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中
国
研
究
集
刊 

果
号
（
総
六
十
三
号
）
平
成
二
十
九
年
六
月　

二
二
九
︱
二
四
三
頁

一
、
は
じ
め
に

台
湾
の
民
間
に
お
け
る
道
教
は
、
そ
の
宗
教
行
事
（
儀
礼
）
を

行
な
う
本
人
達
（
台
湾
人
）
に
お
い
て
は
「
道
教
」
と
し
て
の
意

識
が
比
較
的
低
く
、「
民
間
信
仰
」
と
い
う
呼
称
を
以
っ
て
理
解

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
実
態
を
示
す
よ
う
に
、
各
種
宗

教
儀
式
の
ノ
ウ
ハ
ウ
集
の
類
を
見
る
と
、
題
名
に
「
民
間
信
仰
」

の
文
字
が
冠
さ
れ
て
い
る
も
の
は
多
い
。

ま
た
、
学
生
に
、「
本
人
の
宗
教
」
を
聞
い
て
み
る
と
、
キ
リ

ス
ト
教
や
仏
教
の
信
者
の
場
合
は
、
明
確
に
答
え
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
他
の
学
生
は
「
特
に
何
も
信
じ
て
い
ま
せ
ん
」
と
の

答
え
を
返
し
て
く
る
。
そ
う
い
っ
た
「
自
己
申
告
で
は
無
宗
教
」

と
答
え
た
学
生
に
対
し
て
、「
家
の
宗
教
」
を
尋
ね
て
も
明
確
な

答
え
が
返
っ
て
こ
な
い
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
無
宗
教
と
答
え
る
学
生
達
の
実
際
の
生
活
を
聞
い
て

み
る
と
、
冠
婚
葬
祭
、
特
に
葬
式
・
法
事
等
の
い
わ
ゆ
る
人
生
の

最
後
に
関
す
る
宗
教
行
事
は
、
外
国
人
で
あ
る
私
の
目
に
は
、
道

教
系
と
し
か
映
ら
な
い
。
本
人
の
意
思
と
は
無
関
係
に
、
成
り
行

き
（
一
族
の
都
合
）
で
道
教
系
の
信
者
層
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
、
つ
ま
り
消
極
的
選
択
・
非
活
動
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
分
類

上
は
道
教
系
信
者
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
（
注
1
）
。

日
本
の
例
で
言
う
な
ら
ば
、
敬
虔
な
信
者
は
台
湾
と
同
じ
く
少

数
派
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分

の
家
の
葬
式
等
の
数
々
の
宗
教
的
な
行
事
が
仏
教
系
か
神
道
系
か

く
ら
い
は
把
握
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
比
較
す
る
な
ら

台
湾
の
家
庭
に
お
け
る
道
教
の
祭
壇
に
つ
い
て

︱
二
〇
一
〇
年
代
の
都
市
部
・
台
湾
南
部
の
例
を
中
心
に
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ば
、
台
湾
で
は
実
際
の
道
教
的
な
宗
教
行
為
が
多
く
残
っ
て
い
る

と
さ
れ
な
が
ら
も
、「
民
間
信
仰
」
の
呼
称
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
自
分
達
が
日
常
的
に
行
な
っ
て
い
る
宗
教
的
行
為
に
対
し
て

は
、
宗
教
と
し
て
の
意
識
（
何
教
な
の
か
と
い
う
意
識
）
が
希
薄

だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
無
関
心
さ
が
あ
る
に
せ
よ
、
日
本
の
神
棚

や
仏
壇
、
あ
る
い
は
仏
間
に
類
す
る
も
の
は
、
道
教
に
お
い
て
も

存
在
す
る
の
で
あ
り
、
各
家
庭
に
も
作
ら
れ
て
い
る
。
祭
壇
・
祭

台
・
神
壇
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
近
年
、
近
代
化
に
伴
い
住
環
境
も
著
し
く
変
化
し
、

従
来
の
よ
う
な
四
合
院
形
式
の
家
屋
は
、
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ

て
い
る
（
注
2
）
。
都
市
部
に
至
っ
て
は
、
ほ
ぼ
壊
滅
し
て
い
る
と

い
っ
て
も
よ
い
（
注
3
）
。
そ
の
た
め
、
昔
な
が
ら
の
祭
壇
を
設
け
る

こ
と
は
難
し
く
、
表
面
上
は
、
消
失
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
従
来
の
よ
う
な
、
外
部
か
ら
見
え
や
す
い
場

所
に
祭
壇
を
作
っ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
り
、（
無
論
、
筆
者
は
減

少
傾
向
に
あ
る
と
の
推
察
を
し
て
い
る
が
）
決
し
て
祭
壇
そ
の
も

の
が
無
く
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
先
行
研
究
に
目
を
配
る
と
、
道
教
系
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
特
に
日
本
に
お
い
て
は
、
西
洋
に
比
し
て
若
干

立
ち
遅
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
全
く
存
在
し
な

い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
に
廟
の
発
展
過
程
に
お

い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
十
分
に
歴
史
が
あ
り
、
か
つ
発
展
し
た
、

