
彙

報

二
〇
一
四
年
度
前
期
東
洋
学
講
座
講
演
要
旨

(

東
洋
文
庫
創
立
九
十
周
年
記
念)

第
五
四
一
回

六
月
三
〇
日

(

月)

朝
鮮
在
住
日
本
人
の
華
北
認
識

―
総
合
雑
誌

『

朝
鮮
及
満
洲』

掲
載
記
事
を
事
例
と
し
て
―

東
洋
文
庫
研
究
員

日
本
大
学
教
授

松

重

充

浩

彙報松重

本
報
告
は
、
戦
前
期
日
本
に
お
け
る
華
北
認
識
の
全
体
的
な
再
構

成
を
考
察
す
る
上
で
不
可
欠
な
作
業
課
題
の
一
つ
と
な
る
、
所
謂

｢

外
地｣

日
本
人
社
会
に
お
け
る
当
該
認
識
の
検
討
に
関
し
て
、
そ

の
初
歩
的
一
階
梯
と
し
て
、
日
本
敗
戦
前
の
朝
鮮
で
最
も
長
期
に
わ

た
り
日
本
語
で
刊
行
さ
れ
た
所
謂

｢

総
合
雑
誌｣

で
あ
る

『

朝
鮮
及

満
洲』

(

以
下
、『

朝
満』

と
略)

に
掲
載
さ
れ
た
華
北
認
識
に
関
す

る
記
事
を
事
例
に
検
討
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

報
告
で
は
、
先
ず
、『

朝
満』

の
書
誌
的
情
報
と
編
集
方
針
お
よ

び
論
調
の
概
要
が
確
認
さ
れ
た
。『

朝
満』

は
、
編
集
長
で
あ
る
釋

尾
春
�
の
強
い
指
導
下
、｢

朝
鮮
の
文
化
開
拓｣

へ
の
寄
与
と

｢

鮮

満
開
拓
と
大
陸
進
出
の
急
先
鋒｣

と
し
て

｢

文
章
報
国｣

を
編
集
方

針
と
し
、｢

在
野
の
知
識
人
系
列
に
位
置
し
た
人
物
達
に
よ
っ
て
導

か
れ
、
中
下
層
の
在
朝
日
本
人
を
代
弁
す
る｣

論
調
を
中
心
と
し
た

記
事
を
掲
載
し
、
京
城
の
日
本
人
社
会
で
現
地
刊
行
日
本
語
総
合
雑

誌
と
し
て
最
も
多
く
の
読
者
を
得
て
い
た

『

朝
鮮
公
論』

に
次
ぐ
読

者
を
獲
得
し
て
い
た
雑
誌
だ
っ
た
。

次
い
で
、
同
誌
掲
載
の
華
北
該
当
用
語
が
如
何
な
る
認
識
の
下
で

使
用
さ
れ
た
の
か
を
、
満
洲
事
変
前
、
満
洲
事
変
後
、
日
中
戦
争
後

の
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
、
具
体
的
な
記
事
内
容
を
引
用
し

つ
つ
紹
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
以
下
の
指
摘
を
お

こ
な
っ
た
。

満
洲
事
変
以
前
に
お
い
て
は
、｢

北
清｣

、｢

北
方｣

、｢

北
支
那｣

な
ど
の
用
語
が
多
分
に
地
政
学
的
な
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た

が
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
に
、
比
較
的
流
動
性
が
低
い
省
域
を

構
成
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
、
自
然
環
境
や
諸
産
業
と
の
連
関
性
を
ふ
ま

え
た
、
よ
り
明
確
な

｢

地
誌｣

的
認
識
を
包
含
さ
せ
た

｢

北
支
那｣

と
い
う
用
例
が
登
場
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
用
例
は
相
対
的
に
少
数

で
あ
り
、
当
該
期
の

『

朝
満』

の
華
北
認
識
は
、
漠
然
と
し
た
地
政

学
的
な
用
例
が
中
心
で
あ
り
、
華
北
は
朝
鮮
に
と
っ
て
言
わ
ば

｢

遠

い｣
存
在
だ
っ
た
。

満
洲
事
変
後
は
、
華
北
に
対
す
る
関
心
が
増
大
す
る
中
、
従
来
の

彙
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｢
北
方｣

や

｢

北
清｣

と
い
う
用
例
が
大
き
く
減
じ
る
一
方
で
、｢

北

支
那｣
に
加
え
て

｢

北
支｣

と
い
う
用
語
の
使
用
頻
度
が
増
加
し
て

い
く
。
こ
の
時
期
は
、
地
政
学
的
な
認
識
を
包
含
し
つ
つ
も
省
域
を

軸
と
し
た
明
確
な
地
理
的
空
間
認
識
を
形
成
す
る
方
向
に
大
き
く
傾

動
化
し
た
華
北
認
識
を
前
提
と
し
た
華
北
該
当
用
語
の
使
用
例
が
定

着
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
満
洲
事
変
前
に
確
認
さ
れ
て
い
た
華
北
を

