
匪
を
擊
�

し
な
け
れ
ば
罌
粟
の
廢
棄
に
着
手
で
き
な
い
と
Ò
識
し
て
い
た(

131
)

︒
こ
れ
と
は
別
に
︑
莆
田
南
部
の
重
E
市
鎭
芴
石
で
勢
力
を
7
し
て
い
た
泉
州

府
惠
安
か
ら
の
移
民
は
︑
敎
會
の
信
徒
と
な
っ
た
本
地
人
と
對
立
關
係
に
あ
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
黃
濂
一
黨
を
同
地
に
呼
び
5
む
こ
と
に
よ
り
︑

キ
リ
ス
ト
敎
徒
へ
の
攻
擊
を
企
圖
し
た
と
い
う(

132
)

︒

一
九
一
三
年
二
�
︑
カ
ー
ソ
ン
は
米
國
領
事
に
對
し
て
︑﹁
我
々
の
傳
K
師

(
牧
師
の
下
位
の
職
階

−

筆
者
)
の
一
人
と
敎
會
の
信
徒
二
人
が

反
亂
軍
に
捕
ま
り
︑
身
代
金
を
E
求
さ
れ
ま
し
た

(中
略
)
こ
れ
ら
の
人
々
は
單
に
キ
リ
ス
ト
敎
徒
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
政
府
と
同
|
し
た

キ
リ
ス
ト
敎
徒
と
い
う
理
由
で
捕
ま
っ
た
の
で
す(

133
)

﹂
と
報
吿
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
時
�
に
北
京
で
開
催
さ
れ
て
い
た
萬
國
改
良
會
の
エ

ド
ワ
ー
ド
・
ス
ウ
ィ
ン
グ
が
-
催
し
た
禁
Ð
會
議
に
向
け
て
は
︑﹁
兵
と
匪
が
激
戰
し
︑
P
敗
は
未
だ
決
し
て
い
ま
せ
ん
︒
Ð
苗
の
^
分
か
は

拔
か
れ
て
い
ま
す
が
︑
各
U
村
は
匪
�
と
聯
合
し
て
官
兵
に
抵
抗
し
て
い
ま
す
﹂
と
の
電
報
を
打
っ
て
い
た(

134
)

︒
興
�
の
人
々
の
反
亂
軍
に
對
す

る
�
勢
に
つ
い
て
は
︑﹁
反
亂
軍
は
裝
備
で
は
劣
っ
て
い
ま
す
が
︑
經
驗
を
積
ん
だ
農
村
の
戰
士
で
す

(中
略
)
多
く
の
�
人
と
勞
働
者
階
x

は
莆
田
城
內
で
も
匪
�
に
同

1
で
す
︒
し
か
し
商
人
層
は
�
い
ま
す
︒
現
在
の

勢
が
彼
ら
の
商
賣
・
貿
易
に
影
G
し
て
い
る
か
ら
で
す
﹂

と
分
析
し
て
い
た(

135
)

︒

こ
の
よ
う
に
︑
黃
濂
軍
と
彼
ら
を
荏
持
す
る
人
々
は
果
敢
に
政
府
軍
に
抵
抗
し
て
い
た
が
︑
在
地
民
衆
が
一
枚
岩
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒

反
亂
軍
內
の
特
定
の
集
團
と
古
く
か
ら
敵
對
關
係
に
あ
っ
た
人
々
の
な
か
に
は
︑
政
府
軍
の
作
戰
に
協
力
す
る
者
も
い
た(

136
)

︒
烏
白
旗
に
代
表
さ

れ
る
地
域
閒
對
立
が
政
府
軍
に
利
用
さ
れ
た
か
︑
あ
る
い
は
�
去
の
地
域
閒
對
立
の
報
復
の
機
會
と
捉
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
し
て
激
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戰
の
後
︑
三
�
末
に
至
っ
て
︑
都
督
孫
K
仁
は
興
�
で
の
罌
粟
の
廢
棄
を
軍
¦
に
よ
り
實
行
し
た
と
︑
袁
世
凱
に
報
吿
し
た(

137
)

︒
さ
ら
に
︑
四
�

下
旬
ま
で
に
は
仙
游
縣
で
も
︑
莆
田
と
沿
海
部
で
Q
接
す
る
朱
寨
な
ど
一
部
地
區
を
除
い
て
︑
罌
粟
の
廢
棄
が
D
行
し
た
よ
う
で
あ
る(

138
)

︒
な
お
︑

一
聯
の
廢
棄
�
/
に
お
い
て
︑
禁
Ð
¥
査
員
が
U
民
に
殺
m
さ
れ
る
事
件
が
發
生
す
る
と
︑
官
兵
は
こ
れ
を
口
實
に
九
〇
餘
の
U
村
に
お
い
て

罰
金
を
取
り
立
て
た
︒﹃
申
報
﹄
は
︑
こ
の
行
爲
を
恨
ん
だ
人
々
が
黃
濂
に
.
金
を
提
供
し
︑
仙
游
縣
城
を
攻
擊
さ
せ
た
と
報
じ
て
い
る(

139
)

︒
莆

田
と
仙
游
の
境
界
に
位
置
す
る
朱
寨
と
東
沙
は
︑
官
へ
の
稅
糧
を
長
き
に
わ
た
り
滯
ë
す
る
と
と
も
に
︑
未
だ
政
府
軍
に
よ
っ
て
罌
粟
畑
が
破

壞
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
黃
濂
軍
は
こ
こ
を
y
�
し
て
仙
游
へ
向
か
っ
た
︒
恐
ら
く
地
元
の
人
々
が
黃
濂
に
協
力
し
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
し

て
︑
五
�
初
頭
に
仙
游
縣
城
を
攻
略
し
た
が
︑
政
府
軍
が
反
擊
に
轉
ず
る
と
︑
ま
た
も
縣
城
を
放
棄
し
て
莆
田
南
部
で
の
�
擊
戰
に
轉
じ
て
い

る(
140
)

︒こ
れ
以
影
の

勢
に
つ
い
て
︑
カ
ー
ソ
ン
は
N
の
よ
う
に
囘
³
し
て
い
る
︒﹁
二
�
に
我
々
の
�
も
素
晴
ら
し
い
農
村
敎
會
が
燒
か
れ
ま
し

た
︒
そ
の
こ
と
は
反
キ
リ
ス
ト
敎
の
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
(彼
ら
の
行
動
は

−

筆
者
)
反
美
以
美
會
で
し
た
︒
な
ぜ
な
ら
他
の

(宗
£
の
)

敎
會
は
妨
m
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
︒
六
�
に
は
︑
一
!
閒
の
う
ち
に
一
九
戶
の
キ
リ
ス
ト
敎
徒
の
家
屋
が
略
奪
さ
れ
︑
一
一
人
が
捕
虜
に

さ
れ
ま
し
た(

141
)

﹂︒
さ
ら
に
﹁
�
B
反
亂
軍
の
首
領
黃
濂
に
よ
り
出
さ
れ
た
宣
言
�
の
#
譯
を
Ú
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
敎
會
を
破
壞
す
る
强
い
決

斷
を
示
し
て
い
ま
す
︒
敎
會
は
偶
宴
と
祖
先
を
破
壞
す
る
者
と
名
指
し
さ
れ
て
い
ま
す
﹂
と
︑
危
機
感
を
顯
わ
に
し
て
い
る(

142
)

︒
こ
の
時
�
に
は
︑

敎
會
と
信
徒
へ
の
攻
擊
が
激
�
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
官
軍
の
鎭
壓
が
i
慢
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
美
以
美
會
は
招
撫
が
摸
索
さ
れ
る
こ
と

を
强
く
懸
念
し
た
︒
そ
し
て
︑
江
春
霖
の
息
子
の
江
祖
苞
を
仙
游
縣
知
事
に
任
命
す
る
こ
と
が
反
亂
側
か
ら
E
求
さ
れ
た
と
し
て

(實
際
に
就

任
し
た
︱
筆
者
)
︑
外
Ã
ル
ー
ト
を
y
じ
て
北
京
の
外
Ã
部
に
憂
慮
を
示
し
た
の
で
あ
る(

143
)

︒

な
お
︑
當
該
時
�
︑
省
政
府
に
よ
る
鎭
壓
の
手
が
i
ん
だ
の
は
︑
第
二
革
命
へ
向
け
て
の
政
治

勢
が
影
G
し
た
た
め
で
あ
る
と
︑
筆
者
は

推
測
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
一
九
一
三
年
五
�
︑
江
西
都
督
李
烈
鈞
な
ど
國
民
黨
系
都
督
が
︑
袁
世
凱
が
列
强
か
ら
�
領
を
目
論
む
善
後
大
借

款
に
反
對
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
袁
は
︑
六
�
上
旬
に
李
等
の
反
對
£
を
罷
免
し
た
た
め
に
︑
戰
爭
へ
と
氣
@
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
︒
福
円
で
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は
軍
權
を
握
る
師
長
の
許
崇
智
が
反
袁
£
で
あ
り
︑
七
�
下
旬
に
は
孫
K
仁
に
强
E
し
て
福
円
獨
立
を
宣
言
さ
せ
た(

144
)

︒
そ
の
こ
ろ
許
崇
智
が
黃

濂
軍
を
討
袁
軍
に
l
收
す
る
こ
と
を
企
圖
し
て
い
た
と
﹃
申
報
﹄
は
報
じ
て
い
る(

145
)

︒
ま
た
︑
興
�
の
同
|
會
員
で
省
議
會
議
員
で
も
あ
っ
た
林

師
$
が
︑
招
撫
を
黃
濂
に
働
き
か
け
た
と
す
る
.
料
も
あ
る(

146
)

︒
し
か
し
︑
第
二
革
命
が
失
敗
し
︑
許
崇
智
が
o
¿
す
る
と
︑
孫
K
仁
は
直
ち
に

福
円
獨
立
を
取
り
Í
し
た
︒
直
後
の
八
�
一
七
日
︑
孫
K
仁
は
袁
に
對
し
て
以
下
の
よ
う
に
辯
2
し
て
い
る
︒﹁
私
が
黃
濂
の
歸
順
を
圖
っ
た

の
は
︑
匪
�
に
よ
る
擾
亂
を
鎭
め
︑
民
や
敎
徒
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
り
︑
決
し
て
黃
濂
に
一
黨
を
c
い
て
莆
田
に
á
留
さ
せ
よ
う
と
の
C
圖

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
米
國
領
事
は
︑
黃
濂
と
そ
の
一
黨
を
莆
田
に
á
留
さ
せ
て
治
安
を
維
持
さ
せ
る
方
法
は
不
%
切
と
言
っ
て
い
る
よ
う

で
す
が
︑
そ
れ

(
黃
濂
と
そ
の
一
黨
を
莆
田
に
á
留
さ
せ
る
こ
と

−

筆
者
)
は
傳
聞
の
訛
り
で
す(

147
)

﹂︑
と
︒
し
か
し
︑
&
捕
を
恐
れ
た
林
師
$
が
南
洋

に
o
¿
し
た
こ
と
は
見
o
せ
な
い
︒
林
自
身
は
︑
黃
濂
と
の
共
謀
は
'
解
で
あ
る
と
辯
2
し
た
が
︑
こ
れ
は
祖
父
が
連
座
に
よ
り
&
捕
さ
れ
︑

そ
の
釋
放
を
求
め
た
た
め
で
あ
ろ
う(

148
)

