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(二
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三
)
：
一
-四
三
頁

戰
時
中
の
日
本
に
お
け
る
遼
・
金
・
元
・
淸
�
の
硏
究

│
│
東
亞
硏
究


の
﹁
衣
民
族
荏
%
瓜
治
﹂
委
託
案
を
中
心
に
︱
︱

蔡

長

廷

一
︑
問
題
の
提
出

盧
7
橋
事
件
を
き
っ
か
け
に
日
中
戰
爭
が
勃
發
し
︑
日
本
の
大
陸
�
略
が
い
っ
そ
う
本
格
�
す
る
な
か
︑
昭
和
十
三
年

(一
九
三
八
)
九

︑

企
劃
院
の
外
郭
團
體
と
し
て
東
亞
硏
究


が
設
立
さ
れ
た
︒
こ
の
硏
究


は
︑
東
亞
問
題
の
�
査
・
硏
究
を
目
�
と
す
る
�
査
機
關
で
あ
っ
た

が
︑
そ
の
對
象
は
中
國
︑
ロ
シ
ア
極
東
︑
南
北
太
�
洋
︑
イ
ン
ド
︑
西
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
廣
域
に
お
よ
び
︑
日
本
の
大
陸
�
出
に
か
か

わ
る
國
策
を
円
議
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
︒
�
昭
和
十
四
年

(一
九
三
九
)
︑
東
亞
硏
究


は
歷
�
上
の
衣
民
族
に
よ
る
中
國
瓜
治
の
經
驗
を

參
考
に
し
て
︑
日
本
に
よ
る
中
國
の
�
民
地
�
に
�
す
る
べ
く
︑︹
怨
︺
東
方
�
�
學
院
と
東
方
�
�
硏
究


に
﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民

族
瓜
治
事
例
﹂
委
託
案
と
呼
ば
れ
る
硏
究
計
劃
を
立
案
・
提
示
し
た
︒
こ
の
委
託
案
に
關
す
る
硏
究
は
學
者
に
よ
り
言
�
さ
れ
て
い
る
も
の
の(1

)

︑

委
託
案
の
執
行
�
�
︑
硏
究
成
果
の
影
�
︑
硏
究
者
に
對
す
る
影
�
な
ど
に
つ
い
て
は
な
お
も
檢
討
す
る
餘
地
が
あ
る
︒

東
洋
�
學
に
つ
い
て
の
學
�
�
�
硏
究
は
こ
れ
ま
で
豐
か
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ
︑
そ
の
中
に
は
︑
�
治
末
 
か
ら
昭
和
初
 
に
か
け
て
の
東

1



洋
�
學
の
發
展
に
關
す
る
硏
究
や(

2
)

︑
重
"
な
學
者
の
傳
記
な
ど
が
あ
っ
た(3

)

︒
東
洋
�
學
の
發
展
は
#
代
日
本
の
大
陸
�
略
の
趨
勢
と
密
接
な
關

係
を
持
ち
︑
白
鳥
庫
吉
︑
池
內
宏
︑
羽
田
亨
な
ど
が
&
'
し
た
滿
鮮
�
︑
滿
蒙
�
硏
究
は
硏
究
の
焦
點
と
な
り(4

)

︑
﹃
滿
洲
歷
�
地
理
﹄︑
﹃
滿
鮮

地
理
歷
�
�
査
報
吿
﹄︑﹃
滿
蒙
�
論
叢
﹄
︑﹃
�
代
滿
蒙
�
料
﹄
な
ど
の
刊
行
物
は
こ
の
時
 
の
重
"
な
硏
究
成
果
で
あ
っ
て
︑
の
ち
の
遼
・

金
・
元
・
淸
代
�
の
硏
究
の
基
礎
と
な
っ
た
︒

)
目
す
べ
き
は
︑
上
営
の
硏
究
が
國
策
機
關
と
關
聯
組
織
の
補
助
の
も
と
で
�
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
戰
後
の
學
�
�

硏
究
で
は
︑
學
�
と
政
治
の
閒
の
關
係
︑
戰
時
中
の
學
者
の
戰
爭
責
任
問
題
な
ど
が
重
"
な
課
題
と
な
っ
た
︒
戰
後
の
早
い
時
 
に
は
︑
五
井

直
弘
と
旗
田
巍
が
東
洋
�
學
の
戰
爭
責
任
を
强
�
し
︑
か
つ
當
時
の
滿
鮮
�
・
滿
蒙
�
硏
究
は
現
實
�
作
用
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
批

,
し
た(

5
)

︒
#
年
︑
吉
澤
-
一
郞
は
學
者
が
當
時
の
狀
況
に
直
面
し
て
い
か
に
課
題
を
0
擇
し
た
か
に
つ
い
て
論
じ
た(6

)

︒
井
上
直
樹
は
滿
鮮
�
硏

究
の
持
つ
政
治
性
を
考
察
す
る
と
と
も
に
︑
白
鳥
庫
吉
が
滿
鮮
地
域
を
獨
自
の
歷
�
�
�
圈
と
見
な
し
た
こ
と
を
强
�
し
た(7

)

︒
古
松
崇
志
︑
渡

邊
永
哉
︑
毛
利
英
介
ら
は
︑
學
�
發
展
の
�
1
の
な
か
で
︑
個
別
の
硏
究
者
の
硏
究
�
�
や
學
者
閒
の
2
液
に
つ
い
て
考
察
し
た(8

)

︒

一
方
で
︑
外
務
省
外
2
�
料
館
︑
防
衞
省
防
衞
硏
究


の
公
�
書
が
公
開
さ
れ
て
利
用
が
4
利
に
な
っ
た
ほ
か
︑
當
時
の
學
者
の
囘
想(9

)

︑
未

刊
行
�
集
︑
日
記
が
出
版
さ
れ
る
な
ど
︑
#
年
�
料
狀
況
は
改
善
し
つ
つ
あ
り(10

)

︑
た
と
え
ば
岡
村
敬
二
が
こ
う
し
た
公
�
書
を
活
用
し
て
日
滿

�
�
協
會
に
つ
い
て
檢
討
す
る
な
ど
︑
關
聯
す
る
硏
究
が
�
展
し
て
き
て
い
る(11

)

︒

東
亞
硏
究


の
﹁
衣
民
族
荏
%
瓜
治
﹂
硏
究
の
委
託
案
に
つ
い
て
も
︑
公
�
書
に
く
わ
え
︑
#
年
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に

と
も
な
い
︑
詳
細
に
檢
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
こ
の
委
託
事
業
案
を
中
心
に
︑
そ
の
具
體
�
な
�
行

の
�
�
を
分
析
し
︑
戰
時
中
に
お
け
る
學
�
硏
究
と
政
府
・
軍
部
の
閒
の
關
係
を
解
�
す
る
と
と
も
に
︑
硏
究
者
の
囘
想
錄
と
關
聯
硏
究
成
果

を
考
察
し
︑
戰
時
中
の
日
本
に
お
け
る
遼
・
金
・
元
・
淸
代
�
の
硏
究
狀
況
な
ど
を
檢
討
し
た
い
︒
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二
︑
東
亞
硏
究


﹁
衣
民
族
瓜
治
﹂
委
託
案
の
經
雲

(
一
)
東
方
�
�
學
院
の
設
立
と
�
營

大
正
十
二
年

(一
九
二
三
)
︑
日
本
政
府
は
中
國
に
よ
っ
て
荏
拂
わ
れ
た
義
和
團
賠
償
金
�
び
山
東
・
靑
島
關
係
の
鐵
8
・
鑛
山
・
公
9
財
產

な
ど
の
補
償
金
を
利
用
し
て
︑
外
務
省
に
對
荏
�
�
事
務
局
を
設
置
し
た
︒
同
時
に
對
荏
�
�
事
業
�
査
會
を
設
置
し
︑
&
に
事
務
局
の
關
聯

事
業
に
協
力
し
た
︒
事
務
局
官
員
と
�
査
會
委
員
は
中
國
各
界
の
對
荏
�
�
事
業
に
對
す
る
;
見
を
�
査
し
︑
日
中
が
協
力
す
る
形
で
︑
&
に

�
�
事
業
を
推
�
し
た
︒
大
正
十
三
年
末

(一
九
二
四
)
︑
對
荏
�
�
事
務
局
は
﹁
�
�
事
業
部
﹂
と
改
稱
さ
れ
た
︒﹁
對
荏
�
�
事
業
﹂
も

﹁
東
方
�
�
事
業
﹂
と
改
名
さ
れ
た(12

)

︒

昭
和
元
年

(一
九
二
六
)
︑
日
中
雙
方
に
よ
り
東
方
�
�
事
業
總
委
員
會
が
設
立
さ
れ
︑
�
年
に
北
京
人
�
科
學
硏
究


と
圖
書
館
を
設
置
し

た
が
︑
中
國
で
こ
の
事
業
に
反
對
す
る
世
論
が
<
第
に
高
ま
り
︑
事
業
の
推
�
が
困
難
に
な
っ
た
︒
昭
和
三
年

(一
九
二
八
)
︑
日
本
軍
の
山
東

出
兵
に
よ
っ
て
︑
中
國
側
委
員
>
員
が
東
方
�
�
事
業
總
委
員
會
を
辭
任
し
た
の
に
對
し
︑
日
本
側
は
一
方
�
に
硏
究
機
關
を
設
立
す
る
方
向

に
動
い
た(

13
)

︒
東
京
?
國
大
學
の
@
部
宇
之
吉
と
京
都
?
國
大
學
の
狩
野
直
喜
が
荏
%
�
�
硏
究


を
設
置
す
る
こ
と
を
提
議
し
︑
當
時
の
外
務

省
�
�
事
業
部
部
長
岡
部
長
景
と
話
し
合
い
︑
東
方
�
�
硏
究


と
い
う
名
で
申
A
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た(

14
)

︒

そ
の
後
︑
東
方
�
�
學
院
が
設
立
さ
れ
︑
東
京
と
京
都
に
そ
れ
ぞ
れ
硏
究


が
設
け
ら
れ
た
︒
そ
の


長
に
は
@
部
宇
之
吉
と
狩
野
直
喜
が

そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
︑
そ
の
下
に
若
干
B
議
員
が
任
命
さ
れ
︑
硏
究
に
關
す
る
事
業
︑
そ
の
他
に
つ
い
て
審
議
し
た
︒
東
京
側
の
B
議
員
は
宇
野

哲
人
︑
瀧
精
一
︑
京
都
側
の
B
議
員
は
羽
田
亨
︑
濱
田
D
作
で
あ
っ
た
︒
硏
究
の
た
め
に
︑
硏
究
員
︑
指
'
員
︑
助
手
が
設
置
さ
れ
た
︒
)
目

す
べ
き
は
︑
東
京
と
京
都
で
硏
究


の
E
營
方
式
が
>
く
衣
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
東
京
側
で
は
B
議
員
F
硏
究
員
と
い
う
方
式
が
G
ら

れ
た
の
に
對
し
て
︑
京
都
側
で
は
積
極
�
に
中
堅
硏
究
者
を
養
成
す
る
た
め
の
育
成
方
式
が
G
用
さ
れ
た(15

)

︒

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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(
二
)
滿
蒙
�
�
助
成
事
業
と
滿
蒙
�
硏
究

昭
和
七
年

(一
九
三
二
)
三

︑
滿
洲
國
が
円
國
さ
れ
る
と
︑
外
務
省
�
�
事
業
部
は
滿
洲
國
の
�
�
政
策
に
つ
い
て
︑
滿
洲
國
民
の
同
一

性
の
强
�
と
王
8
精
神
の
�
�
と
い
う
方
向
に
沿
う
形
で
︑
學
�
硏
究
者
の
円
議
を
求
め
た(16

)

︒
四

︑
東
京
側
の
敎
L
た
ち
は
﹁
儒
敎
�
�
硏

究


設
立
﹂
円
議
案
を
︑
一
方
︑
京
都
側
の
敎
L
た
ち
は
﹁
滿
蒙
�
�
硏
究


設
立
﹂
円
議
案
を
提
議
し
た
が
︑
こ
の
東
京
側
と
京
都
側
の
敎

L
た
ち
の
殆
ど
は
東
方
�
�
學
院
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た(17

)

︒
)
;
す
べ
き
點
は
︑
M
者
の
企
劃
が
﹁
儒
佛
二
敎
は
東
洋
の
精
華
に
し
て
二
千
年

の
久
し
き
に
亙
り
東
方
民
族
の
精
神
を
淘
汰
し
特
色
あ
る
東
洋
�
�
を
發
揚
せ
し
め
﹂
る
こ
と
を
&
旨
と
し
て
︑
兩
敎
の
精
神
を
發
揚
し
敎
育

に
活
用
す
れ
ば
︑
滿
洲
の
人
心
を
N
怨
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
の
に
對
し(18

)

︑
後
者
の
企
劃
が
﹁
そ
の
硏
究
は
滿
蒙
に
對
す
る
基
礎
�
な
知

識
を
O
成
す
る
こ
と
と
な
り
今
後
の
�
�
�
諸
施
設
の
根
柢
を
形
成
す
る
﹂
こ
と
を
&
旨
と
し
た
こ
と
で
あ
る(19

)

︒

同
年
の
六

︑
外
務
省
�
�
事
業
部
は
﹁
對
滿
�
�
事
業
﹂
の
實
施
を
決
め
た
が
︑
こ
の
事
業
は
﹁
對
荏
�
�
事
業
﹂
の
怨
た
な
部
分
で
あ

り
︑
事
業
內
容
の
一
つ
は
兩
硏
究


の
硏
究
員
を
利
用
し
︑﹁
對
荏
�
�
事
業
﹂
の
殘
さ
れ
た
經
費
四
萬
圓
を
P
い(20

)

︑
﹁
滿
蒙
�
�
硏
究
助
成
事

業
﹂
と
名
づ
け
て
︑
滿
蒙
の
歷
�
・
�
�
硏
究
を
發
展
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た(21

)

︒
&
な
硏
究
は
考
古
學
�
査
︑
歷
�
硏
究
︑
宗
敎
硏
究
︑

�
料
抄
錄
︑
辭
典
Q
纂
︑
外
國
著
作
S
譯
の
六
種
で
あ
っ
た(22

)

︒

�
昭
和
八
年

(一
九
三
三
)
十

︑
淸
�
公
�
書
�
料
の
收
集
・
保
存
の
た
め
に
︑
水
野
梅
曉
と
羅
振
玉
な
ど
が
努
力
し
︑
滿
洲
國
の
官
僚

た
ち
の
同
;
の
下
︑
怨
京
で
日
滿
�
�
協
會
を
設
立
し
︑
外
務
省
�
�
事
業
部
が
そ
の
E
營
經
費
を
補
助
し
た
︒

滿
蒙
�
�
硏
究
助
成
事
業
の
歷
�
硏
究
は
昭
和
八
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
︑
池
內
宏
︑
內
U
湖
南
︑
羽
田
亨
な
ど
が
指
'
員
を
擔
當
し
︑

硏
究
員
で
あ
っ
た
三
上
<
男
︑
旗
田
巍
︑
秋
貞
實
V

(田
村
實
V
)
︑
小
川
裕
人
︑
若
城
久
<
郞
な
ど
を
指
'
し
た
︒
そ
の
中
で
︑
滿
蒙
�
硏
究

に
つ
い
て
は
︑﹁
遼
金
時
代
ニ
於
ケ
ル
契
丹
民
族
ノ
歷
�
�
硏
究
﹂
(三
上
<
男
)
︑﹁
契
丹
民
族
ノ
硏
究
﹂
(秋
貞
實
V
︑
小
川
裕
人
)
︑﹁
女
眞
民
族

ノ
硏
究
﹂
(若
城
久
<
郞
︑
外
山
軍
治
)
な
ど
が
あ
る
︒
委
託
案
の
執
行
に
お
い
て
︑
每
年
︑
硏
究
員
と
助
手
は
硏
究
經
�
報
吿
書
と
硏
究
槪
"
を
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提
出
す
る
必
"
が
あ
っ
た
︒
こ
の
硏
究
經
�
報
吿
書
と
硏
究
槪
"
か
ら
︑
當
時
の
滿
蒙
�
�
硏
究
の
焦
點
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
小
川
裕
人

の
﹁
昭
和
八
年
經
�
報
吿
書
﹂
に
は
︑
﹁
一
︑
女
眞
各
部
族
の
地
理
�
分
布
�
び
そ
の
盛
衰
︒
二
︑
女
眞
民
族
の
一
般
�
�
と
そ
の
瓜
一
�
傾

向
︒
三
︑
女
眞
民
族
の
興
\
と
そ
の
經
濟
狀
態
﹂
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
︒
以
下
は
テ
ー
マ
の
說
�
で
あ
る
︒

二
の
一
般
�
�
に
つ
き
て
は
從
來
の
�
家
に
は
そ
の
�
�
に
對
す
る
>
般
�
の
硏
究
と
^
む
べ
き
も
の
な
け
れ
ど
も
︑
⁝
⁝
︒
一
般
�
�

に
關
し
て
�
料
は
大
體
の
_
り
た
れ
ど
こ
の
民
族
の
興
\
に
重
大
關
係
あ
り
と
信
ず
る
そ
の
�
�
の
性
質
と
�
度
と
に
對
し
て
は
硏
究
の

8
�
に
在
り
て
結
論
を
得
る
に
至
ら
ず
︒
三
の
經
濟
狀
態
に
つ
き
て
は
︑
略
々
定
見
を
得
る
に
#
づ
け
り
︒
右
の
如
く
餘
は
今
年
度
に
於

い
て
&
と
し
て
女
眞
民
族
の
興
\
に
關
す
る
�
�
硏
究
を
試
み
た
る
が
引
き
續
き
こ
の
硏
究
の
完
成
を
`
ぐ
と
共
に
契
丹
民
族
の
沒
落
�

�
を
�
�
�

(財
政
經
濟
を
も
含
め
て
)
方
面
よ
り
考
察
せ
ん
と
す
る
豫
定
な
り(23

)

︒

印
︑
外
山
軍
治
の
﹁
昭
和
九
年
度
經
�
報
吿
書
﹂
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
︒

今
年
度
は
昨
年
度
に
引
き
續
い
て
女
眞
�
�
と
漢
�
�
と
の
2
涉
に
就
い
て
考
察
を
重
ね
た
り
︒
⁝
⁝
�
�
の
2
涉
は
多
く
は
政
治
�
2

涉
に
c
っ
て
生
\
し
推
移
す
る
も
の
な
れ
ば
な
り
︒
⁝
⁝
そ
れ
が
女
眞
�
�
と
漢
�
�
と
の
2
涉
を
如
何
な
る
關
聯
を
9
す
る
か
と
い
ふ

點
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
に
力
を
)
ぐ
︑
⁝
⁝(24

)

︒

こ
れ
に
よ
っ
て
︑
衣
民
族
は
い
か
に
し
て
漢
民
族
と
�
�
2
涉
を
行
う
の
か
が
焦
點
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
政
治
︑
社
會
︑

經
濟
な
ど
の
側
面
か
ら
︑
衣
民
族
の
變
�
に
つ
い
て
も
硏
究
を
�
め
た
︒
小
川
裕
人
の
﹁
昭
和
十
二
年
度
硏
究
報
吿
槪
"
﹂
に
は
<
の
よ
う
に

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

滿
洲
�
に
關
す
る
從
來
の
硏
究
は
︑
各
々
種
族
や
時
代
に
就
い
て
︑
個
別
�
に
は
頗
る
詳
細
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
>
體
と
し
て
體
系
�
に

考
察
し
た
も
の
は
︑
未
だ
殆
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
︒
⁝
⁝
斯
る
立
場
か
ら
滿
洲
に
於
い
て
國
を
成
せ
る
夫
餘
・
高
句
麗
・
渤
海
・
遼
・

金
・
淸
等
の
歷
�
を
g
觀
し
︑
&
と
し
て
そ
の
政
治
社
會
組
織
の
上
か
ら
︑
滿
洲
�
を
四
 
に
分
け
︑
⁝
⁝(25

)

︒

こ
の
よ
う
に
小
川
裕
人
は
夫
餘
︑
高
句
麗
︑
渤
海
︑
遼
︑
金
︑
淸
の
瓜
治
階
h
と
被
瓜
治
階
h
の
民
族
�
差
衣
を
考
察
し
て
︑
瓜
治
階
h
の
�

�
發
i
�
度
が
歷
�
の
發
展
を
決
定
す
る
と
し
︑
N
に
滿
洲
�
の
體
系
を
O
築
し
た
︒
こ
れ
は
滿
洲
�
の
內
部
に
お
け
る
動
力
を
檢
討
し
た
も

の
で
あ
っ
た(

26
)

︒
一
方
で
︑
田
村
實
V
︑
小
川
裕
人
︑
外
山
軍
治
ら
は
契
丹
︑
女
眞
族
の
漢
�
�
と
の
2
涉
と
い
う
問
題
に
も
)
目
し
始
め
る
よ

う
に
な
る
︒
こ
れ
ら
の
硏
究
は
﹃
滿
蒙
�
論
叢
﹄
�
び
﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
な
ど
の
刊
行
物
に
相
<
い
で
發
表
さ
れ
て
い
た(27

)

︒

)
目
す
べ
き
な
の
は
︑
小
川
裕
人
の
﹁
滿
洲
民
族
の


謂
﹁
j
元
性
﹂
と
其
の
發
展
に
就
い
て
﹂
と
い
う
論
�
で
あ
る
︒
滿
洲
に
お
け
る
諸

民
族
の
勃
興
の
原
動
力
は
素
朴
な
原
始
�
精
神
と
怨
來
・
先
k
兩
種
族
混
血
の
優
生
學
�
理
由
に
基
づ
き
︑
政
權
の
中
に
�
�
�
度
の
高
い
漢

人
が
加
入
す
る
こ
と
で
︑
政
治
︑
經
濟
︑
社
會
の
諸
層
面
も
大
い
に
發
展
し
た
と
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
︑
漢
�
�
の
m
容
は
滿
洲
諸

政
權
に
墮
落
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
て
い
る(28

)

︒

こ
の
助
成
事
業
に
よ
り
︑
硏
究
者
側
は
政
府
の
經
費
を
利
用
し
て
︑
若
手
硏
究
者
を
育
成
し
︑
學
�
硏
究
を
發
展
さ
せ
た
︒
政
府
側
に
と
っ

て
︑
�
�
事
業
を
發
展
さ
せ
る
に
は
硏
究
者
の
助
力
が
不
可
缺
で
あ
る
た
め
︑
彼
ら
の
提
案
を
無
視
で
き
ず
︑
M
営
の
滿
洲
國
民
の
同
一
性
の

强
�
と
王
8
精
神
の
�
�
を
目
指
す
と
い
う
�
�
政
策
を
實
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た(29

)

︒

東 方 學 報
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(
三
)
衣
民
族
が
中
國
を
瓜
治
す
る
方
法

昭
和
十
二
年

(一
九
三
七
)
に
日
本
軍
が
盧
7
橋
事
件
を
\
こ
し
︑
日
中
戰
爭
を
開
始
す
る
と
︑
日
本
で
は
中
國
を
理
解
す
る
た
め
の
書
籍

が
大
量
に
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
う
し
た
な
か
で
︑
外
務
省
�
査
部
は
中
國
と
中
國
人
を
理
解
す
る
た
め
︑
中
國
硏
究
の
權
威
で

あ
っ
た
水
野
梅
曉
︑
曾
我
部
靜
雄
︑
矢
野
仁
一
ら
を
招
き
︑
こ
れ
ら
の
學
者
に
よ
る
論
�
集
﹃
荏
%
瓜
治
に
關
す
る
論
叢
﹄
を
出
版
し
た
︒
こ