め
ぐ
る
二
つ
の
認
識
が
統
合
化
さ
れ
た
形
で
も
あ
る
が
、
こ
の
背
景

に
は
、
満
洲
事
変
後
の
華
北
政
局
の
流
動
性
と
日
本
の
華
北
侵
出
状

況
に
加
え
て
、
朝
鮮
か
ら
華
北
へ
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
、
従
前

に
比
し
て
相
対
的
に
せ
よ
増
加
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
曖
昧
な
地
政
学

的
な
地
域
概
念
を
前
提
と
し
た
情
報
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
で
確
実

な
地
誌
的
な
情
報
を
必
要
と
す
る
状
況
が
あ
っ
た
。

日
中
戦
争
後
に
な
る
と
、『

朝
満』

で
は
、
華
北
を
朝
鮮
が

｢

日

満
支
経
済
ブ
ロ
ッ
ク｣

の
中
で
自
ら
の
存
在
を
主
体
的
に
展
開
す
る

地
域
と
認
識
す
る
と
同
時
に
、
両
地
域
の
連
関
性
が
朝
鮮
の
消
長
に

大
き
く
か
か
わ
る
と
す
る
認
識
を
披
瀝
す
る
記
事
が
展
開
さ
れ
て
い

く
。
華
北
を
日
本
と
朝
鮮
・
満
洲
と
の
一
体
性
の
中
で
認
識
す
る
記

事
が
展
開
す
る
様
に
な
る
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
華
北
を
、
自
然
地
理
や
産
業
の

同
時
代
的
な
一
体
性
だ
け
で
な
く
、
歴
史
や
文
化
と
い
う
、
時
間
的

に
形
成
さ
れ
た
一
体
性
を
組
み
入
れ
た
形
で
認
識
す
る
用
例
が
顕
在

化
し
て
く
る
。
華
北
に
対
し
、
正
し
く

｢

時
空
間｣

的
な
地
域
と
し

て
、
あ
た
か
も
所
与
で
自
明
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
認
識
が
喚

起
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
日
中
戦
争
を
契
機
に

『

朝
満』

の
華
北
認
識
は
、
日
本
や
朝
鮮
・
満
洲
と
の
一
体
的
認
識
を
孕
み
つ

つ
も
、
所
与
の
地
域
概
念
と
し
て
自
立
・
通
念
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

以
上
の
報
告
を
ふ
ま
え
て
、
最
後
に
、
日
中
戦
争
長
期
化
の
中
で

華
北
認
識
が
如
何
な
る
変
容
を
遂
げ
た
か
に
つ
い
て
の
見
通
し
が
示

さ
れ
た
。
日
中
戦
争
が
長
期
化
し
、
朝
鮮
社
会
の
負
担
が
増
加
し
、

日
本
に
よ
る
朝
鮮
の
戦
争
遂
行
に
お
け
る
一
兵
站
基
地
化
が
よ
り
明

瞭
化
す
る
と
、『

朝
満』

で
は
、
前
述
し
た

｢

朝
鮮
・
満
洲
・
華
北｣

の
一
体
化
状
況
を
前
提
と
し
た
華
北
認
識
か
ら
、
そ
の
一
体
化
状
況

を
相
対
化
し
つ
つ
朝
鮮
の
自
立
性
と
独
自
の
利
益
を
強
く
主
張
す
る

論
調
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
華
北
を
朝
鮮
か
ら
再
び

｢

遠
い｣

存

在
と
認
識
す
る
方
向
性
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
大
陸
侵

出
が
朝
鮮
の
発
展
に
も
繋
が
る
と
い
う
釋
尾
の
編
集
上
の
信
念
、
別

言
す
れ
ば
、
華
北
認
識
を
日
本
の
大
陸
侵
出
と
朝
鮮
社
会
の
発
展
を

リ
ン
ク
さ
せ
つ
つ
展
開
さ
せ
て
き
た

『

朝
満』

が
拠
っ
て
立
つ
現
実

基
盤
が
失
わ
れ
て
い
く
状
況
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と
。
こ
の
状

況
の
下
、
一
九
〇
八
年
三
月
に
創
刊
さ
れ
た

『

朝
満』

は
、
一
九
四

一
年
一
月
に
第
三
九
八
号
を
も
っ
て
廃
刊
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
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第
五
四
二
回

七
月
七
日

(

月)