︒
そ
れ
ゆ
え
︑
福
円
獨
立
の
>
後
︑
國
民
黨
系
勢
力
と
黃
濂
と
の
閒
で
何
ら
か
の
Ã
涉
が
あ
っ
た
と
の
疑

い
は
拭
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
れ
で
も
︑
黃
濂
の
衆
徒
を
莆
田
に
á
屯
さ
せ
る
こ
と
が
a
束
さ
れ
た
2
確
な
證
據
は
な
い
︒
し
か
し
︑
福
円
獨
立
が
宣
言
さ
れ
た
>
後
の

時
�
に
︑
美
以
美
會
信
徒
の
家
屋
一
九
戶
が
略
奪
を
�
け
︑
一
二
人
が
誘
Õ
さ
れ
︑
一
人
の
傳
K
師

(中
國
人
と
思
わ
れ
る

−

筆
者
)
が
擊
ち
殺

さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
發
生
し
た
︒
身
代
金
を
荏
拂
い
︑
よ
う
や
く
學
生
の
一
人
が
解
放
さ
れ
る
な
か
︑
敵
對
勢
力
が
福
円
の
政
權
を
握
る
こ

と
を
敎
會
が
恐
れ
た
こ
と
は
閒
�
い
な
か
ろ
う(

149
)

︒
そ
れ
ゆ
え
︑
一
九
一
三
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
︑
美
以
美
會
と
米
國
領
事
は
匪
黨
の
討
伐

と
敎
會
・
信
徒
の
損
m
賠
償
を
頻
繁
に
外
Ã
部
に
働
き
か
け
た
︒
さ
ら
に
︑
北
京
á
在
の
米
國
公
8
は
︑
福
州
の
領
事
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

報

を
元
に
︑
黃
濂
な
ど
の
武
裝
集
團
と
結
託
す
る
紳
士
と
し
て
︑
江
春
霖
や
そ
の
息
子
江
祖
苞
の
名
(
を
外
Ã
部
に
提
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る(
150
)

︒そ
の
後
︑
黃
濂
一
黨
の
武
裝
行
動
は
�
熄
に
向
か
っ
た
が
︑
黃
濂
の
生
死
や
行
方
は
不
2
の
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
美
以
美
會
へ
の
賠
償
に
つ
い

て
は
︑
當
初
該
會
は
銀
二
萬
七
〇
〇
〇
大
洋
を
E
求
し
た
が
︑
Ã
涉
の
結
果
銀
一
萬
三
〇
〇
〇
大
洋
の
荏
拂
い
で
決
着
し
︑
黃
濂
討
伐
に
成
果
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を
收
め
得
な
か
っ
た
武
官
が
處
罰
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
一
九
一
三
年
六
�
以
影
︑
短
�
閒
だ
が
仙
游
縣
知
事
を
務
め
た
江
春
霖
の
息
子
江
祖
苞
は
︑

こ
の
時
旣
に
職
を
辭
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
×
っ
て
免
官
の
處
置
を
�
け
る
に
至
っ
た
︒
江
春
霖
自
身
に
も
匪
�
庇
護
の
w
疑
が
か
け
ら

れ
た
が
︑
莆
田
の
紳
士
・
商
人
が
保
證
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
處
罰
は
免
れ
た(

151
)

︒

(5
)
江
春
霖
と
反
亂
と
の
關
係

江
春
霖
は
︑
自
分
へ
の
w
疑
は
0
く
の
)
謗
で
あ
る
と
︑
友
人
の
張
琴

(當
時
衆
議
院
議
員(
152
)

)
へ
の
書
信
の
な
か
で
訴
え
て
い
る
︒

美
以
美
會
は
黃
濂
の
招
撫
に
反
對
し
︑
�
武
官
や
當
地
の
紳
士
を
處
罰
す
べ
き
と
外
Ã
部
に
打
電
し
ま
し
た
が
︑
そ
の
中
に
は
春
霖
へ
の

)
謗
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
︒
そ
こ
で
は
敝
僕
の
阿
超
が
濂
と
親
戚
關
係
が
あ
り
︑
阿
超
は
私
の
家
の
奉
公
人
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
︒
そ

し
て
吾
邑
の
匪
事
は
0
て
私
春
霖
が
×
中
で
操
作
し
て
お
り
︑
そ
の
結
果
息
子
の
祖
苞
が
仙
�
の
知
事
を
務
め
た
際
に
敎
案
を
處
理
せ
ず
︑

敎
民
の
生
命
・
財
產
が
吾
郡
に
お
い
て
甚
だ
し
く
危
險
に
陷
っ
た
と
し
て
い
ま
す
︒
(中
略
)
し
か
し
美
敎
の
)
謗
す
る
內
容
は
0
く
あ

り
え
な
い
こ
と
で
す(

153
)

︒

そ
し
て
︑
黃
濂
と
面
會
し
た
の
は
政
府
側
の
依
賴
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
︑
申
し
添
え
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
美
以
美
會
が
江
春
霖
と
黃
濂
と
の
結
託
を
疑
っ
た
こ
と
は
︑
招
撫
を
-
唱
し
た
以
外
に
も
︑
以
>
か
ら
美
以
美
會
と
の
閒
で
生

じ
て
い
た
閒
�
に
關
係
す
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
美
以
美
會
が
發
行
し
て
い
た
怨
聞
﹃
奮
興
報
﹄
-
筆
の
宋
學
銘
牧
師
へ
の
江
の
書

鯵
か
ら
確
Ò
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
同
紙
は
︑
①
林
爾
嘉

(臺
灣
板
橋
林
家
の
人
)
が
電
灯
公
司
を
興
し
た
際
に
︑
江
春
霖
が
こ
れ
に
關
與
し

た

(つ
ま
り
臺
灣
籍
民
の
事
業
に
協
力
し
た
)
︑
②
江
春
霖
の
弟
の
家
族
が
�
7
す
る
商
店
が
阿
片
の
禁
Ð
に
�
反
し
て
い
る
が
︑
地
方
官
は
>
御

:
の
威
勢
を
憚
っ
て
取
り
閲
ま
っ
て
い
な
い
︑
な
ど
と
報
じ
て
い
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
江
は
︑﹁
堰
飯
﹂
も
の
と
抗
議
し
︑
N
の
よ
う
に
論
�

し
た
︒
①
に
關
し
て
は
︑
林
は
中
國
で
公
債
二
〇
萬
元
を
+
入
し
て
い
る
と
し
︑﹁
中
國
に
居
て
洋
籍
を
冒
し
︑
洋
旗
を
掛
け
︑
洋
敎
を
奉
じ
︑

洋
勢
を
借
り
て
虎
と
な
る
の
と
比
�
し
て
︑
林
の
方
が
善
で
あ
る
﹂
と
営
べ
︑
中
國
人
信
徒
の
宋
を
辛
辣
に
皮
肉
っ
た
︒
さ
ら
に
②
に
つ
い
て
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は
︑﹁
も
し
こ
の
行
爲
が
あ
れ
ば
證
據
を
示
し
て
官
に
報
じ
て
究
治
せ
し
め
よ
﹂
と
語
氣
を
强
め
て
い
る(

154
)

︒

以
上
か
ら
︑
江
が
美
以
美
會
︑
特
に
中
國
人
牧
師
に
對
し
て
w
惡
感
を
,
い
て
い
た
こ
と
は
2
白
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
︑
黃
濂
の
亂
の
後
ろ

盾
と
し
て
×
-
し
た
か
と
い
え
ば
︑
こ
れ
は
疑
わ
し
い
︒
そ
も
そ
も
江
春
霖
は
監
察
御
:
と
し
て
興
�
へ
の
田
賦
賦
課
の
不
公
[
性
を
訴
え
る

と
と
も
に
︑
憚
る
こ
と
な
く
袁
世
凱
や
慶
親
王
な
ど
の
權
力
者
を
度
々
彈
云
し
た
た
め
︑
譴
責
さ
れ
て
職
を
辭
し
た
淸
官
で
あ
る(

155
)

︒
民
衆
の
困

苦
に
も
同

1
で
あ
り
︑
敎
會
を
襲
擊
し
た
村
落
に
賠
償
金
を
課
す
こ
と
に
も
﹁
特
に
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
重
い
と
︑
百
姓
は
.

擔
で
き
ず
︑
冒
險
行
爲
に
走
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
す(

156
)

﹂
と
訴
え
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
地
域
社
會
の
安
寧
を
重
視
し
た
人
物
が
︑
た
と
え

個
人
1
に
洋
敎
を
w
っ
た
と
し
て
も
︑
武
裝
集
團
を
8
嗾
し
︑
大
亂
を
引
き
�
こ
す
も
の
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
敎
會
へ
の
攻
擊
が
古
田
敎
案
や

義
和
團
事
件
で
の
よ
う
に
︑
外
國
の
介
入
を
容
易
に
招
く
こ
と
は
︑
江
は
百
も
承
知
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
な
お
︑
江
姓
一
族
の
生
員
の
江
露

が
早
�
か
ら
黃
濂
と
關
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
江
春
霖
の
宥
和
�
勢
に
影
G
を
與
え
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
︑
直
接
黃
濂
一
黨
を
8

嗾
し
た
證
據
は
な
い
︒
ゆ
え
に
︑
美
以
美
會
と
米
國
á
福
州
領
事
が
江
春
霖
を
反
亂
の
黑
幕
と
し
て
訴
え
た
こ
と
は
︑
當
時
興
�
の
紳
士
層
に

對
し
て
猜
疑
心
を
高
め
て
い
た
ゆ
え
の
勇
み
足
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
︑
筆
者
は
æ
斷
し
て
い
る
︒

(6
)
黃
濂
の
亂
�
熄
後
の
興
�
で
の
政
治
と
社
會

第
二
革
命
で
革
命
£
が
敗
�
す
る
と
︑
黃
濂
の
招
撫
の
可
能
性
は
Í
滅
し
た
︒
そ
し
て
一
九
一
三
年
九
�
黃
濂
は
病
の
た
め
に
死
¿
し
た
が
︑

官
が
屍
を
辱
め
る
こ
と
を
恐
れ
た
家
族
が
/
體
を
隱
し
た
た
め
︑
死
體
は
長
ら
く
發
見
さ
れ
な
か
っ
た(

157
)

︒﹃
ノ
ー
ス
チ
ャ
イ
ナ
・
ヘ
ラ
ル
ド
﹄

の
一
九
一
四
年
一
�
一
七
日
の
記
事
が
︑
黃
濂
の
生
け
捕
り
や
死
體
の
y
報
に
賞
金
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る(

158
)

︒
こ
れ
に
鑑
み

れ
ば
︑
地
元
民
衆
は
黃
濂
の
死
や
死
體
の
あ
り
か
に
關
す
る

報
を
官
に
報
吿
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
孫
K
仁
は
一
九
一
三
年
八
�
に
な
る
と
︑
福
円
獨
立
は
許
崇
智
の
獨
斷
で
あ
り
︑
自
分
は
や
む
な
く
從
っ
た
だ
け
で
あ
る
と
す

る
聲
2
を
だ
し
た(

159
)

︒
し
か
し
︑
孫
は
一
二
�
に
福
円
都
督
を
解
任
さ
れ
︑
福
円
á
屯
の
湖
南
系
部
¦
も
槪
ね
解
體
さ
れ
た(

160
)

