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は
じ
め
に

　
長
ら
く
絶
学
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
日
本
の
中
国
外
交
史
研
究
は
、

近
年
、
若
手
研
究
者
の
積
極
的
な
参
加
も
あ
っ
て
、
新
た
な
進
展
を

遂
げ
つ
つ
あ
る 
 

。
ま
た
、
日
中
関
係
史
の
研
究
は
、
そ
れ
以
前
の
一

九
九
〇
年
代
か
ら
、
日
本
で
の
研
究
経
験
を
有
す
る
中
国
人
研
究
者

ら
の
参
加
も
得
て
、
外
交
史
の
ほ
か
、
特
に
文
化
交
流
史
の
分
野
で

見
る
べ
き
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
朝
貢
体
制
に
つ
い
て
の
研
究
の
隆
盛
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
を
相
対
化
す
る
と
い
う

問
題
意
識
か
ら
発
し
た
も
の
だ
っ
た
た
め
に
、
中
国
を
中
心
と
し
た

（
１
）

東
ア
ジ
ア
の
秩
序
が
近
代
世
界
の
秩
序
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
合
理

性
を
有
す
る
秩
序
だ
っ
た
か
と
い
う
、
大
き
な
枠
組
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
意
識
が
先
行
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
む
し
ろ
経
済
史
や
思
想

史
な
ど
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か

ら
蓄
積
さ
れ
た
秩
序
の
構
造
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
批
判
的
に
継

承
、
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
個
別
的
、
実
証
的
な
研
究
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
近
年
の
外
交
史
研
究
の
進
展
を
導
い
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
着
実
な
成
果
の
上
に
、
新
た
な
枠
組
が
打
ち
出
さ
れ

る
ま
で
に
な
っ
て
い
る 
 

。

　
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
動
向
に
あ
っ
て
、
言
語
と
い
う
視
角
か
ら
、

日
中
関
係
史
や
日
中
の
文
化
交
流
史
の
研
究
に
一
石
を
投
じ
よ
う
と

（
２
）

〔
書
　
評
〕

閻
立
著
『
清
末
中
国
の
対
日
政
策
と
日
本
語
認
識
─
朝
貢
と
条
約
の
は
ざ
ま
で

─
』

茂
　
木
　
敏
　
夫
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す
る
意
欲
作
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
に
は
既
に
二
編
、
青
山
治
世
、

森
田
吉
彦
に
よ
る
書
評
が
公
刊
さ
れ
て
い
る  
 

。
い
ず
れ
も
近
年
の
中

国
外
交
史
や
日
中
関
係
史
の
進
展
を
担
う
気
鋭
の
研
究
者
に
よ
る
書

評
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
清
末
洋
務
期
の
外
交
史
、
お
よ
び
日
清
修
好

条
規
締
結
交
渉
を
め
ぐ
る
日
中
関
係
史
と
い
う
側
面
か
ら
的
確
な
論

評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
拙
評
で
は
、
そ
れ
ら
の
論
点
と
も
関
連
づ
け

な
が
ら
、
書
記
言
語
と
し
て
の
漢
語
文
言
文
（
い
わ
ゆ
る
漢
文
）、
そ

の
漢
文
を
共
有
す
る
東
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
本
書
の
題
名
に
も
な
っ
て

い
る
「
清
末
中
国
」
と
い
う
設
定
、
と
い
う
三
つ
の
論
点
を
と
り
あ

げ
、
そ
れ
ら
が
内
包
す
る
問
題
と
可
能
性
と
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
本
書
の
構
成
と
概
要
を
整
理
し
た
う
え
で
、
本
書
の
特
徴
と

そ
の
研
究
史
上
の
意
義
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

一
　
本
書
の
構
成
と
概
要

　
本
書
は
次
の
よ
う
な
五
つ
の
章
か
ら
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
序
論

と
結
論
が
配
さ
れ
て
い
る
。

　
　
第
一
章
　
清
朝
の
多
言
語
体
制
と
対
外
関
係

　
　
第
二
章
　
江
戸
幕
府
の
上
海
派
遣
に
対
す
る
清
朝
の
対
応

　
　
第
三
章
　
日
清
修
好
条
規
の
締
結

（
３
）

　
　
第
四
章
　
清
朝
官
僚
の
日
本
語
認
識
─
日
清
修
好
条
規
の
正
文

規
定
を
め
ぐ
っ
て

　
　
第
五
章
　
清
国
初
代
駐
日
公
使
団
と
日
本
語

　
ま
ず
議
論
の
前
提
と
し
て
、
第
一
章
が
清
朝
の
構
造
、
次
い
で
本

論
の
前
半
と
し
て
、
第
二
章
と
第
三
章
が
清
末
中
国
の
対
日
政
策

（
第
二
章
が
対
幕
府
、
第
三
章
が
対
明
治
政
府
）、
そ
し
て
本
論
後
半
と

し
て
、
第
四
章
と
第
五
章
が
清
末
中
国
の
日
本
語
認
識
を
論
じ
、
あ

わ
せ
て
「
清
末
中
国
の
対
日
政
策
と
日
本
語
認
識
」
と
な
る
構
成
で

あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
満
洲
文
を
「
国
語
」
と
し
、
漢
文
世
界
と
非
漢
文