華
北
地
域
概
念
の
形
成
と
日
本

東
洋
文
庫
研
究
員

信
州
大
学
教
授

久

保

亨

彙報久保

あ
る
広
が
り
を
持
っ
た
地
理
的
空
間
に
与
え
ら
れ
る
固
有
の
地
域

名
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
と
も
な
い
な
が
ら
歴
史
的
に
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
華
北
と
い
う
地
域
概
念
も
そ
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
北
清
、
北
支
、
華
北
な
ど
の
言
葉
に
よ
っ
て
特
定
の
地
域
を

捉
え
る
考
え
方
が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
は
、
日
中
関
係
の
歴
史
と

密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。｢

華
北
農
村｣
や
｢

華
北
社
会｣

と
い
う

類
型
化
を
試
み
る
際
も
、
華
北
と
い
う
地
域
概
念
の
持
つ
歴
史
的
な

意
味
に
留
意
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

中
国
で
華
北
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
張
利
民

｢

�
華
北
�
考｣

(『

史
学

月
刊』

二
〇
〇
六
年

第
四
期)

な
ど
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
後

半
、
外
国
と
接
触
す
る
機
会
が
増
え
、�

�
���

�
�
�	



と
い
う
外
国

語
を
北
中
国
、
な
い
し
北
華
と
訳
し
て
用
い
た
の
が
始
ま
り
だ
っ
た
。

で
は
日
本
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

日
本
人
の
著
作
と
し
て
最
初
に

｢

北
清｣

を
書
名
に
掲
げ
た
の
は
、

一
八
八
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
仁
礼
敬
之

(

ニ
レ

タ
カ
ユ
キ)

の

『

北
清
見
聞
録』

で
あ
る
。
天
津
近
辺
の
商
業
事
情
に
つ
い
て
紹
介

し
な
が
ら
、
日
本
が
清
国
の
豊
か
な
資
源
と
市
場
を
活
用
し
、
そ
の

優
れ
た
商
習
慣
や
契
約
慣
行
を
取
捨
選
択
し
て
い
く
べ
き
こ
と
を
力

説
し
て
お
り
、
清
国
を
蔑
視
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
な
い
。

筆
者
の
仁
礼
敬
之

(

一
八
六
一
―
九
六
年)

は
、
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア

主
義
的
な
団
体
の
草
分
け
で
あ
る
興
亜
会
と
そ
の
後
身
亜
細
亜
協
会

の
活
動
を
支
え
た
若
手
会
員
の
一
人
で
、
興
亜
会
の
支
那
語
学
校
で

中
国
語
を
学
び
、
清
国
に
留
学
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と

｢

北
清｣

と
い
う
言
葉

を
用
い
た
書
籍
が
急
増
す
る
。
日
清
戦
争
と
義
和
団
事
件
が
起
き
、

華
北
地
域
に
関
わ
る
日
本
の
権
益
が
問
題
に
な
り
始
め
た
時
期
で
あ
っ

た
。
一
九
〇
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
外
務
省
通
商
局
の

『

北
清
地
方
巡

回
復
命
書』

は
、｢

北
清
ト
称
ス
ル
ハ
山
東
、
直
隷
及
満
洲
地
方
ニ

シ
テ
…｣

と
広
大
な
華
北
及
び
東
北
地
域
全
体
を
見
渡
す
議
論
を
提

起
す
る
と
と
も
に
、｢

露
国
ハ
其
租
借
地
タ
ル
大
連
港
ヲ
自
由
貿
易

港
ト
為
サ
ン
ト
シ
、
独
ハ
膠
州
湾
ヲ
開
キ
テ
山
東
省
付
近
ニ
於
ケ
ル

貨
物
ノ
集
散
地
ニ
充
テ
ン
ト
シ
…｣

と
両
国
の
動
き
に
神
経
を
と
が

ら
せ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
地
域
に
つ
い
て
、｢

五
十
六
万
余
方
哩

ニ
跨
カ
リ
人
口
九
千
五
百
万
余
ニ
シ
テ
…
…
工
業
未
タ
発
達
セ
ス
生

計
ノ
程
度
モ
亦
低
キ
ヲ
以
テ
、
我
国
ノ
商
品
ヲ
売
込
ム
ニ
ハ
最
適
当

ノ
地
方
ト
謂
フ
可
キ
ナ
リ｣

と
市
場
と
し
て
の
魅
力
を
強
調
す
る
内

容
に
な
っ
て
い
た
。

た
だ
し
日
本
の
華
北
認
識
は
、
そ
の
ま
ま
の
勢
い
で
広
が
っ
た
わ

彙
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け
で
は
な
い
。
日
露
戦
争
後
、
ロ
シ
ア
が
東
北
に
持
っ
て
い
た
利
権