の
論
�
集
で
は
︑
中
國
人
の
特
質
を
論
ず
る
と
と
も
に
︑
日
本
が
今
後
い
か
に
し
て
中
國
を
瓜
治
す
べ
か
と
い
う
問
題
に
焦
點
を
當
て
て
い
た
︒

)
目
さ
れ
る
の
は
︑
安
岡
正
篤
が
︑
中
國
瓜
治
に
つ
い
て
議
論
す
る
際
に
︑﹁
今
の
は
滿
洲
か
ら
\
つ
て
中
原
を
取
り
︑
淸
�
を
樹
て
た
話
で

あ
り
ま
す
が
︑
<
は
蒙
古
か
ら
�
入
つ
て
宋
を
p
ぼ
し
︑
中
原
を
荏
�
し
た
元
で
す
︒
こ
の
元
の
政
治
は
︑
淸
と
は
q
つ
た
;
味
で
日
本
の
參

考
に
な
り
ま
す
﹂︑﹁
そ
れ
故
に
︑
我
々
は
荏
%
の
四
千
六
百
餘
年
の
永
い
歷
�
を
g
じ
て
︑
蒙
古
︑
滿
洲
民
族
が
如
何
に
し
て
荏
%
を
治
め
た

か
︑
そ
の
瓜
治
の
跡
を
r
み
る
こ
と
は
︑
非
常
に
9
;
義
な
こ
と
で
あ
る
と
信
ず
る
﹂
と
営
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る(30

)

︒
つ
ま
り
︑
元
︑
淸
の
瓜

治
經
驗
は
日
本
に
と
っ
て
非
常
に
參
考
に
な
る
と
さ
れ
︑
蒙
古
が
宋
を
︑
滿
洲
が
�
を
滅
ぼ
し
た
時
の
よ
う
に
︑
當
時
の
日
本
が
國
民
黨
を
s

擊
し
た
こ
と
で
︑
漢
人
の
民
族
;
識
が
高
ま
り
︑
衣
民
族
瓜
治
に
對
す
る
抵
抗
;
識
を
强
め
た
こ
と
に
)
;
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た(31

)

︒

水
野
梅
曉
は
中
國
�
に
お
い
て
蒙
古
人
︑
滿
洲
人
の
み
が
中
國
>
體
を
瓜
治
す
る
衣
民
族
政
權
を
打
ち
円
て
て
お
り
︑
日
本
が
荏
%
事
變
の

後
︑
�
も
`
ぐ
べ
き
こ
と
は
︑
中
國
を
�
略
し
た
第
三
の
衣
民
族
と
し
て
︑
淸
︑
元
兩
王
�
を
硏
究
し
︑
中
國
を
瓜
治
す
る
た
め
の
知
識
を
獲

得
す
る
こ
と
だ
と
営
べ
た(

32
)

︒

衣
民
族
が
天
下
を
掌
握
せ
る
場
合
に
は
︑
荏
%
人
の
瓜
治
に
N
に
一
段
の
苦
心
を
拂
は
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
元
や
淸
の
歷
�
を
見
れ

ば
�
か
で
あ
る
︒
今
や
皇
國
は
東
亞
怨
秩
序
の
円
設
と
い
ふ
大
業
に
乘
り
出
し
︑
日
荏
の
關
係
を
眞
の
唇
齒
輔
車
の
關
係
に
置
か
ん
が
た

め
︑
絕
大
の
努
力
を
傾
倒
し
つ
ゝ
あ
る
︒
そ
の
努
力
を
し
て
9
_
の
美
を
收
め
し
め
ん
が
た
め
に
は
︑
荏
%
�
荏
%
人
を
根
本
�
に
理
解

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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し
︑
且
�
去
に
於
け
る
そ
の
瓜
治
者
の
業
績
を
檢
討
し
て
置
く
こ
と
が
必
"
で
あ
る(33

)

︒

三
︑
委
託
案
に
お
け
る
羽
田
亨
の
役
割
と
影
�

(
一
)
東
亞
硏
究
	
の
設
立
と
﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
委
託
事
業
案

M
営
の
よ
う
に
︑
日
本
軍
が
盧
7
橋
で
\
こ
し
た
事
件
に
よ
り
︑
東
方
�
�
學
院
の
E
營
方
針
も
影
�
を
m
け
︑
外
務
省
官
僚
齋
U
良
衞
は

東
方
�
�
學
院
に
中
國
の
古
典
硏
究
だ
け
で
な
く
︑
中
國
社
會
の
現
實
�
な
問
題
を
硏
究
す
る
こ
と
を
提
言
し
︑
か
つ
硏
究
方
式
も
よ
り
目
�

性
︑
組
織
性
を
必
"
と
す
る
と
営
べ
た(34

)

︒
こ
の
提
言
は
實
は
軍
部
方
面
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る(35

)

︒
こ
の
提
言
に
對
す
る
兩
硏
究


の

反
應
は
>
く
q
っ
て
い
た
︒
東
京
硏
究


が
現
代
中
國
に
關
す
る
硏
究
を
加
え
る
;
向
を
表
�
し
た
の
に
對
し
︑
京
都
硏
究


は
從
來
の
古
典

硏
究
と
い
う
方
針
を
維
持
し
續
け
︑
兩
硏
究


の
方
針
は
完
>
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
昭
和
十
三
年
︑
外
務
省
で
は
分
離
を
^
め
て
︑

東
方
�
�
學
院
を
解
體
し
︑
東
京
硏
究


を
東
方
�
�
學
院
と
し
︑
京
都
硏
究


は
東
方
�
�
硏
究


と
改
稱
す
る
こ
と
に
し
た(36

)

︒

昭
和
十
三
年

(一
九
三
八
)
︑
日
本
政
府
は
よ
り
中
國
を
理
解
し
政
策
を
>
面
�
に
策
定
す
る
た
め
に
︑
興
亞
院
︑
東
亞
硏
究


な
ど
を
設
置

し
た
︒
東
亞
硏
究


は
︑
企
劃
院
�
査
官
池
田
純
久
に
よ
っ
て(37

)

︑
當
時
總
理
で
あ
っ
た
#
衞
�
x
を
總
裁
と
し
︑
滿
鐵
理
事
︑
貴
族
院
議
員
で

あ
っ
た
大
藏
公
y
を
副
總
裁
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た(38

)

︒

東
亞
硏
究


の
設
置
目
�
は
︑
日
中
戰
爭
を
背
景
に
日
本
が
大
陸
�
略
を
本
格
�
す
る
な
か
︑
中
國
︑
ロ
シ
ア
極
東
︑
南
北
太
�
洋
︑
イ
ン

ド
︑
西
ア
ジ
ア
な
ど
ア
ジ
ア
の
廣
い
範
圍
を
對
象
に
し
て
學
�
�
な
�
査
・
硏
究
を
行
い
︑
日
本
の
大
陸
を
め
ぐ
る
國
策
に
つ
い
て
;
見
を
具

申
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
�
査
地
域
が
か
な
り
廣
か
っ
た
た
め
︑
東
亞
硏
究


だ
け
で
>
地
域
の
�
査
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
︑
必
ず
他
の
硏

究
機
關
と
協
力
す
る
形
で
�
査
を
�
め
た
︒
こ
れ
ら
の
�
査
・
硏
究
の
成
果
は
數
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る(39

)

︒
內
部
組
織
は
以
下
の
五
部
に
分
け

東 方 學 報
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ら
れ
た
︒
第
一
部

(企
劃
班
︑
業
務
班
︑
自
然
科
學
班
︑
瓜
計
班
︑
S
譯
班
)
︑
第
二
部

(ソ
連
班
︑
外
蒙
靑
海
班
︑
囘
敎
班
︑
滿
洲
班
)
︑
第
三
部

(
荏
%
政

治
班
︑
荏
%
社
會
班
︑
第
一
荏
%
經
濟
班
︑
第
二
荏
%
經
濟
班
)
︑
第
四
部

(南
洋
第
一
班
︑
南
洋
第
二
班
︑
大
洋
班
︑
列
國
班
)
︑
第
五
班

(印
度
ビ
ル
マ
班
︑

英
國
班
)
で
あ
る(

40
)

︒

�
査
方
針
は
�
査
對
象
地
域
と
日
本
の
關
係
を
中
心
と
し
て
︑
&
に
國
策
を
定
め
る
た
め
の
�
料
の
收
集
な
ど
︑
實
用
�
な
硏
究
に
從
事
す

る
も
の
だ
っ
た
︒
東
亞
硏
究


が
︑
�
査
・
硏
究
を
單
獨
で
行
え
な
い
場
合
は
︑
在
來
の
各
種
�
査
機
關
や
專
門
家
と
協
力
し
︑
そ
れ
ら
へ
委

託
助
成
す
る
形
で
行
わ
れ
た
︒
硏
究


の
創
設
當
時

(昭
和
十
三
年
八

)
︑
優
先
�
な
�
査
硏
究
事
項
は
︑
1
．中
國
︑
2
．ソ
聯
邦
の
東
方
政

策
︑
3
．英
國
の
東
方
政
策
︑
4
．
南
方
諸
地
域
の
�
源
�
び
こ
れ
ら
諸
地
域
と
の
貿
易
︑
5
．東
亞
を
中
心
と
す
る
世
界
貿
易
︑
6
．囘
敎
徒
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た(

41
)

︒

(
二
)
委
託
案
に
お
け
る
羽
田
亨
の
役
割

そ
の
た
め
︑
日
本
の
軍
事
�
略
の
擴
大
に
c
っ
て
︑
日
本
政
府
は
必
然
�
に
中
國
人
と
接
觸
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
︑
M
営
の
よ
う
に
中
國

の
歷
�
に
お
い
て
衣
民
族
が
如
何
に
漢
民
族
を
瓜
治
し
た
か
を
日
本
の
國
策
の
參
考
に
し
よ
う
と
し
た(42

)

︒
昭
和
十
三
年

(一
九
三
八
)
十
一


八
日
︑
東
亞
硏
究


は
東
方
�
�
學
院
と
東
方
�
�
硏
究


に
﹁
淸
時
代
ニ
於
ケ
ル
衣
民
族
瓜
治
問
題
硏
究
﹂
�
査
案
を
委
託
し
た(43

)

︒
外
務
省

外
2
�
料
館


藏
の
�
書
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
後
東
亞
硏
究


の
上
層
部
と
兩
硏
究


の


長
︑
硏
究
員
が
數
囘
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
た
︒
打
ち

合
わ
せ
の
參
加
者
は
兩
硏
究


の


長

(
@
部
宇
之
吉
︑
松
本
�
三
郞
)
を
除
く
と
︑
後
に
こ
の
委
託
事
業
案
の
擔
當
&
任
に
な
っ
た
池
內
宏
︑

羽
田
亨
︑
瀧
精
一
な
ど
で
あ
っ
た(

44
)

︒
十
二

三
日
︑﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
委
託
案
が
提
出
さ
れ
︑
池
內
宏
が
擔
當
&
任

を
務
め
︑
東
京
?
大
と
京
都
?
大
の
東
洋
�
卒
業
生
が
招
集
さ
れ
︑
囑
託
硏
究
員
と
し
て
硏
究
に
從
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た(45

)

︒

こ
の
委
託
事
業
案
は
東
亞
硏
究


の
第
三
部
荏
%
政
治
班
の
業
務
に
屬
す
る
こ
と
に
な
り(46

)

︑
昭
和
十
七
年
︑
東
亞
硏
究


が
硏
究
報
吿
を
m

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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け
取
っ
た
後
︑
第
三
部
荏
%
政
治
班
の
中
村
治
兵
衞
が
北
魏
︑
金
︑
元
の
部
分(47

)

︑
沼
田
鞆
雄
が
淸
の
部
分
を
Q
纂
す
る
こ
と
に
な
っ
た(48

)

︒
同
年

の
年
末
︑
部
分
�
成
果
が
機
關
誌
で
あ
る
﹃
東
亞
硏
究


報
﹄
に
揭
載
さ
れ
︑
�
年
に
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄
が
出
版
さ
れ
︑
さ
ら
に
︑

そ
の
�
年
に
は
︑
中
村
治
兵
衞
が
遼
の
部
分
を
增
補
し
︑﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
が
出
版
さ
れ
た
︒

外
務
省
外
2
�
料
館
に
殘
さ
れ
て
い
る
公
�
書
と
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
か
ら
︑
東
亞
硏
究


と
東
方
�
�
學
院
︑
東
方
�
�
硏
究


と
の
閒
の

打
ち
合
わ
せ
の
�
�
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
公
�
書
に
よ
れ
ば
︑
東
亞
硏
究


が
委
託
し
た
計
劃
案
に
は
︑
M
営
の
﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ

諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
以
外
に
︑﹁
淸
�
ノ
漢
民
族
�
邊
疆
民
族
瓜
治
政
策
問
題
硏
究
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
M
者
の
成
果
が
﹃
東
亞
硏

究


報
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
論
�
四
�
︑
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄
�
び
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
で
あ
り
︑
後
者
の
成
果
が
﹃
淸
�
の

邊
疆
瓜
治
政
策
：
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
硏
究
﹄
で
あ
る(49

)

︒﹃
淸
�
の
邊
疆
瓜
治
政
策
﹄
の
﹁
は
し
が
き
﹂
に
︑
﹁
本
書
は
先
に
本
硏
究



(東
亞

硏
究


)
が
﹁
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
事
例
﹂
と
題
し
て
當
時
の
東
方
�
�
學
院
東
京
硏
究


︑
京
都
硏
究



(現
東
方
�
�
學
院
︑
東
方
�
�
硏
究



)
に
對
し
て
委
囑
せ
る
硏
究
報
吿
中
︑
特
に
淸
�
の
邊
疆
瓜
治
政
策
に
關
す
る
三
論
�
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
︒
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る(50

)

︒

﹁
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
事
例
﹂
は
M
営
の
﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
の
こ
と
だ
と
,
斷
で
き
︑
兩
者
が
同
じ
計
劃
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る(

51
)

︒

<
に
︑﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
委
託
案
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
公
�
書
の
中
で
︑
委
託
案
名
稱
は
昭
和
十
三
年
十
一


八
日
か
ら
十
二

二
日
ま
で
︑
ほ
ぼ
﹁
淸
時
代
ニ
於
ケ
ル
衣
民
族
瓜
治
問
題
硏
究
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
東
亞
硏
究


の
�
初

の
O
想
で
は
︑
委
託
案
の
中
心
は
淸
�
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
十
二

三
日
︑
東
亞
硏
究


と
兩
硏
究


の
上
層
部
が
初
め
て
相
談
を

行
っ
た
︒﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
に
は
︑
こ
の
相
談
に
つ
い
て
<
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

今
夜
中
央
亭
に
て
東
亞
硏
究


理
事
原
林
�
澤
岡
本
氏
等
と
會
す
松
本
瀧
池
內
氏
等
同
席
外
に
硏
究


の
&
事
大
上
氏
等
二
三
あ
り
か
ね

東 方 學 報
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て
東
亞
硏
究


に
依
賴
あ
り
た
る
硏
究
依
囑
事
項
に
つ
き
�
;
な
き
相
談
を
な
す(52

)

︒

東
亞
硏
究


の
上
層
部
は
�
澤
俊
樹
常
務
理
事
F
第
一
部
長
︑
林
桂
理
事
F
第
三
部
長
︑
原
敢
二
郞
理
事
F
第
四
部
長
︑
岡
本
武
三
理
事
F
第

五
部
長
︑
大
上
末
廣
�
查
&
事
等
で
あ
り
︑
東
京
硏
究


の
代
表
が
池
內
宏
︑
瀧
精
一
︑
京
都
硏
究


の
代
表
が
松
本
�
三
郞
︑
羽
田
亨
で

あ
っ
た
︒
東
亞
硏
究


側
は
總
裁
と
副
總
裁
を
除
く
と
︑
他
の
幹
部
が
>
員
出
席
し
て
お
り
︑
委
託
案
を
重
視
す
る
�
勢
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ

故
︑
羽
田
亨
は
今
囘
の
相
談
に
つ
い
て
﹁
�
;
な
き
相
談
を
な
す
﹂
と
営
べ
た
︒
<
に
相
談
後
に
確
^
し
た
委
託
案
の
草
案
內
容
に
つ
い
て
記

す
︒

目
�

衣
民
族
ト
シ
テ
荏
%
ヲ
荏
�
シ
稀
9
ノ
成
果
ヲ
收
メ
タ
ル
淸
�
ノ
諸
政
策
ヲ
&
ト
シ
テ
�
査
シ
︑
�
セ
テ
金
�
元
�
に
�
び
︑
以
テ
東
亞

怨
秩
序
の
樹
立
怨
東
亞
體
制
ノ
確
立
テ
ウ
?
國
P
命
ノ
�
行
上
︑
參
考
ニ
�
ス
︒

�
料
集
作
成
ノ
"
領

�
料
ノ
G
擇
ハ
各
�
ガ
制
壓
�
反
面
ニ
c
ヒ
︑
各
種
ノ
工
夫
ヲ
重
ネ
︑
民
衆
生
活
ノ
安
定
︑
民
心
ノ
收
穫
ヲ
;
圖
セ
シ
事
例
ニ
重
キ
ヲ
置

ク(
53
)

︒

上
記
の
よ
う
に
︑
こ
の
委
託
案
は
淸
�
が
中
國
を
瓜
治
し
た
諸
政
策
を
理
解
す
る
と
と
も
に
︑
時
代
を
元
︑
金
ま
で
�
っ
て
︑
日
本
が
中
國
を

瓜
治
す
る
際
の
參
考
と
す
る
の
が
&
な
目
�
で
あ
る
︒
こ
の
協
議
に
基
づ
き
委
託
案
の
範
圍
が
淸
�
の
み
か
ら
淸
︑
元
︑
金
三
�
に
擴
大
し
︑

委
託
案
の
名
稱
は
﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
と
な
っ
た
︒
こ
こ
に
遼
が
含
ま
れ
な
い
理
由
は
二
つ
あ
っ
た
︒
第
一
に
︑
遼
の

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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瓜
治
領
域
が
東
モ
ン
ゴ
リ
ア
︑
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
︑
華
北
の
一
部
だ
け
で
あ
り
︑
中
國
の
>
域
を
領
9
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
遼

の
荏
�
民
族
は
契
丹
人
で
︑
淸
の
荏
�
民
族
で
あ
る
滿
洲
人
と
は
性
格
を
衣
に
す
る
民
族
で
あ
っ
た
た
め
︑
委
託
案
の
硏
究
對
象
の
�
格
に
合

致
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

�
査
項
目
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る(54

)

︒

(一
)
荏
%
本
土
�
入
M
ノ
工
作

1
．
塞
外
諸
民
族
ノ
連
橫
E
動

2
．
對
漢
民
族
政
策

(二
)
荏
%
瓜
一
後
ノ
行
政

1
．
荏
%
ノ
邊
疆
瓜
治
ノ
行
政
機
O

2
．
荏
%
內
地
ニ
於
ケ
ル
保
甲
制
︑
里
老
制

3
．
上
下
ノ
;
志
駅
g

(三
)
軍
制1

．
荏
%
內
地
ニ
於
ケ
ル
各
種
軍
ノ
組
織
�
ビ
其
ノ
�
置

2
．
荏
%
邊
疆
ニ
於
ケ
ル
兵
傭

(四
)
官
�
登
庸

1
．
諸
民
族
ノ
官
�
登
庸
�
ビ
禮
�

2
．
諸
民
族
出
身
官
�
ノ
相
互
牽
制

東 方 學 報
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(五
)
戶
籍
︑
婚
姻

1
．
身
分
ノ
規
定
︑
戶
籍
ノ
Q
成

2
．
婚
姻
ニ
關
ス
ル
諸
政
策

(六
)
土
地
政
策

1
．
荏
%
內
地

2
．
荏
%
邊
疆

(七
)
財
政
經
濟
ニ
關
ス
ル
諸
政
策

1
．
徵
稅

2
．
賑
恤

3
．
2
易

(八
)
2
g
政
策

(九
)
宗
敎
政
策

1
．
邊
疆
諸
民
族
瓜
治
ニ
於
ケ
ル
諸
宗
敎
ノ
利
用

2
．
漢
民
族
ニ
對
ス
ル
宗
敎
政
策

(十
)
�
�
︑
敎
育
政
策

(十
一
)
�
俗
ニ
關
ス
ル
諸
政
策

(十
二
)
民
族
同
�
問
題

1
．
自
己
ノ
民
族
性
保
持
ノ
諸
政
策

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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2
．
�
少
民
族
ノ
同
�
政
策

3
．
元
︑
淸
ニ
於
ケ
ル
封
禁
ノ
問
題

(十
三
)
�
亂

1
．
諸
民
族
�
亂
ノ
原
因

2
．
�
亂
ノ
對
策

(十
四
)
淸
�
ノ
沒
落

1
．
扶
淸
滅
洋
E
動

2
．
排
滿
興
漢
E
動

M
営
の
よ
う
に
︑
東
亞
硏
究


は
淸
�
の
中
國
瓜
治
と
具
體
�
な
政
策
を
中
心
に
�
査
す
る
こ
と
を
希
y
し
て
お
り(55

)

︑
草
案
の
�
査
項
目
は
地

方
基
層
行
政
制
度
︑
軍
事
制
度
︑
官
�
登
用
制
度
︑
土
地
制
度
︑
財
政
・
經
濟
政
策
︑
2
g
政
策
︑
宗
敎
政
策
︑
�
�
敎
育
政
策
︑
�
俗
︑
民

族
政
策
︑
反
亂
の
原
因
と
對
策
な
ど
︑
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
�
査
項
目
は
淸
�
の
中
國
瓜
治
政
策
に
�
用
す
る
だ
け
で
な
く
︑

そ
の
ほ
か
の
衣
民
族
に
擴
大
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
︒
た
だ
淸
�
の
沒
落
と
い
う
項
目
は
淸
�
限
定
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
十
二


十
五
日
︑
二
十
二
日
の
�
書
に
揭
載
さ
れ
た
委
託
案
名
稱
は
﹁
荏
%
ニ
於
ケ
ル
遼
︑
金
︑
元
︑
淸
ノ
各
�
ガ
漢
民
族
ソ
ノ
他
ノ
衣
民
族
瓜
治

ニ
關
シ
テ
G
レ
ル
政
策
﹂
と
﹁
遼
︑
金
︑
元
︑
�
︑
淸
等
諸
�
ノ
時
代
ニ
於
ケ
ル
漢
民
族
瓜
治
ヲ
&
ト
ス
ル
硏
究
﹂
で
あ
っ
た
︒
公
�
書
に
は

委
託
案
名
稱
の
變
N
の
原
因
に
關
す
る
記
載
が
な
い
た
め
︑
實
際
の
狀
況
は
わ
か
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
項
目
は
東
亞
硏
究


の
希
y

す
る
範
圍

(
淸
︑
元
︑
金
)
を
超
え
て
い
た
︒
上
営
の
�
査
項
目
の
狀
況
と
�
せ
て
考
え
る
と
︑
學
者
側
は
で
き
る
だ
け
關
聯
分
野
の
若
手
硏
究

者
た
ち
が
參
加
で
き
る
よ
う
企
劃
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒

東 方 學 報
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十
二

二
十
七
日
︑
委
託
案
の
囑
託
硏
究
員
は
三
上
<
男
︑
旗
田
巍
︑
松
本
善
海
︑
周
U
吉
之
︑
村
上
正
二
︑
百
瀨
弘
な
ど
の
六
名
に
決
め

ら
れ
た
が
︑
彼
ら
は
>
員
東
京
?
大
東
洋
�
專
攻
の
出
身
で
あ
り
︑
京
大
の
部
分
は
ま
だ
決
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