世
界
と
を
並
存
さ
せ
る
清
朝
の
多
言
語
体
制
の
構
造
を
分
析
し
、
清

朝
の
外
国
語
学
習
や
通
訳
を
含
め
た
対
外
事
務
の
制
度
を
、
明
朝
と

の
連
続
と
非
連
続
と
に
留
意
し
な
が
ら
整
理
し
て
い
る
。

　
本
論
前
半
は
、
ま
ず
第
二
章
で
、
一
八
六
〇
年
代
に
上
海
で
の
通

商
を
求
め
て
来
航
し
た
江
戸
幕
府
の
使
節
に
対
す
る
清
朝
の
対
応
を

分
析
す
る
。
清
朝
は
日
本
の
通
商
要
求
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
拒
否
し

な
が
ら
も
、
西
洋
諸
国
と
の
「
条
約
」
と
は
別
の
枠
組
で
あ
る
「
章

程
」
に
よ
っ
て
日
本
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
。
次
に
第
三

章
で
は
、
明
治
政
府
の
条
約
締
結
要
求
に
対
す
る
清
朝
の
対
応
を
分
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析
す
る
。
要
求
を
拒
絶
し
た
場
合
、
日
本
が
西
洋
諸
国
の
側
に
走
る

こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
を
防
ぐ
方
策
と
し
て
、
条
約
と
は

別
で
は
あ
る
が
対
等
性
を
有
す
る
「
条
規
」
と
い
う
枠
組
に
よ
っ
て

対
処
し
よ
う
と
し
た
。

　
本
論
後
半
の
第
四
章
は
、
日
清
修
好
条
規
締
結
交
渉
に
お
け
る
正

文
規
定
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
第
二
次
ア
ヘ
ン

戦
争
以
来
の
西
洋
諸
国
と
の
条
約
で
は
、
漢
文
は
西
洋
諸
語
と
同
格

に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
日
清
修
好
条
規
で
は
漢
文
の
優
位
が
定
め

ら
れ
た
。
ま
た
、
第
五
章
で
は
、
駐
日
公
使
館
開
設
に
際
し
て
来
日

し
た
公
使
館
員
の
日
本
語
体
験
を
と
り
あ
げ
、
彼
ら
の
日
本
語
へ
の

関
心
の
あ
り
方
や
日
本
語
学
習
に
関
す
る
態
度
を
検
討
す
る
。
日
本

語
通
訳
の
不
足
を
解
消
す
る
た
め
公
使
館
内
に
東
文
学
堂
な
る
日
本

語
学
校
が
設
置
さ
れ
る
が
、
国
内
で
は
日
清
戦
争
敗
戦
ま
で
日
本
語

教
育
は
始
ま
ら
な
か
っ
た
。

二
　
本
書
の
特
徴
と
意
義

　
本
書
の
議
論
を
支
え
る
基
本
的
な
枠
組
は
、
第
一
に
、
満
洲
の
異

民
族
王
朝
で
あ
る
清
朝
を
、
多
民
族
、
多
地
域
、
多
言
語
か
ら
な
る

構
造
と
し
て
と
ら
え
、
漢
文
世
界
と
満
洲
・
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト

な
ど
の
非
漢
文
世
界
と
の
二
元
構
造
、
多
言
語
体
制
と
考
え
る
理
解

で
あ
り
、
第
二
に
、
清
末
の
対
外
関
係
を
、
朝
貢
体
制
か
ら
条
約
体

制
へ
移
行
す
る
過
程
と
み
な
し
、
具
体
的
な
考
察
の
対
象
と
し
た
一

八
六
〇
～
七
〇
年
代
の
日
清
修
好
条
規
締
結
交
渉
の
前
後
の
時
期
を
、

副
題
「
朝
貢
と
条
約
の
は
ざ
ま
で
」
に
あ
る
よ
う
に
、
両
体
制
の
論

理
の
並
存
す
る
状
況
と
考
え
る
理
解
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
近
年
の
研

究
動
向
を
ふ
ま
え
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
言

語
と
い
う
著
者
独
自
の
観
点
を
持
ち
込
み
、
そ
れ
を
日
本
と
の
関
係

と
い
う
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
、
つ
ま
り
多

言
語
体
制
の
清
朝
が
、
そ
の
末
期
に
朝
貢
と
条
約
の
両
論
理
の
並
存

す
る
状
況
に
お
い
て
日
本
に
ど
う
対
処
し
た
か
と
い
う
問
い
を
、
言

語
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
点
に
本
書
の
特
徴
が
あ
る
。

　
先
行
研
究
の
渉
猟
と
い
う
点
で
は
、
特
に
、
清
朝
の
外
国
語
学
習

の
制
度
や
機
関
に
つ
い
て
の
研
究
を
丁
寧
に
受
容
し
整
理
し
て
い
る
。

多
民
族
の
統
合
に
成
功
し
た
帝
国
と
し
て
注
目
さ
れ
、
ブ
ー
ム
と

な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
最
近
の
中
国
の
清
朝
研
究
の
な
か
で
続
々

現
れ
て
い
る
こ
の
分
野
の
研
究
成
果
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
な
が
ら
、