を
引
き
継
い
だ
日
本
は
、
満
鉄
へ
の
投
資
を
含
め
東
北
に
大
挙
進
出

し
て
い
く
。
こ
う
し
て
東
北
へ
の
関
心
が
格
段
に
強
ま
っ
た
反
面
、

華
北
へ
の
関
心
は
相
対
的
に
弱
ま
っ
た
。
そ
の
間
に

｢

北
清｣

と
い

う
言
葉
は
、
一
九
一
二
年
の
清
朝
滅
亡
に
と
も
な
い

｢

北
支｣

と
い

う
言
葉
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
機
に
日

本
が
青
島
と
山
東
鉄
道
沿
線
を
占
領
し
た
こ
と
か
ら
、
一
時
は
華
北

地
域
全
体
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
か
に
見
え
た
。
し
か
し
中
国
で

勃
発
し
た
五
四
運
動
と
そ
の
後
に
開
か
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
結

果
、
日
本
軍
が
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
た
め
、
日
本
の
華
北
地
域

に
対
す
る
関
心
も
再
び
後
退
し
た
。

そ
う
し
た
状
況
が
一
変
す
る
の
が
一
九
三
〇
年
代
で
あ
る
。｢

北

支｣

や

｢

北
支
那｣

と
い
う
言
葉
を
冠
し
た
書
籍
が
大
量
に
出
回
り
、

ほ
ぼ
現
在
の
華
北
地
域
に
近
い
地
域
概
念
が
一
般
に
普
及
し
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
軍
の
華
北
分
離
工
作
が
加
速
す
る
に
つ

れ
、
満
鉄
な
ど
の
調
査
機
関
も
華
北
調
査
に
大
き
な
力
を
割
く
よ
う

に
な
っ
た
。
な
お
一
九
三
五
年
に
日
本
政
府
が
公
文
書
で

｢

中
華
民

国｣

と
い
う
呼
称
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、｢

華
北｣

と
い
う
言
葉
も
一
部
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
人
の
華
北
概
念
形
成
の
基
礎
に
あ
っ
た
の
は
、
ま
ず
は
天
津

や
青
島
な
ど
の
市
場
圏
に
対
す
る
経
済
的
関
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

は
鉄
道
網
の
整
備
も
関
係
し
て
い
た
し
、
華
北
で
日
本
人
が
住
ん
で

い
た
の
が
主
に
天
津
租
界
と
青
島
租
借
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し

て
い
た
。
同
時
に
日
清
戦
争
以
来
、
華
北
侵
略
ま
で
続
い
た
軍
事
行

動
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
一
方
、
日
本
人
の
華
北
概
念
の
場
合
、
中
国
人
の
場
合
と
は

異
な
り
、
文
化
的
政
治
的
背
景
を
伴
う

｢

北
方｣

、｢

北
洋｣

と
い
っ

た
要
素
は
、
き
わ
め
て
微
弱
で
あ
っ
た
。
北
方
方
言
と
南
方
方
言
の

違
い
、
小
麦
・
雑
穀
類
を
中
心
に
し
た
北
の
食
文
化
と
米
を
主
食
と

す
る
南
の
食
文
化
の
相
違
、
京
劇
と
越
劇
の
差
異
、
北
洋
派
と
西
南

派
の
軍
事
的
政
治
的
対
立
等
々
が
、
生
活
実
感
を
伴
う
形
で
意
識
さ

れ
る
機
会
は
、
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
あ
る
種
の
偏
り
を
持
っ
た
華
北
地
域
概
念
は
、
日

本
人
の
華
北
に
対
す
る
眼
差
し
に
も
微
妙
な
歪
み
を
も
た
ら
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
近
現
代
中
国
史
や
日
中
関
係
史
の
理
解
に
と
っ

て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現
在
、
わ
れ
わ
れ
が
華
北
と
い
う
地
域
概

念
を
用
い
て
議
論
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
よ
う
な
地
域
概
念
が
形
成

さ
れ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
に
注
意
を
払
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。こ

の
講
演
の
内
容
は
、
東
洋
文
庫
論
叢
七
六

『

華
北
の
発
見』

(
二
〇
一
三
年
刊)

に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。

合
わ
せ
て
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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第
五
四
三
回

七
月
一
五
日

(

火)