︒
孫
に
代
わ
り
袁
の
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直
系
李
厚
基
が
護
軍
8
と
し
て
福
円
に
£
°
さ
れ
︑
政
・
軍
の
權
力
を
掌
握
し
た
︒
こ
れ
以
影
︑
國
民
革
命
ま
で
の
�
閒
︑
省
都
福
州
は
北
京

政
府
系
の
軍
事
政
權
に
瓜
治
さ
れ
る
こ
と
に
な
る(

161
)

︒
た
だ
し
︑
外
來
の
軍
事
政
權
が
福
円
を
隅
々
ま
で
掌
握
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒
袁
世
凱

の
死
後
︑
北
京
政
府
に
對
抗
し
て
廣
州
に
廣
東
政
府
が
成
立
す
る
と
︑
福
円
は
南
北
兩
政
府
の
角
0
の
舞
臺
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
一
九
一
八
年

に
段
祺
瑞
が
軍
事
力
を
も
っ
て
南
北
の
瓜
一
を
試
み
た
際
に
は
︑
廣
東
政
府
側
は
在
地
武
裝
勢
力
を
糾
合
し
て
﹁
福
円
靖
國
軍
﹂
を
組
織
し
︑

こ
の
動
き
に
對
抗
し
た(

162
)

︒
こ
の
後
︑
福
円
で
は
廣
東
政
府
か
ら
承
Ò
を
�
け
た
﹁
民
軍
﹂
と
稱
さ
れ
る
地
方
武
裝
勢
力
が
割
據
し
︑
興
�
で
も

黃
濂
の
部
¦
に
參
加
し
て
い
た
首
領
の
一
部
が
民
軍
の
頭
目
と
な
っ
た(

163
)

︒
こ
う
し
て
︑
軍
事
勢
力
が
各
地
に
割
據
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
興
�
の

治
安
は
極
度
に
惡
�
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

罌
粟
栽
培
に
つ
い
て
は
︑
黃
濂
の
亂
の
後
の
一
九
一
三
年
一
〇
�
︑
福
円
都
督
が
內
務
部
に
對
し
て
N
の
報
吿
を
行
っ
て
い
る
︒
﹁
閩
省
の

Ð
館
は
旣
に
一
律
閉
ç
し
ま
し
た
︒
今
囘
の
罌
粟
栽
培
の
禁
止
に
つ
い
て
は
︑
�
屬
の
地
方
官
に
嚴
し
く
¥
査
さ
せ
︑
管
�
す
る
境
域
に
お
い

て
罌
粟
栽
培
を
禁
止
さ
せ
る
こ
と
を
︑
各
觀
察
8
に
命
令
し
ま
し
た(

164
)

﹂︒
さ
ら
に
中
央
政
府
も
重
ね
て
種
Ó
︑
@
輸
︑
l
Ð
の
禁
止
を
0
國
の

地
方
官
に
嚴
命
し
た(

165
)

︒
し
か
し
︑
袁
の
死
後
の
軍
事
勢
力
の
割
據
と
政
治
の
混
亂
は
福
円
に
お
け
る
阿
片
の
取
り
閲
ま
り
を
不
可
能
と
し
て

い
っ
た
︒
罌
粟
栽
培
も
復
活
・
活
性
�
し
︑
農
民
に
は
Ð
捐
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る(

166
)

︒

�
後
に
︑
興
�
に
お
け
る
敎
會
の
事
業
の
そ
の
後
を
一
ö
す
る
︒
黃
濂
の
亂
の
�
閒
は
︑
敎
會
で
の
禮
拜
も
し
ば
し
ば
中
止
に
n
い
5
ま
れ

た
が(

167
)

︑
亂
の
�
熄
後
の
一
九
一
四
年
に
は
︑
美
以
美
會
の
敎
勢
は
盛
り
±
し
て
い
る
︒
正
規
の
信
徒
は
一
〇
％
︑
洗
禮
志
願
者
を
含
め
れ
ば
四

〇
％
も
增
加
し
︑
敎
會
へ
の
寄
付
も
三
五
％
增
加
し
た(

168
)

︒
厦
門
の
日
本
領
事
館
は
︑
一
九
一
五
年
に
﹁
探
聞
ス
ル
處
ニ
據
レ
バ
同
人

(ブ
ル
ー

ス
タ
ー

−

筆
者
)
ハ
興
�
ニ
居
q
ス
ル
コ
ト
三
十
年
ノ
久
Á
ニ
M
ヒ
敎
民
a
二
萬
人
ヲ
7
シ
同
地
方
ニ
於
テ
一
大
勢
力
ヲ
擁
ス
ル(

169
)

﹂
と
︑
美
以

美
會
の
發
展
に
9
目
す
る
報
吿
を
行
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
治
安
の
惡
�
は
敎
會
に
も
深
刻
な
影
G
を
與
え
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
︑
一
九

二
〇
年
代
以
影
に
な
る
と
︑
反
キ
リ
ス
ト
敎
風
潮
が
發
生
し
︑
國
民
革
命
で
は
反
?
國
-
義
@
動
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
︒
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お
わ
り
に

K
光
中
葉
以
影
の
興
�
で
は
︑
社
會
內
部
で
の
利
m
對
立
が
D
む
中
で
︑
祭
典
組
織
で
あ
る
社

(血
緣
・
地
緣
結
合
も
2
含
す
る
)
を
基
礎
と

し
て
︑
烏
白
旗
と
呼
ば
れ
る
武
裝
結
社
が
形
成
さ
れ
た
︒
ま
た
黃
濂
の
故
U
三
十
六
U
が
位
置
す
る
莆
田
南
部
は
︑
灌
漑
の
發
展
し
た
中
部
︑

商
業
の
發
展
し
た
北
部
と
比
�
し
て
貧
し
く
︑
加
え
て
三
十
六
U
の
屬
す
る
南
部
は


界
令
の
外
側
と
し
て
社
會
1
に
見
下
さ
れ
た
地
域
で

あ
っ
た
︒
そ
こ
で
は
¤
食
・
持
戒
を
敎
義
と
す
る
關
門
敎
が
�
容
さ
れ
て
お
り
︑
黃
濂
の
側
B
に
は
同
敎
徒
が
含
ま
れ
た
︒
ま
た
︑
黃
濂
一
黨

が
軍
事
行
動
を
�
こ
す
際
に
︑
虎
公
山
の
i
の
神
>
で
占
い
を
行
っ
た
り
︑
|
a
を
立
て
た
り
︑
自
然
現
象
を
神
助
と
捉
え
た
り
し
た
の
は
︑

在
地
の
民
閒
信
仰
を
背
景
に
し
た
民
俗
1
心
性
に
由
來
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
占
い
や
神
>
で
の
儀
禮
は
︑
蹶
�
の
た
め
に
人
々
の


緖

(集
合
心
性
)
を
高
め
︑
結
合
を
强
�
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
の
檢
討
か
ら
︑
黃
濂
の
亂
は
︑
以
下
の
原
因
が
複
合
�
し
て
勃
發
し
た
事
件
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
︒
そ
れ
は

①
義
和
團
賠
償

以
影
の
課
稅
の
强
�
や
物
價
の
ï
貴
に
よ
る
生
活
の
困
窮
と
不
滿
の
高
ま
り
︑
②
辛
亥
革
命
後
に
湖
南
系
の
外
來
勢
力
が
省
政
府
の
政
治
權

力
を
握
っ
た
こ
と
︑
③
怨
政
府
の
下
で
も
�
待
に
反
し
て
重
稅
が
i
和
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
︑
④
淸
末
以
來
の
罌
粟
栽
培
の
取
り
閲
ま
り
が

怨
政
府
に
お
い
て
も
繼
續
さ
れ
た
こ
と
︑
⑤
莆
田
南
部
三
十
六
U
の
祭
典
組
織
を
背
景
と
し
た
武
裝
集
團

(
烏
白
旗
)
が
當
初
よ
り
存
在
し
︑

こ
れ
ら
の
人
々
の
絆
を
基
礎
と
し
て
黃
濂
が
蹶
�
し
た
こ
と
︑
な
ど
で
あ
る
︒
さ
ら
に
黃
濂
の
蜂
�
軍
が
三
十
六
U
の
地
域
1
結
合
の
範
圍
を

超
え
て
︑
莆
田
・
仙
游
を
含
む
興
�
0
域
で
活
動
で
き
た
背
景
に
は
︑
淸
末
以
影
地
域
に
â
ã
し
て
い
た
哥
老
會
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
作

用
し
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
烏
白
旗
の
對
立
を
背
景
に
一
部
地
區
の
民
衆
が
黃
濂
に
敵
對
し
た
よ
う
に
︑
從
來
か
ら
の
地
域

閒
對
立
が
黃
濂
に
よ
る
民
衆
の
糾
合
を
妨
げ
た
側
面
も
︑
社
會
3
4
に
由
來
す
る
現
象
と
し
て
看
�
で
き
な
い
︒
興
�
で
の
哥
老
會
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
È
な
る
檢
證
が
必
E
で
あ
ろ
う
が
︑
少
な
く
と
も
民
衆
蜂
�
の
背
景
に
血
緣
・
地
緣
そ
し
て
祭
祀
典
禮
組
織
を
y
じ
た
日

常
1
共
同
性
が
存
在
し
た
こ
と
を
本
稿
で
の
檢
討
を
y
じ
て
證
2
で
き
た
と
考
え
る
︒
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さ
ら
に
︑
從
來
の
中
國
で
の
硏
究
で
は
︑
黃
濂
の
反
亂
は
當
初
か
ら
反
洋
敎
・
反
?
國
-
義
の
旗
印
を
揭
げ
た
民
衆
鬭
爭
と
し
て
理
解
さ
れ

て
き
た
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
①
興
�
地
區
に
は
辛
亥
革
命
ま
で
は
人
命
に
關
わ
る
大
き
な
敎
案
は
發
生
し
て
い
な
か
っ
た
︑
②
古
田

敎
案
や
義
和
團
事
件
の
後
に
も
︑
民
衆
が
敎
會
の
保
護
を
求
め
て
い
っ
た
こ
と
︑
③
敎
育
︑
醫
療
︑
慈
善
な
ど
に
敎
會
が
盡
力
し
た
こ
と
に

加
え
︑
美
以
美
會
は
訴
訟
に
卷
き
5
ま
れ
る
こ
と
を
愼
重
に
Ê
け
て
い
た
こ
と
︑
な
ど
を
2
ら
か
に
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹁
衛
神
2
・
滅
祖
先
﹂

に
代
表
さ
れ
る
傳
瓜
秩
序
觀
と
の


擦
が
︑
保
守
1
な
人
々
を
し
て
敎
會
に
對
す
る
w
惡
感
を
,
か
せ
た
側
面
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
ま

た
貧
困
層
を
信
徒
に
取
り
5
ん
で
い
く
敎
會
に
對
す
る
反
撥
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
︑
黃
濂
に
よ
る
﹁
反
洋
敎
﹂
の
-
張
が
當
初

か
ら
鮮
2
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
罌
粟
栽
培
に
美
以
美
會
が
反
對
し
︑
外
Ã
ル
ー
ト
を
y
じ
て
黃
濂
の
討
伐
と
罌
粟
の
廢
棄
を
訴
え
た
こ

と
が
︑
彼
ら
の
怒
り
に
火
を
附
け
た
側
面
は
看
�
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