他
方
で
、
戦
前
以
来
の
日
本
の
着
実
な
研
究
成
果
に
も
手
堅
く
学
び

な
が
ら
整
理
し
た
第
一
章
は
、
読
者
に
は
便
利
な
手
引
き
と
な
っ
て

い
る
。

　
し
か
し
、
清
朝
を
漢
文
世
界
と
非
漢
文
世
界
と
の
二
元
構
造
と
す
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る
理
解
は
、
清
朝
を
中
国
史
の
枠
内
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
弊
を
脱

し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
漢
─
非
漢
の
、
す
な
わ
ち
漢
を
と
り
出

し
て
そ
れ
以
外
の
非
漢
と
対
比
す
る
二
元
論
は
、
あ
く
ま
で
も
中
国

（
漢
文
世
界
）
か
ら
見
た
清
朝
の
多
元
構
造
の
形
容
で
あ
る
。
非
漢
文

世
界
と
ひ
と
括
り
に
さ
れ
た
満
洲
や
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
あ
る

い
は
新
疆
の
ト
ル
コ
系
ム
ス
リ
ム
も
そ
れ
ぞ
れ
が
清
朝
の
全
体
像
を

も
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
近
年
の
研
究
で
い
ろ
い
ろ
な
モ
デ

ル
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が 
 

、
平
野
聡
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
の
清
朝

像
に
言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
後
半
と
い
う
時
代
を
考
察
の
対
象
に
し
て
、
朝
貢
体
制

と
条
約
体
制
と
を
対
比
し
て
考
え
る
本
書
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
想
定
さ
れ
て
い
る
朝
貢
体
制
は
明
清
期
の
そ
れ
で
あ
り
、
古
代
の

冊
封
体
制
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
西
嶋
定
生
の
冊
封

体
制
論
が
漢
字
・
律
令
・
儒
教
・
漢
訳
仏
典
と
い
う
文
化
の
伝
播
と

共
有
を
以
て
東
ア
ジ
ア
世
界
を
構
想
し
、
文
化
伝
播
の
動
因
と
し
て

の
政
治
的
要
因
を
重
視
し
て
案
出
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と 
 

、
言
語

と
い
う
観
点
を
重
視
す
る
本
書
の
問
題
意
識
な
ら
ば
、
冊
封
体
制
論

か
ら
も
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
朝
貢
体
制
の
研
究
に
お
い
て
、
言
語
に
関
す
る
視
点

か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
場
合
、
漢
字
や
漢
字
に
よ
っ
て
書
記
さ
れ

（
４
）

（
５
）

た
文
書
の
機
能
に
注
意
が
注
が
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
表
意

文
字
で
あ
る
漢
字
で
書
記
さ
れ
た
文
書
は
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め

に
必
ず
し
も
中
国
音
で
の
発
音
は
必
要
と
せ
ず
、
例
え
ば
、
日
本
で

漢
文
訓
読
と
い
う
、
い
わ
ば
自
動
翻
訳
装
置
が
発
明
さ
れ
た
よ
う
に
、

漢
語
を
全
面
的
に
受
容
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
言
語
を
保
持
し
た

ま
ま
文
書
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
結
果
と
し
て
、
周
辺

の
側
が
圧
倒
的
な
存
在
で
あ
る
中
国
に
呑
み
込
ま
れ
ず
、
自
己
を
保

持
し
た
ま
ま
、
必
要
な
範
囲
で
中
国
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

立
を
は
か
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
周
辺
の
側
が

中
国
王
朝
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
て
い
く
側
面
が
見

え
て
く
る
。
ま
た
、
漢
語
に
よ
る
文
書
の
作
成
に
は
一
定
の
習
熟
が

必
要
で
あ
る
た
め
、
特
に
非
漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
は
、
華
人
が
文

書
作
成
に
従
事
す
る
こ
と
で
対
中
国
関
係
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
、
担
い
手
と
い
う
側
面
か
ら
朝
貢
体
制
の
実
態
に
つ
い
て
の

理
解
が
進
ん
だ 
 

。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
朝
貢
体

制
に
お
い
て
漢
語
に
よ
る
文
書
が
他
の
言
語
に
優
越
す
る
と
い
う
事

実
は
自
明
の
前
提
と
さ
れ
、
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ

い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
本
書
は
、
そ
の
漢
語
優
位
の
前
提
を
自
明
と
は
せ

ず
に
、
ど
の
言
語
を
正
文
と
し
て
使
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
非
対

（
６
）
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称
的
な
権
力
関
係
を
認
め
、
言
語
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
抗
争
と
い
う

点
か
ら
対
外
交
渉
を
理
解
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
中
国
の
日
本
認
識
を

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
日
清
修
好
条
規
締
結
後
、

日
中
間
で
直
接
の
交
渉
が
始
ま
っ
て
か
ら
も
、
中
国
の
要
路
で
日
本

語
学
習
の
必
要
性
が
容
易
に
は
認
知
さ
れ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
日

清
修
好
条
規
に
お
け
る
漢
文
優
位
の
正
文
規
定
が
あ
る
、
と
。
言
語

の
使
用
に
お
け
る
非
対
称
性
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
例
え

ば
、
植
民
地
支
配
に
お
け
る
宗
主
国
の
言
語
政
策
の
よ
う
に
、
そ
こ

に
直
接
的
な
権
力
関
係
を
読
み
説
く
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
る
だ