光
棍
例
の
成
立
と
そ
の
背
景

―
清
初
に
お
け
る
秩
序
形
成
の
一
過
程
―

東
洋
文
庫
研
究
員

慶
應
義
塾
大
学
教
授

山

本

英

史

彙報山本｢

光
棍｣

と
は
、
中
国
各
地
に
存
在
し
た
�
不
法
行
為
�
に
及
ぶ

反
社
会
的
と
目
さ
れ
た
者
た
ち
を
指
し
、
清
朝
は
彼
ら
を
一
括
し
て

光
棍
例
と
い
う
名
の
法
例
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
っ
た
。

光
棍
例
は

『

大
清
律
例』

所
載
の
一
条
例
で
あ
り
、｢

悪
棍
で
手

を
尽
く
し
て
官
や
民
を
強
迫
す
る
者｣
に
対
し
、
主
犯
は｢

斬
立
決｣

、

従
犯
は
す
べ
て

｢

絞
監
候｣

で
処
罰
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
。
そ

の
特
徴
は
①
徒
党
を
組
ん
で
官
に
反
抗
す
る
者
、
凶
悪
性
犯
罪
者
、

殺
意
が
な
く
て
も
相
手
を
死
に
至
ら
し
め
た
者
な
ど
が

｢

光
棍｣

と

見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
必
ず
し
も

｢

光
棍｣

の
範
疇
に
入
る
と

は
思
わ
れ
な
い
者
の
犯
行
に
対
し
て

｢

光
棍
例｣

が
比
附

(
相
応
し

い
条
文
が
な
い
場
合
、
そ
の
事
情
に
近
い
条
文
を
挙
げ
て
定
罪
す
る

こ
と)

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
法
例
が
殺
人
を

伴
わ
な
い
犯
行
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
そ
の
処
罰
が
極
め

て
重
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で

『

大
清
律
例』

に
は

｢

光
棍｣

を
取
り
締
ま
る
も
う
一

つ
の
条
例

(

棍
徒
例)

が
存
在
し
た
。
そ
れ
は

｢

凶
悪
な
棍
徒
で
確

か
な
証
拠
が
あ
る
者｣

に
対
し
て
は
極
辺
足
四
千
里
発
遣
に
処
す
る

が
、｢

実
際
に
罪
状
が
凶
悪
と
は
い
え
な
い
者｣

に
対
し
て
は
各
々

該
当
す
る
律
例
に
基
づ
い
て
定
罪
し
、
本
例
を
濫
引
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
徴
は
①

｢

棍
徒｣

と
見
な
さ
れ

た
犯
罪
者
に
対
し
て
棍
徒
例
が
適
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
必
ず
し
も

｢

棍
徒｣

の
範
疇
に
入
ら
な
い
犯
罪
者
に
対
し
て
も
通
常
よ
り
も
重

い
刑
を
加
え
る
た
め
に
援
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
光
棍
例
の

適
用
の
あ
り
方
に
似
て
い
る
こ
と
、
②

『

大
清
律
例』

所
載
条
例
に

限
れ
ば
棍
徒
例
の
言
及
が
十
八
世
紀
後
半
以
降
に
盛
ん
に
な
る
傾
向

が
あ
り
、
そ
れ
は
光
棍
例
の
適
用
が
清
代
前
期
に
集
中
す
る
の
と
好

対
照
で
あ
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
つ
の
条
例
の
適
用
に
は
清

代
前
後
期
の
時
間
的
な
棲
み
分
け
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

光
棍
例
の
来
源
は

『

大
清
会
典』

所
載
の
順
治
十
三
年

(

一
六
五

六)

の
議
准
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
最
初
の
光
棍
例
は
北

京
城
内
の

｢

悪
棍｣

を
対
象
と
し
て
お
り
、
処
罰
は
主
犯
で
も
立
絞
、

従
犯
で
は
死
刑
を
免
れ
る
と
い
う
相
対
的
に
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
康
煕
十
二
年

(

一
六
七
三)

の
覆
准
に
至
る
と
主
犯
に
対

す
る
処
罰
が

｢

立
絞｣

か
ら

｢

立
斬｣

へ
、
従
犯
で
も
相
手
に
重
傷

を
負
わ
せ
た
場
合
は

｢

絞
監
候｣

に
処
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

続
い
て
康
煕
十
五
年

(

一
六
七
六)

の
議
定
で
は
主
犯
・
従
犯
と
も

に
均
し
く

｢

立
斬｣

に
処
す
と
さ
れ
、
そ
の
処
罰
が
最
も
強
化
さ
れ

た
。
光
棍
例
は
四
年
後
の
康
煕
十
九
年

(

一
六
八
〇)

の
議
准
に
な
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る
と
、
従
犯
に
対
し
て
は