(詳
細
は
後
営
す
る
)
︒

一
九
三
九
年
一

十
六
日
︑
東
亞
硏
究


側
は
池
內
宏
ら
が
企
劃
し
た
計
劃
の
內
容
に
對
し
て
︑
ま
だ
不
滿
が
あ
っ
た
︒﹃
羽
田
亨
日
記
﹄

に
は
<
の
よ
う
に
あ
る
︒

�
東
亞
硏
究


を
訪
ひ
�
澤
原
兩
理
事
と
會
談
林
理
事
荏
%
に
出
張
と
て
不
在
な
り
︒
⁝
⁝
四
時
池
內
君
を
訪
ひ
雜
談
す
硏
究


に
て
池

內
氏
よ
り
提
出
の
硏
究
依
囑
項
目
に
多
少
の
不
滿
あ
る
旨
を
も
傳
へ
報
吿
は
先
方
希
y
の
線
に
沿
へ
る
も
の
を
出
す
こ
と
に
無
論
諒
解
の

筈
な
る
も
N
に
こ
の
點
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
お
互
に
致
し
た
し
と
話
し
置
け
り
五
時
�
ぎ
⁝
⁝(56

)

︒

一

十
六
日
︑
羽
田
亨
は
東
亞
硏
究


を
訪
れ
た
が
︑
委
託
事
業
案
を
擔
當
し
て
い
た
第
三
部
部
長
林
桂
理
事
が
中
國
に
出
張
し
て
い
た
の
で
︑

�
澤
俊
樹
と
原
敢
二
郞
に
の
み
相
談
し
た
︒
そ
の
後
︑
羽
田
は
池
內
宏
の
も
と
を
訪
れ
︑
東
亞
硏
究


側
が
委
託
案
の
池
內
に
よ
る
草
案
の
內

容
に
對
し
て
多
少
の
不
滿
が
あ
る
こ
と
を
傳
え
︑
東
亞
硏
究


の
"
y
に
沿
っ
て
�
め
る
よ
う
池
內
宏
に
傳
i
し
た(57

)

︒
委
託
案
の
名
稱
か
ら
見

る
と
︑
東
方
�
�
學
院
は
十
二

三
日
の
草
案
の
名
稱

(
淸
︑
元
︑
金
)
か
ら
十
二

十
五
日

(遼
︑
金
︑
元
︑
淸
)
︑
二
十
二
日

(遼
︑
金
︑
元
︑

�
︑
淸
)
に
そ
れ
を
擴
大
し
た
︒
こ
れ
は
東
亞
硏
究


の
O
想
範
圍
を
超
え
て
お
り
︑
東
亞
硏
究


か
ら
不
滿
が
示
さ
れ
た
︒
羽
田
亨
は
東
亞

硏
究


と
池
內
宏
の
閒
に
立
っ
て
�
整
し
︑
重
"
な
役
割
を
演
じ
た
︒

一
方
で
︑
池
內
宏
が
こ
の
委
託
案
に
つ
い
て
東
亞
硏
究


の
管
理
層
と
協
議
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
載
は
︑
ほ
ぼ
見
當
た
ら
な
い
︒
少
な

い
記
載
の
中
︑
旗
田
巍
に
よ
る
思
い
出
に
は
<
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
︒

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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(池
內
)
先
生
は
確
か
に
軍
部
が
き
ら
い
だ
︒
そ
れ
で
私
は
し
か
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
︒
昭
和
十
三
年
に
東
亞
硏
究


と
い
う
の

が
出
來
ま
し
た
ね
︒
あ
そ
こ
に
私
は
行
き
た
い
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
︒
向
こ
う
か
ら
も
來
な
い
か
と
い
う
話
も
あ
っ
た
の
で
︑

先
生
に
ご
相
談
に
行
っ
た
ん
で
す
︒
そ
し
た
ら
し
か
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
︑﹁
お
M
︑
何
と
思
っ
と
る
︒
あ
そ
こ
は
軍
部
だ
と
か
官
僚
が
や
っ

て
い
る
と
こ
ろ
だ
︒
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
行
く
ん
な
ら
︑
緣
を
切
っ
て
行
け
﹂
と

(笑
い
)
激
し
い
け
ん
ま
く
で
︑
そ
れ
で
や
め
ち
ま
っ
た(58

)

︒

こ
れ
は
池
內
宏
が
軍
部
¿
い
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
羽
田
亨
が
東
亞
硏
究


と
池
內
宏
の
閒
を
取
り
持
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
推

測
さ
れ
る
︒

一

三
十
日
︑
羽
田
亨
の
努
力
に
よ
り
︑
委
託
案
の
名
稱
は
﹁
淸
︑
元
︑
金
等
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
と
な
り
︑
硏
究
 
閒
は
昭
和
十

四
年
一

一
日
か
ら
昭
和
十
五
年
十
二

三
十
一
日
ま
で
の
二
ヶ
年
と
さ
れ
た
︒
そ
の
ほ
か
の
協
定
事
項
に
﹁
業
務
�
涉
狀
況
ニ
關
シ
テ
ハ
東

亞
硏
究


ニ
定
 
報
吿
ス
ル
コ
ト
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た(59

)

︒
こ
の
委
託
事
業
案
を
擔
當
し
て
い
た
の
は
第
三
部
で
あ
っ
た
が
︑
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄

に
よ
れ
ば
︑
羽
田
は
こ
の
委
託
案
に
關
し
て
原
敢
二
郞
理
事
F
第
四
部
長
に
六
囘
相
談
し
て
お
り

(一
九
三
九
年
一

十
六
日
︑
一
九
三
九
年
十
一


十
一
日
︑
一
九
四
〇
年
二

十
二
日
︑
一
九
四
〇
年
三

二
日
︑
一
九
四
〇
年
五

二
十
八
日
︑
一
九
四
〇
年
九

二
十
七
日
)
︑
ま
た
︑
林
桂
理
事
F
第
三

部
長
に
二
囘

(一
九
三
九
年
六

十
三
日
︑
一
九
四
〇
年
二

十
六
日
)
︑
�
澤
俊
樹
常
務
理
事
F
第
一
部
長
に
一
囘
そ
れ
ぞ
れ
相
談
し
て
い
た

(一
九

三
九
年
一

十
六
日
︑
一
九
三
九
年
四

十
四
日

(60
)

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
羽
田
亨
は
委
託
案
實
施
 
閒
で
あ
る
二
年
の
閒
に
︑
東
亞
硏
究


の
理
事
た
ち

と
何
度
も
會
談
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
定
 
�
な
報
吿
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

)
;
す
べ
き
な
の
は
︑
羽
田
亨
が
原
敢
二
郞
と
相
談
し
た
囘
數
が
一
番
多
い
こ
と
で
あ
る
︒
一
九
四
〇
年
三

二
日
に
︑

午
後
東
洋
�
硏
究
室
に
て
東
亞
硏
究


の
淸
�
の
衣
民
族
瓜
治
方
針
硏
究
中
の
諸
氏
と
會
合
︑
硏
究


に
て
原
理
事
よ
り
聞
き
た
る
硏
究
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方
針
に
つ
き
傳
i(

61
)

︒

と
営
べ
て
い
る
︒
印
︑
一
九
四
〇
年
九

二
十
七
日
に

東
亞
硏
究


を
訪
ひ
原
理
事
に
面
會
衣
民
族
硏
究
は
一


−

三

の
閒
を
殘
務
整
理
と
し
て
存
置
の
こ
と
︑
そ
の
後
を
如
何
に
す
る
見
�

ミ
か
に
つ
き
て
不
在
の
林
課
長
に
;
見
を
聞
き
お
き
く
れ
ら
れ
度
旨
依
賴
す(62

)

︒

と
営
べ
て
い
る
︒
こ
の
委
託
案
の
擔
當
部
長
は
林
桂
理
事
で
あ
っ
た
が
︑
頻
繁
に
中
國
に
出
張
し
て
い
た
の
で
︑
實
際
︑
委
託
案
に
參
與
し
た

�
度
は
少
な
い
と
推
測
で
き
る
︒
こ
の
た
め
︑
實
際
に
は
原
敢
二
郞
理
事
が
委
託
案
を
擔
當
し
て
い
た
こ
と
が
確
^
で
き
る(63

)

︒

(
二
)
漢
民
族
の
同
�
力
說
に
つ
い
て

M
営
の
よ
う
に
︑
こ
の
委
託
事
業
案
は
︑
國
策
機
關
で
あ
る
東
亞
硏
究


に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
衣
民
族
が
中
國
を
如
何
に
瓜
治

し
て
い
た
の
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
漢
人
瓜
治
政
策
を
中
心
課
題
に
し
て
︑
邊
疆
瓜
治
政
策
を
補
助
�
な
課

題
と
し
て
い
る
︒﹃
東
亞
硏
究


報
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
論
�
四
�(64

)

︑﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄︑﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
に
よ
れ
ば
︑
漢

�
�
に
强
く
抵
抗
し
︑
非
常
に
多
く
の
色
目
人
を
登
用
し
た
元
�
を
除
い
て
︑
北
魏
︑
金
︑
淸
で
は
︑
瓜
治
範
圍
の
擴
大
に
c
い
漢
民
族
の
人

口
が
增
加
し
︑
�
_
�
に
中
國
の
官
僚
制
度
と
風
�
を
完
>
に
�
得
し
て
︑
漢
民
族
と
同
�
す
る
8
を
�
ん
だ
と
す
る
︒
こ
れ
ら
か
ら
︑
漢

�
・
同
�
が
中
心
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
當
時
︑
漢
�
・
同
�
に
關
す
る
課
題
に
つ
い
て
羽
田
亨
自
身
が
硏
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
︒

以
下
で
は
︑
羽
田
亨
の
關
聯
す
る
硏
究
�
び
そ
の
委
託
事
業
案
に
�
ぼ
し
た
影
�
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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東
洋
�
學
の
發
展
を
�
る
と
︑
モ
ン
ゴ
ル
︑
契
丹
︑
女
眞
︑
滿
洲
な
ど
北
方
民
族
の
歷
�
が
重
視
さ
れ
て
き
た
が
︑
と
り
わ
け
そ
の
中
國
�

�

(
漢
�
�
)
と
の
關
わ
り
が
)
目
さ
れ
て
き
た
︒
�
治
四
十
四
年

(一
九
一
一
)
︑
狩
野
直
喜
は
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
漢
�
�
に
對
す
る
態
度
を
檢

討
し
︑
<
の
よ
う
に
営
べ
た
︒

抑
元
が
蒙
古
か
ら
\
つ
て
金
を
滅
し
︑
江
南
を
�
げ
た
に
つ
き
て
は
︑
荏
%
の
�
�
に
接
觸
し
︑
こ
れ
を
�
收
し
た
事
は
勿
論
で
あ
る
が
︑

其
荏
%
�
�
に
對
す
る
態
度
は
同
じ
非
漢
人
種
で
中
國
の
&
と
な
つ
た
現
�
と
は
大
に
q
つ
た


が
あ
る
︒
そ
れ
は
第
一
現
�
は
其
�
關

の
初
か
ら
荏
%
�
�
を
除
い
て
は
滿
人
固
9
の
�
�
を
持
つ
て
居
な
か
つ
た
が
︑
元
は
こ
れ
に
反
し
て
荏
%
を
征
@
せ
ぬ
以
M
其
領
土
が

西
に
擴
が
つ
て
居
た
か
ら
︑
囘
敎
國
の
�
�
な
ど
か
ら
も
影
�
さ
れ
て
︑
其
�
度
か
ら
い
つ
た
ら
元
の
方
が
遙
に
高
か
つ
た
︒
そ
れ
で
荏

%
の
�
�
に
對
す
る
態
度
も
q
つ
て
居
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か(65

)

︒

こ
こ
で
)
目
す
べ
き
な
の
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
人
は
中
國
�
�
に
接
觸
す
る
M
に
︑
中
央
ア
ジ
ア
系
�
�
を
�
收
し
て
い
た
の
で
︑
他
の
衣
民
族
の

中
國
�
�
に
對
す
る
態
度
と
は
>
く
q
っ
て
い
た
と
す
る
點
で
あ
る
︒

大
正
二
年

(一
九
一
三
)
︑
內
U
湖
南
は
﹁
荏
%
論
﹂
に
お
い
て
︑
<
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

衣
種
族
た
る
遼
な
ど
は
︑
矢
張
り
其
の
種
族
の
も
の
だ
け
で
國
を
た
て
ゝ
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
傾
き
が
あ
つ
た
︒
さ
う
し
て
稀

に
荏
%
人
を
用
ゐ
た
こ
と
が
あ
る
に
�
ぎ
な
い
︒
⁝
⁝
金
の
世
宗
な
ど
は
︑
專
ら
其
の
考
で
あ
つ
て
︑
こ
の
衣
種
族
が
漢
人
の
風
俗
�
慣

に
か
ぶ
れ
る
と
︑
そ
れ
が
爲
に
�
く
な
つ
て
し
ま
ふ
︑
成
る
べ
く
漢
人
の
風
俗
�
慣
に
か
ぶ
れ
な
い
や
う
に
す
る
の
が
︑
自
分
の
民
族
の

本
質
を
維
持
し
︑
其
の
强
さ
を
保
つ
て
行
く


以
で
あ
る
と
考
へ
た
︒
⁝
⁝
蒙
古
か
ら
\
つ
て
荏
%
を
一
瓜
し
た
の
で
あ
る
が
︑
是
れ
も
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其
の
民
族
政
策
の
出
發
點
は
矢
張
り
餘
り
荏
%
の
�
�
に
か
ぶ
れ
な
い
方
で
あ
つ
た
︒
⁝
⁝
殊
に
蒙
古
人
は
荏
%
本
部
を
征
@
す
る
M
に
︑

旣
に
中
央
亞
細
亞
か
ら
歐
羅
巴
に
掛
け
て
の
諸
國
を
早
く
征
@
し
た
が
︑
是
等
の
國
に
は
荏
%
に
劣
ら
な
い


の
一
種
の
�
�
を
9
つ
て

居
つ
た(

66
)

︒

內
U
湖
南
は
遼
︑
金
︑
元
の
漢
人
瓜
治
�
漢
�
�
に
對
す
る
態
度
を
分
析
し
た
が
︑
そ
の
中
で
元
�
の
漢
�
�
の
態
度
に
對
す
る
內
U
の
見
解

は
M
営
の
狩
野
直
喜
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒

大
正
五
年

(一
九
一
六
)
︑
箭
內
亙
は
﹁
元
代
社
會
の
三
階
h
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
漢
人
は
國
民
の
大
多
數
を
占
め
し
の
み
な
ら
ず
︑
漢
人
の
�

�
の
�
度
は
蒙
古
人
の
其
れ
と
は
同
日
の
談
に
あ
ら
ざ
り
し
が
故
に
︑
?
國
の
官
�
︑
殊
に
�
官
と
し
て
は
多
數
の
漢
人
を
G
用
せ
ざ
る
を
得

ず
︒
而
も
是
れ
固
よ
り
蒙
古
の
君
臣
の
喜
ば
ざ
る


︑
極
言
す
れ
ば
實
に
國
家
の
深
憂
と
も
禍
源
と
も
見
ゆ
べ
し
︑
是
れ
に
於
い
て
彼
等
は
�

�
の
�
度
に
於
い
て
︑
は
た
印
官
�
と
し
て
の
才
能
に
於
い
て
︑
殆
ん
ど
漢
人
に
拮
抗
す
る
に
足
り
︑
且
つ
漢
人
に
對
し
て
何
等
恩
怨
な
き
色

目
人
を
拉
し
來
り
之
を
重
用
し
︑
以
て
一
面
漢
人
を
牽
制
し
︑
一
面
自
家
の
安
>
を
計
る
の
方
針
を
G
れ
り
﹂
と
営
べ
た(67

)

︒
箭
內
亙
の
觀
點
で

は
︑
&
に
元
�
の
社
會
階
h
と
官
制
を
檢
討
し
︑
モ
ン
ゴ
ル
人
は
漢
人
の
發
i
し
た
�
�
を
�
收
・
利
用
す
る
一
方
で
︑
漢
�
�
に
對
す
る
防

備
を
重
視
し
た
と
解
す
る
︒

上
営
の
よ
う
に
︑
西
洋
の
�
�
論
の
影
�
で
︑
�
�
や
國
家
が
互
い
に
2
液
す
る
場
合
︑
�
�
の
發
i
�
度
が
高
い
側
は
必
ず
低
い
側
を
同

�
す
る
と
い
う
觀
念
が
當
時
の
東
洋
�
硏
究
者
に
m
け
入
れ
ら
れ
て
い
た(68

)

︒
そ
の
た
め
︑
必
然
�
に
北
ア
ジ
ア
諸
民
族
が
漢
�
�
に
同
�
さ
れ

た
と
み
な
す
見
解
が
定
說
に
な
っ
た
︒

昭
和
三
年

(一
九
二
八
)
︑
羽
田
亨
は
M
営
の
諸
學
者
に
よ
る
衣
民
族
の
漢
�
�
に
對
す
る
態
度
に
つ
い
て
の
硏
究
を
基
礎
に
﹁
元
�
の
漢
�

�
に
對
す
る
態
度
﹂
を
提
出
し
た
︒
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元
�
一
代
を
g
じ
て
す
べ
て
の
方
面
に
蒙
古
至
上
&
義
を
貫
園
し
よ
う
と
し
︑
漢
�
�
に
對
し
て
も
︑
敢
え
て
こ
れ
を
�
重
し
模
倣
す
る

態
度
を
執
ら
な
か
つ
た
と
考
へ
て
差
荏
な
く
︑
大
體
の
上
か
ら
見
て
︑
他
の
北
人
諸
�
の
執
つ
た
態
度
と
甚
だ
趣
を
衣
に
し
て
居
る
と
見

て
�
ら
な
い
︒
然
し
な
が
ら
此
の
相
q
を
以
て
︑
同
一
の
事
�
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
�
上
の
一
衣
例
と
^
む
べ
き
で
は
な
い
︒
元
�
が
か

く
他
の
諸
�
と
衣
る
態
度
を
執
る
に
至
つ
た
の
は
︑
必
ず
そ
こ
に
然
る
べ
き
理
由
が
別
に
伏
在
し
て
居
つ
た
に
相
q
な
い(69

)

︒

以
上
の
よ
う
に
︑
羽
田
亨
は
モ
ン
ゴ
ル
人
が
円
て
た
元
�
が
漢
�
�
に
對
し
て
�
離
を
置
き
︑
或
い
は
表
面
�
に
�
重
し
つ
つ
︑
モ
ン
ゴ
ル
至

上
&
義
を
貫
い
て
い
た
こ
と
を
^
め
た
︒
契
丹
︑
女
眞
︑
滿
洲
よ
り
も
︑
モ
ン
ゴ
ル
人
は
中
國
以
外
の
世
界
の
諸
�
�

(イ
ン
ド
︑
中
央
ア
ジ
ア
︑

ロ
シ
ア
な
ど
)
と
接
觸
し
た
經
驗
が
あ
り
︑
且
つ
强
大
な
武
力
を
持
っ
て
世
界
を
制
�
し
た
自
信
か
ら
︑
漢
�
�
と
�
離
を
置
い
た
と
す
る
︒

昭
和
四
年

(一
九
二
九
)
︑
羽
田
亨
は
西
域
�
�
を
考
察
し
︑﹁
凡
そ
相
衣
つ
た
�
�
を
9
す
る
兩
者
が
相
接
し
て
k
む
時
に
多
少
と
も
に
互

に
其
の
9
無
長
短
を
融
g
し
︑
影
�
を
�
ぼ
し
合
ふ
べ
き
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
つ
て
⁝
⁝
﹂
と
営
べ
︑
西
域
�
�
と
漢
�
�
の
閒
に
�
�
2
液

が
あ
っ
た
も
の
の
︑
西
域
�
�
は
漢
�
�
の
影
�
を
あ
ま
り
m
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
^
め
た(70

)

︒

さ
ら
に
︑
羽
田
は
元
と
他
の
北
族
王
�
を
比
�
し
て
<
の
よ
う
に
営
べ
る(71

)

︒
他
の
北
族
王
�
の
中
で
︑
北
魏
の
孝
�
?
は
積
極
�
に
中
國
�

�
を
�
收
し
︑
�
_
�
に
中
國
�
し
て
し
ま
っ
た
︒
遼
の
初
 
︑
契
丹
人
は
中
國
に
深
く
入
ら
な
か
っ
た
の
で
︑
北
魏
の
よ
う
に
積
極
�
に
中

國
�
�
を
�
收
す
る
こ
と
を
あ
ま
り
し
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
太
宗
の
時
 
に
漸
く
中
國
の
官
制
と
儀
禮
を
G
用
し
た
︒
遼
よ
り
も
︑
金
�
の

領
土
は
よ
り
廣
く
︑
か
つ
深
く
中
國
に
入
り
︑
太
宗
の
時
 
に
中
國
�
�
を
�
收
し
は
じ
め
た
︒
煕
宗
の
時
 
に
な
る
と
︑
さ
ら
に
早
く
�
收

す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
淸
�
の
康
熙
?
︑
乾
隆
?
は
儒
と
自
稱
し
︑
康
熙
字
典
︑
四
庫
>
書
を
Q
纂
し
た
︒
)
目
さ
れ
る
の
は
︑
北
族
王
�
が

中
國
�
�
を
�
收
す
る
こ
と
で
當
該
民
族
の
國
民
性
の
喪
失
を
招
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
關
す
る
羽
田
の
見
解
で
あ
る(72

)

︒
羽
田
は
北
族

王
�
の
中
國
�
�
に
對
す
る
態
度
を
<
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
︒
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で
多
く
の
學
者
の
說
を
見
ま
す
と
︑
荏
%
�
�
と
い
ふ
も
の
は
非
常
に
根
柢
の
深
く
固
い
も
の
で
あ
る
︑
⁝
⁝
︒
⁝
⁝
北
方
民
族
は
い

ふ
ま
で
も
な
く
�
�
の
�
度
に
於
て
漢
民
族
よ
り
も
低
h
の
も
の
で
あ
る
︑
こ
の
�
�
の
�
度
の
低
い
民
族
が
高
h
の
�
�
を
持
つ
て
居

る


の
荏
%
人
の
閒
に
入
つ
て
來
て
︑
そ
の
�
�
に
接
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
こ
れ
は
自
然
の
こ
と
ゝ
し
て
漢
�
�
を
そ
の
閒
に
攝

取
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
︑
¢
に
�
�
の
�
度
の
高
い
者
が
低
い
も
の
ゝ
眞
似
を
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
特
別
の
事
�
の
存
せ
ざ
る
限

り
9
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
︑
だ
か
ら
北
方
種
族
は
£
ら
自
分
の
固
9
の
�
�
を
保
つ
て
行
か
う
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
出
來
な
い

こ
と
で
あ
つ
て
︑
警
戒
し
な
が
ら
も
漢
�
�
の
感
�
を
m
け
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
︑
⁝
⁝(73

)

︒

こ
の
よ
う
に
︑
�
�
の
相
互
影
�
か
ら
見
る
と
︑
も
ち
ろ
ん
�
�
�
度
の
低
い
北
族
が
�
�
�
度
の
高
い
中
國
か
ら
�
收
し
て
い
た
わ
け
で
あ

る
が
︑
中
國
も
北
族
�
�
の
影
�
を
m
け
て
い
た
と
︑
羽
田
は
考
え
て
い
た
︒
羽
田
は
漢
�
・
同
�
の
�
�
を
さ
ら
に
考
察
し
︑
こ
の
同
�
と

い
う
�
�
が
漢
族
自
身
で
は
な
く
︑
外
部
か
ら
中
國
に
入
っ
た
民
族
自
身
の
&
'
に
よ
り
な
さ
れ
た
と
し
︑﹁
M
営
の
如
く
蒙
古
民
族
を
除
く

外
比
々
み
な
同
じ
で
あ
つ
た
か
ら
︑
こ
れ
等
の
政
權
の
立
て
ら
れ
る
ご
と
に
︑
そ
の
時
代
の
�
�
の
方
向
は
︑
從
來
の
漢
�
�
を
繼
承
し
て
こ