外
國
敎
會
が
K
義
1
觀
點
か
ら
阿
片
撲
滅
に
取
り
組
ん
だ
一
方
で
︑
黃
濂
は
在
地
民
衆
の
“
今
こ
の
時
の
生
活
”
を
保
護
す
る
た
め
に
罌
粟

栽
培
を
擁
護
し
︑
そ
れ
に
反
對
す
る
敎
會
を
攻
擊
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
行
爲
は
︑
あ
る
C
味
地
域
民
衆
の
現
實
1
な
﹁
生
き
る
論
理
﹂
と
も

言
え
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
な
お
︑
黃
濂
へ
の
討
伐
が
�
�
段
階
で
i
慢
に
な
っ
た
の
は
︑
第
二
革
命
へ
と
向
か
う
政
治
狀
況
が
影
G
し
︑

舊
同
|
會
勢
力
が
黃
濂
軍
の
取
り
5
み
を
劃
策
し
た
こ
と
と
關
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
︑
附
言
し
て
お
き
た
い
︒

つ
ま
り
︑
黃
濂
の
亂
は
反
洋
敎
・
反
?
國
-
義
の
:
觀
か
ら
說
2
で
き
る
單
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
地
域
で
の
社
會
3
4
や
キ
リ
ス
ト

敎
事
業
の
實
態
︑
傳
瓜
1
«
俗
に
依
據
す
る
民
衆
の
心
性
︑
辛
亥
革
命
後
の
液
動
1
な
政
治
狀
況
な
ど
の
複
雜
な
背
景
を
踏
ま
え
て
初
め
て
︑

そ
の
0
貌
が
理
解
で
き
る
事
件
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
︒

�(1
)

T
h
e
o
d
o
re
C
.
T
a
y
lo
r,
“
O
p
iu
m
,
a
n
U
n
se
ttle
d
Q
u
e
stio
n
”

(
E
x
tra
c
te
d
fro
m

T
h
e
C
o
n
tem
p
o
ra
ry
R
ev
iew
,
Ju
n
e
1
9
1
3
,

L
o
n
d
o
n
)
.
當
該
.
料
は
︑
怨
村
容
子
﹁
モ
リ
ソ
ン
・
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
よ
り
見
る
20
世
紀
初
頭
ア
ヘ
ン
n
放
@
動
﹂
(
斯
波
義
信
・
岡
本
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隆
司
§
﹃
モ
リ
ソ
ン
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
世
界
﹄
(改
訂
增
補
版
)
東

洋
�
庫
︑
二
〇
一
七
年
)
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
村
上
衞
﹁
禁

Ð
と
l
Ð
の
あ
い
だ
︱
︱
禁
Ð
@
動
下
の
閩
南
社
會
﹂
(
>
揭
書
�

收
)
も
同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
�
藏
:
料
を
利
用
し
︑
福
円
南
部
で
の
阿

片
の
取
り
閲
ま
り
を
分
析
し
て
い
る
︒

(2
)

M
a
d
a
n
c
y
は
︑
舊
式
の
紳
士
が
反
亂
を
背
後
か
ら
8
嗾
し
た
が
︑

黃
濂
の
軍
¦
の
內
實
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
地
域
の
宗
敎
セ

ク
ト
︑
祕
密
結
社
︑
革
命
組
織
と
の
結
び
つ
き
の
證
據
も
な
い
︑
と

営
べ
て
い
る
︒
Jo
y
c
e
A
.
M
a
d
a
n
c
y
,
T
h
e
T
ro
u
b
leso
m
e
L
eg
a
cy

o
f
C
o
m
m
issio
n
er
L
in
:
T
h
e
O
p
iu
m

T
ra
d
e
a
n
d
O
p
iu
m

S
u
p
p
ressio
n
in
F
u
jia
n
P
ro
v
in
ce,
1
8
2
0
s
to
1
9
2
0
s,
H
a
rv
a
rd

U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
2
0
0
3
,
p
.3
1
7
.

(3
)

×
振
滿
﹁
神
i
祭
典
與
社
區
發
展
模
式
︱
莆
田
江
口
[
原
1
例

證
﹂
(同
﹃
U
族
與
國
家

多
元
視
野
中
1
閩
臺
傳
瓜
社
會
﹄
北
京
︑

三
聯
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
)︒
×
振
滿
﹁
莆
田
[
原
1
宗
族
與
宗
敎

︱
︱
福
円
興
�
府
歷
代
碑
銘
解
析
﹂
(劉
永
華
-
§
﹃
中
國
社
會
�

�
讀
本
﹄
北
京
︑
北
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
�
收
)︒

K
e
n
n
e
th
D
e
a
n
a
n
d
Z
h
e
n
g
Z
h
e
n
m
a
n
,R
itu
a
l
A
llia
n
ces
o
f
th
e

P
u
tia
n
P
la
in
,
V
o
l.1
:
H
isto
rica
l
In
tro
d
u
ctio
n
to
th
e
R
etu
rn

o
f
th
e
G
o
d
s
;
V
o
l.
2
:
A

S
u
rv
ey
o
f
V
illa
g
e
T
em
p
les
a
n
d

R
itu
a
l
A
ctiv
ities,
B
rill,
2
0
1
0
.
陳
琳
﹁
莆
田
烏
白
旗
事
件
淺
析
﹂

(﹃
福
円
師
範
大
學
福
淸
分
校
學
報
﹄
二
〇
〇
二
年
第
一
�
)︒

(4
)

莆
田
學
院
圖
書
館
特
色
書
庫
に
は
︑
黃
濂
の
亂
に
關
す
る
未
刊
行

の
地
方
性
.
料
が
多
數
�
藏
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
興
�
の
敎

會
關
係
者
張
忠
舒
の
﹃
十
六
皇
?
小
:
﹄
な
ど
の
同
時
代
人
が
書
き

記
し
た
�
獻
.
料
M
び
一
九
五
〇
年
代
後
ð
か
ら
六
〇
年
代
初
頭
に

作
成
さ
れ
た
口
営
記
錄
を
利
用
す
る
︒
こ
れ
ら
は
一
九
六
〇
年
代
>

ð
に
§
纂
さ
れ
た
﹃
莆
田
縣
志
﹄
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
.
料
と
推

測
さ
れ
る
︒

(5
)

社
會
:
家
の
二
宮
宏
之
は
︑
心
性
を
﹁
人
々
の
こ
こ
ろ
の
︑
自
覺

さ
れ
な
い
隱
れ
た
領
域
か
ら
︑
感
覺
︑
感

︑
欲
求
︑
さ
ら
に
は
︑

價
値
觀
︑
世
界
宴
に
至
る
ま
で
の
︑
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
を
2
み
5

む
廣
い
槪
念
﹂
と
定
義
す
る

(二
宮
宏
之
﹃
二
宮
宏
之
著
作
集
﹄
二
︑

岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︑
一
〇
二
頁
)
︒

(6
)

福
井
憲
彥
﹃
怨
し
い
歷
:
學
と
は
何
か
︱
︱
ア
ナ
ー
ル
學
£
か

ら
學
ぶ
も
の
﹄
v
談
社
︑
一
九
九
五
年
︑
二
五
八
頁
︒

(7
)

例
え
ば
︑
中
共
莆
田
市
委
黨
:
硏
究
室
﹃
中
共
閩
中
地
方
:

怨

民
-
-
義
革
命
時
�
﹄
北
京
︑
中
央
�
獻
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︑

�
收
の
緖
論
﹁
反
抗
?
國
-
義
É
略
1
反
洋
敎
鬭
爭
﹂
︒

(8
)

王
福
梅
﹁
淸
至
民
國
美
以
美
會
在
莆
田
1
傳
播
與
特
點
﹂
(﹃
莆
田

學
院
學
報
﹄
一
一
卷
一
一
�
︑
二
〇
〇
四
年
)︒

(9
)

-

に

8

用

す

る

の

は
︑
M
issio
n
a
ry

F
iles
:
M
eth
o
d
ist

E
p
isco
p
a
l
C
h
u
rch
,
1
9
1
2
-
1
9
4
9
,
C
h
in
a
,
Ja
p
a
n
,
a
n
d
K
o
rea
,

S
c
h
o
la
rly
R
e
so
u
rc
e
s
In
c
.
で
あ
る

(關
西
學
院
大
學
圖
書
館
�

藏
︑
以
下
.
料
名
の
頭
�
字
を
と
り

M
E
C
F
ile
と
略
記
す
る
)
︒

な
お
︑
�
書
の
原
件
や
英
�
版
の
年
N
會
議
議
事
錄
は
︑
T
h
e

U
n
ite
d
M
e
th
o
d
ist
A
rc
h
iv
e
s
a
n
d
H
isto
ry
C
e
n
te
r,
D
re
w

U
n
iv
e
rsity
,
N
J,
U
S
A
に
�
藏
さ
れ
て
お
り
︑
筆
者
も
閱
覽
に
赴

い
た
︒
そ
の
他
︑
C
h
u
rch
M
issio
n
a
ry
S
o
ciety
A
rch
iv
e,S
e
c
tio
n

I
[
E
a
st
A
sia
M
issio
n
s]
,A
d
a
m
M
a
tth
e
w
P
u
b
lic
a
tio
n
s
(桃
山
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學
院
大
學
圖
書
館
�
藏
)
も
參
照
し
た
︒

(10
)

佐
F
公
彥
﹁
一
八
九
五
年
の
福
円
・
古
田
敎
案
﹂
(﹃
淸
末
の
キ
リ

ス
ト
敎
と
國
際
關
係
﹄
�
古
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
︑
�
收
)︒
蒲
豐

彥
﹁
地
域
:
の
な
か
の
廣
東
農
民
@
動
﹂
(狹
閒
直
樹
§
﹃
中
國
國

民
革
命
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
�
︑
一
九
九
二
年
︑
�

收
)︒
同
﹁
宣
敎
師
︑
中
國
人
信
者
と
淸
末
華
南
U
村
社
會
﹂
(﹃
東

洋
:
硏
究
﹄
六
二
卷
三
號
︑
二
〇
〇
三
年
)︒
同
﹁
義
和
團
事
件
>

夜
の
キ
リ
ス
ト
敎
會
﹂
(﹃
東
洋
:
硏
究
﹄
七
五
卷
二
號
︑
二
〇
一
六

年
)︒
孫
江
﹃
B
代
中
國
の
革
命
と
祕
密
結
社
﹄
�
古
書
院
︑
二
〇

〇
七
年
︒
F
谷
浩
悅
﹃
湖
南
省
B
代
政
治
:
硏
究
﹄
�
古
書
院
︑
二

〇
一
三
年
︒

(11
)

歷
:
社
會
學
1
方
法
と
は
︑
人
々
の
行
爲
を
︑
そ
れ
が
展
開
さ
れ

た
﹁
場
﹂
の
特
性
と
關
聯
附
け
て
捉
え
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
を
時
閒

軸
の
な
か
で
考
察
す
る
手
法
で
あ
る
︒
詳
し
く
は
︑
筒
井
淸
忠
§

﹃
歷
:
社
會
學
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
﹄
人
�
書
院
︑
一
九
九
七
年
︑﹁
序

論
﹂
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(12
)

施
鴻
保

(來
怨
夏
校
點
)﹃
閩
雜
記
﹄
卷
七
﹁
烏
白
旗
﹂︑
福
州
︑

福
円
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
︒
興
�
烏
白
旗
之
始
︑
�
於
仙
游