｢

絞
監
候｣

に
復
し
、
処
分
は
康
煕
十
五

年
の
議
定
に
比
べ
て
や
や
軽
減
さ
れ
た
が
、
お
し
な
べ
て

｢

絞
監
候｣

に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
康
煕
十
二
年
覆
准
以
前
に
戻
る

も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
康
煕
十
九
年
の
議
准
は
そ

の
後
若
干
の
微
修
正
を
経
る
も
、
清
末
に
至
る
ま
で
そ
の
基
本
方
針

は
踏
襲
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
光
棍
例
の
一
連
の
変
化
は
、
三
藩
の
乱
へ
の
対
応
な

ど
当
時
の
政
治
情
勢
の
反
映
と
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
康
煕
十
九
年
以
降
に
な
る
と
光
棍
例
の
む
や
み
な
適
用
を
め

ぐ
っ
て
清
朝
中
央
で
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
は
総
じ
て
光
棍
例

を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
を
抑
え
、
皇
帝
独
自
の
判
断
の
も
と

｢

立

決｣

を

｢

監
候｣

に
改
め
る
な
ど
、
情
状
酌
量
の
余
地
を
残
し
た
柔

軟
な
対
応
を
と
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
一
連
の
過
程
を
踏
ま
え
て

康
煕
二
十
年

(

一
六
八
一)

に
新
た
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、
光
棍
例

に
比
べ
て
処
分
が
軽
い
こ
と
を
特
徴
と
す
る
棍
徒
例
で
あ
っ
た
。

以
上
の
過
程
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
光
棍
例
は

清
朝
の
中
国
本
土
支
配
が
ま
だ
確
立
・
安
定
し
な
か
っ
た
時
期
に
設

け
ら
れ
た
厳
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
反
社
会
的
と
見
な

さ
れ
た
漠
然
と
し
た
集
団
な
い
し
個
人
に
対
し
、
そ
の
多
様
で
無
限

定
的
な
行
動
を
規
制
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
違
反
者
に
対
す

る
処
分
は
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
則
的
・
愚
直

的
な
準
拠
は
法
の
性
格
上
、
他
の
法
と
の
均
衡
を
欠
き
、
多
く
の
支

障
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
清
朝
は
そ
の
中
国
本
土
支
配
が
安
定
し
始
め

る
康
煕
二
十
年
前
後
を
境
に
光
棍
例
の
運
用
を
現
実
的
・
柔
軟
的
な

も
の
へ
と
変
更
す
る
傾
向
を
示
し
た
。
そ
し
て
乾
隆
初
年
の
法
例
整

備
を
経
た
結
果
、
光
棍
例
は
そ
の
適
用
対
象
を
極
め
て
限
定
的
な
も

の
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
原
則
を
維
持
し
つ
つ
も
、
い
わ
ゆ
る

｢

光

棍｣

に
対
し
て
は
光
棍
例
で
処
断
す
る
こ
と
を
極
力
避
け
る
と
い
う

穏
当
な
対
応
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
条
例
が
あ
え
て
清
初
に
設
け
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
こ
に
明
末
農
村
社
会
の
流
動
化
に
伴
う
人
の
都
市
へ
の
流
入
と
そ

の
結
果
に
よ
る
治
安
の
悪
化
と
い
う
要
因
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
北
京
を
は
じ
め
と
す
る
主
要
都
市
に
お
け
る
流
動
人
口
は
む
し

ろ
相
対
的
に
増
加
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
清
朝
は
こ
の
状
況
に
対
処

す
る
た
め
光
棍
例
な
る
法
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
法
制
に
基

づ
い
た
一
定
の
秩
序
を
求
め
た
。
こ
こ
に
清
朝
の
中
国
本
土
支
配
の

清
初
に
お
け
る
特
有
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
そ
の
政
権
が
確
立
・
安

定
す
る
ま
で
の
、
い
わ
ば
過
渡
期
的
態
勢
下
に
お
け
る
不
寛
容
で
原

則
的
な
統
制
を
頑
な
に
貫
こ
う
と
す
る
意
思
の
発
現
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
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第
五
四
四
回

七
月
二
四
日

(

木)

明
末
江
南
の
商
業
化
と
宗
族
規
範

東

洋

文

庫

研

究

員

(
台
湾)

国
立
�
南
国
際
大
学
教
授

�

島

敦

俊

彙報�島

伝
統
的
漢
人
社
会
に
お
け
る
、
祭
祀
及
び
財
産
の
継
承
に
関
す
る

基
本
原
則
は
、｢

同
姓
同
宗
・
男
系
卑
属
男
子
・
昭
穆
相
当｣

と
い

う
語
句
に
集
中
し
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
民
間
の
牢
固
た
る
慣

習
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
法
上
の
不
動
の
原
則
で
も
あ
っ
た
。