ろ
う
し
、
あ
る
い
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
国
家
の
提
供
す
る
公
共
財
と
し
て

の
言
語
と
い
う
観
点
か
ら
の
、
公
共
財
の
提
供
や
利
用
の
背
後
に
あ

る
思
惑
な
ど
に
注
目
す
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
国
際
政
治
学
に
お
い
て
近
年
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ソ

フ
ト
・
パ
ワ
ー
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
関
わ
る
だ
ろ
う
。
本
書
で
提
起

さ
れ
た
問
題
は
、
そ
う
し
た
広
が
り
を
も
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

三
　
論
点
と
課
題

（
１
）　
日
本
語
か
、
日
本
文
か
？
　
あ
る
い
は
漢
語
か
、
漢
文
か
？

　
第
四
章
と
第
五
章
と
は
、
い
ず
れ
も
日
本
語
を
表
題
と
し
て
い
る

が
、
日
清
修
好
条
規
の
正
文
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
分
析
し
た
第

四
章
の
方
は
、
む
し
ろ
日
本
文
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。

　
言
語
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
文
字
に
よ
っ
て
書
記
さ
れ
た
文
と

音
声
表
現
を
と
も
な
う
語
と
は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ

う
。
特
に
、
表
意
文
字
と
し
て
文
字
そ
れ
自
体
が
視
覚
の
み
で
意
味

を
表
現
し
う
る
漢
字
・
漢
語
の
場
合
、
そ
れ
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
、
中
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
が
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
史
料
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
後

の
一
八
六
一
年
初
、
総
理
各
国
事
務
衙
門
の
設
立
な
ど
、
戦
後
の
対

外
関
係
に
つ
い
て
六
カ
条
の
提
案
を
し
た
恭
親
王
ら
の
上
奏
で
は
、

「
外
国
文
字
を
識
り
、
外
国
言
語
に
通
暁
す
る
人
（
原
文
「
認
識
外
国

文
字
、
通
解
外
国
言
語
之
人
」）
を
、
広
東
・
上
海
で
そ
れ
ぞ
れ
二
人

づ
つ
選
び
京
師
に
派
遣
し
て
、
問
い
合
わ
せ
に
備
え
さ
せ
る
」
こ
と

が
提
案
さ
れ
て
い
る
が 
 

、
そ
こ
で
は
「
外
国
文
字
」
と
「
外
国
言
語
」

と
が
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
並
置
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
に
引
用
さ
れ
た
史
料
で
も
、
ロ
シ
ア
と
の
天
津
条
約
で
は

「
専
ら
清
文
を
主
と
す
る
」、
イ
ギ
リ
ス
と
の
天
津
条
約
で
は
「
総
て

英
文
を
基
準
と
す
る
」
と
、「
清
文
」（
満
文
の
こ
と
）・「
英
文
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
天
津
条
約
で
は
、
フ
ラ
ン
ス

か
ら
中
国
へ
の
公
文
に
よ
る
照
会
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
文
（「
大
法
国
字

フ
ラ
ン
ス

様
」）
を
用
い
る
が
、
便
宜
的
に
漢
訳
文
（「
翻
訳
中
国
文
字
」）
を
付

（
７
）
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す
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
習
熟
し
翻
訳
の
能
力
が
あ
る
（「
暗
暁
且
能

訳
大
法
国
言
語
」）
通
訳
が
北
京
に
そ
ろ
え
ば
、
以
後
、
フ
ラ
ン
ス
官

員
の
公
文
は
「
大
法
国
字
様
」、
大
清
国
官
員
の
公
文
は
「
大
清
国
字

様
」
と
す
る
こ
と
、
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
文
字
」
と

「
言
語
」
の
使
用
に
は
違
い
が
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
日
清
修

好
条
規
第
六
条
で
両
国
間
の
公
文
に
使
用
す
る
言
語
を
規
定
し
た
と

こ
ろ
で
も
「
漢
文
」、「
日
本
文
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

本
書
で
は
必
ず
し
も
こ
の
区
別
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
文
書
行
政
が
精
緻
に
発
達
し
た
中
国
の
官
僚
・
知
識
人
に
と
っ
て
、

公
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
、
よ
り
重
視
さ
れ
た

の
は
、
書
記
言
語
と
し
て
の
漢
語
文
言
文
（
漢
文
）
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
は
そ
の
地
域
的
な
広
が
り
と
多
様
性
と
の
反

映
と
し
て
、
語
ら
れ
る
言
葉
は
多
様
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
正
し
い
」
書
記
言
語
と
し
て
の
漢
語
文
言
文
が
存
在
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
中
国
大
の
、
官
の
公
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
維
持
さ

れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
文
言
文
を
正
し
く
操
る
能
力
こ
そ
が
、
士
大

夫
と
し
て
の
必
要
条
件
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
口
頭
の
語
り
を
反
映

さ
せ
た
白
話
文
は
け
っ
し
て
第
一
級
の
、「
正
し
い
」
文
で
は
な

か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
国
内
外
で
断
絶
す
る
こ
と
な
く
、
周
辺
に