い
わ
ゆ
る
大
廟
お
よ
び
大
廟
に
て
執
り
行
な
わ
れ
る
儀
礼
を
対
象

と
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
大
廟
群
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し

て
い
っ
た
の
か
、
特
に
発
展
の
初
期
段
階
を
調
査
し
た
も
の
は
見

ら
れ
な
い
（
注
4
）
。

調
査
・
研
究
の
対
象
が
大
廟
を
中
心
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の

影
響
力
等
を
考
慮
す
れ
ば
妥
当
な
選
択
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
研
究

に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
影
響
力
を

及
ぼ
す
に
至
る
ま
で
の
廟
の
発
展
に
関
し
て
、
そ
の
過
程
に
つ
い

て
焦
点
を
当
て
る
こ
と
も
、
ま
た
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
そ
の
発
展
過
程
も
様
々
な
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
た

め
、
本
稿
も
ま
た
特
定
の
ケ
ー
ス
を
切
り
取
っ
た
論
述
と
な
る
こ

と
は
否
め
な
い
の
だ
が
、
ご
く
初
期
の
段
階
と
し
て
、
比
較
的
多

く
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
家
庭
の
祭
壇
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
こ
の
家
庭
の
祭
壇
に
焦
点
を
当
て
て
、
住
環
境
の
変
化

に
伴
う
道
教
系
の
祭
壇
の
発
展
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本

稿
で
は
、
台
湾
南
部
、
特
に
筆
者
の
居
住
す
る
小
港
区
（
中
原
地

区
中
央
）、
先
に
調
査
し
た
鳳
山
区
紅
毛
港
の
例
を
中
心
に
（
注
5
）
、

都
市
部
に
お
け
る
住
環
境
の
変
化
に
よ
る
道
教
系
祭
壇
の
変
化
に

つ
い
て
少
し
く
述
べ
た
い
。
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二
、
家
庭
内
に
お
け
る
祭
壇
の
伝
統
的
な
発
展

そ
れ
で
は
ま
ず
、
現
代
と
の
比
較
の
た
め
に
伝
統
的
な
祭
壇
か

ら
述
べ
て
い
き
た
い
。
多
く
の
宗
教
で
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
特

に
個
人
の
場
合
は
、
突
如
と
し
て
巨
大
な
祭
壇
が
築
き
あ
げ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
（
注
6
）
。
通
常
は
、
簡
素
な
祭
壇
か
ら
徐
々
に
立

派
な
も
の
と
な
り
、
祭
壇
が
独
立
し
て
廟
等
の
宗
教
専
用
施
設
と

な
り
、
そ
の
宗
教
施
設
が
時
を
経
て
次
第
に
大
型
化
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。
簡
潔
に
示
す
な
ら
ば
、
以
下
の
通
り
と
な
ろ
う
。

簡
素
な
祭
壇 

→ 

私
人
壇
や
小
さ
な
祠 
→ 	

	

小
廟 

→ 
中
廟 
→ 

大
廟	

個
々
の
ケ
ー
ス
に
よ
り
若
干
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
概
ね
こ

の
拡
大
の
過
程
を
と
る
（
注
７
）
。

な
お
、「
私
人
壇
」
と
は
、
祭
壇
が
公
共
性
を
帯
び
な
い
、
個

人
（
一
族
）
の
廟
の
こ
と
で
あ
り
、
現
地
で
は
「
私
人
神
壇
」

「
家
族
廟
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
名
称
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ

う
に
、
基
本
的
に
は
小
規
模
の
も
の
が
多
い
の
だ
が
、
一
族
の
資

産
状
況
に
よ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
普
通
の
小
さ
な
廟
よ
り
も
壮
麗

な
も
の
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
規
模
に
よ
る
線

引
き
が
や
や
難
し
い
。
本
稿
で
は
外
部
の
参
拝
者
に
公
開
し
て
い

る
か
ど
う
か
を
一
つ
の
判
断
基
準
と
し
、
比
較
的
小
規
模
か
つ
外

部
に
公
開
し
て
い
な
い
も
の
を
私
人
壇
と
表
現
し
て
い
る
（
注
８
）
。

ま
た
、「
小
さ
な
祠
」
と
は
、
廟
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
簡

素
で
は
あ
る
が
、
外
部
に
公
開
、
つ
ま
り
公
共
化
し
て
い
る
極
め

て
小
規
模
な
建
築
物
を
指
し
て
い
る
（
注
9
）
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
「
簡
素
な
祭
壇
か
ら
大
廟
」
へ
発
展
す
る
過

程
は
、
住
環
境
の
変
化
と
か
な
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
以
降
、図Ａ