農
業
社
会
で
人
口
流
動
が
少
な
く
、
同
族
聚
居
が
多
か
っ
た
時
代

に
は
、
こ
の
原
則
は
実
効
性
を
持
ち
得
た
で
あ
ろ
う
。
商
業
化
が
進

み
、
従
っ
て
人
口
の
流
動
性
が
高
ま
っ
た
時
期
に
、
相
続
に
関
す
る

こ
の
規
範
は
、
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
講
演
の
初

発
の
関
心
は
、
こ
こ
に
在
っ
た
。
具
体
的
考
察
に
先
立
ち
、
三
点
に

就
い
て
、
概
念
規
定
を
行
っ
た
。
第
一

｢

江
南｣：

こ
こ
で
は
最
も

狭
義
の
江
南
デ
ル
タ

(

行
政
的
に
は
明
清
の
江
南
五
府)

に
限
定
し
、

そ
の
共
通
す
る
特
性
と
し
て
、
自
然
地
理

(

沖
積
低
地)

・
人
工
地

形

(

�
田
地
帯)

・
商
業

(

定
期
市
の
欠
如)

・
共
同
祭
祀

(

総
管
信

仰)

・
郷
紳
問
題
・
宗
族

(

の
稀
薄)

の
六
点
を
挙
げ
た
。
第
二

｢

商
業
化｣：

十
六
世
紀
半
か
ら
江
南
は
伝
統
的
な
水
稲
耕
作
に
加
え
、

商
業
作
物
の
増
加
、
手
工
業
へ
の
依
存
が
顕
著
と
な
り
、
小
農
民
家

族
の
生
計
も
、
家
内
手
工
業
に
よ
る
貨
幣
の
獲
得
に
依
存
す
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
現
象
の
動
因
は
、
低
地
開
発
が
終
焉
し
人
口
圧
力
が

生
起
し
た
と
い
う
内
因
と
、
同
時
期
の
世
界
史
的
変
動
―
大
航
海
時

代
と
い
う
外
因
の
複
合
に
在
っ
た
。
第
三

｢

宗
族｣：

複
数
の
家
族

(

世
帯)

を
含
む
父
系
血
縁
集
団
で
あ
り
、
族
員
の
再
生
産
を
保
障

す
る������

�
��

の
機
能
が
重
要
で
あ
る
。
た
だ
全
中
国
の
全
て
の

地
域
に
普
遍
的
な
現
象
で
は
決
し
て
な
く
、
と
り
わ
け
江
南
で
は
極

め
て
微
弱
で
あ
る
。

全
国
に
先
駆
け
て
商
業
化
が
進
ん
だ
明
末
江
南
に
お
い
て
、
さ
な

き
だ
に
族
的
結
合
の
稀
薄
な
こ
の
地
方
で
、
同
姓
同
宗
云
々
と
い
う

伝
統
的
継
承
規
範
は
、
何
ら
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
の
探
索
に
、
恰
好
と
思
わ
れ
る
一
個
の
裁
判
資
料
を
見
出
し
、

そ
れ
を
主
軸
に
考
察
を
展
開
し
た
。
十
六
世
紀
後
半
、
松
江
府
の
推

官

(

司
法
担
当)

毛
一
鷺
が
残
し
た
判
決
文
集

(

＝
判
牘)

で
あ
る

『

雲
間
�獻
略』

(

北
京
図
書
館
所
蔵)

に
、
継
承
を
め
ぐ
る
家
族
紛
争

の
判
決
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

棉
業
を
中
心
に
、
繁
栄
を
極
め
た
松
江
府
城
の
富
人
宋
国
は
、
男

子
が
生
ま
れ
ず
、
同
姓
同
宗
等
の
伝
統
的
規
範
に
従
っ
て
、
甥
の
承

祖

(

兄
弟
の
子
か
、
従
兄
弟
の
子
か
は
不
明)

を
相
続
人
と
し
た
。

一
方
で
、
国
は
妾
楊
氏
を
娶
っ
た
が
、
こ
の
品
行
に
甚
だ
問
題
あ
る

妾
は
、
お
そ
ら
く
偽
装
妊
娠
し
て
、
男
児
耀
祖
を
�
出
産
�
し
た
。

こ
の
嬰
児
が
宋
家
の
子
に
非
ず
、
真
実
は
�
姓
で
あ
る
こ
と
を
、
訴

訟
の
中
で
官
憲
は
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宋
国
は
恐
ら
く
そ
れ
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と
知
ら
ず
、
遺
産
は

(

従
っ
て
祭
祀
も)

既
に
継
承
し
て
い
る
甥
耀

祖
と
こ
の
嬰
児
耀
祖
で
均
分
す
る
よ
う
に
遺
言
し
、
こ
の
世
を
去
る
。

死
後
に
、
宋
家
か
ら
出
嫁
し
た
女
性
が
、
県

(

華
亭
県)