れ
を
維
持
し
保
存
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
︑
治
下
の
漢
族
を
も
こ
の
方
向
に
驅
り
立
て
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
︒
從
つ
て
怨
功
夫
の
下
に

怨
學
問
怨
�
�
を
円
設
す
る
こ
と
よ
り
も
︑
先
づ
以
て
古
典
古
�
�
へ
の
怨
た
な
保
存
解
釋
の
方
向
に
�
む
べ
き
こ
と
は
當
然
で
あ
つ
て
︑
こ

れ
が
荏
%
�
を
し
て
︑
古
來
そ
の
特
¤
と
し
て
保
守
の
形
を
取
る
に
至
ら
し
め
た
大
な
る
因
由
の
一
つ
で
あ
ら
う
﹂
と
営
べ
た(74

)

︒
一
方
︑
遼
が

﹁
漢
人
の
知
識
を
G
用
し
た
に
し
て
も
自
か
ら
特
種
の
制
度
を
施
い
て
こ
れ
を
瓜
治
し
︑
�
字
の
製
作
を
始
と
し
て
︑
獨
自
の
契
丹
�
�
を
發

i
せ
し
め
た
﹂
の
に
對
し
︑
金
︑
西
夏
の
場
合
︑﹁
た
と
え
そ
の
努
力
に
も
係
ら
ず
︑
彼
等
の
漢
�
�
に
同
�
せ
ら
れ
る
勢
は
滔
々
と
し
て
防

ぐ
可
ら
ざ
る
も
の
が
あ
つ
た
﹂
が
︑
遼
︑
金
︑
西
夏
は
い
ず
れ
も
民
族
�
に
深
い
自
覺
を
持
っ
て
い
た
と
す
る(75

)

︒

當
時
の
東
洋
�
の
硏
究
者
た
ち
は
こ
う
し
た
漢
�
�
優
勢
說
の
影
�
を
m
け
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
百
瀨
弘
は
瓜
治
民
族
と
被
瓜
治
民
族
の
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�
�
の
發
i
�
度
に
よ
っ
て
征
@
國
家
を
分
類
す
る
こ
と
を
考
え
た(76

)

︒
宮
川
尙
志
は
元
々
︑
宣
撫
政
策
は
漢
民
族
が
衣
民
族
に
對
し
て
用
い
た

も
の
で
あ
る
が
︑
中
世
か
ら
#
世
に
か
け
て
︑
衣
民
族
が
漢
民
族
に
對
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
り
︑
#
世
に
な
る
と
;
識
�
に
民
族
�
自
覺
に

目
覺
め
自
身
の
風
俗
�
慣
を
保
持
し
た
遼
金
元
�
が
宣
撫
政
策
を
實
行
す
る
と
以
M
の
衣
民
族
國
家
の
そ
れ
よ
り
成
功
し
︑
淸
�
の
場
合
︑
遼
︑

金
︑
元
�
の
そ
れ
よ
り
成
功
し
た
と
営
べ
た(77

)

︒

ま
た
︑
委
託
案
に
參
加
し
た
硏
究
者
の
な
か
に
は
︑
そ
こ
で
の
硏
究
成
果
を
基
礎
に
し
て
︑
そ
の
後
硏
究
を
展
開
し
て
い
っ
た
者
も
い
た
︒

宮
崎
市
定
は
︑
羽
田
亨
の
見
解
を
踏
ま
え
︑
淸
�
が
衣
民
族
を
瓜
治
す
る
際
に
民
族
閒
の
言
語
を
い
か
に
§
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
考
察
し(

78
)

︑
安
部
永
夫
は
淸
�
の
漢
民
族
に
對
す
る
瓜
治
思
想
を
考
察
し
た(79

)

︒

戰
後
初
 
の
一
九
五
〇
年
代
︑
宮
崎
市
定
は
﹃
雍
正
?
﹄
な
ど
の
論
著
を
出
版
し
︑
安
部
永
夫
と
と
も
に
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究


に
て

﹃
雍
正
誅
批
諭
旨
﹄
を
會
讀
す
る
共
同
硏
究
班
を
組
織
し
た
︒
二
人
は
つ
づ
い
て
﹃
元
典
違
﹄
の
共
同
硏
究
班
を
組
織
し
た
︒
宮
崎
市
定
と
安

部
永
夫
は
衣
民
族
荏
%
瓜
治
委
託
案
の
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑
戰
後
︑
元
�
・
淸
�
�
の
硏
究
を
續
け
た
の
で
あ
る(80

)

︒

『
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
が
出
版
さ
れ
た
後
︑
和
田
淸
は
﹁
本
書
は
さ
す
が
に
專
門
諸
家
の
眞
劍
な
る
基
礎
硏
究
に
基
づ
い
て
る
だ
け
あ

つ
て
︑
餘
り
甚
し
い
杜
#
は
な
い
︒
殊
に
怨
�
諸
家
の
硏
究
だ
け
あ
つ
て
遼
金
元
淸
等
北
方
諸
民
族
の
社
會
組
織
の
�
展
等
に
つ
い
て
は
頗
る

怨
銳
な
る
見
解
が
多
い
﹂
と
高
く
B
價
し
て
い
る(81

)

︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
こ
の
委
託
案
に
つ
い
て
池
內
宏
と
羽
田
亨
の
指
'
の
下
︑
囑
託
硏
究
員

は
衣
民
族
が
中
國
を
如
何
に
瓜
治
し
て
い
た
か
に
焦
點
を
當
て
な
が
ら
︑
�
料
を
基
礎
に
し
た
實
證
�
な
硏
究
を
�
め
︑
學
�
硏
究
と
し
て
の

&
體
性
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(
三
)
囑
託
硏
究
員
の
�
整

<
に
囑
託
硏
究
員
と
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄
の
諸
違
«
の
O
成
を
檢
討
し
た
い
︒
囑
託
硏
究
員
は
十
六
名
で
あ
り

(東
京
硏
究


六
名
︑
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京
都
硏
究


十
名
)
︑
書
か
れ
た
論
�
は
十
九
�
で
あ
る
︒

そ
の
內
︑
淸
�
に
關
す
る
論
�
が
十
一
�

(東
京
硏
究



四
�
︑
京
都
硏
究


七
�
)
︑
金
�
に
關
す
る
論
�
が
四
�

(東
京
硏
究


二
�
︑
京
都
硏
究


二
�
)
︑
元
�
に
關
す
る
論

�
が
二
�

(東
京
硏
究


一
�
︑
京
都
硏
究


一
�
)
︑
北
魏

に
關
す
る
論
�
が
一
�

(京
都
硏
究


)
︑
總
合
論
�
が
一

�

(京
都
硏
究


)
で
あ
っ
た
︒
(表
を
參
照
)

す
で
に
営
べ
た
と
お
り
︑
昭
和
十
三
年

(一
九
三
八
)
︑

東
方
�
�
學
院
が
解
體
さ
れ
︑
東
京
硏
究


は
﹇
怨
﹈

東
方
�
�
學
院
と
な
り
︑
京
都
硏
究


は
東
方
�
�
硏

究


と
な
っ
た
︒
表
の
番
號
1
～
6
の
﹇
怨
﹈
東
方
�

�
學
院
の
囑
託
硏
究
員
に
つ
い
て
︑
百
瀨
弘
を
除
く
と

(委
託
案
成
立
後
に
加
入
)
︑
三
上
<
男
等
五
名
は
金
�
二
�
︑

元
�
一
�
︑
淸
�
二
�
を
委
託
案
の
成
果
と
し
て
提
出

し
た
︒

當
時
の
東
方
�
�
硏
究


の


長
︑
松
本
�
三
郞
は

﹁
歷
�
�
硏
究
を
や
る
の
が
硏
究


の
當
初
か
ら
の
P
命

だ
か
ら
︑
そ
う
い
う
こ
と
は
出
來
ん
﹂
と
営
べ
て
初
め
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表

番號 名M 卒業校/年代 擔當課題 槪說違«

1 三上 <男 東京?大/1932
金�M に於ける漢人瓜治政策
金�の諸制度と金�治下の漢人―
金�の官制と漢人官�登用制度

第 1Q第 2違第 1-5, 9«

2 村上 正二 東京?大/1937 元�の諸制度と漢人瓜治制度 第 1Q第 3違第 3, 5, 6«

3 百瀨 弘 東京?大/1932
淸�の衣民族瓜治に於ける財政經濟
政策

第 2Q序說
第 2Q第 3違

4 周U 吉之 東京?大/1933 淸�の土地制度―特に八旗の田制
第 2Q序說
第 2Q第 2違

5 松本 善海 東京?大/1935
淸�の村落瓜治政策―里甲制より
保甲制

第 2Q第 4違

6 旗田 巍 東京?大/1931 淸�の衣民族瓜治策より見たる�鮮
第 2Q序說
第 2Q第 6違第 3«

7 內田 吟風 京都?大/1931 北魏の社會と民族 第 1Q第 1違

8 外山 軍治 京都?大/1933
金の對契丹人政策
金の對宋政策

第 1Q第 2違第 6, 8«

9 愛宕 松男 京都?大/1935 元の對漢人政策 第 1Q第 3違第 2, 3, 4, 5, 7«

10 野上 俊靜 大谷大學/1930 遼金元の宗敎政策
第 1Q第 2違第 7«
第 1Q第 3違第 8«

11 宮崎 市定 京都?大/1925 淸�の官制�官�登用法 第 2Q第 1, 2違

12 田村 實V 京都?大/1929
淸�の��政策
淸�の蒙古瓜御策

第 2Q第 5違第 4«
第 2Q第 6違第 1«

13 安部 永夫 京都?大/1928 淸�初中 の思想對策 第 2Q第 5違第 1, 2, 3«

14 小川 裕人 京都?大/1932 淸�の婚姻制度の硏究 第 2Q第 5違第 5«

15 宮川 尙志 京都?大/1935 淸�の宣撫救賑工策 第 2Q第 5違第 6, 7«

16 羽田 � 京都?大/1935
衣民族瓜治上より見たる淸�の囘部
瓜治政策

第 2Q第 6違第 2«

『東京?國大學卒業生氏名錄』、『京都?國大學卒業生名¬』、『衣民族の荏%瓜治槪說』により作成した。



は
委
託
案
を
斷
っ
た
︒
當
時
京
都
?
大
�
學
部
部
長
で
あ
っ
た
羽
田
亨
は
︑
滿
洲
事
變
以
來
︑
對
滿
�
�
事
業
や
日
滿
�
�
協
會
の
仕
事
に
繼

續
し
て
當
た
っ
て
い
た
︒
そ
の
頃
に
︑
東
方
�
�
硏
究


か
ら
は
離
れ
た
形
で
︑
京
大
東
洋
�
學
專
攻
出
身
の
若
手
硏
究
者
を
集
め
て
委
託
案

を
指
'
し
た
︒
外
務
省
と
し
て
は
︑
羽
田
亨
が
若
手
硏
究
者
を
集
め
て
委
託
案
を
指
'
す
る
に
し
て
も
︑
や
は
り
東
方
�
�
硏
究


が
お
こ
な

う
こ
と
が
y
ま
し
く
︑
兩
硏
究


に
委
託
事
業
案
の
&
體
と
な
る
こ
と
を
 
待
し
た
︒
そ
こ
で
︑
結
局
の
と
こ
ろ
羽
田
亨
が
東
方
�
�
硏
究



の
B
議
員
と
し
て
委
託
案
を
引
き
m
け
︑
硏
究


が
若
手
硏
究
者
を
囑
託
と
し
て
招
く
こ
と
に
な
っ
た(82

)

︒
表
の
番
號
7
～
16
の
東
方
�
�
硏
究



の
囑
託
硏
究
員
に
つ
い
て
は
一
名
增
員
し
て
︑
內
田
吟
風
が
も
と
も
と
委
託
案
に
は
な
か
っ
た
北
魏
を
擔
當
す
る
こ
と
に
な
っ
た(83

)

︒
ほ
か
の

十
名
の
囑
託
硏
究
者
は
金
�
二
�
︑
元
�
一
�
︑
淸
�
七
�
︑
總
合
一
�
を
委
託
案
の
成
果
と
し
て
提
出
し
た
︒

『東
京
?
國
大
學
卒
業
生
氏
名
錄
﹄
と
﹃
京
都
?
國
大
學
卒
業
生
名
¬
﹄
に
よ
る
と
︑
M
営
の
囑
託
硏
究
員
の
大
部
分
は
昭
和
五
年
か
ら
十

五
年
に
か
け
て
大
學
を
卒
業
し
て
い
る
が
︑
戰
時
中
の
就
職
難
に
加
え
て
︑
委
託
事
業
案
の
經
費
と
し
て
︑﹁
東
方
�
�
學
院
︑
東
方
�
�
硏

究


各
々
年
額
壹
萬
壹
千
圓
ト
シ
ソ
ノ
經
理
ハ
夫
々
同
學
院
�
同
硏
究


に
委
託
ス
ル
コ
ト
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
每
年
一
萬
一
千
圓
で
︑
硏

究
費
の
實
際
の
金
額
は
不
�
だ
が
︑
相
當
數
の
硏
究
者
の
生
活
費
を
荏
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る(84

)

︒
つ
ま
り
︑
國
策
機
關
の
委

託
案
を
m
け
る
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
經
濟
�
收
入
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
;
味
し
︑
池
內
宏
と
羽
田
亨
は
囑
託
硏
究
員
の

用
を
つ
う
じ
て
︑

硏
究
者
の
生
活
の
問
題
も
考
慮
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

硏
究
內
容
の
變
�
�
�
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
東
亞
硏
究


は
淸
�
を
中
心
に
希
y
し
た
が
︑
兩
者
の
打
ち
合
わ
せ
の
あ
と
︑
淸
︑
金
︑
元
三

�
へ
と
擴
大
し
︑
金
�
を
円
て
た
女
眞
民
族
と
淸
�
を
円
て
た
滿
洲
民
族
は
同
じ
民
族
と
み
な
さ
れ
て
︑
金
�
の
硏
究
は
淸
�
に
つ
い
て
の
理

解
を
助
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た(

85
)

︒
北
魏
と
元
�
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
初
め
て
中
國
華
北
と
中
國
本
土
>
體
を
瓜
治
し
た
衣
民
族
王
�
で
あ
っ
た
が
︑

そ
の
瓜
治
政
策
も
硏
究
さ
れ
た
︒
M
営
し
た
と
お
り
︑
淸
︑
金
︑
元
︑
北
魏
が
硏
究
對
象
に
な
っ
た
の
に
對
し
︑
遼
は
委
託
案
に
入
れ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た(

86
)

︒
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羽
田
亨
の
委
託
案
に
對
す
る
影
�
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
︑
第
一
に
︑
行
政
の
�
整
に
つ
い
て
︑
羽
田
亨
は
東
亞
硏
究


の
管
理
層
と
よ
く

協
�
し
︑
池
內
宏
と
の
個
人
�
な
關
係
を
活
か
し
つ
つ
︑
優
れ
た
行
政
能
力
を
持
っ
て
︑
東
亞
硏
究


と
﹇
怨
﹈
東
方
�
�
學
院
︑
東
方
�
�

硏
究


と
の
閒
の
協
�
に
つ
と
め
た
︒
第
二
に
︑
�
治
以
來
︑
狩
野
直
喜
︑
內
U
湖
南
︑
箭
內
亙
は
拓
跋
︑
契
丹
︑
女
眞
︑
モ
ン
ゴ
ル
︑
滿
洲

が
い
か
に
中
國
を
瓜
治
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
硏
究
を
續
け
て
お
り
︑
羽
田
亨
は
こ
れ
ら
の
學
者
た
ち
の
成
果
に
基
づ
き
︑
北
魏
︑

遼
︑
金
︑
元
︑
淸
�
の
漢
�
に
つ
い
て
非
漢
民
族
自
身
が
漢
�
を
&
'
し
た
と
い
う
說
を
提
出
し
た
︒
こ
の


說
は
委
託
案
の
硏
究
の
基
本
O

想
へ
と
つ
な
が
り
︑
硏
究
成
果
の
大
部
分
が
そ
の
影
�
を
m
け
た
︒
第
三
に
︑
公
�
書
と
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
か
ら
︑
委
託
案
の
�
査
範
圍
が
當

初
の
淸
�
の
み
か
ら
淸
︑
金
︑
元
に
︑
さ
ら
に
淸
︑
金
︑
元
︑
北
魏
へ
と
擴
大
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
變
�
の
�
�
は
東
亞
硏
究


の
委

託
案
に
對
し
て
︑﹇
怨
﹈
東
方
�
�
學
院
︑
東
方
�
�
硏
究


が
相
當
�
度
の
自
律
性
を
發
揮
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

四
︑
成
果
の
特
¤
と
再
利
用

委
託
事
業
案
の
企
劃
と
成
果
を
見
る
と
︑
中
心
�
な
課
題
は
衣
民
族
の
漢
人
瓜
治
策
で
あ
り
︑
官
制
︑
軍
制
︑
財
政
︑
社
會
︑
�
�
︑
宗
敎

な
ど
を
含
ん
で
い
た
︒
<
に
重
"
な
課
題
は
衣
民
族
の
邊
境
瓜
治
策
で
︑
衣
民
族
が
い
か
に
し
て
他
の
衣
民
族
を
瓜
治
す
る
か
と
い
う
課
題
で

あ
っ
た
︒
以
下
︑﹃
東
亞
硏
究


報
﹄
︑
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄︑﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
の
中
で
︑
重
"
な
槪
念
で
あ
る
南
北
對
抗

�
觀
︑
漢
人
瓜
治
策
︑
邊
境
瓜
治
策
を
檢
討
し
た
い
︒

(
一
)
衣
民
族
王
�
の
中
國
�

衣
民
族
王
�
の
創
円
者
は
中
國
北
方
か
ら
や
っ
て
來
る
®
牧
民
︑
¯
狩
獵
¯
農
D
民
︑
¯
牧
畜
¯
農
D
民
で
あ
る
︒﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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槪
說
﹄
の
Q
纂
を
擔
當
し
た
第
三
部
荏
%
政
治
班
の
中
村
治
兵
衞
は
﹁
序
說
﹂
で
<
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

北
魏
・
金
・
元
・
淸
の
四
衣
民
族
が
如
何
に
荏
%
を
瓜
治
し
た
か
に
つ
い
て
槪
略
を
営
べ
る
に
先
立
つ
て
︑
こ
れ
ら
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治

の
一
般
�
形
態
を
考
察
し
て
見
や
う
︒
⁝
⁝
荏
%
大
陸
の
歷
�

(阿
片
戰
爭
M
に
お
け
る
)
の
大
勢
は
︑
南
北
抗
爭
�
卽
ち
南
方
民
族
と
北

方
民
族
と
の
對
立
抗
爭
�
で
あ
る
と
は
︑
夙
に
白
鳥
庫
吉
±
士
の
提
唱
せ
ら
れ
た
處
で
あ
る
︒
⁝
⁝
奄
言
す
る
と
︑
南
北
抗
爭
�
と
は
農

D
民
族
と
®
牧
・
狩
獵
¯
農
D
・
(牧
畜
¯
農
D
)
民
族
と
の
²
爭
�
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
︒
此
の
北
方
民
族
が
南
方
民
族
を
壓
倒
し
︑

荏
%
中
原
に
政
權
を
樹
立
し
た
の
が


謂
衣
民
族
王
�
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
³
も
な
い
︒
⁝
⁝
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
を
考
へ
る
場
合
︑
ま

づ
第
一
に
か
ゝ
る
民
族
の
社
會
經
濟
�
竝
に
�
�
�
差
衣
を
^
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ (87

)

︒

中
村
治
兵
衞
の
論
営
は
白
鳥
庫
吉
が
大
正
十
五
年

(一
九
二
六
)
に
提
出
し
た
﹁
南
北
對
立
﹂
論
を
繼
承
し
︑
南
は
農
D
民
︑
北
は
®
牧
民
︑

¯
狩
獵
¯
農
D
民
︑
¯
牧
畜
¯
農
D
民
と
位
置
付
け
て
い
た
︒
<
に
征
@
國
家
の
O
V
を
論
営
し
て
い
る
が
︑
)
目
す
べ
き
な
の
は
︑
百
瀨
弘

が
征
@
國
家
の
類
型
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

卽
ち
︑
第
一
の
型
に
於
い
て
は
瓜
治
の
組
織
乃
至
政
策
は
征
@
民
族
固
9
の
も
の
に
準
據
し
︑
か
か
る
組
織
乃
至
政
策
を
發
展
せ
し
め
る

た
め
に
如
何
に
し
て
被
征
@
民
族
固
9
の
政
治
乃
至
社
會
の
組
織
を
變
質
せ
し
む
る
か
に
瓜
治
政
策
の
基
礎
が
置
か
れ
る
︒
從
つ
て
瓜
治

の
&
體
の
O
成
分
子
の
中
に
被
征
@
民
族
の
一
部
を
´
含
す
る
こ
と
が
あ
つ
た
と
し
て
も
︑
其
れ
は
補
助
�
4
宜
�
;
味
で
行
は
れ
る
に

�
ぎ
な
い
︒
之
に
反
し
て
第
二
の
型
に
於
い
て
は
征
@
民
族
固
9
の
未
熟
な
瓜
治
組
織
で
は
被
征
@
民
族
の
瓜
治
が
不
可
能
で
あ
る
爲
に
︑

被
征
@
民
族
の
閒
に
存
し
て
ゐ
た
政
治
組
織
�
び
政
策
を
>
面
�
或
ひ
は
部
分
�
に
G
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
︑
征
@
國
家
と
し
て
の
怨
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し
い
瓜
治
組
織
を
創
V
す
る
こ
と
を
必
"
と
す
る
︒
⁝
⁝
然
る
に
第
二
の
型
に
於
い
て
は
︑
征
@
國
家
の
怨
し
い
瓜
治
組
織
乃
至
政
策
は

甚
し
く
被
征
@
民
族
固
9
の
其
れ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
つ
て
︑
征
@
民
族
固
9
の
瓜
治
組
織
乃
至
政
策
に
決
定
�
な
變
革
を
加
へ
る
こ

と
に
よ
つ
て
成
立
す
る
︒
而
し
て
其
の
極
端
な
場
合
に
は
征
@
民
族
固
9
の
瓜
治
組
織
乃
至
政
策
は
>
く
µ
滅
し
︑
征
@
國
家
の
瓜
治
組

織
乃
至
政
策
は
被
征
@
民
族
固
9
の
其
れ
を
踏
襲
す
る
に
至
る
︒
か
く
し
て
第
二
の
型
の
場
合
に
於
い
て
は
︑
瓜
治
機
O
を
征
@
民
族
の

み
に
よ
つ
て
活
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
つ
て
︑
瓜
治
の
&
體
に
於
け
る
被
征
@
民
族
の
役
割
は
當
然
重
"
性
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る (88

)

︒

以
上
の
よ
う
に
︑
百
瀨
弘
は
征
@
民
族
と
被
征
@
民
族
の
�
�
�
度
の
q
い
に
基
づ
い
て
︑
征
@
國
家
を
二
つ
の
類
型
に
分
け
て
い
る
︒
一
つ

は
征
@
民
族
の
�
�
が
被
征
@
民
族
の
そ
れ
に
比
べ
て
︑
よ
り
發
i
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
︑
國
家
の
政
治
︑
社
會
組
織
な
ど
は
征
@
民
族
に

固
9
な
も
の
で
形
成
さ
れ
て
い
る
︒
も
う
一
つ
は
征
@
民
族
の
�
�
が
被
征
@
民
族
の
そ
れ
に
比
べ
て
︑
劣
っ
て
い
る
場
合
で
あ
り
︑
國
家
の