洋
寨
村
與
溪
裏
村
械
鬭
︒
洋
寨
村
7
張
大
?
i
︑
村
人
執
i
中
黑
旗

領
鬭
獲
P
︒
溪
裏
村
7
天
后
i
︑
村
人
�
執
i
中
白
旗
領
鬭
亦
P
︒

由
是
二
村
械
鬭
︑
常
分
執
黑
白
旗
︑
各
B
小
村
附
之
︒
漸
M
德
�
・

大
田
・
莆
田
・
南
安
等
處
︑
一
旗
皆
萬
餘
人
︒

(13
)

陳
池
養
﹁
興
郡
勦
捕
事
宜
議
﹂
(﹃
愼
餘
書
屋
詩
�
集
：
g
�
﹄

﹃
臺
灣
�
獻
匯
刊
﹄
第
四
輯
第
一
四
册
︑
北
京
︑
九
州
出
版
社
・
厦

門
︑
厦
門
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
�
收
)
二
八
二
頁
︒
興
郡

之
7
烏
白
旗
︑
始
於
K
光
十
八
年
九
︑
�
今
十
五
六
年
︒
其
初
隨
處

聯
︑
各
小
U
與
大
U
鬭
︒
漸
聯
漸
多
︑
而
大
U
亦
復
相
聯
︒
至
K
光

廿
五
年
︑
仙
邑
香
連
慈
三
里
聯
結
大
鬭
︒
旗
分
黑
白
︑
而
烏
白
旗
之

名
大
著
︒
自
是
後
︑
與
烏
旗
合
者
爲
烏
旗
︒
與
白
旗
合
者
爲
白
旗
︒

縱
五
十
里
橫
^
百
里
︑
亘
於
莆
仙
之
閒
戰
爭
不
息
︒

(14
)

德
福
﹃
閩
政
領
E
﹄﹁
民
風
好
尙
﹂
(﹃
臺
灣
�
獻
匯
刊
﹄
第
四
輯

第
一
五
册
︑
北
京
︑
九
州
出
版
社
・
厦
門
︑
厦
門
大
學
出
版
社
︑
二

〇
〇
四
年
︑
�
收
)
八
九
頁
︒
興
�
永
春
M
上
游
Z
円
邵
等
府
俱
以

]
種
爲
業
︒
俗
尙
稍
馴
︒

(15
)

莆
田
市
地
方
志
§
纂
委
員
會
§
﹃
莆
田
市
志
﹄
北
京
︑
方
志
出
版

社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
二
二
三
頁
︒
曹
樹
基
﹃
中
國
人
口
:
﹄
五
卷
︑

上
海
︑
復
旦
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
八
九
頁
︒

(16
)

｢
烏
白
旗
﹂
(﹃
莆
田
�
:
.
料
﹄
五
輯
︑
一
九
八
三
年
)
一
一
七

～
一
二
〇
頁
︒

(17
)

陳
池
養
﹁
竊
嘆
﹂
(
>
揭
﹃
愼
餘
書
屋
詩
�
集
﹄
�
收
)
二
八
七

～
二
八
九
頁
︒
K
光
以
來
法
旣
稍
�
︑
官
亦
不
守
其
法
︒
惟
利
民
財
︑

7
鬭
不
問
︒
釀
成
命
案
則
臨
其
U
︑
按
其
家
之
高
下
而
取
盈
焉
︒
其

生
事
m
人
者
得
脫
身
事
外
︒
p
無
�
訴
︑
因
而
聯
U
︒
卽
同
居
一
U

而
小
姓
相
聯
︒
同
爲
一
姓
而
小
r
相
聯
︒
於
是
或
合
數
十
U
而
爲
一
︒

或
分
一
U
而
爲
二
︒
鬭
經
歲
�
︑
死
不
報
官
︒
此
械
鬭
之
風
之
�
以

日
長
也
︒

(18
)

こ
の
槪
念
は
︑
山
本
眞
﹃
B
現
代
中
國
に
お
け
る
社
會
と
國
家

︱
︱
福
円
省
で
の
革
命
︑
行
政
の
制
度
�
︑
戰
時
動
員
﹄
創
土
社
︑

二
〇
一
六
年
︑
序
違
︑
第
一
違
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(19
)

臺
灣
の
祭
祀
圈
に
つ
い
て
は
︑
林
美
容
﹃
U
土
:
與
村
莊
:
︱
人
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類
學
者
看
地
方
﹄
臺
北
︑
臺
原
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
を
參
照
さ
れ

た
い
︒

(20
)

>
揭
︑
×
振
滿
﹁
神
i
祭
典
與
社
區
發
展
模
式
﹂
二
三
六
～
二
三

七
頁
︒

(21
)

>
揭
︑
×
振
滿
﹁
莆
田
[
原
1
宗
族
與
宗
敎
﹂
二
三
三
頁
︒

(22
)

D
e
a
n
a
n
d
Z
h
e
n
g
,
o
p
.
c
it.,
V
o
l.2
,
p
p
.1
-
5
.
な
お
︑
森
田
2
も

水
利
を
軸
と
し
た
莆
田
村
落
の
聯
帶
を
示
唆
し
て
い
る
︒
森
田
﹁
福

円
莆
田
に
お
け
る
木
蘭
陂
の
管
理
機
3
と
供
應
i
﹂
(﹃
中
國
21
﹄

V
o
l.3
7︑
二
〇
一
二
年
)
七
三
頁
︒

(23
)

涵
江
區
地
方
志
§
纂
委
員
會
§
﹃
涵
江
區
志
﹄
北
京
︑
方
志
出
版

社
︑
一
九
九
七
年
︑
七
五
九
頁
︒

(24
)

陳
盛
韶
︑
小
島
晉
治
・
上
田
信
・
栗
原
純
譯
﹃
問
俗
錄

︱
︱
福

円
・
臺
灣
の
民
俗
と
社
會
﹄
[
凡
社
︑
一
九
八
八
年
︑
四
七
～
四
八

頁
︒

(25
)

朱
維
干
﹁
一
九
一
二
年
黃
濂
領
¬
1
莆
仙
農
民
�
義
﹂
(﹃
莆
田
�

:
.
料
﹄
二
輯
︑
一
九
八
一
年
)
三
〇
頁
︒﹁
凌
雲
殿

−

莆
田

−

福

円
寺
院
﹂
(﹃
佛
敎
¬
航
﹄
�
�
閱
覽
日
二
〇
一
八
年
三
�
八
日
)︒

h
ttp
:
/
/
w
w
w
.
fjd
h
.
c
n
/
ffz
t/
fjh
y
/
a
h
sy
2
0
1
3
/
0
8
/
1
0
0
5
5
3
2
7
7
1

0
6
.h
tm
l
筆
者
自
身
も
二
〇
一
八
年
一
二
�
七
日
に
凌
雲
殿
を
訪
れ
︑

i
宇
の
入
り
口
に
掛
け
ら
れ
た
﹁
三
十
六
U
董
事
叩
拜
﹂
の
�
字
を

確
Ò
し
た
︒

(26
)

｢重
修
凌
雲
殿
捐
.
捐
田
碑
﹂
(×
振
滿
・
丁
荷
生
§
纂
﹃
福
円
宗

敎
碑
銘
彙
§

興
�
府
分
册
﹄
一
九
九
五
年
︑
福
州
︑
福
円
人
民
出

版
社
)二
五
一
頁
︒

(27
)

宋
Z
L
氏

(男
性
)︑
六
一
歲
︑
宋
Y
S
氏

(男
性
)
八
〇
歲
︑

と
も
に
二
〇
一
一
年
七
�
二
七
日
︑
莆
田
笏
石
鎭
K
B
村
で
の
訪
問
︒

な
お
聽
き
取
り
¥
査
で
﹁
二
十
八
村
は
白
旗
に
屬
し
た
﹂
と
囘
答
を

得
た
二
十
八
村
で
あ
る
が
︑
D
e
a
n
a
n
d
Z
h
e
n
g
,V
o
l.2
,o
p
.c
it.,p
p
.

3
6
5
-
3
7
5
で
は
︑
H
u
sh
i
u
p
p
e
r
v
illa
g
e
a
llia
n
c
e
(
芴
石
上
十
四

U
)︑
H
u
sh
i
lo
w
e
r
fo
u
rte
e
n
v
illa
g
e
(
芴
石
下
十
四
U
)
と
記
さ

れ
て
お
り
︑
合
計
す
れ
ば
二
八
U
と
な
る
︒
聽
き
取
り
と
照
ら
し
合

わ
せ
れ
ば
U
＝
村

(
自
然
村
)
と
æ
斷
で
き
る
︒

(28
)

陳
松
靑
﹁
福
円
金
幢
敎
硏
究
﹂
(
福
円
師
範
大
學
修
士
論
�
︑
二

〇
〇
七
年
)
三
〇
～
三
七
︑
七
九
︑
八
三
頁
︒

(29
)

硋
�
大
¦
﹁
黃
濂
�
義
事
跡
¥
査
記
﹂
一
九
六
〇
年
四
�
¥
査
︑

八
頁
︒
何
在
大
¦
・
東
汾
大
¦
﹁
黃
濂
�
義
事
跡
¥
査
記
﹂
一
九
六

〇
年
五
�
︑
一
四
頁
︑
兩
.
料
は
と
も
に
莆
田
學
院
圖
書
館
�
藏
︒

ま
た
>
揭
︑
朱
維
干
﹁
一
九
一
二
年
黃
濂
領
¬
1
莆
仙
農
民
�
義
﹂

二
五
頁
︒

(30
)

D
e
a
n
a
n
d
Z
h
e
n
g
,
o
p
.
cit.,
V
o
l.1
,
p
.1
6
7
.

(31
)

張
忠
舒
﹃
十
六
皇
?
:
略
﹄
五
頁

(
書
寫
本
)
︑
執
筆
年
不
2
︑

莆
田
學
院
圖
書
館
�
藏
︒
同
.
料
は
︑
A

(4
)
で
営
べ
た
經
雲
に

よ
り
一
九
六
〇
年
>
後
に
收
集
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
の
但
し

書
き
に
は
︑
張
忠
舒
が
黃
濂
の
y
吿
�
な
ど
を
廣
く
收
集
し
た
と
あ

り
︑
そ
の
價
値
が
高
く
A
價
さ
れ
て
い
る
︒
引
用
部
分
原
�
：
銃
刀

會
者
係
集
各
U
精
於
槍
法
刀
法
之
人
︑
千
百
成
群
︑
聯
爲
團
體
⁝
⁝

素
7
黑
白
旗
之
爭
執
︑
聯
數
十
村
執
一
黑
旗
︑
與
彼
數
十
村
執
一
白

旗
者
接
仗
︒
�
々
血
肉
橫
飛
而
戰
興
E
烈
︒
槍
刀
會
之
人
印
旗
¦
中

之
¨
出
者
︒

(32
)

陳
池
養
﹁
代
楊
東
村
2
府
擬
è
王
撫
憲
�
臨
興
郡
稟
稿
﹂
(
>
揭
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﹃
愼
餘
書
屋
詩
�
集
﹄
)
三
九
五
頁
︒
惟
烏
白
旗
糾
結
旣
多
︒
日
事
戰

鬭
︑
U
小
者
爲
首
一
二
人
︑
稍
大
三
四
人
︑
�
大
五
六
人
或
七
八
人
︒

(33
)