に
訴
え
出

た
。
初
審
＝
県
の
判
断
は
極
め
て
原
則
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
嬰

児
の
宋
家
に
お
け
る
身
分
を
認
め
ず
、
当
然
に
遺
産
相
続
権
も
否
定

し
た
。
し
か
し
第
二
審
を
担
当
し
た
推
官
毛
一
鷺
は
、
こ
れ
を
覆
し
、

耀
祖
を
宋
家
の
男
子
と
認
定
、
財
産
相
続
を
認
め
、
た
だ
成
人
ま
で

は
実
父
�
某
に
養
育
と
遺
産
管
理
を
命
じ
た
。
そ
し
て
こ
の
判
断
は
、

更
に
上
級
の
第
三
審
＝
蘇
松
道
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

同
姓
同
宗
等
の
原
則
は
あ
れ
、
実
際
に
は
貧
困
な
庶
民
に
、
後
継

が
得
ら
れ
ぬ
場
合
、
異
姓
の
男
児
を
収
養
し
て
後
継
と
す
る
風
習
は

決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
伝
統
的
規
範
に
忠

実
に
従
っ
た
承
継
人
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
姓
で
あ
る

こ
と
が
確
実
な
嬰
児
を
同
じ
族
人
と
認
定
し
、
財
産

(
及
び
祭
祀)

に
平
等
な
権
利
を
許
認
し
た
判
決
は
、
極
め
て
異
常
な
も
の
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
毛
一
鷺
の
判
断
の
根
拠

(

法
源)

は
、
第
一
に
宋

国
が
実
子
を
切
望
し
て
い
た
思
い
を
尊
重
す
る
こ
と
、
第
二
に
遺
言

が
存
在
す
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
主
な
根
拠
と
す
る
。
故
滋
賀
秀
三

教
授
は
、
夙
に
、
伝
統
中
国
の
民
事
訴
訟
の
法
源
と
し
て
、｢

法｣

の
他
に
、｢

情｣

と

｢

理｣

の
二
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
さ
し
く
毛
一
鷺
の
第
一
は

｢

情｣

に
依
り
、
第
二
は

｢

理｣

を
重

ん
じ
た
と
い
え
る
。
で
は

｢

法｣

は
ど
う
か
。
毛
一
鷺
は
、
最
後
に
、

｢

遺
棄
さ
れ
た
三
歳
以
下
の
小
児
は
、
収
養
し
て
同
姓
と
し
て
も
よ

い｣

と
い
う
律
条
、
つ
ま
り

｢

法｣

の
趣
旨
解
釈
を
行
う
。
し
か
し
、

当
時
の
専
門
家
＝
律
学
者
は
、｢

自
家
の
姓
を
与
え
て
も
よ
い
が
、

族
人
と
す
る
の
で
は
な
く
、
義
男
＝
奴
僕
と
す
る
の
で
あ
る｣

と
解

釈
し
て
い
る
。
律
条
か
ら
は
、
ど
う
解
釈
し
て
も
、
�
姓
の
嬰
児
を

宋
家
の
族
員
と
認
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
の
は
ず
で
あ
る
。
最
終
判

決
は
上
級
の
省
の
長
官
＝
巡
撫
の
判
断
で
確
定
す
る
の
で
あ
り
、
こ

の
松
江
府
推
官
・
蘇
松
道
の
判
断
が
維
持
さ
れ
た
か
否
か
、
こ
れ
以

上
の
史
料
が
無
く
、
不
明
で
あ
る
。

問
題
は
、
伝
統
的
規
範
を
大
き
く
踏
み
外
す
判
断
が
、
な
ぜ
出
現

し
た
か
で
あ
る
。
商
業
化
の
大
変
動
を
経
過
し
つ
つ
あ
っ
た
江
南
で

は
、
人
々
の
流
動
性
が
高
ま
っ
て
い
た
。
故
郷
を
離
れ
、
松
江
・
蘇

州
を
は
じ
め
と
す
る
都
市

(

市
鎮
＝�

���
��

��
	



も
簇
生
す
る)

に
移
動
、
族
的
結
合
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
独
自
に
財
貨
を
蓄
積
し

た
富
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
教
条
を
遵
守
し
、

ほ
と
ん
ど
疎
遠
の
族
人
に
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
、
拒
絶
感
情
を
抱
く

富
民
も
か
な
り
い
た
の
で
は
な
い
か
。
毛
一
鷺
な
ど
の
官
憲
の
、
一

見
、
異
常
と
も
思
え
る
判
断
の
社
会
的
基
礎
は
、
こ
の
よ
う
な
江
南

の
社
会
的
現
実
に
在
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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