政
治
︑
社
會
組
織
な
ど
は
被
征
@
民
族
に
固
9
な
も
の
を
踏
襲
し
て
い
る
︒
淸
�
の
國
家
形
態
は
後
者
に
屬
す
る(89

)

︒

北
魏
を
擔
當
し
た
內
田
吟
風
は
﹁
實
に
衣
民
族
に
し
て
荏
%
を
瓜
治
し
た
�
初
の
王
�
北
魏
は
︑
非
征
@
者
た
る
漢
族
の
瓜
御
に
成
功
し
乍

ら
�
度
の
同
�

(
漢
�
)
政
策
を
と
り
︑
征
@
者
た
る
自
民
族
の
保
護
瓜
治
を
�
っ
た
が
た
め
︑
�
に
荏
%
瓜
治
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
﹂
と

営
べ
た(

90
)

︒
金
�
を
擔
當
し
た
三
上
<
男
は
﹁
女
眞
族
の
國
家
と
し
て
の
金
は
怨
た
に
女
眞
族
を
荏
�
者
と
す
る
漢
族
の
國
家
と
な
つ
た
の
で
あ

る
︒
⁝
⁝
一
言
に
し
て
い
へ
ば
漢
民
族
に
對
し
て
高
度
の
¶
協
政
策
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
﹂
と
営
べ
た(91

)

︒
淸
�
の
宣
撫
政
策
の
硏
究
を
擔
當

し
た
宮
川
尙
志
は
﹁
#
世
の
中
で
も
遼
金
元
に
比
し
て
は
淸
�
が
�
も
巧
み
で
あ
る
︒
け
だ
し
淸
�
は
自
己
の
民
族
を
犧
牲
と
す
る
こ
と
な
く

し
て
漢
族
�
�
の
長


を
占
9
し
え
た
か
ら
で
あ
る
﹂
と
営
べ
た(92

)

︒
委
託
案
の
成
果
で
あ
る
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄
の
Q
纂
を
擔
當
し

た
中
村
治
兵
衞
は
上
営
の
見
解
を
踏
襲
し
︑﹁
元
が
征
@
國
家
の
色
·
濃
厚
で
あ
つ
た
の
を
除
い
て
︑
他
は
い
づ
れ
も
征
@
國
家
の
形
態
を
と

ら
ず
に
︑
在
來
の
荏
%
人
王
�
と
大
差
の
な
い
絕
對
專
制
君
&
國
家
の
體
制
﹂
で
あ
る
と
営
べ
た(93

)

︒
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例
外
と
し
て
元
�
に
つ
い
て
︑
愛
宕
松
男
は
﹁
蒙
古
人
の
荏
%
荏
�
は
︑
M
後
百
五
十
年
閒
繼
續
せ
ら
れ
た
︒
其
の
閒
︑
蒙
古
人
本
位
の
瓜

治
と
云
ふ
�
高
目
標
は
_
始
一
貫
し
て
變
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
⁝
⁝
政
治
・
經
濟
の
重
點
を
直
接
閒
接
蒙
古
人
に
保
留
し
つ
ゝ
︑
其

の
中
央
集
權
體
制
を
强
�
し
︑
こ
れ
が
目
�
完
�
の
爲
に
︑
一
面
︑
色
目
人
の
>
面
�
な
荏
持
を
"
求
す
る
と
共
に
︑
他
面
漢
人
の
一
部
の
利

用
を
も
怠
ら
な
か
っ
た
の
が
其
の
眞
相
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
﹂
と
営
べ
た(94

)

︒

中
村
治
兵
衞
は
さ
ら
に
衣
民
族
が
中
國
を
瓜
治
す
る
際
の
特
¤
を
<
の
よ
う
に
ま
と
め
た
︒

(一
)
少
數
の
衣
民
族
は
多
數
の
漢
人
の
瓜
治
に
直
面
し
︑
漢
人
以
外
の
民
族
を
自
ら
の
股
肱
と
し
︑
準
荏
�
者
と
し
て
優
�
し
た
こ
と
︒

金
代
の
契
丹
人
︑
元
代
の
色
目
人
︑
淸
代
の
內
蒙
古
人
等
が
そ
れ
で
あ
る
︒
(二
)
政
治
�
權
力
の
荏
¸
た
る
兵
制
に
お
い
て
︑
各
々
部

族
制
よ
り
發
i
し
た
獨
得
の
制
度
を
實
施
し
兵
權
は
荏
�
民
族
が
掌
握
し
て
ゐ
た
こ
と
︒
卽
ち
北
魏
は
八
國
制
︑
金
は
猛
安
謀
克
制
︑
元

は
千
戶
︑
萬
戶
府
制

(軍
戶
制
)
︑
淸
は
八
旗
制
を
施
行
し
た
︒
(三
)
行
政
機
O
に
お
け
る
官
�
の
任
用
に
お
い
て
特
種
の
用
;
を
行
ひ
︑

荏
�
民
族
は
容
易
に
高
官
に
就
任
し
た
が
︑
漢
人
は
&
と
し
て
下
h
行
政
機
O
部
門
に
多
く
G
用
し
た
こ
と
︒
こ
れ
は
金
・
元
・
淸
を
g

じ
て
見
ら
れ
る
處
で
あ
る(

95
)

︒

以
上
の
よ
う
に
︑
金
︑
元
︑
淸
に
よ
る
中
國
荏
�
の
共
g
點
は
優
秀
な
漢
�
�
に
接
觸
し
た
時
に
︑
契
丹
人
︑
色
目
人
︑
內
蒙
古
人
等
を
利
用

し
て
漢
人
を
監
視
し
︑
兵
權
を
握
る
一
方
︑
漢
人
の
多
く
を
下
h
行
政
機
關
で
の
官
職
に
任
じ
て
︑
官
僚
機
O
を
維
持
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

衣
民
族
王
�
の
¹
壞
の
原
因
は
︑
大
體
中
國
傳
瓜
王
�
の
そ
れ
と
同
じ
で
︑
衣
民
族
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
︑
衣
民
族
自
身
の
瓜
治
;
識
の
衰

º
︑
漢
人
后
妃
・
官
僚
勢
力
に
よ
る
後
宮
の
中
國
�
︑
官
僚
の
腐
敗
︑
兵
力
の
不
振
︑
衣
民
族
の
瓜
治
人
材
の
缺
乏
な
ど
が
舉
げ
ら
れ
て
い
る(96

)

︒

興
味
深
い
の
は
︑
衣
民
族
は
漢
�
�
を
m
容
し
つ
つ
︑
民
族
;
識
を
覺
醒
し
て
︑
中
國
の
瓜
治
に
成
功
し
た
が
︑
漢
�
�
に
よ
っ
て
後
宮
の
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中
國
�
︑
官
僚
の
腐
敗
︑
兵
力
の
不
振
︑
衣
民
族
の
瓜
治
人
材
の
缺
乏
な
ど
を
招
い
て(97

)

︑
王
�
の
衰
º
・
滅
p
を
引
き
\
こ
し
た
と
す
る
點
で

あ
る
︒
一
方
︑
元
�
は
︑
中
央
ア
ジ
ア
系
�
�
を
m
容
し
︑
漢
�
�
と
�
離
を
置
き
︑
蒙
古
至
上
&
義
を
貫
い
た
が
︑
そ
の
王
�
を
維
持
で
き

た
の
は
}
か
百
年
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
對
し
︑
百
瀨
弘
は
論
點
を
邊
疆
瓜
治
策
に
擴
大
し
て
<
の
よ
う
に
論
営
し
て
い
る
︒

衣
民
族
の
征
@
國
家
が
多
種
の
衣
民
族
集
團
を
´
含
す
る
場
合
に
は
特
に
)
;
さ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
︒
⁝
⁝
第
一
︑
國
家
の
維
持
存
立

の
爲
に
絕
對
に
必
"
な
る
一
定
地
域
の
被
征
@
民
族
に
對
す
る
緊
密
な
瓜
治
關
係
︑
第
二
︑
國
家
の
維
持
の
爲
に
絕
對
�
に
必
"
で
は
な

い
が
︑
事
實
上
の
緊
密
な
る
瓜
治
の
不
可
能
︑
國
家
の
對
外
關
係
保
持
の
必
"
︑
或
ひ
は
國
家
の
威
嚴
維
持
か
ら
の
必
"
等
の
理
由
か
ら

生
ず
る
»
慢
な
瓜
屬
關
係
の
兩
者
と
な
る
︒
而
し
て
第
一
の
瓜
治
關
係
に
あ
る
被
征
@
民
族
に
對
す
る
政
策
は
征
@
國
家
の
瓜
治
政
策
の

中
心
を
爲
す
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
︑
第
二
の
瓜
治
關
係
に
あ
る
衣
民
族
に
對
す
る
政
策
が
征
@
國
家
の
瓜
治
政
策
>
體
の
中
に
占
め
る

位
置
の
M
者
に
比
し
て
遙
か
に
重
"
性
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る (

98
)

︒

以
上
の
よ
う
に
︑
百
瀨
弘
は
滿
洲
民
族

(征
@
民
族
)
と
非
漢
の
衣
民
族

(被
征
@
民
族
)
と
の
關
係
を
取
り
纏
め
た
︒
北
魏
︑
契
丹
︑
元
に
關

す
る
邊
疆
瓜
治
策
の
論
営
が
少
な
い
の
に
對
し
︑
金
︑
淸
に
關
し
て
は
よ
り
詳
細
に
書
か
れ
た
︒
&
な
論
點
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
︒
1
．金

�
の
邊
疆
瓜
治
策
は
契
丹
人
を
優
�
し
︑
西
北
邊
疆
の
守
備
を
委
ね
た
︒
淸
�
の
邊
疆
瓜
治
策
は
﹁
分
而
治
之
﹂
で
あ
り
︑
慰
撫
・
懷
柔
策
を

と
る
ほ
か
に
︑
漢
人
を
分
斷
し
て
瓜
治
し
︑
互
い
に
牽
制
さ
せ
た
︒
2
．宗
敎
の
影
�
力
も
考
え
て
︑
淸
�
は
反
亂
を
\
こ
し
た
宗
敎
リ
ー

ダ
ー
を
制
壓
す
る
一
方
で
︑
從
順
な
多
數
の
リ
ー
ダ
ー
を
荏
持
し
︑
分
權
を
實
施
し
て
監
視
し
た
︒
3
．
淸
�
は
地
方
組
織
の
再
Q
を
行
い
︑

蒙
古
の
¼
旗
制
︑
囘
部
の
三
種
の
制
度

(州
縣
制
︑
扎
�
克
制
︑
伯
克
制
)
の
�
合
︑
チ
ベ
ッ
ト
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の
利
用
な
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ど
を
行
っ
た
︒
4
．
淸
�
の
理
藩
院
は
邊
疆
瓜
治
の
�
高
機
關
で
あ
り
︑
各
地
域
に
官
員
を
½
在
さ
せ
て
瓜
治
し
た(99

)

︒

(
二
)
委
託
案
成
果
の
再
利
用

委
託
事
業
案
の
硏
究
成
果
は
M
営
の
﹃
東
亞
硏
究


報
﹄︑﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄︑﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
以
外
に
︑
他
の
刊
行

物
と
書
籍
に
も
揭
載
さ
れ
た
︒
ま
ず
︑
宮
崎
市
定
が
昭
和
十
七
年

(一
九
四
二
)
に
Q
纂
し
た
﹃
大
東
亞
�
槪
說
﹄
を
基
礎
に
增
補
し
た
﹃
ア

ジ
ヤ
�
槪
說
・
續
Q
﹄
に
は
遼
︑
金
︑
元
︑
淸
に
關
聯
す
る
敍
営
が
あ
っ
た
︒
第
二
に
︑
同
年
︑
總
力
戰
硏
究


が


外
學
者
に
﹁
占
領
地
瓜

治
�
戰
後
円
設
�
﹂
計
劃
案
を
委
託
し
た
が
︑
そ
の
成
果
で
あ
る
﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
(草
稿
)
と
關
聯
公
�
書
が
防
衞
省
防
衞

硏
究


に


藏
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
著
作
の
中
に
﹁
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
﹂
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
第
三
に
︑
昭
和
十
八
年
︑
﹃
日
本
學
硏

究
﹄
誌
上
に
﹁
荏
%
に
於
け
る
衣
民
族
瓜
治
策
硏
究
號
﹂
を
刊
行
し
た
︒
こ
こ
で
は
︑
以
上
の
三
つ
の
�
獻
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒

1
．
宮
崎
市
定
の
﹃
ア
ジ
ヤ
�
槪
說
・
續
�
﹄

昭
和
十
七
年
︑
政
府
の
臨
時
閣
議
で
の
決
議
に
よ
り
︑
�
部
省
敎
學
局
に
﹁
東
亞
�
槪
說
Q
纂
部
﹂
を
設
立
し
た
︒
そ
の
趣
旨
は
﹁
大
東
亞

戰
爭
ノ
;
義
ニ
鑑
ミ
日
本
世
界
觀
ニ
基
ク
大
東
亞
一
體
觀
ノ
立
場
ヨ
リ
大
東
亞
ノ
歷
�
ト
其
ノ
;
義
ト
ヲ
�
カ
ニ
シ
︑
ソ
ノ
�
�
ノ
特
質
ト
諸

民
族
隆
替
ノ
樣
相
ト
ヲ
探
ネ
特
ニ
我
ガ
國
ト
ノ
關
係
�
歐
米
諸
國
ノ
ア
ジ
ヤ
經
略
の
實
�
ヲ
�
確
ニ
シ
以
テ
我
ガ
國
民
の
自
覺
ト
ア
ジ
ヤ
諸
民

族
ノ
奮
\
ト
ヲ
促
シ
大
東
亞
怨
秩
序
円
設
二
�
セ
ン
ガ
爲
大
東
亞
�
を
Q
纂
セ
ン
ト
ス
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た(

100
)

︒

Q
纂
部
は
池
內
宏
︑
羽
田
亨
ら
數
十
人
を
�
査
囑
託
に
︑
鈴
木
俊
︑
山
本
i
郞
︑
宮
崎
市
定
︑
安
部
永
夫
を
Q
纂
囑
託
に
任
命
し
た
︒
池
內

宏
と
羽
田
亨
は
Q
纂
作
業
を
實
質
�
に
指
'
し
︑
Q
纂
囑
託
四
人
は
違
«
設
定
と
內
容
整
理
を
擔
當
し
た(

101
)

︒
宮
崎
市
定
の
擔
當
範
圍
は
>
Q
の

M
 

(上
古
か
ら
�
ま
で
)
で
︑
彼
に
よ
れ
ば
︑
執
筆
は
江
上
波
夫
ら
十
人
に
依
賴
し
た(

102
)

︒
上
営
の
Q
纂
名
¬
か
ら
見
る
と
︑
﹁
淸
︑
元
︑
金
各

�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
委
託
事
業
案
の
上
層
部
で
あ
っ
た
池
內
宏
︑
羽
田
亨
と
そ
の
Q
纂
囑
託
で
あ
っ
た
宮
崎
市
定
︑
安
部
永
夫
は
﹁
大
東
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亞
�
槪
說
﹂
の
Q
纂
に
も
參
加
し
て
い
た
︒

)
目
す
べ
き
點
と
し
て
︑
敎
學
局
の
官
員
と
池
內
宏
︑
羽
田
亨
等
と
の
閒
で
︑﹃
大
東
亞
�
﹄
の
範
圍
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
︑﹁
�
も
大
き

な
問
題
は
︑
大
東
亞
�
な
る
も
の
は
︑
ビ
ル
マ
以
東
の
東
ア
ジ
ア
を
範
圍
と
し
︑
そ
の
歷
�
は
日
本
精
神
が
東
の
果
か
ら
\
っ
て
︑
Á
<
こ
の

地
域
に
光
被
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
O
想
で
あ
っ
た
︒
⁝
⁝
そ
の
際
羽
田
亨
先
生
か
ら
︑
た
と
え
�
部
省
の
方
針
で
あ
ろ
う
と
も
︑
後

世
の
物
笑
い
に
な
る
よ
う
な
歷
�
は
書
い
て
く
れ
る
な
︑
と
豫
め
戒
め
ら
れ
た
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
代
案
と
し
て
︑
ア
ジ
ア
�
の
範
圍
を
擴
大
し
︑

ア
ジ
ア
の
�
�
が
西
ア
ジ
ア
か
ら
︑
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
經
由
し
て
東
方
に
向
か
い
︑
_
點
の
日
本
で
世
界
に
冠
絕
す
る
�
�
を
形
成
し
︑
¢
方

向
で
西
に
向
か
っ
て
傳
播
す
る
と
し
た(

103
)

︒

昭
和
十
九
年
︑
二
囘
の
審
査
を
經
て
︑
內
容
は
ほ
ぼ
定
ま
っ
た
が
︑
�
年
日
本
の
敗
戰
に
よ
り
︑
�
部
省
は
協
力
者
が
戰
爭
責
任
を
問
わ
れ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
大
東
亞
�
關
聯
�
料
を
處
分
す
る
こ
と
を
命
令
し
た(

104
)

︒
し
か
し
︑
宮
崎
市
定
は
こ
の
關
聯
�
料
に
は
學
�
�
價
値
が
あ

る
た
め
︑
こ
の
原
稿
を
基
礎
に
增
補
を
加
え
て
︑
昭
和
二
十
二
年
︑﹃
ア
ジ
ヤ
�
槪
說
・
正
Q
﹄
を
出
版
し
た
︒
後
¯
部
分
は
元
々
︑
安
部
永

夫
が
擔
當
し
た
が
︑
結
局
執
筆
す
る
こ
と
な
く
︑
や
は
り
宮
崎
市
定
が
委
託
を
m
け
て
完
成
さ
せ
た
︒
そ
れ
が
﹃
ア
ジ
ヤ
�
槪
說
・
續
Q
﹄
で

あ
り
︑
こ
の
本
に
は
遼
・
金
・
元
・
淸
の
部
分
が
含
ま
れ
て
い
た
︒

宮
崎
市
定
は
﹃
ア
ジ
ヤ
�
槪
說
・
正
Q
﹄
の
﹁
緖
論
﹂
で
﹁
ア
ジ
ヤ
北
方
に
掘
\
せ
し
︑
滿
蒙
ト
ル
コ
系
諸
民
族
の
國
家
は
右
の
場
合
に
屬

す
る
好
�
例
で
あ
る
が
︑
此
等
諸
民
族
は
多
く
は
®
牧
�
民
族
に
し
て
個
9
の
發
i
せ
る
�
�
を
9
り
し
居
ら
ざ
る
が
�
點
で
あ
つ
た
︒
彼
等

は
屢
々
南
に
下
つ
て
中
國
社
會
を
征
@
し
た
が
︑
や
が
て
�
�
�
に
は
反
つ
て
中
國
の
爲
に
征
@
さ
れ
彼
等
の
�
�
�
と
共
に
自
ら
衰
p
に
陷

る
を
常
と
し
た
﹂
と
営
べ(

105
)

︑﹃
ア
ジ
ヤ
�
槪
說
・
續
Q
﹄
の
第
四
違
﹁
#
世
�
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
の
潮
液
﹂
に
お
い
て
︑
遼
の
場
合
︑
﹁
こ
の
點

を
自
覺
し
た
太
祖
は
︑
一
方
に
於
い
て
契
丹
民
族
�
び
�
下
に
あ
つ
て
自
己
に
同
�
せ
し
め
得
る
類
似
の
民
族
に
對
し
て
は
︑
な
る
べ
く
漢
�

す
る
こ
と
を
Ç
け
て
︑
獨
自
の
國
粹
を
保
存
せ
し
む
る
や
う
に
特
別
の
措
置
を
È
ぜ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
︒
此
に
於
い
て
契
丹
王
�
の
創
始
に
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係
る
二
重
國
家
體
制
が
生
じ
た
の
で
あ
る
﹂
と
営
べ
た
︒
ま
た
︑﹁
金
は
北
荏
%
の
荏
�
を
確
實
せ
ん
が
爲
に
︑
⁝
⁝
而
し
て
猛
安
・
謀
克
は

漢
人
の
州
・
縣
と
は
別
系
瓜
を
な
し
て
︑
中
央
政
府
に
直
屬
す
る
︒
⁝
⁝
蓋
し
遼
政
府
の
二
重
體
系
を
模
倣
し
て
N
に
一
步
を
�
め
た
も
の
で

あ
り
︑
後
に
淸
�
の
八
旗
制
度
に
對
し
て
手
本
を
示
す
こ
と
に
も
な
つ
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
営
べ
︑
元
に
つ
い
て
﹁
蒙
古
人
は
そ
の
武
力
に
絕

對
の
自
信
を
9
す
る
が
故
に
︑
自
�
心
が
頗
る
高
く
︑
蒙
古
至
上
&
義
を
翳
し
て
中
國
の
漢
民
族
に
臨
ん
だ
︒
中
央
地
方
の
長
官
は
凡
て
蒙
古

人
を
以
て
任
じ
︑
財
政
事
務
に
は
&
に
色
目
人

(西
域
人
)
を
重
用
し
た
︒
⁝
⁝
蒙
古
の
中
國
荏
�
は
︑
⁝
⁝
中
國
人
で
蒙
古
@
を
着
た
り
︑

蒙
古
名
を
名
乘
る
者
も
現
わ
れ
︑
蒙
古
の
風
�
の
感
染
に
よ
り
殉
死
を
以
て
美
風
と
す
る
や
う
な
&
從
觀
念
の
變
革
も
見
ら
れ
た
︒
蒙
古
人
は

中
國
の
古
典
�
�
に
興
味
を
9
し
な
か
つ
た
の
で
︑
そ
の
詔
敕
の
漢
譯
に
は
俗
語
體
を
用
ひ
た
﹂︒
淸
に
つ
い
て
︑﹁
淸
�
の
天
子
は
�
の
獨
裁

專
制
政
治
を
其
儘
に
繼
承
し
︑
⁝
⁝
︒
斯
る
獨
裁
君
&
は
自
己
の
立
場
を
安
定
せ
し
む
る
爲
に
は
︑
相
伯
仲
す
る
勢
力
均
衡
の
上
に
立
つ
こ
と

を
必
"
と
し
た
︒
淸
�
の
場
合
に
は
︑
こ
の
爲
に
滿
人
と
漢
人
と
云
ふ
絕
好
の
二
つ
の
足
場
が
あ
つ
た
︒
淸
�
は
軍
事
�
に
は
滿
洲
人
を
中
核

と
す
る
八
旗
兵
と
︑
漢
人
を
以
て
組
織
す
る
綠
營
兵
の
勢
力
均
衡
の
上
に
立
ち
︑
八
旗
を
以
て
綠
營
を
制
し
︑
綠
營
の
存
在
に
よ
つ
て
八
旗
の

團
結
を
刺
戟
せ
し
め
た
﹂
と
営
べ
た(

106
)

︒
こ
れ
ら
の
論
営
が
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄︑﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
で
示
さ
れ
た
中
核
�
な

見
解
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
は
)
目
に
値
す
る
︒

2
．
總
力
戰
硏
究
	
の
﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
(
草
稿
)

昭
和
十
五
年

(一
九
四
〇
)
十

︑
日
本
政
府
は
總
力
戰
硏
究


を
設
置
し
︑
國
策
の
�
査
硏
究
と
人
材
育
成
を
行
な
っ
た(

107
)

︒
�
年
︑
總
力

戰
硏
究


は
﹁
現
地
施
策
の
再
び
�
�
を
繰
Í
す
べ
き
を
憂
ひ
︑
�
家
を
糾
合
し
て
古
今
東
西
に
亘
り
占
領
地
�
戰
後
円
設
に
關
す
る
�
實
を

究
�
し
︑
之
が
敎
訓
規
範
を
�
�
す
る


﹂
を
決
定
し
た(

108
)