余
玉
成
﹁
黃
濂
�
義
¥
査
記
﹂
一
九
五
九
年
︑
三
頁
︑
莆
田
學
院

圖
書
館
�
藏
︒

(34
)

連
立
昌
﹃
福
円
祕
密
社
會
﹄
福
州
︑
福
円
人
民
出
版
社
︑
一
九
八

九
年
︑
二
七
一
頁
︒

(35
)

�
福
中
ほ
か
口
営
﹁
莆
田
哥
老
會
鯵
営
﹂
(﹃
莆
田
市
�
:
.
料
﹄

五
輯
︑
一
九
九
〇
年
)
一
〇
九
頁
︒

(36
)

O
fficia
l
R
ep
o
rts
fo
r
1
9
1
2
o
f
th
e
H
in
g
w
a
C
o
n
feren
ce
o
f
th
e

W
o
m
a
n
’s
F
o
reig
n
M
issio
n
a
ry
S
o
ciety
,M
e
th
o
d
ist
P
u
b
lish
in
g

h
o
u
se
,
S
h
a
n
g
h
a
i,
p
p
.6
-
1
0
.
以
下
︑
同
.
料
は

O
fficia
l
R
ep
o
rts

fo
r
～
年

o
f
th
e
H
in
g
w
a
C
o
n
feren
ce
o
f
th
e
W
F
M
S
と
記
す
︒

(37
)

張
琴
§
纂
﹃
民
國
莆
田
縣
志
﹄
一
九
四
五
年

(上
海
︑
上
海
書
店

出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
重
印
)
y
紀
︑
一
一
〇
頁
︒

(38
)

｢
社
﹂
に
關
す
る
先
行
硏
究
は
︑
陳
鳳
﹃
傳
瓜
1
社
會
集
團
の
歷

:
1
變



︱
︱
中
國
山
西
省
の
﹁
宗
族
﹂
と
﹁
社
｣
︱
︱
﹄
御
茶

の
水
書
r
︑
二
〇
一
七
年
︑
第
二
違
で
整
理
さ
れ
て
お
り
︑
參
考
と

な
る
︒

(39
)

林
求
理
﹁
林
振
珍
牧
師
生
[
﹂
(﹃
衞
理
公
會
興
�
年
議
會
:
料
y

�
﹄
第
五
�
︑
發
行
年
未
記
載
)
一
八
～
二
三
頁

(臺
北
︑
衞
理
神

學
院
圖
書
館
�
藏
)︒

(40
)

�
福
榛
§
纂
﹃
南
日
島
志
﹄﹁
物
產
﹂
M
﹁
民
俗
﹂︑
一
九
三
七
年
︑

發
行
者
︑
發
行
地
不
2
︑
莆
田
學
院
圖
書
館
�
藏
︒
島
民
永
訟
好
鬭
︑

每
因
極
細
�
之
事
︑
而
發
生
械
鬭
︑
甚
至
循
 
報
復
不
已
︒
嘵
嘵
求

直
︑
傾
家
蕩
產
︑
在
�
不
計
︒
�
而
走
險
︑
液
爲
海
盜
︒

(41
)

張
金
紅
﹃
胡
a
O
與
福
円
安
立
甘
會
硏
究
﹄
(
福
円
師
範
大
學
¡

士
論
�
︑
二
〇
〇
七
年
)
一
三
三
頁
︒

(42
)

M
e
th
o
d
ist
E
p
isc
o
p
a
l
C
h
u
rc
h
,
A
n
n
u
a
l
R
ep
o
rt
o
f
th
e

M
issio
n
a
ry
S
o
ciety
o
f
th
e
M
eth
o
d
ist
E
p
isco
p
a
l
C
h
u
rch
fo
r

th
e
Y
ea
r
1
9
0
0
,
M
issio
n
a
ry

S
o
c
ie
ty

o
f
th
e

M
e
th
o
d
ist

E
p
isc
o
p
a
l
C
h
u
rc
h
,
1
9
0
1
,
p
.1
1
9
.
發
行
地
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
本
部
︒
以
下
︑
同
.
料
は

A
n
n
u
a
l
R
ep
o
rt
o
f
th
e

M
E
C
と
略
記
す
る
︒
M
E
C
は

M
e
th
o
d
ist
E
p
isc
o
p
a
l
C
h
u
rc
h

の
略
記
で
あ
る
︒

(43
)

A
n
n
u
a
l
R
ep
o
rt
o
f
th
e
M
E
C
fo
r
th
e
Y
ea
r
1
9
0
1
,
p
.9
7
.

(44
)

W
illia
m

N
.
B
re
w
ste
r,
T
h
e
E
v
o
lu
tio
n

o
f
N
ew

C
h
in
a
,

Je
n
n
in
g
s
a
n
d
G
ra
h
a
m
,
1
9
0
7
,
p
p
.2
8
8
-
2
9
4
.

(45
)

Ju
n

X
in
g
,
B
a
p
tized

in

th
e
F
ire
o
f
R
ev
o
lu
tio
n
:
T
h
e

A
m
erica
n

S
o
cia
l
G
o
sp
el
a
n
d

th
e

Y
M
C
A

in

C
h
in
a
,

1
9
1
9
-
1
9
3
7
,
L
e
h
ig
h
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
6
.

(46
)

張
福
基
§
﹃
興
�
衞
理
公
會
:
﹄
福
円
興
�
衞
理
公
會
︑
一
九
四

七
年
︑
七
八
～
九
八
頁
︒

(47
)

黃
俊
英
﹁
敎
務
槪
況
﹂
(﹃
莆
田
哲
理
中
學
七
十
周
年
校
慶
紀
念
特

刊
﹄
一
九
四
八
年
︑
�
收
)
六
頁
︒

(48
)

W
illia
m

N
.
B
re
w
ste
r,
o
p
.
cit.,
p
.1
2
7
.

(49
)

W
illia
m
N
.B
re
w
ste
r,S
tra
w
fo
r
O
u
r
B
rick
s.發
行
者
︑
發
行

年
不
2
︑
頁
數
記
載
な
し
︑
東
洋
�
庫
モ
リ
ソ
ン
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
�

藏
︒

(50
)

張
昱
﹁
福
円
鼠
疫
防
治
經
�
﹂
(﹃
福
円
�
:
.
料
﹄
一
九
輯
︑
一

九
九
一
年
)
一
九
六
頁
︒
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(51
)

“
T
h
e
W
o
rk
o
f
1
8
9
9
in
H
in
g
h
w
a
”
,
M
ercy
a
n
d
T
ru
th
,
N
o
.

4
6
,
O
c
t
1
9
0
0
;
“
H
in
g
h
w
a
a
n
d
th
e
T
ro
u
b
le
in
C
h
in
a
”
,
M
ercy

a
n
d
T
ru
th
,
N
o
.5
6
,
A
u
g
1
9
0
1
.
な
お
︑
こ
の
時
�
の
ペ
ス
ト
の

液
行
に
つ
い
て
は
︑
飯
島
涉
﹃
ペ
ス
ト
と
B
代
中
國

︱
︱
衞
生
の

﹁
制
度
�
﹂
と
社
會
變
容
︱
︱
﹄
硏
�
出
版
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
第
一

違
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(52
)

陳
日
怨
﹃
福
円
興
�
美
以
美
會
蒲
公
魯
士
傳
﹄
興
�
︑
美
興
印
書

局
︑
一
九
二
五
年
︑
三
五
頁
︒﹁
»
路
加
醫
院
鯵
:
﹂︑﹁
興
仁
醫
院

記
略
﹂
と
も
に

(﹃
莆
田
�
:
.
料
﹄
一
四
輯
︑
一
九
九
〇
年
︑
�

收
)︒
陳
永
震
﹁
基
督
敎
轉
入
仙
游
槪
営
﹂
(﹃
仙
游
�
:
﹄
一
〇
輯
︑

一
九
九
二
年
︑
�
收
)︒

(53
)

｢詩
巫
興
�
墾
場
:
略
﹂
(詩
巫
興
�
莆
仙
公
會
慶
祝
墾
荒
六
十
!

年
記
念
册
籌
備
會
§
﹃
詩
巫
興
�
莆
仙
公
會
慶
祝
墾
荒
六
十
!
年
記

念
册
﹄
シ
ブ
︑
一
九
七
二
年
)
二
八
～
三
二
頁
︒

(54
)

>
揭
﹃
福
円
興
�
美
以
美
會
蒲
公
魯
士
傳
﹄
四
七
頁
︒

(55
)

｢
閩
浙
行
﹂
(東
亞
同
�
書
院
第
十
�
生
﹃
樂
此
行
﹄
東
亞
同
�
書

院
︑
大
正
二
年
)
二
三
八
頁
︒

(56
)

>
揭
﹃
民
國
莆
田
縣
志
﹄
卷
三
十
三
︑
外
僑
傳
︑
八
〇
八
頁
︒
後

営
す
る
よ
う
に
張
琴
は
江
春
霖
と
密
接
な
關
係
に
あ
っ
た
が
︑
縣
志

で
の
敎
會
へ
の
敍
営
は
肯
定
1
で
あ
る
︒

(57
)

>
揭
︑
張
福
基
§
﹃
興
�
衞
理
公
會
:
﹄
一
一
七
頁
︒

(58
)

>
揭
︑
宋
Z
L
氏
口
営
︑
莆
田
笏
石
K
B
村
で
の
訪
問
︒

(59
)

何
W
H
氏
︑
一
九
三
五
年
生
ま
れ
︑
マ
レ
ー
シ
ア
︑
サ
ラ
ワ
ク
州
︑

シ
ブ
興
�
莆
仙
公
會
役
員
︑
�
職
中
學
敎
師
に
よ
る
口
営
︒
二
〇
〇

九
年
八
�
二
七
日
︑
サ
ラ
ワ
ク
州
シ
ブ
市
で
の
訪
問
︒

(60
)

林
�
�
﹃
淸
季
福
円
敎
案
之
硏
究
﹄
臺
北
︑
臺
灣
商
務
印
書
館
︑

一
九
八
九
年
︑
九
五
～
九
九
頁
︒

(61
)

中
央
硏
究
院
B
代
:
硏
究
�
§
﹃
敎
務
敎
案
檔
﹄
第
六
輯

(二
)

光
緖
二
十
二
年

−

光
緖
二
十
五
年
︑
同
硏
究
�
發
行
︑
一
九
七
四
年
︑

一
四
四
三
～
一
四
五
三
頁
︒

(62
)

>
揭
﹃
莆
田
市
志
﹄
二
八
三
九
頁
︒

(63
)

後
F
春
美
﹃
ア
ヘ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
?
國

國
際
規
制
の
高
ま
り
一

九
〇
六
～
四
三
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑
二
四
～
二
五
︑
二

七
頁
︒

(64
)

>
揭
︑
怨
村
容
子
﹁
モ
リ
ソ
ン
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
見
る
二
〇

世
紀
初
頭
ア
ヘ
ン
n
放
@
動
﹂
二
二
〇
頁
︒
張
巨
保
﹃
一
九

−

二
〇

世
紀
中
葉
中
國
罌
粟
Ó
:
硏
究
﹄
廣
州
︑
廣
東
人
民
出
版
社
︑
二
〇

一
七
年
︑
一
六
四
～
一
六
五
頁
︒

(65
)

>
揭
﹃
莆
田
市
志
﹄
四
〇
頁
︒

(66
)