も
連
続
し
て
適
用
さ
れ
た
。
中
華
の
文
明
は
普
遍
的
に
、
分
け
隔
て

な
く
周
囲
に
及
ぶ
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
は
違
っ
て
も
書
記
言

語
は
「
同
文
」
で
あ
り
、「
同
文
之
国
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
日
本
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、「
正
し
い
」
書
記
言
語
で
あ
る
漢

文
を
つ
か
え
ば
よ
い
。
こ
れ
ま
で
も
、
そ
う
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

士
大
夫
に
と
っ
て
日
本
の
言
葉
を
反
映
さ
せ
た
日
本
文
は
、
白
話
文

が
「
正
し
い
」
文
で
は
な
い
よ
う
に
、
漢
文
と
同
格
に
は
な
り
え
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
日
清
修
好
条
規
に
お
け
る
漢
文
の
排
他
的
優

位
と
い
う
中
国
側
の
考
え
は
、
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
と
、「
正
し
い
」
書
記
言
語
で
は
な
い
日
本
文
を
漢
文
と
同

格
に
置
こ
う
と
い
う
日
本
側
の
主
張
が
、
中
国
側
に
傲
慢
と
映
っ
た

（
一
七
三
頁
）
の
も
無
理
は
な
い
。

　
ま
た
、
前
近
代
の
日
本
語
研
究
が
地
理
情
報
の
一
部
だ
っ
た
り
、

往
々
に
し
て
商
人
ら
民
間
の
も
の
だ
っ
た
り
し
た
（
第
五
章
）
の
も
、

日
本
語
が
「
正
し
い
」
書
記
言
語
で
あ
る
漢
文
の
下
位
言
語
だ
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
東
京
に
公
使
館
を
開
設
し
た

後
、
日
本
に
対
し
て
相
当
な
関
心
を
有
し
て
は
い
て
も
、
日
本
語
学

習
に
は
消
極
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
原
因
を
、
敗
戦
に
よ
っ
て
始

め
ら
れ
た
西
洋
語
学
習
と
の
違
い
に
求
め
て
い
る
が
（
二
三
〇
頁
、

た
だ
し
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
）、
そ
の
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
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と
し
て
も
、
敢
え
て
そ
こ
ま
で
考
え
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。「
同
文
」

と
し
て
共
有
す
る
書
記
言
語
が
存
在
し
、
な
お
か
つ
そ
の
方
が
「
正

し
い
」
と
さ
れ
る
以
上
、
わ
ざ
わ
ざ
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
言
語

を
学
習
す
る
必
要
は
認
め
な
か
っ
た
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
。

　
書
記
言
語
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
認
識
に
革
命
的
な
変
化
が
生

じ
な
い
と
、「
同
文
之
国
」
の
日
本
語
・
日
本
文
に
対
す
る
中
国
の

認
識
に
変
化
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
文
言
を
操
り
、
文
化
を
担
う
の

が
官
僚
・
士
大
夫
で
あ
る
以
上
、
そ
の
認
識
が
変
化
す
れ
ば
、
社

会
・
権
力
構
造
に
も
大
き
な
影
響
が
及
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
二
〇
世
紀

に
な
っ
て
盛
り
上
が
っ
た
白
話
運
動
は
そ
う
し
た
構
造
変
動
の
一
環

だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
第
五
章
第
二
節
で
指
摘
す
る
よ
う

に
、
黄
遵
憲
が
、「
わ
が
手
わ
が
口
を
写
す
」
と
い
う
来
日
以
前
か
ら

も
っ
て
い
た
観
点
に
加
え
て
、
来
日
後
に
確
認
し
た
、
学
習
の
容
易

さ
、
日
本
独
自
の
文
化
の
根
拠
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
本
語
の
仮
名

に
注
目
し
た
意
義
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
外
交
史
・
日
中
関

係
史
に
お
け
る
考
察
が
、
文
学
史
や
思
想
史
、
政
治
史
な
ど
と
も
接

点
を
も
ち
、
さ
ら
に
射
程
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（
２
）　「
同
文
」
と
そ
の
動
揺

　
日
中
間
の
正
文
を
め
ぐ
る
争
い
は
、「
同
文
」
す
な
わ
ち
書
記
言

語
を
共
有
し
て
い
る
な
か
で
の
争
い
で
あ
り
、
書
記
言
語
を
共
有
し

な
い
、
す
な
わ
ち
中
華
文
明
の
恩
恵
に
浴
さ
な
い
非
「
同
文
」
の
西

洋
諸
国
と
の
や
り
と
り
や
西
洋
諸
言
語
へ
の
態
度
と
は
、
同
列
に
は

論
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
「
同
文
」
の
空
間
と
し
て
の
漢

字
文
化
圏
や
東
ア
ジ
ア
と
い
う
場
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
生
じ

て
こ
よ
う
。

　
中
国
が
日
本
と
の
日
清
修
好
条
規
の
締
結
に
ふ
み
き
る
に
際
し
て

は
、「
近
隣
」
と
「
同
文
」
が
そ
の
大
き
な
根
拠
に
な
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
も
、
中
国
側
で
、「
同
文
」
に
特
殊
な
意
味
を
込
め
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
一
方
、
日
本
の
側
で
も
交
渉
に
あ
た
っ
た
柳
原
前
光
は
、