︒
昭
和
十
七
年
四

か
ら
︑
總
力
戰
硏
究


は
小
林
元
︑
鳥
巢
g
�
︑
橋
口
F
夫
を

は
じ
め
と
す
る
四
五
名
の
學
者
に
﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
の
Q
纂
を
依
賴
し
た(

109
)

︒
そ
の
趣
旨
は
﹁
日
本
を
其
の
本
源
軸
心
と
し
て
反

省
す
る
と
共
に
大
東
亞
を
硏
究
の
&
體
と
し
西
亞
を
附
帶
と
し
歐
米
を
參
考
と
す
る
を
以
て
趣
旨
と
な
し
�
實
の
大
觀
大
綱
の
把
握
に
重
點
を
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置
き
拙
Ñ
時
宜
に
�
せ
し
む
る
を
以
て
眼
目
と
せ
り
﹂
と
あ
り(

110
)

︑
二
カ

後
に
﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
(草
稿
)
の
Q
纂
が
完
成
し
た(

111
)

︒

Q
纂
名
¬
の
中
で
︑
東
洋
�
を
專
門
と
す
る
の
は
濱
口
重
國
︑
村
上
正
二
︑
M
嶋
信
<
︑
靑
木
富
太
郞
︑
三
上
<
男
︑
島
田
正
郞
︑
百
瀨
弘

の
七
人
で
あ
り
︑
專
門
に
應
じ
て
島
田
正
郞
が
遼
︑
三
上
<
男
が
金
︑
村
上
正
二
が
元
︑
百
瀨
弘
が
淸
を
擔
當
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
M
営
の

よ
う
に
﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
委
託
事
業
案
と
﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
委
託
案
に
お
い
て
︑
三
上
<
男
と
百
瀨

弘
は
そ
れ
ぞ
れ
金
と
淸
を
擔
當
し
た
︒
)
目
す
べ
き
點
は
︑﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
と
﹁
東
亞
�
槪
說
﹂
の
Q
纂
部
の
O

成
は
東
京
?
大
と
京
都
?
大
出
身
の
東
洋
�
硏
究
者
が
¯
々
の
割
合
で
あ
っ
た
が
︑﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
の
Q
纂
部
の
O
成
は
東

京
?
大
出
身
の
東
洋
�
硏
究
者
が
多
い
こ
と
で
あ
り
︑
東
洋
�
部
分
は
>
員
東
京
?
大
の
出
身
で
あ
っ
た
︒

『占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
(草
稿
)
の
Q
纂
"
項
で
は
﹁
繙
讀
硏
究
を
4
な
ら
し
め
ん
﹂
た
め
に
︑﹁
一
般
經
�
は
違
«
の
>
�
と
し
て

略
営
し
且

(附
)
と
し
て
興
p
の
原
因
�
時
代
の
特
質
と
^
む
べ
き
も
の
を
附
記
す
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る(

112
)

︒
こ
の
本
は
第
一
�
日
本
︑
第
二

�
大
東
亞
︑
第
三
�
西
亞
︑
第
四
�
歐
米
か
ら
な
り
︑
第
二
�
大
東
亞
は
十
二
違
に
分
け
ら
れ
た
︒
第
一
違
は
第
一
部
﹁
衣
民
族
に
よ
る
荏
%

瓜
治
﹂︑
第
二
部
﹁
漢
民
族
に
よ
る
荏
%
瓜
一
と
衣
民
族
瓜
治
﹂︑
第
三
部
﹁
漢
民
族
の
疆
外
�
出
﹂
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
に
關
聯
す

る
の
は
第
一
部
﹁
衣
民
族
に
よ
る
荏
%
瓜
治
﹂
で
あ
る
︒
第
一
部
を
遼
︑
金
︑
元
︑
淸
の
四
«
に
分
け
︑
各
«
の
內
容
は
円
國
︑
占
領
地
瓜
治
︑

戰
後
円
設
の
三
部
分
と
附
記
が
あ
り
︑
附
記
に
は
槪
営
︑
興
盛
原
因
︑
衰
p
原
因
︑
特
¤
の
四
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

｢附
記
﹂
と
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
の
﹁
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
"
綱
一
覽
﹂
を
比
べ
る
と
︑
兩
方
に
共
g
す
る
部
分
は
衣
民
族
の
興
盛

原
因
が
﹁
優
秀
な
武
力
﹂︑﹁
荏
%
制
度
の
移
入
﹂︑﹁
漢
人
の
人
材
を
登
用
し
た
﹂
こ
と
な
ど
で
あ
り
︑
衰
p
原
因
は
﹁
荏
�
民
族
の
荏
%
瓜
治

;
識
の
減
º

(
漢
�
)
﹂︑﹁
荏
�
民
族
の
�
�
�
﹂︑﹁
官
僚
の
腐
敗
と
財
政
の
窮
乏
﹂
な
ど
で
あ
り
︑
獨
特
の
特
¤
を
持
つ
行
政
・
軍
事
制
度
と

し
て
︑
遼
の
二
重
制
度
︑
金
の
猛
安
謀
克
制
度
︑
元
の
身
分
制
度
︑
淸
の
滿
漢
分
治
な
ど
が
あ
っ
た
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
附
記
﹂
の
增
補

の
と
こ
ろ
は
︑
英
�
な
皇
?
の
優
れ
た
才
能
を
强
�
し

(金
太
祖
︑
淸
太
祖
)
︑﹁
占
領
地
諸
民
族
の
舊
慣
を
踏
襲
し
︑
之
に
對
し
て
本
質
�
な
る
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改
修
を
加
へ
な
か
つ
た
こ
と
﹂
な
ど
と
営
べ
ら
れ
た
︒

そ
れ
で
は
軍
人
は
﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
(草
稿
)
を
ど
の
よ
う
に
B
價
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
陸
軍
大
學
を
卒
業
後
︑
參
謀

本
部
の
樞
機
に
參
劃
し
︑
<
い
で
ソ
連
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
に
½
在
し
た
陸
軍
大
佐
堀
場
一
雄
は
︑﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
(草
稿
)

に
お
い
て
︑
軍
人
の
立
場
か
ら
"
項
を
ま
と
め
︑
�
民
地
瓜
治
に
對
す
る
こ
の
委
託
案
の
價
値
に
つ
い
て
言
�
し
た
︒
彼
が
ま
と
め
た
"
項
を

見
る
と
︑
軍
人
や
軍
部
は
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄
と
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
を
高
く
B
價
し
て
い
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒
以
下
︑

彼
の
"
項
に
從
っ
て
遼
金
元
淸
の
關
聯
部
分
を
ま
と
め
る
︒

®
牧
民
族
の
歷
�
か
ら
見
る
と
︑
そ
の
多
く
が
移
k
�
�
に
お
い
て
政
治
︑
社
會
︑
�
�
︑
經
濟
面
で
同
�
さ
れ
た
の
で
︑
民
族
の
獨
自
性

は
堅
持
さ
れ
な
か
っ
た
︒
遼
の
場
合
︑
其
の
時
代
に
s
�
せ
ん
と
す
る
努
力
す
ら
闕
如
し
て
お
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
場
合
も
︑
�
展
性
は
な
か
っ

た(
113
)

︒
堀
場
が
指
摘
し
た
®
牧
民
族
の
不
足
し
て
い
た


で
あ
っ
た
︒

漢
︑
�
︑
淸
�
び
ロ
シ
ア
な
ど
で
は
︑
占
領
地
の
瓜
治
�
び
戰
後
円
設
は
Ó
大
さ
を
原
則
と
し
︑
例
え
ば
︑
淸
�
で
は
舊
俗
�
慣
を
�
重
し

て
︑
衣
民
族
を
�
用
し
相
互
に
牽
制
さ
せ
た(

114
)

︒
こ
こ
で
堀
場
が
営
べ
て
い
る
內
容
は
®
牧
民
族
に
限
定
さ
れ
ず
︑
�
去
の
?
國
の
占
領
地
瓜
治

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
こ
と
か
ら
見
る
と
︑
堀
場
は
®
牧
民
族
に
よ
る
中
國
瓜
治
の
歷
�
か
ら
︑
日
本
の
�
民
地
瓜
治
に
9
用
な
歷
�
�
經
驗
を
取
り
出
そ
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

3
．
﹃
日
本
學
硏
究
﹄
の
﹁
荏
U
に
於
け
る
衣
民
族
瓜
治
策
硏
究
號
﹂

昭
和
十
八
年

(一
九
四
三
)
十
一

に
刊
行
さ
れ
た
﹃
日
本
學
硏
究
﹄
の
﹁
荏
%
に
於
け
る
衣
民
族
瓜
治
策
硏
究
號
﹂
に
は
︑
三
上
<
男
の

﹁
金
の
世
宗
と
漢
人
瓜
治
﹂︑
村
上
正
二
の
﹁
蒙
古
族
の
衣
民
族
瓜
治
策
﹂︑
田
村
實
V
の
﹁
淸
�
治
下
の
蒙
古
﹂
の
三
�
の
論
�
が
收
錄
さ
れ

て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
論
�
の
內
容
を
見
る
と
︑﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
を
基
礎
に
發
展
し
た
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
︒
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)
目
す
べ
き
點
と
し
て
︑
Q
輯
部
は
﹁
Q
輯
後
記
﹂
で
﹁
人
閒
生
活
の
一
大
特
¤
は
﹁
瓜
治
に
存
す
﹂﹂︑
﹁
し
か
し
な
が
ら
︑
一
見
外
觀
を

同
じ
く
し
て
ゐ
る
よ
う
に
見
え
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
其
の
本
質
を
衣
に
し
て
ゐ
る
の
も
亦
﹁
瓜
治
﹂
で
あ
ら
う
︑
⁝
⁝
こ
の
親
と
子
と
の
關
係
を
本

質
と
す
る
天
皇
瓜
治
に
は
︑
本
質
に
於
い
て
衣
民
族
も
同
民
族
も
な
い
︒
八
紘
は
唯
之
一
宇
で
あ
る
︒
だ
か
ら
己
の
繁
榮
の
み
を
維
持
せ
ん
が

た
め
抑
壓
︑
懷
柔
︑
勢
力
對
立
利
用
等
々
を
弄
し
た
荏
%
古
來
の
衣
民
族
瓜
治
を
こ
こ
に
r
み
よ
う
と
い
ふ
の
は
︑
以
て
他
山
の
石
と
せ
ん
と

す
る
の
外
他
;
な
い
も
の
で
あ
る
﹂
と
営
べ
て
い
る(

115
)

︒

｢大
東
亞
�
﹂
か
ら
﹁
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹂︑﹃
日
本
學
硏
究
﹄
の
特
集
號
に
至
る
ま
で
︑
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
﹁
皇
國
�
觀
﹂
を

中
心
に
發
展
し
た
﹁
大
東
亞
﹂
槪
念
に
よ
っ
て
Q
纂
・
Q
輯
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
東
洋
�
學
者
は
︑
實
證
�
學
の
立
場
で
學
�
本
位
の
;
見
を

陳
営
し
︑﹁
�
低
限
度
の
學
問
の
自
由
﹂
を
維
持
し
た(

116
)

︒﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
を
Q
纂
し
た
時
︑
東
洋
�
學
者
は
衣
民
族
瓜
治
策
の

長


︑
短


︑
特
¤
を
よ
り
强
�
し
た
︒
﹃
日
本
學
硏
究
﹄
の
特
集
號
は
︑
Q
集
部
の
ね
ら
い
と
し
て
は
︑
當
時
の
思
想
瓜
制
に
沿
う
形
で
︑

天
皇
を
中
心
と
す
る
皇
國
�
觀
を
强
�
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
東
洋
�
硏
究
者
た
ち
の
論
�
の
內
容
は
從
來
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
︑
兩
者
の

閒
に
は
乖
離
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

五
︑
結

語

本
稿
は
外
務
省
外
2
�
料
館
︑
防
衞
省
防
衞
硏
究


が


藏
す
る
﹁
東
亞
硏
究


﹂︑﹁
總
力
戰
硏
究


﹂
關
聯
の
公
�
書
︑﹃
羽
田
亨
日
記
﹄

な
ど
を
利
用
し
︑﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
委
託
事
業
案
の
執
行
�
�
と
そ
の
影
�
を
考
察
し
た
︒

外
務
省
は
中
國
�
出
に
當
た
っ
て
そ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
︑
元
�
︑
淸
�
が
い
か
に
中
國
を
瓜
治
し
た
か
に
つ
い
て
硏
究
す
る
こ
と
と

し
︑
そ
れ
は
國
策
機
關
で
あ
る
東
亞
硏
究


に
よ
っ
て
實
行
さ
れ
た
︒
一
方
で
︑
外
務
省
�
�
事
業
部
は
昭
和
八
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
滿

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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蒙
�
�
助
成
事
業
を
行
い
︑
池
內
宏
︑
羽
田
亨
と
い
っ
た
重
鎭
が
︑
若
手
硏
究
者
と
共
に
︑
滿
蒙
�
硏
究
を
展
開
し
て
い
た
︒
硏
究
成
果
は

﹃
滿
蒙
�
論
叢
﹄
と
﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
論
�
を
見
る
と
︑
硏
究
者
は
す
で
に
衣
民
族
の
漢
�
�
へ
の
同
�
問
題

に
)
目
し
て
お
り
︑
東
亞
硏
究


の
委
託
案
で
も
同
樣
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
硏
究
が
續
け
ら
れ
て
い
た
︒

東
亞
硏
究


は
池
內
宏
と
羽
田
亨
を
中
心
と
す
る
東
洋
�
學
者
た
ち
に
︑︹
怨
︺
東
方
�
�
學
院
と
東
方
�
�
硏
究


に
﹁
淸
︑
元
︑
金
各

�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
の
委
託
硏
究
事
業
を
依
賴
し
た
︒
關
聯
公
�
書
と
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
に
︑
昭
和
十
三
年
十
二

か
ら
昭
和
十
五
年
九


に
か
け
て
︑
>
部
で
十
一
條
の
關
聯
す
る
記
載
が
あ
る
が
︑
そ
の
內
容
よ
り
羽
田
亨
が
委
託
事
業
案
を
圓
滑
に
�
め
る
う
え
で
重
"
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
,
�
し
た
︒
具
體
�
に
は
︑
第
一
に
︑
羽
田
亨
は
池
內
宏
と
東
亞
硏
究


の
閒
を
つ
な
ぐ
重
"
な
役
割
を
に
な
い
︑

委
託
事
業
案
を
順
�
に
�
め
る
と
と
も
に
︑
�
低
限
の
學
問
の
自
由
を
維
持
し
た
︒
第
二
に
︑
羽
田
亨
は
當
時
京
都
?
大
東
洋
�
學
科
を
卒
業

し
た
若
手
硏
究
者
を
招
集
し
︑
囑
託
硏
究
者
と
し
て
安
定
し
た
給
與
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
︒
三
︑
硏
究
成
果
は
羽
田
亨
の
衣
民
族
に
對
す
る

漢
�
�
の
影
�
に
つ
い
て
の
見
解
の
影
�
を
强
く
m
け
た
も
の
で
︑
そ
の
後
の
關
聯
著
作
も
こ
の
見
解
を
保
持
し
て
い
た
︒

昭
和
十
七
年
以
來
Q
ま
れ
た
﹃
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄
(草
稿
)
︑﹃
日
本
學
硏
究
﹄
の
﹁
荏
%
に
於
け
る
衣
民
族
瓜
治
策
硏
究
號
﹂
︑

宮
崎
市
定
の
﹃
ア
ジ
ヤ
�
槪
說
・
續
Q
﹄
な
ど
に
み
え
る
衣
民
族
瓜
治
に
對
す
る
見
方
は
︑﹁
淸
︑
元
︑
金
各
�
ノ
諸
民
族
瓜
治
事
例
﹂
委
託

事
業
案
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
︒
)
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
時
 
︑
皇
國
�
觀
を
中
心
と
す
る
大
東
亞
槪
念
を
强
�
し
た
國
家
に
よ
り
︑
歷
�
學

は
�
略
戰
爭
を
宣
傳
す
る
た
め
の
8
具
と
な
り
︑
�
民
地
瓜
治
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
存
在
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
に
對
し
︑
委
託
事

業
案
を
依
賴
さ
れ
た
東
洋
�
硏
究
者
た
ち
は
實
證
�
な
硏
究
を
重
視
し
︑
一
貫
し
て
�
低
限
の
學
問
の
自
由
を
維
持
す
る
�
勢
を
¹
さ
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
︒

羽
田
亨
が
提
出
し
た
蒙
古
至
上
&
義
と
衣
民
族
が
積
極
�
に
漢
�
を
m
容
す
る
と
い
う
見
解
は
︑
參
考
と
な
る
重
"
な
價
値
が
あ
る
︒
こ
の

課
題
は
戰
後
の
學
界
で
も
重
"
な
論
點
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

東 方 學 報
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Y(1
)

杉
山
正
�
︑
庄
垣
內
正
弘
﹁
羽
田
亨
﹂
(礪
波
護
︑
U
井
讓
治
Q
﹃
京
大
東
洋
學

の
百
年
﹄
京
都
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
二
年
)︑
山
根
幸
夫
﹃
東
方
�
�
事
業
の

歷
�

︱
︱
昭
和
M
 
に
お
け
る
日
中
�
�
2
液
﹄
(汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
)︑

井
上
�
則
﹃
天
を
相
手
に
す
る
︱
︱
B
傳
宮
崎
市
定
﹄
(國
書
刊
行
會
︑
二
〇
一

八
)
な
ど
を
參
照
︒

(2
)

五
井
直
弘
﹃
#
代
日
本
と
東
洋
�
學
﹄
(
靑
木
書
店
︑
一
九
七
六
年
)︑
旗
田
巍

﹁
日
本
に
於
け
る
東
洋
�
學
の
傳
瓜
﹂
(﹃
歷
�
學
硏
究
﹄
第
二
七
〇
號
︑
一
九
六

二
年
)︑
中
見
立
夫
﹁
日
本
�
﹁
東
洋
學
﹂
の
形
成
と
O
圖
﹂
(﹃
岩
波
È
座
﹁
?

國
﹂
日
本
の
學
知

第
三
卷

東
洋
學
の
磁
場
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
)︑
同

氏
﹁﹁
元
�
祕
�
﹂
渡
來
の
こ
ろ

︱
︱
日
本
に
お
け
る
﹁
東
洋
�
學
﹂
の
開
始

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
洋
學
︑
淸
�
﹁
邊
疆
�
地
學
﹂
と
の
2
差
︱
︱
﹂
)
(﹃
東
ア
ジ

ア
�
�
2
涉
硏
究
﹄
別
册
四
︑
二
〇
〇
九
年
)︑
吉
澤
-
一
郞
﹁
東
洋
�
學
の
形

成
と
中
國
︱
︱
桑
原
隲
藏
の
場
合
﹂
(﹃
岩
波
È
座
﹁
?
國
﹂
日
本
の
學
知

第
三

卷

東
洋
學
の
磁
場
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
)
な
ど
を
參
照
︒

(3
)

江
上
波
夫
Q
﹃
東
洋
學
の
系
�
﹄
(大
修
館
書
店
︑
一
九
九
二
年
)︑
江
上
波
夫
Q

﹃
東
洋
學
の
系
�

(第
二
集
)﹄
(大
修
館
書
店
︑
一
九
九
四
年
)︑
礪
波
護
︑
U
井

讓
治
Q
﹃
京
大
東
洋
學
の
百
年
﹄
(京
都
大
學
學
�
出
版
會
︑
二
〇
〇
二
年
)
な

ど
を
參
照
︒

(4
)

井
上
直
樹
﹁
白
鳥
庫
吉
の
滿
洲
�
査

︱
︱
國
立
公
�
書
館
ア
ジ
ア
歷
�
�
料



藏
�
書
の
分
析
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
日
本
中
國
考
古
學
﹄
十
七
︑
二
〇
一
七
年
)︑

同
氏
﹁
滿
洲
國
と
滿
洲
�
硏
究

︱
︱
ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー


藏
�
書
の

分
析
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
京
都
府
立
大
學
學
�
報
吿
﹄
(人
�
�
)
七
十
︑
二
〇

一
八
年
)︑
同
氏
﹁
池
內
宏
の
滿
鮮
�
硏
究

︱
︱
『後
U
怨
�
�
書
﹄・
ア
ジ
ア

歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー


藏
�
書
の
分
析
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
京
都
府
立
大
學
學

�
報
吿
﹄
(人
�
�
)
七
十
一
︑
二
〇
一
九
年
)
な
ど
を
參
照
︒

(5
)

M
揭
五
井
直
弘
︑
旗
田
巍
論
�
を
參
照
︒

(6
)

吉
澤
-
一
郞
﹁
白
鳥
庫
吉
の
東
洋
�
學
︱
︱
�
學
�
�
考
察
と
し
て
﹂
(渡
邊
義

浩
Q
﹃
中
國
�
學
の
方
法
論
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
七
年
)︑
八
五
～
九
六
頁
を

參
照
︒

(7
)

井
上
直
樹
﹃
?
國
日
本
と
“
滿
鮮
�
”
：
大
陸
政
策
と
�
鮮
・
滿
州
^
識
﹄
(塙
書

×
︑
二
〇
一
三
年
)
を
參
照
︒

(8
)

毛
利
英
介
﹁
滿
洲
�
と
東
北
�
の
あ
い
だ
：
稻
葉
岩
吉
と
金
毓
黻
の
2
液
よ
り
﹂

(﹃
關
西
大
學
東
西
學
�
硏
究


紀
"
﹄
四
十
八
︑
二
〇
一
五
年
)︑
古
松
崇
志

﹁
鳥
居
龍
藏
の
契
丹
硏
究
︱
︱
慶
陵
の
�
査
・
硏
究
を
中
心
に
﹂
(﹃
鳥
居
龍
藏
硏

究
﹄
第
三
號
︑
二
〇
一
五
年
)
︑
渡
邊
永
哉
﹁
常
磐
大
定
の
中
國
�
査
﹂
(﹃
東
洋

�
�
硏
究
﹄
第
十
八
號
︑
二
〇
一
六
年
)︑
M
揭
吉
澤
-
一
郞
﹁
白
鳥
庫
吉
の
東

洋
�
學
︱
︱
�
學
�
�
考
察
と
し
て
﹂
な
ど
を
參
照
︒

(9
)

東
方
學
會
Q
﹃
東
方
學
囘
想
﹄
(
>
九
卷
)
(
刀
水
書
×
︑
二
〇
〇
〇
年
)
を
參
照
︒

(10
)

內
U
湖
南
硏
究
會
Q
﹃
內
U
湖
南
未
收
錄
�
集
﹄
(河
合
�
�
敎
育
硏
究


︑
二

〇
一
八
年
)︑
京
都
大
學
大
學
�
書
館
Q
集
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
(
京
都
大
學
�
書
館
︑

二
〇
一
九
年
)
を
參
照
︒

(11
)

岡
村
敬
二
﹃
日
滿
�
�
協
會
の
歷
�

︱
︱
草
創
 
を
中
心
に
﹄
(岡
村
敬
二
︑
二

〇
〇
六
年
)︑
古
松
崇
志
﹁
東
モ
ン
ゴ
ル
遼
代
契
丹
Ø
跡
�
査
の
歷
�

︱
︱
一

九
四
五
年
滿
洲
國
解
體
ま
で
︱
︱
﹂
(﹃
遼
�
�
・
慶
陵
一
帶
�
査
報
吿
﹄
京
都

大
學
大
學
院
�
學
硏
究
科
︑
二
〇
〇
五
年
)︑
頁
二
七
～
六
八
︑
酒
寄
Ù
志
﹃
(
�

成
十
六

−

十
八
年
度
科
學
硏
究
費
助
成
金
硏
究
報
吿
書
)
東
亞
考
古
學
會
と
#
代

日
本
の
東
ア
ジ
ア
�
硏
究
﹄
(酒
寄
Ù
志
︑
二
〇
〇
七
年
)
な
ど
を
參
照
︒

(12
)