陳
永
震
ほ
か
﹁
民
國
初
年
仙
游
“
三
m
”﹂
(﹃
仙
游
�
:
﹄
一
二

輯
︑
一
九
九
五
年
)
五
九
～
六
四
頁
︒

(67
)

劉
錦
藻
`
﹃
皇
Ì
續
�
獻
y
考
﹄
卷
五
十
五

征
榷
考
二
十
七

洋
藥
﹂
(
臺
北
︑
怨
興
書
局
︑
一
九
六
三
年
重
印
)
八
一
〇
三
頁
︒

な
お
重
印
本
の
タ
イ
ト
ル
は
﹃
淸
Ì
續
�
獻
y
考
﹄
と
さ
れ
て
い
る
︒

(68
)

三
五
公
司
﹃
福
円
事

實
査
報
吿
﹄
三
五
公
司
︑
一
九
〇
八
年
︑

三
六
頁
︒

(69
)

莆
田
縣
志
§
輯
委
員
會
§
﹃
莆
田
縣
志

政
治
志
﹄
同
會
印
行
︑

一
九
六
二
年
︑
八
五
頁
︒

(70
)

“
Ite
m
:
H
o
m
e
a
n
d
F
o
re
ig
n
:
H
in
g
h
w
a
”
,
M
ercy
a
n
d
tru
th
,

N
o
.1
3
8
,
Ju
n
1
9
0
8
.
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(71
)

｢度
荏
部
奏
²
旨
査
2
各
省
禁
種
土
藥

形
d
﹂
(﹃
政
治
官
報
﹄

第
一
〇
五
一
號
︑
宣
瓜
二
年
八
�
二
八
日
)
一
二
頁
︒

(72
)

仙
游
黃
裳
元
﹁
莆
十
六
皇
?
抗
官
事
迹
始
末
記
﹂
(手
稿
本
或
い

は
書
寫
本
)
一
九
六
四
年
︑
一
頁

(﹃
黃
濂
�
義
.
匯
抄
﹄
�
收
︑

莆
田
學
院
圖
書
館
�
藏
)︒
同
.
料
の
附
記
に
よ
れ
ば
︑
筆
者
の
黃

は
一
九
三
一
年
に
莆
田
縣
長
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
︒

(73
)

>
揭
︑
硋
�
大
¦
﹁
黃
濂
�
義
事
跡
¥
査
記
﹂
一
一
頁
︒

(74
)

江
春
霖

(一
八
五
四
～
一
九
一
八
年
)︑
號
は
梅
陽
山
人
︑
莆
田

縣
人
︒
一
八
九
四
年
の
D
士
で
あ
り
︑
O
林
院
庶
吉
士
を
經
て
監
察

御
:
と
な
る
︒
慶
親
王
︑
袁
世
凱
︑
徐
世
昌
︑
孫
寶
琦
等
の
7
力
者

を
憚
る
こ
と
な
く
彈
云
し
た
が
︑
Ì
廷
に
容
れ
ら
れ
ず
︑
一
九
一
〇

年
に
官
を
辭
し
て
歸
U
し
た
︒
趙
爾
巽
等
`
﹃
淸
:
稿
﹄
第
四
一
册
︑

四
四
五
卷
︑
北
京
︑
中
華
書
局
︑
一
九
七
七
年
︑
一
二
四
六
九
頁
︒

(75
)

中
共
莆
田
縣
委
黨
:
硏
究
室
§
﹃
莆
田
革
命
:
﹄
福
州
︑
福
円
人

民
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︑
三
頁
︒

(76
)

福

円

で
の
阿
片
取
り
閲

ま
り
0

般
に
つ
い
て
は
︑
>

揭

M
a
d
a
n
c
y
の
硏
究
を
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
取
り
閲
ま
り
へ

の
協
力
に
つ
い
て
は
︑
R
y
a
n
D
u
n
c
h
,
F
u
zh
o
u
P
ro
testa
n
ts
a
n
d

th
e

M
a
k
in
g

o
f

a

M
o
d
ern

C
h
in
a
,

1
8
5
7
-1
9
2
7
,

Y
a
le

U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
2
0
0
1
,
p
p
.4
8
-
5
5
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(77
)

“
G
e
n
e
ra
l
R
e
p
o
rt
o
n
O
p
iu
m
”
,
S
ir
J.
Jo
rd
a
n
to
S
ir
E
d
w
a
rd

G
re
y
(
R
e
c
e
iv
e
d

Ja
n
.
1
1
,
1
9
0
8
)
.
Ia
n

N
ish

e
d
.,
B
ritish

D
o
cu
m
en
ts
o
n
F
o
reig
n
A
ffa
irs
:
R
ep
o
rts
a
n
d
P
a
p
ers
fro
m

th
e
F
o
reig
n
O
ffice
C
o
n
fid
en
tia
l
P
rin
t.
P
a
rt
I,
F
ro
m
th
e
M
id
-

N
in
eteen
th
C
en
tu
ry
to
th
e
F
irst
W
o
rld
W
a
r,
S
eries
E
,
A
sia
,

1
8
6
0
-1
9
1
4
,
V
o
lu
m
e
1
3
C
h
in
a
M
iscella
n
eo
u
s,
1
8
9
4
-
1
9
1
0
,

U
n
iv
e
rsity
P
u
b
lic
a
tio
n
s
o
f
A
m
e
ric
a
,
1
9
8
9
,
p
.5
5
5
.

(78
)

“
Ite
m
:H
o
m
e
a
n
d
F
o
re
ig
n
:H
in
g
h
w
a
”
,M
ercy
a
n
d
T
ru
th
,

N
o
.1
3
8
,
Ju
n
,
1
9
0
8
;
Ib
id
.
N
o
.1
5
3
,
S
e
p
,
1
9
0
9
；
D
r.
R
.R
.

W
a
lk
e
r,
“
A
n
ti
O
p
iu
m

W
o
rk
in
H
in
g
h
w
a
fu
”
,
M
ercy
a
n
d

T
ru
th
,
N
o
.1
7
9
,
N
o
v
1
9
1
1
.

(79
)

W
illia
m

N
.
B
re
w
ste
r,
o
p
.
cit.,
p
.4
7
.

(80
)

O
fficia
l
M
in
u
te
o
f
th
e
H
in
g
w
a
A
n
n
u
a
l
C
o
n
feren
ce
o
f
th
e

M
eth
o
d
ist
E
p
isco
p
a
l
C
h
u
rch
fo
r
1
9
0
9
,
H
in
g
w
a
M
issio
n

P
ress,
1
9
1
0
,
p
.4
1
.
同

.

料

は

以

下
︑
H
in
g
w
a

A
n
n
u
a
l

C
o
n
feren
ce

と
略
記
す
る
︒
>
揭
﹃
福
円
興
�
美
以
美
會
蒲
公
魯

士
傳
﹄
五
六
～
五
七
頁
︒

(81
)

｢壺
亂
始
末
﹂
一
頁

(
>
揭
﹃
黃
濂
�
義
.
匯
抄
﹄
�
收
)︒
>
揭

﹃
民
國
莆
田
縣
志
﹄
大
事
志
︑
一
〇
九
頁
︒

(82
)

｢外
Ã
部
與
英
國
8
館
關
於
浙
江
安
l
等
省
禁
@
印
藥
和
會
査
湖

南
省
種
Ð
事
7
關
�
獻

(三
)
英
8
館
致
外
Ã
部
g
略

(一
九
一
二

年
五
�
二
一
日
)
﹂
(中
國
第
二
歷
:
檔
案
館
§
﹃
中
華
民
國
:
檔
案

.
料
匯
§
第
三
輯
外
Ã
﹄
南
京
︑
江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
一

年
)
四
六
頁
︒

(83
)

中
國
國
民
黨
福
円
省
執
行
委
員
會
�
�
事
業
委
員
會
-
§
・
福
州

私
立
光
復
中
學
§
纂
委
員
會
§
輯
﹃
福
円
辛
亥
光
復
:
料
﹄
連
城
︑

円
國
出
版
社
︑
一
九
四
〇
年
︑
五
頁
︑
二
二
頁
︒

(84
)

R
y
a
n
D
u
n
c
h
,
o
p
.
cit.,
p
p
.1
0
3
-
1
0
8
.

(85
)

陳
孔
立
・
蔡
如
金
・
楊
國
楨
﹁
辛
亥
革
命
在
福
円
﹂
(﹃
厦
門
大
學

學
報
﹄
一
九
六
二
年
二
�
)︒
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(86
)

｢旅
滬
福
円
維
持
會
宣
言
書
﹂
(﹃
申
報
﹄
(上
海
)
一
九
一
二
年
一

〇
�
二
日
)︒﹁
閩
省
B
日
之
恐
慌
﹂
(﹃
申
報
﹄
一
九
一
二
年
一
〇
�

七
日
)︒

(87
)

>
揭
︑
朱
維
干
﹁
一
九
一
二
年
黃
濂
領
¬
1
莆
仙
農
民
�
義
﹂
二

二
～
二
七
頁
︒

(88
)

福
円
財
政
:
§
輯
委
員
會
§
﹃
福
円
財
政
:

(上
)﹄
厦
門
︑
厦

門
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︑
一
一
八
頁
︒

(89
)

｢奏
云
莆
田
田
賦
不
均
è
飭
量
爲
增
減
駅
﹂︑﹁
奏
è
飭
限
�
淸
理

莆
田
田
賦
駅
﹂
(
淸
江
春
霖
`
﹃
梅
陽
江
侍
御
奏
議
﹄
民
國
十
六
年

排
印
本
︑
�
收
)︒

(90
)

>
揭
︑
楊
維
干
﹁
一
九
一
二
年
黃
濂
領
¬
1
莆
仙
農
民
�
義
﹂
二

二
～
二
七
頁
︒

(91
)

野
澤
豐
﹃
辛
亥
革
命
﹄
岩
波
怨
書
︑
一
九
七
二
年
︑
七
〇
頁
︒

(92
)

H
in
g
w
a
A
n
n
u
a
l
C
o
n
feren
ce
fo
r
1
9
0
9
,
p
.3
4
.

(93
)

H
in
g
w
a
A
n
n
u
a
l
C
o
n
feren
ce
fo
r
1
9
0
9
,
p
.3
4
.
H
in
g
w
a

A
n
n
u
a
l
C
o
n
feren
ce
fo
r
1
9
1
0
,
p
.4
9
.