近
隣
の
関
係
に
も
と
づ
く
「
同
心
協
力
」
を
李
鴻
章
に
提
唱
し
、
中

国
側
に
も
一
定
の
共
感
を
得
て
い
た
し 
 

、
ま
た
、
そ
の
使
節
に
は
、

中
華
の
伝
統
を
重
視
し
て
反
西
洋
の
日
清
同
盟
を
構
想
し
て
い
た
名

倉
信
敦
の
よ
う
な
漢
学
者
が
加
わ
る 
 

な
ど
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て

き
た
日
中
の
地
理
的
・
文
化
的
な
関
係
は
「
共
鳴
板
」
と
し
て
無
視

で
き
ぬ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　
そ
の
際
、
名
倉
の
よ
う
な
漢
学
者
に
と
っ
て
、
漢
文
は
単
な
る

「
他
者
」
た
る
中
国
の
書
記
言
語
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ

れ
は
、
自
ら
も
参
与
す
る
文
明
＝
中
華
の
「
正
し
い
」
書
記
言
語

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
後
、
東
京
に
公
使
館
が
開
設
さ
れ
て
か

（
８
）

（
９
）
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ら
、
公
使
館
に
集
っ
て
中
華
の
士
大
夫
と
の
筆
談
に
加
わ
っ
た
明
治

の
知
識
人
た
ち
の
な
か
に
も
、
漢
文
を
、
そ
の
よ
う
な
「
わ
れ
わ
れ

の
」
文
明
の
「
正
し
い
」
文
と
考
え
て
い
た
人
々
は
少
な
く
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
は
、
日
清
修
好
条
規
に
お
け
る
漢
文
優

位
の
規
定
は
、
実
際
に
は
日
本
に
と
っ
て
不
利
な
結
果
と
な
る
と
し

て
も
、
そ
し
て
、
た
と
え
そ
の
不
利
を
自
覚
し
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
有
利
・
不
利
は
、
論
理
的
に
は
（
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
建
前

と
し
て
は
）、
文
明
化
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
優
劣
の
問
題
に
帰
結
し
て

し
ま
う
。
正
し
い
漢
文
が
つ
く
れ
な
い
の
は
、
レ
ベ
ル
が
低
い
か
ら

で
あ
る
、
と
。

　
そ
れ
が
一
転
、
有
利
・
不
利
を
公
言
す
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
文

を
漢
文
と
同
格
に
せ
よ
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
側

に
、
中
華
か
ら
西
洋
へ
と
い
う
、
文
明
観
の
大
き
な
変
化
が
生
じ
た

か
ら
で
あ
る
。
第
四
章
で
詳
述
さ
れ
た
、
日
本
が
諸
外
国
と
の
間
で

締
結
し
た
条
約
に
お
い
て
漢
文
が
排
除
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
若
干

の
時
差
は
あ
る
が
、
漢
文
を
「
わ
れ
わ
れ
の
」「
正
し
い
」
文
体
か
ら

「
彼
ら
の
」
中
国
の
文
体
へ
と
排
除
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
」
日
本
文
体

を
構
築
し
て
い
く
過
程
と
軌
を
同
じ
く
す
る
動
き
で
あ
っ
た 
 

。
こ
こ

で
も
、
本
書
の
議
論
は
、
さ
ら
に
文
学
史
や
思
想
史
、
あ
る
い
は
東

（
　
）
１０

ア
ジ
ア
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
の
歴
史
に
開
か
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

（
３
）　「
清
末
中
国
」
と
い
う
く
く
り
方

　
清
朝
を
多
元
的
な
構
造
と
し
て
理
解
す
る
本
書
で
の
「
清
末
中

国
」
と
い
う
設
定
に
お
い
て
、
そ
の
「
清
末
」
は
、
た
ん
な
る
時
代

設
定
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
舌
足
ら
ず

な
、
い
さ
さ
か
く
ど
い
表
現
に
な
る
が
、「
清
朝
末
期
に
お
け
る
、
清

朝
の
多
元
的
構
造
の
な
か
で
、
そ
の
主
要
な
存
在
で
あ
る
中
国
」
と

い
う
く
ら
い
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
漢
文
世
界
と
非
漢
文
世
界
の
二
元
構
造
に
お
い
て
、
対
日
関
係
は
、

基
本
的
に
は
漢
文
世
界
の
論
理
で
、
い
わ
ば
中
国
の
論
理
で
進
め
ら

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
清
朝
を
二
元
構
造
と
し
て
描
く
以

上
、
漢
文
世
界
の
対
日
関
係
が
清
朝
の
全
体
構
造
と
ど
の
よ
う
な
関

係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
が
、
第
二
章
以
下
で
考
察
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
第
四
章
に
お
い
て
、「
漢
文
は

本
国
文
字
の
位
置
を
超
え
、
従
来
の
朝
貢
体
制
に
お
け
る
位
置
に
置

か
れ
た
」（
一
七
四
頁
）
と
、
対
日
関
係
に
お
い
て
は
満
洲
王
朝
の

「
国
語
」
で
あ
る
満
文
よ
り
、
従
来
の
中
国
王
朝
の
対
外
関
係
の
枠

組
が
優
先
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
「
漢
人
の
官
僚
が
清
朝
の
国
語
で
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あ
る
満
文
の
扱
い
に
関
し
か
な
り
配
慮
し
て
い
る
こ
と
」（
一
七
六