山
根
幸
夫
﹃
東
方
�
�
事
業
の
歷
�

︱
︱
昭
和
M
 
に
お
け
る
日
中
�
�
2
液
﹄

(
�
古
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
)︑
三
～
一
七
頁
︑
阿
部
洋
﹃
對
荏
�
�
事
業
の
硏

究
：
戰
M
 
日
中
敎
育
�
�
2
液
の
展
開
と
挫
折
﹄
(汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
)︑

一
七
七
～
三
一
六
頁
を
參
照
︒

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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(13
)

阿
部
洋
訪
問
﹃
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
錄
E
．
日
中
�
�
Ú
擦
6
．
結
城
令
聞
氏
︑
靑

山
定
雄
氏
︑
日
比
野
丈
夫
氏
︑
貝
塚
茂
樹
氏
﹄
(東
京
大
學
敎
養
學
部
國
際
關
係

論
硏
究
室
︑
一
九
八
一
年
)︑
一
九
頁
を
參
照
︒

(14
)

山
根
幸
夫
﹃
東
方
�
�
事
業
の
歷
�

︱
︱
昭
和
M
 
に
お
け
る
日
中
�
�
2
液
﹄︑

一
〇
九
～
一
一
〇
頁
を
參
照
︒

(15
)

山
根
幸
夫
﹃
東
方
�
�
事
業
の
歷
�

︱
︱
昭
和
M
 
に
お
け
る
日
中
�
�
2
液
﹄︑

一
一
九
︑
二
二
六
頁
�
十
を
參
照
︒

(16
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
5
2
1
2
2
0
0︑
對
滿
�
�
審

査
委
員
會
關
係
雜
件

(對
滿
�
�
事
業
)
第
一
卷

(
H
-
3
-
3
-
0
-
1
_
0
0
1
)
(外
務

省
外
2
�
料
館
)︑
岡
村
敬
二
﹃
日
滿
�
�
協
會
の
歷
�

︱
︱
草
創
 
を
中
心

に
﹄︑
二
一
～
二
六
︑
五
二
頁
を
參
照
︒

(17
)

岡
村
敬
二
﹃
日
滿
�
�
協
會
の
歷
�

︱
︱
草
創
 
を
中
心
に
﹄︑
二
四
︑
五
二
頁

を
參
照
︒

(18
)

岡
村
敬
二
﹃
日
滿
�
�
協
會
の
歷
�

︱
︱
草
創
 
を
中
心
に
﹄︑
二
六
頁
を
參
照
︒

(19
)

岡
村
敬
二
﹃
日
滿
�
�
協
會
の
歷
�

︱
︱
草
創
 
を
中
心
に
﹄︑
二
七
頁
を
參
照
︒

(20
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
5
2
1
2
1
0
0︑
對
滿
�
�
審

査
委
員
會
關
係
雜
件

(對
滿
�
�
事
業
)
第
一
卷

(
H
-
3
-
3
-
0
-
1
_
0
0
1
)
(外
務

省
外
2
�
料
館
)︑
井
上
直
樹
﹁
滿
洲
國
と
滿
洲
�
硏
究

︱
︱
ア
ジ
ア
歷
�
�

料
セ
ン
タ
ー


藏
�
書
の
分
析
を
中
心
に
︱
︱
﹂︑
一
五
九
頁
な
ど
を
參
照
︒

(21
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
5
9
9
0
7
0
0︑
日
滿
�
�
協

會
關
係
雜
件
／
�
�
硏
究
員
關
係

(
H
-
6
-
2
-
0
-
2
9
_
4
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)

を
參
照
︒

(22
)

井
上
直
樹
﹁
滿
洲
國
と
滿
洲
�
硏
究

︱
︱
ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー


藏
�

書
の
分
析
を
中
心
に
︱
︱
﹂︑
一
六
〇
～
一
七
二
頁
な
ど
を
參
照
︒

(23
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
5
8
8
3
1
0
0︑
3
女
眞
民
族

硏
究
事
業
助
成
羽
田
亨
自
昭
和
八
年
三

至
昭
和
十
二
年
六


(
H
-
6
-
2
-
0
-
3
_

0
0
8
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)﹂
を
參
照
︒

(24
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
5
8
8
3
1
0
0︑
3
女
眞
民
族

硏
究
事
業
助
成
羽
田
亨
自
昭
和
八
年
三

至
昭
和
十
二
年
六


(
H
-
6
-
2
-
0
-
3
_

0
0
8
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)﹂
を
參
照
︒

(
25
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
5
8
8
3
6
0
0︑
硏
究
助
成
關

係
雜
件
第
九
卷

(
H
-
6
-
2
-
0
-
3
_
0
0
9
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)
を
參
照
︒

(26
)

小
川
裕
人
﹁
滿
洲
民
族
の


謂
﹁
j
元
性
﹂
と
其
の
發
展
に
就
い
て
﹂﹃
滿
蒙
�

論
叢
﹄
第
二

(日
滿
�
�
協
會
︑
一
九
三
九
年
)
︑
二
八
七
頁
を
參
照
︒

(27
)

外
山
軍
治
﹁
劉
豫
の
齊
國
を
中
心
と
し
て
觀
た
る
金
宋
2
涉
﹂﹃
滿
蒙
�
論
叢
﹄

第
一

(日
滿
�
�
協
會
︑
一
九
三
八
年
)︑
一
九
三
～
三
二
一
頁
︑
田
村
實
V

﹁
遼
宋
の
2
g
と
遼
國
內
に
於
け
る
經
濟
�
發
i
﹂﹃
滿
蒙
�
論
叢
﹄
第
二

(日
滿

�
�
協
會
︑
一
九
三
九
年
)︑
四
頁
︑
小
川
裕
人
﹁
滿
洲
民
族
の


謂
﹁
j
元
性
﹂

と
そ
の
發
展
に
就
い
て
﹂︑
二
八
五
～
二
八
八
頁
︑
外
山
軍
治
﹁
金
の
海
陵
王
：

荏
%
古
今
人
物
B
傅
(六
)
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
第
七
卷
第
四
號

(一
九
四
二
年
)︑

二
二
九
～
二
四
九
頁
な
ど
を
參
照
︒

(28
)

小
川
裕
人
﹁
滿
洲
民
族
の


謂
﹁
j
元
性
﹂
と
其
の
發
展
に
就
い
て
﹂
︑
四
一
九

～
四
二
六
頁
を
參
照
︒

(29
)

岡
村
敬
二
﹃
日
滿
�
�
協
會
の
歷
�

︱
︱
草
創
 
を
中
心
に
﹄︑
八
六
頁
を
參
照
︒

(30
)

安
岡
正
篤
﹁
荏
%
興
p
談
義
﹂
(﹃
荏
%
瓜
治
に
關
す
る
論
叢
﹄
外
務
省
�
査
部
︑

一
九
三
九
年
)︑
五
一
頁
︑
水
野
梅
曉
﹁
元
の
荏
%
經
營
方
法
﹂
(﹃
荏
%
瓜
治
に

關
す
る
論
叢
﹄
外
務
省
�
査
部
︑
一
九
三
九
年
)︑
一
一
二
頁
を
參
照
︒

(31
)

曾
我
部
靜
雄
﹁
宋
・
�
の
滅
p
と
蔣
介
石
政
權
﹂
(﹃
荏
%
瓜
治
に
關
す
る
論
叢
﹄

外
務
省
�
査
部
︑
一
九
三
九
年
)
︑
一
六
一
～
一
六
六
頁
を
參
照
︒

(32
)

水
野
梅
曉
﹁
元
の
荏
%
經
營
方
法
﹂
︑
一
一
一
～
一
一
二
頁
を
參
照
︒

(33
)

外
務
省
�
査
部
﹁
は
し
が
き
﹂
(﹃
荏
%
瓜
治
に
關
す
る
論
叢
﹄
外
務
省
�
査
部
︑

一
九
三
九
年
)︑
一
～
二
頁
を
參
照
︒

(34
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
6
0
9
5
8
0
0︑
15
．
對
荏
�

�
諸
施
設
經
營
方
針
ニ
就
テ

齋
U
良
衞

自
昭
和
十
二
年
五


(
H
-
7
-
2
-
0
-
4
_

0
1
0
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)
を
參
照

(35
)

山
根
幸
夫
﹃
東
方
�
�
事
業
の
歷
�

︱
︱
昭
和
M
 
に
お
け
る
日
中
�
�
2
液
﹄︑

東 方 學 報

38



一
二
六
頁
を
參
照
︒

(36
)

山
根
幸
夫
﹃
東
方
�
�
事
業
の
歷
�

︱
︱
昭
和
M
 
に
お
け
る
日
中
�
�
2
液
﹄︑

一
二
三
～
一
二
七
頁
︑
阿
部
洋
﹃
對
荏
�
�
事
業
の
硏
究
：
戰
M
 
日
中
敎
育
�

�
2
液
の
展
開
と
挫
折
﹄︑
七
八
一
～
八
一
九
頁
を
參
照
︒

(37
)

昭
和
十
三
年
十

二
十
五
日
︑
企
畫
院
は
#
衞
內
閣
の
&
'
に
よ
っ
て
︑
企
畫
廳

と
�
源
局
を
�
合
し
た
も
の
で
︑
國
力
の
總
合
と
豫
算
業
務
の
E
用
と
擴
閏
に
く

わ
え
︑
各
機
關
閒
に
お
け
る
國
家
總
動
員
計
畫
の
企
畫
と
實
行
に
從
事
し
た
︒
東

亞
硏
究


は
企
畫
院
の
外
郭
團
體
で
あ
っ
た
︒
渡
邊
怨
﹁
東
亞
硏
究


小
�
﹂

(﹃
政
經
硏
究
時
報
﹄
十
三
特
別
號
︑
二
〇
一
〇
年
)︑
二
頁
を
參
照
︒

(38
)

渡
邊
怨
﹁
東
亞
硏
究


小
�
﹂︑
二
頁
を
參
照
︒

(39
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
4
0
1
1
4
0
1
1
0
0︑
學
�
關
係
雜

件

第
三
卷

23
．
東
亞
硏
究


關
係

(1
)
(財
)
東
亞
硏
究


槪
"

(
I-
1
-
3
-

0
-
6
_
0
0
3
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)︑
渡
邊
怨
﹁
東
亞
硏
究


小
�
﹂︑
二
頁
を
參

照
︒

(40
)

渡
邊
怨
﹁
東
亞
硏
究


小
�
﹂︑
三
頁
︒

(41
)

｢本
邦
ニ
於
ケ
ル
�
�
硏
究
竝
同
事
業
關
係
雜
件

7
．
東
亞
關
係

分
割
1
﹂

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
4
0
1
1
3
1
1
5
0
0︑
本
邦
ニ
於
ケ

ル
�
�
硏
究
竝
同
事
業
關
係
雜
件

(
I-
1
-
0
-
0
-
1
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)
を
參

照
︒

(42
)

宮
崎
市
定
﹃
自
跋
集
︱
︱
東
洋
�
學
七
十
年
﹄
(岩
波
書
店
︑
一
九
九
六
年
)︑

二
三
五
頁
を
參
照
︒

(43
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
6
1
9
3
1
0
0︑
參
考
�
料
關

係
雜
件
／
宗
敎
︑
病
院
︑
圖
書
館
︑
±
覽
會
︑
敎
會
關
係

第
三
卷

(
H
-
7
-
2
-
0
-

4
_
3
_
0
0
3
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)
を
參
照
︒

(44
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
6
1
9
3
1
0
0︑
參
考
�
料
關

係
雜
件
／
宗
敎
︑
病
院
︑
圖
書
館
︑
±
覽
會
︑
敎
會
關
係

第
三
卷

(
H
-
7
-
2
-
0
-

4
_
3
_
0
0
3
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)
を
參
照
︒

(45
)

宮
崎
市
定
﹃
自
跋
集
︱
︱
東
洋
�
學
七
十
年
﹄︑
二
五
二
頁
を
參
照
︒

(46
)

東
亞
硏
究


の
第
三
部
荏
%
政
治
班
は
︑
&
に
中
國
#
現
代
�
の
硏
究
�
査
を
行

い
︑
滿
鐵
�
査
部
に
勤
務
し
て
い
た
土
井
違
が
班
長
を
F
任
し
て
い
た
︒
メ
ン

バ
ー
は
七
名
で
︑
沼
田
鞆
雄
︑
角
田
順
︑
阿
部
宗
光
︑
竹
內
孫
一
郞
︑
中
村
治
兵

衞
︑
小
川
�
二
︑
大
山
梓
で
あ
っ
た
︒
同
じ
部
の
荏
%
社
會
班
は
︑
滿
鐵
�
査
部

に
勤
務
し
て
い
た
大
上
末
廣
が
班
長
を
F
任
し
︑
メ
ン
バ
ー
は
福
滿
武
雄
︑
山
本

秀
夫
︑
酒
井
忠
夫
︑
U
井
正
夫
︑
河
合
愼
吾
の
五
名
で
あ
っ
た
︒
兩
班
の
メ
ン

バ
ー
は
外
の
勤
務
や
轉
任
等
︑
人
事
衣
動
が
か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
が
︑

常
に
一
緖
に
働
い
て
い
た
︒﹁
本
邦
ニ
於
ケ
ル
�
�
硏
究
竝
同
事
業
關
係
雜
件

7
．
東
亞
關
係

分
割
1
﹂
JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.

B
0
4
0
1
1
3
1
1
5
0
0︑
本
邦
ニ
於
ケ
ル
�
�
硏
究
竝
同
事
業
關
係
雜
件

(
I-
1
-
0
-

0
-
1
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)︑
中
村
治
兵
衞
﹁
東
洋
�
と
私
﹂
(﹃
中
村
治
兵
衞

先
生
古
稀
記
念
東
洋
�
論
叢
﹄
刀
水
書
×
︑
一
九
八
六
年
)
︑
五
一
二
頁
を
參
照
︒

(47
)

中
村
治
兵
衞

(一
九
一
六
～
一
九
九
一
)︑
大
阪
出
身
で
︑
昭
和
十
年
に
東
京
?

國
大
學
東
洋
�
學
科
に
入
學
し
た
︒
同
 
生
に
は
大
淵
忍
爾
︑
守
屋
美
都
雄
が
い

る
︒
當
時
敎
L
で
あ
っ
た
池
內
宏
︑
加
U
繁
︑
和
田
淸
に
學
ん
だ
︒
昭
和
十
三
年

に
卒
業
し
︑
大
學
院
に
入
學
し
︑
和
田
淸
の
助
手
と
な
り
︑
﹃
荏
%
地
方
自
治
發

i
�
﹄
の
Q
纂
に
協
力
し
た
︒
昭
和
二
十
一
年
︑
東
亞
硏
究


が
解
散
し
た
後
︑

九
州
大
學
︑
岡
山
大
學
︑
中
央
大
學
な
ど
で
敎
職
に
つ
き
︑
中
央
大
學
で
定
年
º

職
し
た
︒
著
書
に
﹃
中
國
漁
業
�
の
硏
究
﹄︑
﹃
中
國
聚
落
�
の
硏
究
﹄︑﹃
中
國

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
硏
究
﹄
な
ど
が
あ
る
︒
中
村
治
兵
衞
﹁
略
年
�
﹂
(﹃
中
村
治

兵
衞
先
生
古
稀
記
念
東
洋
�
論
叢
﹄
刀
水
書
×
︑
一
九
八
六
年
)︑
ⅳ
～
ⅷ
頁
を

參
照
︒

(48
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄
(東
亞
硏
究


︑
一
九
四
三
年
)︑

三
頁
を
參
照
︒

(49
)

｢4
．
學
會
︑
協
會
︿
1
﹀
東
亞
�
�
硏
究


ヨ
リ
東
方
�
�
學
院
︑
東
方
�
�

硏

究



ニ
依
賴

事
項
﹂
JA
C
A
R

(
ア
ジ
ア
歷

�

�

料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.

B
0
5
0
1
6
1
9
3
1
0
0︑
參
考
�
料
關
係
雜
件
／
宗
敎
︑
病
院
︑
圖
書
館
︑
±
覽
會
︑

敎
會
關
係

第
三
卷

(
H
-
7
-
2
-
0
-
4
_
3
_
0
0
3
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)︑
山
根
幸

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究

39



夫
﹃
東
方
�
�
事
業
の
歷
�

︱
︱
昭
和
M
 
に
お
け
る
日
中
�
�
2
液
﹄︑
一
二

九
～
一
三
一
頁
を
參
照
︒

(50
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
淸
�
の
邊
疆
瓜
治
政
策
：
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
硏
究
﹄
(至
�

堂
︑
一
九
四
四
年
)︑
二
頁
を
參
照
︒

(51
)

昭
和
十
四
年
の
﹁
特
別
�
查
�
委
託
�
查
﹂
の
荏
%
關
係
の
第
二
項
が
﹁
遼
︑
金
︑

元
︑
淸
各
�
ノ
漢
民
族
�
邊
疆
民
族
瓜
治
政
策
�
查
﹂
で
あ
り
︑
第
三
部
荏
%
政

治
班
が
作
成
し
た
も
う
一
つ
の
�
書
﹁
昭
和
十
四
年
度
業
務
計
劃
一
覽
表

(案
)﹂

の
�
查
項
目

(一
)
荏
%
歷
�
衣
民
族
瓜
治
ニ
關
ス
ル
硏
究
で
は
︑
そ
の
下
は
︑

1
．
漢
民
族
ニ
ヨ
ル
邊
疆
諸
民
族
ノ
荏
�
關
係
︑
ソ
ノ
政
策
︑
2
．
遼
︑
金
︑
元
︑

淸
各
�
ノ
衣
民
族
瓜
治
政
策
と
い
う
二
つ
の
子
項
目
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ

か
ら
見
る
と
︑
東
亞
硏
究


の
兩
計
畫
は
密
接
に
關
聯
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹁
學
�
關
係
雜
件

第
三
卷

23
．
東
亞
硏
究


關
係

(1
)
(財
)
東
亞
硏
究



槪
"
﹂
JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
4
0
1
1
4
0
1
1
0
0︑
學
�

關
係
雜
件

第
三
卷

(
I-
1
-
3
-
0
-
6
_
0
0
3
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)
を
參
照
︒

(52
)

京
都
大
學
大
學
�
書
館
Q
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
(京
都
大
學
大
學
�
書
館
︑
二
〇
一

九
年
)︑
三
三
頁
を
參
照
︒

(53
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
6
1
9
3
1
0
0︑
參
考
�
料
關

係
雜
件
／
宗
敎
︑
病
院
︑
圖
書
館
︑
±
覽
會
︑
敎
會
關
係

第
三
卷

(
H
-
7
-
2
-
0
-

4
_
3
_
0
0
3
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)を
參
照
︒

(54
)

JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
5
0
1
6
1
9
3
1
0
0︑
參
考
�
料
關

係
雜
件
／
宗
敎
︑
病
院
︑
圖
書
館
︑
±
覽
會
︑
敎
會
關
係

第
三
卷

(
H
-
7
-
2
-
0
-

4
_
3
_
0
0
3
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)
を
參
照
︒

(55
)

｢學
�
關
係
雜
件

第
三
卷

23
．
東
亞
硏
究


關
係

(1
)
(財
)
東
亞
硏
究



槪
"
﹂
JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.B
0
4
0
1
1
4
0
1
1
0
0︑
學
�

關
係
雜
件

第
三
卷

(
I-
1
-
3
-
0
-
6
_
0
0
3
)
(外
務
省
外
2
�
料
館
)
を
參
照
︒

(56
)

京
都
大
學
大
學
�
書
館
Q
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄︑
三
五
頁
を
參
照
︒

(57
)

羽
田
亨
と
池
內
宏
は
非
常
に
親
し
く
︑
羽
田
亨
の
息
子
︑
羽
田
�
は
池
內
宏
の
娘

と
結
婚
し
て
い
た
︒﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
の
中
で
︑
二
人
と
二
つ
の
家
族
の
2
液
に

つ
い
て
多
く
の
記
載
が
あ
る
︒
西
山
伸
﹁﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
と
戰
時
下
の
京
都
?

國
大
學
﹂
(﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
)︑
五
頁
を
參
照
︑
ま
た
︑
二
人
の
2
液
の
記
載
に
つ

い
て
は
京
都
大
學
大
學
�
書
館
Q
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄︑
二
七
︑
三
〇
︑
三
六
︑
三

九
頁
な
ど
を
參
照
︒

(58
)

靑
山
公
亮
等
﹁
先
學
を
語
る
︱
︱
池
內
宏
±
士
﹂
(﹃
東
方
學
囘
想
Ⅱ

先
學
を
語

る

(2
)﹄︑
刀
水
書
×
︑
二
〇
〇
〇
年
)
︑
一
八
七
頁
を
參
照
︒

(59
)

｢4
．
學
會
︑
協
會
︿
1
﹀
東
亞
�
�
硏
究


ヨ
リ
東
方
�
�
學
院
︑
東
方
�
�

硏

究



ニ
依
賴

事
項
﹂
JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷

�

�

料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.