(94
)

三
五
公
司
﹃
福
円
事

第
二
囘
實
査
報
吿
﹄
三
五
公
司
︑
一
九
一

四
年
︑
一
八
九
頁
︒

(95
)

吳
重
慶
﹃
孫
村
1
路
：
後
革
命
時
代
1
人
鬼
神
﹄
北
京
︑
法
律
出

版
社
︑
二
頁
︑
一
四
一
頁
︒
同
書
は
莆
田
沿
海
部
を
對
象
に
し
た
人

類
學
の
硏
究
で
あ
る
︒

(96
)

D
ea
n
a
n
d
Z
h
en
g
,
o
p
.
cit.,
V
o
l.2
,
p
.4
1
3

(97
)

｢
福
州
黑
×
記
﹂︑﹁
閩
省
借
債
談
﹂
(﹃
時
報
﹄
(上
海
)
一
九
一
二

年
八
�
五
日
︑
一
九
一
三
年
四
�
二
一
日
)︒

(98
)

楊
子
實
﹁
黃
濂
�
義
É
攻
仙
游
記
﹂
一
九
六
三
年
︑
二
頁

(
>
揭

﹃
黃
濂
�
義
.
匯
抄
﹄
�
收
)
︒

(99
)

｢八
閩
財
政
觀
﹂
(﹃
申
報
﹄
一
九
一
二
年
五
�
一
四
日
)︒
0
閩
地

丁
錢
糧
0
年
a
收
百
萬
之
賦
︒
光
復
後
︑
各
縣
錢
糧
多
未
措
繳
︒
雖

經
長
官
¼
N
勸
諭
︑
甚
7
因
收
糧
而
開
成
事
變
者
︒
�
無
良
好
結
果
︒

(
100
)

黃
濂
よ
り
岑
春
煊
へ
の
ó
�

(﹁
興
�
匪
首
之
片
面
詞
﹂﹃
申
報
﹄

一
九
一
二
年
一
一
�
八
日
)
︒

(
101
)

>
揭
﹃
莆
田
市
志
﹄
二
六
〇
〇
頁
に
は
︑﹁
舊
時
︑
境
內
人
們
崇

尙
神
靈
︑
½
神
活
動
-
E
2
括
三
個
方
面
︒
其
一
︑
一
年
之
中
絕
大

部
分
g
令
«
俗
︑
都
以
敬
神
活
動
爲
中
心
︑
上
至
玉
皇
大
?
︑
如
來

觀
�
︑
�
公
1
¾
辰
︑
都
E
擧
行
祭
神
活
動
⁝
﹂
と
あ
る
︒

(
102
)

凌
雲
殿
の
i
會
に
つ
い
て
は
︑
周
¿
香
﹃
莆
仙
�
�
論
営
﹄
北
京
︑

中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
二
八
〇
頁
を
參
照
に
し
た
︒

(
103
)

ポ
エ
は
︑
木
や
竹
を
ð
�
形
に
�
っ
た
卜
占
具
の
名
稱
で
あ
る
︒

儀
禮
あ
る
い
は
祈
願
の
後
︑
こ
の
卜
占
具
を
同
時
に
空
へ
投
擲
し
︑

地
上
に
落
と
し
︑
そ
の
俯
仰
の
狀
態
に
よ
り
神
C
を
æ
斷
す
る
︒
野

口
鐵
郞
ほ
か
§
﹃
K
敎
事
典
﹄
[
河
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︑
五
四

三
頁
︑
可
兒
弘
2
執
筆
部
分
に
よ
る
︒

(
104
)

>
揭
﹃
莆
田
縣
志

政
治
志
﹄
一
九
六
二
年
版
︑
八
八
頁
︒

(
105
)

人
々
が
聯
帶
感
を
高
揚
さ
せ
蹶
�
に
向
か
っ
た

緖
を
︑
フ
ラ
ン

ス
の
:
家
G
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
に
よ
る
用
語
を
8
い
﹁
集
合
心
性
﹂

と
呼
ぶ
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
著
・
二
宮
宏
之
譯

(﹃
革
命
1
群
衆
﹄

岩
波
�
庫
︑
二
〇
〇
七
年
︑
譯
者
解
說
)
一
〇
四
頁
を
參
照
さ
れ
た

い
︒

(
106
)

>
揭
︑
張
忠
舒
﹃
十
六
皇
?
小
:
﹄
九
頁
︒

(
107
)

宋
湖
民
輯
﹁
關
於
黃
濂
�
義
1
電
�
.
料

(一
)﹂
(﹃
莆
田
�
:
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.
料
﹄
二
輯
︑
一
九
八
一
年
)
六
五
頁
︒
辛
亥
革
命
孫
中
山
推
#
滿

淸
︑
創
立
民
國
︒
方
慶
共
和
政
體
︑
長
堪
福
群
黎
︒
不
料
$
円
怨
邦
︑

才
閱
數
�
︑
孫
旣
�
位
︑
袁
卽
登
場
︒
賦
稅
免
而
仍
收
︑
政
令
可
Ì

È
暮
改
︒
𠛬
罰
輕
而
實
重
︑
吾
民
^
九
死
一
生
︒
用
無
賴
以
催
科
︑

不
寧
雞
犬
︒
任
惡
紳
而
肆
ö
︑
È
甚
豺
狼
︒
且
成
百
姓
仍
怕
官
廳
︑

官
廳
印
怕
洋
勢
︑
敎
堂
�
布
U
曲
︑
美
會
尤
爲
囂
張
︒
名
爲
民
國
︑

事
無
衣
於
皇
Ì
︑
政
號
共
和
︑
禍
È
烈
於
專
制
︒

(
108
)

｢興
�
民
變
之
原
因
﹂
(﹃
申
報
﹄
一
九
一
二
年
八
�
一
二
日
)︒

(
109
)

｢興
�
之
變
﹂
(﹃
時
報
﹄
(上
海
)
一
九
一
二
年
九
�
一
八
日
)︒

(
110
)

A
m
e
ric
a
n
C
o
n
su
la
te
,
A
m
o
y
to
T
h
e
S
e
c
re
ta
ry
o
f
S
ta
te
,

Ju
l
1
,
1
9
1
2
.
R
e
e
l.
1
1
.
p
.0
0
0
2
.
R
eco
rd
s
o
f
th
e
D
ep
a
rtm
en
t
o
f

S
ta
te

rela
tin
g

to

in
tern
a
l
a
ffa
irs

o
f
C
h
in
a
,
N
a
tio
n
a
l

A
rc
h
iv
e
s,
W
ilm
in
g
to
n
,
D
e
l.:
S
c
h
o
la
rly
R
e
so
u
rc
e
s
In
c
.
R
e
e
l.

1
8
,
p
p
.0
9
1
8
-
0
9
1
9
.
慶
應
義
塾
大
學
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
�

藏
︒
以
下
︑
同
.
料
は
頭
�
字
を
と
り

R
D
S
C
と
略
記
す
る
︒

“
T
h
e
fo
re
ig
n
F
ie
ld
:H
in
g
h
w
a
fu
”
,M
ercy
a
n
d
T
ru
th
,N
o
.1
9
3
,

Ja
n
1
9
1
3
.

(
111
)

｢大
正
元
年
八
�
十
三
日

在
福
州
領
事
土
谷
久
米
藏

到
外
務
大

臣

子
Â
內
田
康
哉
殿
﹂
ア
ジ
ア
歷
:
.
料
セ
ン
タ
ー
︑
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
番
號

C
0
8
0
4
0
6
8
8
5
0
0
(
�
藏
館
：
防
衞
省
防
衞
硏
究
�
)︒

(
112
)

>
揭
﹃
樂
此
行
﹄
二
三
七
頁
︒

(
113
)

>
揭
︑
硋
�
大
¦
﹁
黃
濂
�
義
事
跡
¥
査
記
﹂
九
頁
︒

(
114
)

同
上
︑
九
頁
︒

(
115
)

同
上
︑
九
～
一
五
頁
︒

(
116
)

>
揭
︑
余
玉
成
﹁
黃
濂
�
義
¥
査
記
﹂
一
八
頁
︒﹁
岑
西
林
入
閩

顚
末
記
﹂
(﹃
申
報
﹄
一
九
一
二
年
一
〇
�
九
日
)︒

(
117
)

｢
閩
都
督
y
緝
余
�
藻
﹂
(﹃
申
報
﹄
一
九
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yitong tu 華夷一統圖 or Dayuan hunyi tu 大元混一圖 in the six editions of the

Shilinguangji事林廣記. The maps use place-names that do not reflect correct Yuan

usage ; they are, as it were, ideal maps that symbolized “unification” or the “joining”

of south and north. These ideal maps are good representations of the consciousness

of “China” held by the Jiangnan literati during the Yuan dynasty.

SECRET SOCIETIES, CHRISTIANITY, OPIUM AND THE SOCIAL

STRUCTURE OF THE XINGHUA興化REGION IN FUJIAN PROVINCE

DURING THE EARLY REPUBLICAN PERIOD : A CASE STUDY OF

THE HUANG LIAN黄濂REVOLT

YAMAMOTO Shin

After the culmination of the 1911 Revolution in the early Republican Period, a

rebellion led by Huang Lian broke out in the Xinghua 興化 region of Fujian

Province. At first, this rebellion opposed the heavy taxation and regulation of poppy

cultivation which, at the time, functioned as an indispensable source of income for

the local peasant population. The rebellion then moved on to target and attack

churches and Christians affiliated with the American Methodist Mission. The revolt

has garnered the high praise of Marxist Chinese scholars, who have tended to see it

as a mass anti-imperialist and anti-foreign religion movement.

However, the Methodist mission was making efforts to regulate poppy

production in cooperation with the government at the time. If such was the case,

why did the revolt target Methodist churches? This paper will investigate the

anti-church movement led by Huang Lian in connection with the Xinghua regionʼs

historical background and socio-economic situation to understand the underlying

reasons for this.

This paper will also clarify the social background of the Black and White

Banners, a secret society who gave Huang Lian their full support in his revolt

efforts. From 1912 to 1913, Huang Lianʼs corps continued to engage in military

action across the Xinghua region, clashing multiple times with the regular Chinese

army. The so-called Black and White Banners, a secret society which had been in

operation across the Xinghua region since the late Qing period, backed these

military campaigns. This article will thus clarify the organizationʼs social

background in relation to historical scenes of strife in the Xinghua region where

multiple feuds occurred between different lineage and villages.
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In order to achieve the objectives mentioned above, this paper makes use of

American, Chinese and Japanese diplomatic documents, American Methodist

Mission papers, regional literature, and data collected through oral history methods

by this author in Fujian province.

THE JIDONG GOVERNMENT AND ITS IDEOLOGY : A CASE STUDY

ON YIN RUGENG AND CHI ZONGMO

SEKI Tomohide

The East Hebei Autonomous Government (or Jidong government) is

generally known for being a Japanese puppet regime that was active before the

outbreak of the Second Sino-Japanese War. This paper will reconsider the position

of the Jidong government within modern Chinese history by focusing on the

discourse of Yin Rugeng 殷汝耕 (its chairman) and Chi Zongmo 池宗墨 (its

secretary). Particular attention will be paid to the following three points.

The first point is that Yin Rugeng symbolized a type of Chinese person who

was active in promoting interactions between China and Japan from the 1910s to

the 1940s. From the 1910s, Yin engaged in negotiating with Japan and consistently

called for a partnership between the two nations. In Japan, Yin was regarded as a

famous Chinese activist, but in China, he was seen to be nothing more than a mere

“Japan Hand.” For Yin, the outbreak of conflict between Japan and China meant

losing a platform for himself.

The second point is that Chi Zongmoʼs perspective strongly affected Jidong

government policy. In this regard, his political ideals often drew upon Confucian

values and his experience working as a manager for the Tongcheng Spinning &

Weaving Company. After Yin Rugengʼs fall from grace, Chi Zongmo proceeded

aggressively with governmental reform and visited many prefectures in the Jidong

area. This demonstrates how for Chi Zongmo, the Jidong government functioned as

an experimental platform upon which he could develop his ideas and activities.

The third point is that the policy practiced by the Jidong government set a

number of precedents for other Chinese puppet governments who operated out of

occupied areas during the Second Sino-Japanese War. For example, some Chinese

puppet governments made anti-Kuomintang/anti-Nationalist claims and engaged

in the practice of flying a five-colored flag to demonstrate their disassociation with

the Nationalist government and to distance themselves from the Republic of Chinaʼs
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