頁
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
他

の
章
で
は
、
考
察
は
漢
文
世
界
の
な
か
で
終
始
し
て
お
り
、
清
朝
の

多
元
的
構
造
と
関
連
づ
け
た
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
評
者

に
は
、
清
朝
の
構
造
を
整
理
し
た
第
一
章
の
叙
述
が
全
編
で
十
分
に

機
能
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
そ
れ
は
、
清
朝
が
こ
の
時
期
に
大
き
く
構
造
変
動
を
遂
げ
て
い
た

こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書
で
は
そ
の
こ
と
が
十
分
視
野
に
入
っ

て
い
な
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
太
平
天
国

や
捻
軍
、
西
南
・
西
北
辺
疆
の
反
乱
な
ど
で
大
き
く
動
揺
し
た
清
朝

体
制
を
再
編
成
す
る
動
き
の
な
か
で
、
漢
人
官
僚
の
台
頭
や
、
一
八

八
〇
年
代
の
台
湾
省
・
新
疆
省
の
建
省
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

全
体
を
「
中
国
」
と
し
て
統
合
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
顕
著
に

な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
動
き
は
一
気
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な

い
が
、
徐
々
に
、
し
か
し
着
実
に
「
中
国
」
と
し
て
の
再
編
は
進
み
、

清
朝
の
二
元
構
造
は
大
き
く
構
造
変
動
し
て
い
た
の
で
あ
る 
 

。
満
洲

王
朝
と
し
て
の
出
自
と
多
民
族
・
多
地
域
の
統
合
を
保
持
し
よ
う
と

す
る
以
上
、
多
元
的
体
制
を
完
全
に
は
放
棄
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、

清
朝
全
体
の
な
か
で
「
中
国
」
が
優
越
し
て
い
く
趨
勢
は
着
実
に
進

ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
　
）
１１

　「
清
末
」
と
い
う
設
定
は
、
よ
ほ
ど
注
意
し
な
い
と
、
こ
う
し
た

「
中
国
」
と
し
て
の
再
編
と
い
う
趨
勢
に
、
観
察
者
自
身
も
取
り
込

ま
れ
て
し
ま
い
、「
中
国
」
を
以
て
全
体
視
し
て
し
ま
う
陥
穽
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
清
朝
の
再
編
に
と
も
な
い
、「
中
国
」
の
論

理
で
語
ら
れ
る
範
囲
は
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
く
。
特
に
、
再
編
を

叙
述
す
る
漢
文
史
料
の
語
る
空
間
は
ま
す
ま
す
清
朝
大
の
広
が
り
に

近
づ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
漢
文
史
料
の
み
で
こ
の
時
期
の

清
朝
を
解
読
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
史
料
を
読
む
側
の
イ
メ
ー
ジ
は

そ
の
漢
文
史
料
が
内
包
す
る
立
場
性
（「
中
国
」
の
視
点
）
に
引
き
ず

ら
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
対
日
関
係
を
み
る
視
点

も
、
本
来
は
清
朝
の
一
成
分
で
あ
る
中
国
と
し
て
の
対
日
関
係
だ
っ

た
は
ず
が
（
こ
の
場
合
、
清
朝
の
対
日
関
係
と
中
国
の
対
日
関
係
と
に
は

論
理
的
に
は
落
差
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
）、
い
つ
の
ま
に
か
清
朝
＝
中

国
の
対
日
関
係
へ
と
シ
フ
ト
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　「
清
末
中
国
」
を
見
る
視
点
に
注
意
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、
中
国
の
側
か
ら
見
た
漢
文
世
界
と
非
漢
文
世
界
の
二
元
構

造
の
ほ
か
に
、
満
洲
、
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
新
疆
の
ム
ス
リ
ム
、

そ
れ
ぞ
れ
の
側
か
ら
見
た
清
朝
の
全
体
像
に
も
目
配
り
し
て
、
清
朝

を
複
眼
的
に
見
る
視
点
を
鍛
え
て
お
く
こ
と
は
有
益
だ
ろ
う
。
さ
き

に
、
本
書
の
特
徴
と
意
義
を
述
べ
る
際
に
指
摘
し
た
所
以
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　
以
上
、
評
者
の
関
心
に
即
し
て
、
限
ら
れ
た
点
か
ら
で
あ
る
が
、

本
書
の
議
論
の
問
題
と
可
能
性
と
を
論
じ
て
み
た
。
本
書
が
清
末
の

日
中
関
係
史
の
研
究
に
、
言
語
と
い
う
視
点
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に

よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
は
、
外
交
史
の
み
な
ら
ず
、
文
学
史
や

思
想
史
、
政
治
史
な
ど
に
も
広
が
る
新
た
な
問
題
群
の
地
平
が
開
か

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
書
が
投
げ
か
け
た
問
い
の
大
き
さ
に
対
し
て
、

本
書
自
身
が
提
示
し
た
答
え
は
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
本
書
の
考
察
を
通
じ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
新
た
な
問
い
へ
と
導
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
書
は
、