B
0
5
0
1
6
1
9
3
1
0
0︑
參
考
�
料
關
係
雜
件
／
宗
敎
︑
病
院
︑
圖
書
館
︑
±
覽
會
︑

敎
會
關
係

第
三
卷

(
H
-
7
-
2
-
0
-
4
_
3
_
0
0
3
)
(
外
務
省
外
2
�
料
館
)
を
參
照
︒

(60
)

京
都
大
學
大
學
�
書
館
Q
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄︑
三
五
︑
四
一
︑
四
二
︑
四
九
︑
五

五
︑
五
六
︑
五
七
︑
六
〇
︑
六
五
頁
を
參
照
︒

(61
)

京
都
大
學
大
學
�
書
館
Q
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄︑
五
七
頁
を
參
照
︒

(62
)

京
都
大
學
大
學
�
書
館
Q
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
︑
六
五
頁
を
參
照
︒

(63
)

第
三
部
長
林
桂
理
事
は
荏
%
︑
滿
蒙
の
�
査
を
&
宰
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
�

査
業
務
に
對
し
て
熱
心
で
は
な
か
っ
た
︒
陸
軍
中
將
で
º
役
し
︑
陸
軍
代
表
と
し

て
大
藏
公
y
に
指
名
さ
れ
︑
陸
軍
の
人
1
を
借
り
て
︑
東
亞
硏
究


の
�
査
業
務

を
順
�
に
�
め
さ
せ
た
︒
第
四
部
長
原
敢
二
郞
理
事
は
南
洋
︑
大
洋
州
の
�
査
を

&
宰
し
た

(兄
が
京
都
大
學
�
學
部
國
�
科
敎
L
原
ô
郞
で
あ
る
︒
原
ô
郞
と
羽

田
亨
は
仲
が
良
か
っ
た
)
︒
海
軍
中
將
で
º
役
し
︑
�
査
の
業
務
に
極
め
て
熱
心

で
︑
�
和
&
義
者
で
あ
っ
た
︒
拓
殖
武
臣
﹃
東
亞
硏
究


と
私

︱
︱
戰
中
知
識

人
の
證
言
︱
︱
﹄
(勁
草
書
×
︑
一
九
七
九
年
)︑
八
五
～
八
九
頁
︑
井
上
�
則

﹃
天
を
相
手
に
す
る
︱
︱
B
傳
宮
崎
市
定
﹄
︑
一
九
八
頁
を
參
照
︒

(64
)

宮
川
尙
志
﹁
淸
の
宣
撫
救
賑
工
策
﹂
(﹃
東
亞
硏
究


報
﹄
十
九
︑
一
九
四
二
年
)︑

一
～
九
九
頁
︑
百
瀨
弘
︑
﹁
淸
�
の
衣
民
族
瓜
治
に
於
け
る
財
政
經
濟
政
策
﹂

(﹃
東
亞
硏
究


報
﹄
二
十
︑
一
九
四
三
年
)︑
一
～
一
一
六
頁
︑
三
上
<
男
﹁
金

�
M
 
に
於
け
る
漢
人
瓜
治
政
策
﹂
(﹃
東
亞
硏
究


報
﹄
二
十
一
︑
一
九
四
三

年
)︑
一
～
七
二
頁
︑
愛
宕
松
男
﹁
元
の
對
漢
人
政
策
﹂
(﹃
東
亞
硏
究


報
﹄
二

東 方 學 報

40



十
三
︑
一
九
四
三
年
)︑
一
～
一
一
八
頁
︒

(65
)

狩
野
直
喜
﹁
元
曲
の
由
來
と
白
仁
甫
の
梧
桐
雨
﹂
(初
出
は
﹃
藝
�
﹄
第
二
卷
第

二
 
︑
一
九
一
一
年
︑
後
︑﹃
荏
%
學
�
藪
﹄
み
す
ず
書
×
︑
一
九
七
三
年
)︑
二

四
三
～
二
四
四
頁
を
參
照
︒

(66
)

內
U
湖
南
﹁
荏
%
論
﹂
(初
出
一
九
一
四
年
︑
後
︑﹃
內
U
湖
南
>
集

第
五
卷
﹄︑

筑
Ú
書
×
︑
一
九
七
二
年
)︑
三
三
四
～
三
三
五
︑
三
三
七
頁
を
參
照
︒

(67
)

箭
內
亙
﹁
元
代
社
會
の
三
階
h
﹂
(初
出
は
﹃
滿
鮮
地
理
歷
�
硏
究
報
吿
﹄
第
三
︑

一
九
一
六
年
︑
後
︑﹃
蒙
古
�
硏
究
﹄
刀
江
書
院
︑
一
九
七
三
年
)︑
三
四
七
～
三

四
八
頁
を
參
照
︒

(68
)

羽
田
亨
﹁
蒙
古
族
の
宗
敎
�
風
俗
�
慣
﹂
(初
出
は
﹃
東
洋
哲
學
﹄
第
十
四
卷
第

七
 
︑
第
九
 
︑
一
九
〇
七
年
︑
後
﹃
羽
田
±
士
�
學
論
�
集

宗
敎
言
語
�
﹄

東
洋
�
硏
究
會
︑
一
九
五
七
年
)︑
四
六
三
頁
︑
內
U
湖
南
﹁
荏
%
論
﹂︑
三
三
四

～
三
三
五
︑
三
三
七
頁
︑
羽
田
亨
﹁
漢
民
族
の
同
�
力
に
就
い
て
﹂
(初
出
は

﹃
東
洋
學
報
﹄
第
二
十
九
卷
第
三
・
四
 
︑
一
九
四
四
年
︑
後
︑﹃
羽
田
±
士
�
學

論
�
集

歷
�
�
﹄
東
洋
�
硏
究
會
︑
一
九
五
七
年
)︑
七
一
七
～
七
一
八
頁
を

參
照
︒

(69
)

羽
田
亨
﹁
元
�
の
漢
�
�
に
對
す
る
態
度
﹂
(初
出
は
﹃
狩
野
敎
L
j
曆
記
念
荏

%
學
論
叢
﹄︑
弘
�
堂
書
×
︑
一
九
二
八
年
︑
の
ち
﹃
羽
田
±
士
�
學
論
�
集

歷
�
�
﹄
東
洋
�
硏
究
會
︑
一
九
五
七
年


收
)︑
六
九
〇
～
六
九
一
頁
を
參
照
︒

(70
)

羽
田
亨
﹃
西
域
�
�
�
槪
論
﹄
(初
題
﹁
西
域
�
�
の
槪
觀
﹂
(上
)
(下
)︑
刊

﹃
德
雲
﹄
創
刊
號
︑
第
一
卷
第
二
 
︑
第
二
卷
第
一
 
︑
第
二
卷
第
二
 
︑
一
九

二
九
～
一
九
三
一
年
︑
の
ち
弘
�
堂
書
×
︑
一
九
三
一
年
)︑
一
一
一
～
一
一
二

頁
を
參
照
︒

(71
)

羽
田
亨
は
﹁
こ
ゝ
に
北
族
と
申
し
ま
す
名
稱
に
就
て
は
一
寸
お
斷
り
申
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
�
當
な
名
M
が
あ
り
ま
せ
ぬ
の
で
︑
ぼ
ん
や
り
北
族
と
云
ふ

名
M
を
用
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
羽
田
亨
﹁
荏
%
の
北
族
諸
�

と
漢
�
�
﹂
(初
出
﹃
荏
%
﹄
第
十
九
卷
第
十
號
︑
一
九
二
八
年
︑
後
︑﹃
羽
田
±

士
�
學
論
�
集
歷
�
�
﹄
東
洋
�
硏
究
會
︑
一
九
五
七
年
)︑
六
九
七
頁
を
參
照
︒

(72
)

羽
田
亨
﹁
荏
%
の
北
族
諸
�
と
漢
�
�
﹂
︑
六
九
九
～
七
〇
一
頁
を
參
照
︒

(73
)

羽
田
亨
﹁
荏
%
の
北
族
諸
�
と
漢
�
�
﹂︑
七
〇
五
～
七
〇
六
頁
を
參
照
︒

(74
)

羽
田
亨
﹁
漢
民
族
の
同
�
力
に
就
い
て
﹂︑
七
二
三
～
七
二
六
頁
︒
矢
野
仁
一
も

こ
の
見
解
に
贊
同
し
て
い
る
︒
矢
野
仁
一
﹁
一
一

中
國
の
�
�
の
同
�
力
の
問

題
﹂
(﹃
燕
洛
閒
記
：
歷
�
÷
歷
六
十
年
の
囘
r
﹄︑
私
家
版
︑
一
九
六
三
年
)
︑
六

五
～
六
六
頁
を
參
照
︒

(75
)

羽
田
亨
﹁
宋
元
時
代
總
說
﹂
(初
出
﹃
世
界
�
�
�
大
系
第
九
册
宋
元
時
代
﹄︑
-

�
堂
︑
一
九
三
五
年
︑
後
︑﹃
羽
田
±
士
�
學
論
�
集

歷
�
�
﹄
東
洋
�
硏
究

會
︑
一
九
五
七
年
)︑
七
三
四
～
七
三
五
頁
を
參
照
︒

(76
)

百
瀨
弘
﹁
淸
�
の
衣
民
族
瓜
治
に
於
け
る
財
政
經
濟
政
策
﹂︑
四
頁
を
參
照
︒

(77
)

宮
川
尙
志
﹁
淸
の
宣
撫
救
賑
工
策
﹂
︑
九
九
頁
を
參
照
︒

(78
)

宮
崎
市
定
﹁
淸
�
に
お
け
る
國
語
問
題
の
一
面
﹂
(﹃
東
方
�
論
叢

第
一

北
方

�
專
號
﹄
養
德
社
︑
一
九
四
七
年
)︑
三
頁
を
參
照
︒

(79
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄
︑
二
二
八
～
二
二
九
頁
︑
安
部
永

夫
﹁
淸
�
と
華
夷
思
想
﹂
(﹃
淸
代
�
硏
究
﹄
創
�
社
︑
一
九
七
一
年
)
︑
三
八
～

四
三
頁
な
ど
を
參
照
︒

(80
)

宮
崎
市
定
﹃
自
跋
集
︱
︱
東
洋
�
學
七
十
年
﹄︑
一
七
八
～
一
九
〇
︑
二
三
四
～

二
四
五
頁
︑
井
上
�
則
﹃
天
を
相
手
に
す
る
︱
︱
B
傳
宮
崎
市
定
﹄︑
二
八
六
頁

を
參
照
︒

(81
)

和
田
淸
﹁
社
會
組
織
に
怨
銳
な
見
解
﹁
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹂
(東
亞
硏
究



Q
)﹂
(﹃
日
本
讀
書
怨
聞
﹄
︑
一
九
四
四
年
九

二
十
一
日
︑
の
ち
﹃
縮
刷
版
日
本

讀
書
怨
聞
第
五
卷
﹄︑
不
二
出
版
︑
一
九
八
七
年
)
︑
九
三
頁
を
參
照
︒

(82
)

東
方
�
�
硏
究


Q
﹃
東
方
�
�
硏
究


"
覽

(昭
和
十
六
年
)
﹄
(東
方
�
�
硏

究


︑
一
九
四
一
年
)
︑
二
〇
～
二
一
頁
︑
阿
部
洋
訪
問
﹃
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
錄

E
．
日
中
�
�
Ú
擦
6
．
結
城
令
聞
氏
︑
靑
山
定
雄
氏
︑
日
比
野
丈
夫
氏
︑
貝
塚

茂
樹
氏
﹄︑
一
二
九
頁
な
ど
を
參
照
︒

(83
)

京
大
出
身
の
內
田
吟
風
が
北
魏
を
擔
當
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
先
営
の
よ
う
に
羽

田
亨
が
發
表
し
た
﹁
荏
%
の
北
族
諸
�
と
漢
�
�
﹂
で
北
魏
︑
遼
︑
金
︑
元
︑
淸

戰時中の日本における遼・金・元・淸�の硏究
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の
漢
�
�
に
對
す
る
態
度
を
考
察
し
て
お
り
︑
羽
田
が
委
託
案
に
北
魏
を
加
え
て

提
出
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

(84
)

阿
部
洋
訪
問
﹃
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
錄
E
．
日
中
�
�
Ú
擦
6
．
結
城
令
聞
氏
︑
靑

山
定
雄
氏
︑
日
比
野
丈
夫
氏
︑
貝
塚
茂
樹
氏
﹄︑
一
二
九
頁
︑
杉
山
正
�
︑
庄
垣

內
正
弘
﹁
羽
田
亨
﹂︑
一
五
三
頁
な
ど
を
參
照
︒

(85
)

昭
和
十
九
年
に
東
亞
硏
究


が
Q
纂
し
た
﹃
淸
�
の
邊
疆
瓜
治
政
策
：
衣
民
族
の

荏
%
瓜
治
硏
究
﹄
を
見
る
と
︑
淸
�
三
�
︑
金
�
二
�
が
收
錄
さ
れ
︑
金
�
の
關

聯
論
�
は
淸
�
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
收
錄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(86
)

中
村
治
兵
衞
は
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
に
遼
に
關
す
る
內
容
を
增
補
し
︑

﹁
付
記
﹂
で
﹁
本
違
は
︑
宗
敎
政
策
の
一
項
を
除
き
︑
東
方
�
�
か
ら
の
報
吿
論

�
が
缺
除
せ
る
た
め
︑
Q
者
中
村
が
&
と
し
て
津
田
左
右
吉
±
士
・
松
井
等
・
田

村
實
V
・
小
川
裕
人
・
橋
口
時
男
・
島
田
正
郞
︑
日
野
開
三
郞
・
村
上
正
二
諸
學

士
の
遼
代
硏
究
の
諸
論
�
を
參
照
に
し
て
記
営
し
た
も
の
で
あ
り
︑
諸
氏
に
謝
;

を
表
す
︒﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
遼
の
宗
敎
政
策
は
野
上
俊
靜
の
委
託
案
の
成
果
を

參
考
に
し
て
Q
纂
さ
れ
た
︒
東
亞
硏
究


Q
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄︑
七
二

頁
を
參
照
︒

(87
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄︑
一
～
二
頁
を
參
照
︒

(88
)

百
瀨
弘
﹁
淸
�
の
衣
民
族
瓜
治
に
於
け
る
財
政
經
濟
政
策
﹂︑
四
～
五
︑
二
六
頁

を
參
照
︒

(89
)

百
瀨
弘
﹁
淸
�
の
衣
民
族
瓜
治
に
於
け
る
財
政
經
濟
政
策
﹂︑
一
一
五
～
一
一
六

頁
を
參
照
︒

(90
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄︑
二
四
～
二
六
頁
を
參
照
︒

(91
)

三
上
<
男
﹁
金
�
M
 
に
於
け
る
漢
人
瓜
治
政
策
﹂︑
六
七
～
七
一
頁
を
參
照
︒

(92
)

宮
川
尙
志
﹁
淸
�
の
宣
撫
救
賑
工
策
﹂︑
九
九
頁
を
參
照
︒

(93
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄︑
五
頁
を
參
照
︒

(94
)

愛
宕
松
男
﹁
元
の
對
漢
人
政
策
﹂︑
一
〇
九
～
一
一
八
頁
を
參
照
︒

(95
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄︑
五
～
六
を
參
照
︒

(96
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
槪
說
﹄︑
五
～
六
︑
一
二
頁
を
參
照
︒

(97
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
�
﹄
(大
日
本
雄
辯
會
È
談
社
︑
一
九
四

四
年
)︑
三
九
八
～
三
九
九
頁
を
參
照
︒

(98
)

百
瀨
弘
﹁
淸
�
の
衣
民
族
瓜
治
に
於
け
る
財
政
經
濟
政
策
﹂︑
五
～
六
頁
を
參
照
︒

(99
)

東
亞
硏
究


Q
﹃
淸
�
の
邊
疆
瓜
治
政
策
：
衣
民
族
の
荏
%
瓜
治
硏
究
﹄︑
四
～

六
頁
を
參
照
︒

(
100
)

長
谷
川
亮
一
﹃﹁
皇
國
�
觀
﹂
と
い
う
問
題
︱
︱
十
五
年
戰
爭
 
に
お
け
る
�
部

省
の
修
�
事
業
と
思
想
瓜
制
政
策
﹄
(
白
澤
社
︑
二
〇
〇
八
年
)︑
一
五
六
頁
を
參

照
︒

(
101
)

｢東
亞
槪
說
Q
纂
囑
託
候
補
者
名
¬
﹂
に
よ
れ
ば
︑
當
時
の
候
補
は
安
部
永
夫

(京
大
助
敎
L
)︑
田
村
實
V

(京
大
助
敎
L
)︑
鈴
木
俊

(
陸
軍
士
校
敎
官
︑
法

政
大
敎
L
)︑
山
本
i
郞

(
東
大
助
敎
L
)︑
宮
崎
市
定

(京
大
助
敎
L
)︑
松
田

壽
男

(元
東
大
È
師
)︑
三
上
<
男

(
東
大
È
師
)︑
曾
我
部
靜
雄

(東
北
大
È

師
)
の
八
人
で
あ
っ
た
︒
長
谷
川
亮
一
﹃
﹁
皇
國
�
觀
﹂
と
い
う
問
題
︱
︱
十
五

年
戰
爭
 
に
お
け
る
�
部
省
の
修
�
事
業
と
思
想
瓜
制
政
策
﹄︑
一
九
六
頁
を
參

照
︒

(
102
)

こ
の
十
人
は
江
上
波
夫
︑
三
品
頴
英
︑
足
利
淳
氏
︑
ø
直
四
郞
︑
濱
口
重
國
︑
小

林
元
︑
杉
本
直
治
郞
︑
內
田
吟
風
︑
塚
本
善
隆
︑
內
U
雋
輔
で
あ
る
︒
宮
崎
市
定

﹃
ア
ジ
ヤ
�
槪
說
・
正
Q
﹄
(人
�
書
林
︑
一
九
四
七
年
)︑
井
上
�
則
﹃
天
を
相

手
に
す
る
︱
︱
B
傳
宮
崎
市
定
﹄︑
二
三
二
～
二
三
三
頁
な
ど
を
參
照
︒

(
103
)

宮
崎
市
定
﹁
自
跋
﹂﹃
宮
崎
市
定
>
集

十
八

ア
ジ
ア
�
﹄
(
岩
波
書
店
︑
一
九
九

三
年
)︑
四
二
八
～
四
二
九
頁
を
參
照
︒

(
104
)

宮
崎
市
定
﹁﹃
ア
ジ
ア
歷
�
硏
究
入
門
﹄
序
﹂﹃
宮
崎
市
定
>
集

二

東
洋
�
﹄

(岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年
)
︑
三
二
九
頁
を
參
照
︒

(
105
)

宮
崎
市
定
﹃
ア
ジ
ヤ
�
槪
說
・
正
Q
﹄︑
五
頁
を
參
照
︒

(
106
)

宮
崎
市
定
﹃
ア
ジ
ヤ
�
槪
說
・
續
Q
﹄
(人
�
書
林
︑
一
九
四
八
年
)︑
二
〇
八
︑

二
一
八
～
二
一
九
︑
二
三
〇
～
二
三
二
︑
二
五
四
頁
を
參
照
︒

(
107
)

太
田
弘
毅
﹁
總
力
戰
硏
究


の
設
立
に
つ
い
て
﹂
(﹃
日
本
歷
�
﹄
第
三
五
五
號
︑

一
九
七
七
年
)︑
四
六
頁
︑
栗
屋
憲
太
郞
・
中
村
陵
﹁
總
力
戰
硏
究


か
ら
み
る

東 方 學 報
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日
本
の
﹁
總
力
戰
體
制
﹂﹂
(栗
屋
憲
太
郞
︑
中
村
陵
解
說
﹃﹃
總
力
戰
硏
究


關

係
�
料
集
﹄
解
說
・
總
目
<
﹄
不
二
出
版
︑
二
〇
一
六
年
)︑
一
五
頁
な
ど
を
參

照
︒

(
108
)

堀
場
一
雄
﹃
荏
%
事
變
戰
爭
指
'
�
﹄
(時
事
g
信
社
︑
一
九
六
二
年
)︑
六
六
一

頁
︑
ú
澤
紀
之
﹁
實
錄
・
總
力
戰
硏
究



︱
︱
太
�
洋
戰
爭
開
始
M
夜
︱
︱
﹂

(﹃
歷
�
と
人
物
﹄
第
十
號
︑
一
九
七
一
年
)︑
九
三
頁
︑
太
田
弘
毅
﹁
總
力
戰
硏

究


の
業
績

︱
︱
『占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�
﹄︑﹃
長
 
戰
硏
究
﹄
に
つ
い

て
︱
︱
﹂
(﹃
軍
事
�
學
﹄
第
一
四
卷
第
四
號
︑
一
九
七
九
年
)︑
四
〇
頁
な
ど
を

參
照
︒

(
109
)

小
林
元
は
東
京
?
大
�
學
部
西
洋
�
學
科
卒
業
で
︑
時
任
陸
軍
豫
科
士
官
學
校
敎

L
と
な
り
︑
鳥
巢
g
�
は
東
京
?
大
國
�
學
科
卒
業
で
︑
橋
口
F
夫
は
東
京
?
大

東
洋
�
學
科
卒
業
で
あ
る
︒
こ
の
委
託
事
業
案
の
責
任
者
は
國
�
︑
東
洋
�
︑
西

洋
�
が
一
人
ず
つ
擔
當
し
た
︒﹃
東
京
?
國
大
學
卒
業
生
氏
名
錄
﹄︑
三
四
一
︑
三

四
四
︑
三
四
七
頁
を
參
照
︒

(
110
)

｢表
紙
﹁
占
領
地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�

草
稿

第
1
�

日
本
｣

昭
和
17
年
6


﹂
JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.C
1
4
0
6
0
8
7
0
1
0
0︑
占
領
地

瓜
治
�
戰
後
円
設
�

草
稿

第
1
�

日
本

昭
和
17
．
6


(防
衞
省
防
衞

硏
究


)
を
參
照
︒

(
111
)

｢昭
和
17
年
度

總
力
戰
硏
究


敎
育
演
練
實
施
經
�
槪
"

昭
和
18
年
1

14

日
﹂
JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.C
1
4
0
6
0
8
6
2
3
0
0
︑
昭
和
17

年
度

總
力
戰
硏
究



敎
育
演
練
實
施
經
�
槪
"

(防
衞
省
防
衞
硏
究


)︑

堀
場
一
雄
﹃
荏
%
事
變
戰
爭
指
'
�
﹄﹁
第
十
五
違

大
東
亞
武
力
開
戰
M
後
﹂︑

六
六
一
～
六
六
五
頁
な
ど
を
參
照
︒

(
112
)

｢凡
例
﹂
JA
C
A
R

(ア
ジ
ア
歷
�
�
料
セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.C
1
4
0
6
0
8
7
0
3
0
0︑
占
領

地
瓜
治
�
戰
後
円
設
�

草
稿

第
1
�

日
本

昭
和
17
．
6


(防
衞
省
防

衞
硏
究


)
を
參
照
︒

(
113
)

堀
場
一
雄
﹃
荏
%
事
變
戰
爭
指
'
�
﹄︑
六
六
一
～
六
六
四
頁
を
參
照
︒

(
114
)

堀
場
一
雄
﹃
荏
%
事
變
戰
爭
指
'
�
﹄︑
六
六
二
～
六
六
四
頁
を
參
照
︒

(
115
)

『日
本
學
硏
究
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
論
�
は
&
に
皇
國
�
觀
と
當
時
の
日
本
瓜
治
制

度
を
硏
究
す
る
も
の
で
︑
論
�
の
著
者
に
東
洋
�
の
出
身
者
は
少
な
か
っ
た
︒
そ

の
Q
集
委
員
は
お
そ
ら
く
東
洋
�
出
身
者
で
は
な
か
っ
た
︒
Q
集
部
が
衣
民
族
政

策
硏
究
の
論
�
を
揭
載
し
た
目
�
は
︑
皇
國
�
觀
と
當
時
の
日
本
瓜
治
制
度
の
優

越
性
を
强
�
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
推
測
す
る
︒
Q
集
部
﹁
Q
集
後
記
﹂

(﹃
日
本
學
硏
究
﹄
三

−

一
〇
︑
一
九
四
三
年
)︒

(
116
)

宮
崎
市
定
﹁
自
跋
﹂︑
四
二
八
～
四
二
九
頁
︑
吉
川
幸
<
郞
﹁
羽
田
±
士
を
悼
む
﹂

(﹃
吉
川
幸
<
郞
>
集

第
十
七
卷
﹄
筑
Ú
書
×
︑
一
九
六
九
年
)︑
三
三
二
頁
︑
杉

山
正
�
︑
庄
垣
內
正
弘
﹁
羽
田
亨
﹂︑
一
五
四
頁
な
ど
を
參
照
︒

【附
記
︼
著
者
は
臺
灣
の
政
治
大
學
民
族
學
±
士
で
︑
獨
立
行
政
法
人
國
際
2
液
基
金
の
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
を
m
け
︑
二
〇
二
二
年
三

よ
り
二
〇
二
三
年
三

ま
で
京
都
大
學
人
�
科
學

硏
究


に
お
い
て
外
國
人
共
同
硏
究
者
と
し
て
硏
究
に
從
事
し
た
︒
本
稿
は
そ
の
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
り
︑
大
阪
公
立
大
學
宋
代
�
談
話
會

(
二
〇
二
二
年
二

十
九
日
)︑
東

洋
�
庫
內
陸
ア
ジ
ア
出
土
古
�
獻
硏
究
會

(二
〇
二
三
年
一

二
十
一
日
)
�
び
東
京
大
學
吉
澤
-
一
郞
先
生
の
È
義

(
二
〇
二
三
年
一

二
十
三
日
)
に
お
け
る
口
頭
發
表
に
修

正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
執
筆
に
當
た
っ
て
は
︑
渡
邊
永
哉
先
生
よ
り
﹃
羽
田
亨
日
記
﹄
に
つ
い
て
ご
敎
示
い
た
だ
き
︑
古
松
崇
志
先
生
か
ら
は
成
稿
に
至
る
ま
で
種
々

の
示
敎
を
賜
っ
た
︒
上
営
の
諸
先
生
方
︑
國
際
2
液
基
金
の
關
係
各
位
に
は
︑
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒
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