そ
の
よ
う
な
問
題
提
起
の
書
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
１
）　
代
表
的
な
成
果
と
し
て
、
岡
本
隆
司
・
川
島
真
編
『
中
国
近
代

外
交
の
胎
動
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
げ
ら
れ

る
。

（
２
）　
岡
本
・
川
島
編
前
掲
書
で
は
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
一
八
七
〇

年
に
い
た
る
「
夷
務
」
の
時
代
、
一
八
六
〇
年
代
以
降
、
一
八
九

〇
年
代
ま
で
の
「
洋
務
」
の
時
代
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
の
「
外

務
」
の
時
代
と
し
て
い
る
。

（
３
）　
青
山
治
世
に
よ
る
書
評
は
「
東
ア
ジ
ア
「
漢
字
圏
」
に
お
け
る

近
代
的
外
交
関
係
の
形
成
過
程
を
さ
ぐ
る
手
が
か
り
」
と
題
し
て

『
東
方
』
第
三
四
八
号
（
東
方
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
に
、
森
田
吉

彦
に
よ
る
書
評
は
『
東
洋
史
研
究
』
第
六
八
巻
第
四
号
（
東
洋
史

研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　
本
書
で
言
及
さ
れ
た
平
野
聡
の
ほ
か
、
杉
山
清
彦
「
大
清
帝
国

支
配
構
造
論
─
八
旗
制
か
ら
み
た
─
」（
桃
木
至
朗
編
『
近
代
世

界
シ
ス
テ
ム
以
前
の
諸
地
域
シ
ス
テ
ム
と
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』

平
成
一
六
─
一
八
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｂ
）研
究
成
果
報

告
書
、
二
〇
〇
七
年
）、
岡
洋
樹
「
東
北
ア
ジ
ア
地
域
史
と
清
朝
の

帝
国
統
治
」（『
歴
史
評
論
』
第
六
四
二
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
石
濱

裕
美
子
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
歴
史
的
研
究
』（
東
方
書
店
、
二

〇
〇
一
年
）、
濱
田
正
美
「
モ
グ
ー
ル
・
ウ
ル
ス
か
ら
新
疆
へ
─

東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
と
明
清
王
朝
─
」（『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』　１３

「
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
伝
統
社
会
の
形
成
」
岩
波
書
店
、
一

九
九
八
年
）
な
ど
。

（
５
）　
西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。

（
６
）　
例
え
ば
、
茂
木
敏
夫
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
秩
序
形
成
の

論
理
─
朝
貢
・
冊
封
体
制
の
成
立
と
変
容
─
」（
辛
島
昇
ほ
か
編

『
地
域
の
世
界
史
』
３
「
地
域
の
成
り
立
ち
」
山
川
出
版
社
、
二
〇

〇
〇
年
）、「
中
国
か
ら
み
た
〈
朝
貢
体
制
〉」（『
ア
ジ
ア
文
化
交
流

研
究
』
第
一
号
、
関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

（
７
）　『
籌
辦
夷
務
始
末（
咸
豊
朝
）』
巻
七
一
「
統
籌
全
局
酌
擬
章
程

六
条
摺
」
咸
豊
十
年
十
二
月
初
三
日
）。
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（
８
）　『
李
文
忠
公
全
集
』
訳
署
函
稿
巻
一
「
論
天
津
教
案
」
同
治
九
年

九
月
初
九
日
。

（
９
）　
森
田
吉
彦
「
名
倉
信
敦
と
日
清
『
新
関
係
』
の
模
索
─
幕
末
維

新
期
の
華
夷
思
想
的
日
中
提
携
論
─
」（『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
第

四
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
　
）　
斎
藤
希
史
『
漢
文
脈
の
近
代
─
清
末
＝
明
治
の
文
学
圏
─
』

１０
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
こ
う
し
た
動
き
を
文

学
研
究
の
側
か
ら
分
析
し
て
い
る
。

（
　
）　
茂
木
敏
夫
「
中
華
世
界
の
『
近
代
』
的
変
容
─
清
末
の
辺
境
支

１１
配
─
」（
溝
口
雄
三
ほ
か
編
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
』
２
「
地
域
シ

ス
テ
ム
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）、「
中
華
世
界
の
構

造
変
動
と
改
革
論
─
近
代
か
ら
の
視
点
─
」（
毛
里
和
子
編
『
現

代
中
国
の
構
造
変
動
』
７
「
中
華
世
界
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
一
年
）
参
照
。

閻
立
著
『
清
末
中
国
の
対
日
政
策
と
日
本
語
認
識
─
朝
貢
と
条
約
の
は

ざ
ま
で
─
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
九
年
三
月
刊
、
Ａ
５
判
、
二
六
五
頁
、

本
体
価
格
四
、
〇
〇
〇
円
）

（
も
て
ぎ
　
と
し
お
・
東
京
女
子
大
学
現
代
教
養
学
部
教
授
）

〔
編
集
委
員
会
注
記
〕
本
稿
は
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
〇
日
、
大
阪
経

済
大
学
に
て
著
者
の
閻
立
氏
を
交
え
て
行
わ
れ
た
書
評
会
（
第
五
六

回
経
済
史
研
究
会
）
で
の
報
告
を
基
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の

で
あ
る
。