図
を
使
い
な
が
ら
解
説
し
た

い
（
注
10
）
。

図
Ａ
の
小
さ
な
家
屋
に

は
、
巨
大
な
祭
壇
を
設
け
る

こ
と
は
空
間
的
に
不
可
能
で

あ
る
た
め
、
通
常
は
、
日
本

の
神
棚
の
よ
う
に
天
井
付
近

に
板
等
を
用
い
て
専
用
の
空

間
を
増
設
し
た
り
、
扉
の
無

い
食
器
棚
の
よ
う
な
洋
間
用

の
仏
壇
状
の
も
の
（
神
明

桌
、
あ
る
い
は
神
桌
と
呼
ば

れ
る
）
が
部
屋
の
片
隅
に
置

か
れ
る
に
止
ま
る
。
祭
壇
の

（ 231 ）



あ
る
空
間
と
生
活
空
間
が
混
在
し
て
お
り
、
祀
ら
れ
る
神
明
（
神

様
）
の
絵
・
牌
位
・
像
（
神
像
）、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
神
像
類
を

収
め
た
小
型
の
神
龕
が
一
つ
。
そ
こ
に
祖
霊
用
（
祖
先
牌
位
、
公

媽
龕
、
祖
龕
）
が
加
わ
る
と
い
う
の
が
典
型
的
な
状
態
で
あ
る
。

図
Ｂ
の
よ
う
に
三
合
院
や
四
合
院
と
な
り
、
さ
ら
に
護
龍
ま
で

作
ら
れ
る
頃
に
は
、
部
屋
数
（
空
間
）
に
余
裕
が
出
て
く
る
た

め
、
多
く
の
場
合
は
正
身
（
大
厝
身
、
正
堂
）
の
中
央
に
、
常
設

図
Ｃ
は
、
さ
ら
に
家
屋
が
巨
大
化
し
た
（
多
護
龍
合
院
、
あ
る

い
は
二
進
院
・
三
進
院
等
）
状
態
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
、

家
族
が
住
ん
で
い
る
家
と
い
う
よ
り
は
、
一
族
が
住
ん
で
い
る
集

落
と
言
う
方
が
実
態
に
近
い
だ
ろ
う
か
。

図Ｂ

の
供
物
台
（
頂
桌
や
下

桌
）
等
が
置
か
れ
、
宗
教

的
な
装
飾
品
も
揃
え
ら

れ
、
部
屋
全
体
が
祭
壇
専

用
の
空
間
へ
と
変
化
し
て

い
く
。

こ
の
頃
に
な
る
と
祀

ら
れ
て
い
る
神
明
の
数

も
、
三
か
ら
五
程
度
に
増

え
（
注
11
）
、
さ
ら
に
祖
霊
用

の
祭
壇
が
別
途
設
け
ら
れ

る（
注
12
）
。な
お
、現
在
で
は

こ
の
規
模
（
発
展
段
階
）

の
も
の
か
ら
私
人
壇
と
呼

ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

図Ｃ

こ
の
頃
か
ら
、
屋

内
に
あ
っ
た
祭
壇
が
、

独
立
し
た
施
設
と
し

て
別
に
建
築
さ
れ
始

め
る
。
な
お
、
図
Ｂ

の
段
階
で
独
立
し
た

建
築
物
に
な
る
こ
と

も
あ
る
が
、
こ
の
場

合
は
、
資
金
的
な
理

由
か
ら
比
較
的
小
規

模
か
つ
簡
素
な
建
築

物
（
本
稿
の
「
小
さ

な
祠
」
に
相
当
）
に

な
り
や
す
い
。

な
お
、
現
在
で
は

あ
く
ま
で
推
測
の
域

を
出
な
い
が
、
独
立

し
た
建
築
物
を
作
る

（ 232 ）



理
由
は
、
信
仰
心
の
発
露
や
、
一
族
の
勢
力
誇
示
と
は
別
に
、
保

安
上
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
図
Ｂ
の
三
合
院
や
四
合
院
内

に
て
、
関
係
者
の
ほ
と
ん
ど
が
居
住
し
て
い
る
場
合
、
中
庭
に
て

儀
式
の
一
切
を
執
り
行
う
の
が
、
経
済
的
に
も
、
諸
々
の
準
備
の

都
合
か
ら
も
効
率
が
よ
い
。
し
か
し
、
複
数
の
住
居
、
時
に
は
集

落
の
外
に
ま
で
一
族
が
分
散
す
る
よ
う
な
場
合
、
参
加
者
の
人
数

に
対
し
て
、
純
粋
に
敷
地
面
積
が
不
足
す
る
。
ま
た
日
常
的
な
参

拝
に
対
応
す
る
、
宗
家
の
負
担
も
増
加
し
、
参
拝
者
の
身
元
確
認

に
も
難
が
生
じ
始
め
る
。
結
果
と
し
て
、
保
安
（
居
住
区
域
へ
の

不
審
者
の
侵
入
防
止
）
上
も
限
界
を
迎
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

祭
壇
に
目
を
配
る
と
、
移
築
を
機
に
、
祀
る
神
明
を
増
や
し
て

陣
容
を
整
え
る
こ
と
が
多
く
、
比
較
的
少
な
い
場
合
で
も
、
三
つ

程
度
は
祀
ら
れ
る
。
ま
た
、
神
像
自
体
も
大
型
の
物
に
な
り
、
威

厳
の
あ
る
空
間
を
演
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
一
族
が
ど

れ
ほ
ど
勢
力
を
誇
ろ
う
と
も
、
必
ず
独
立
し
た
建
物
に
す
る
と
い

う
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
専
用
の
施
設
を
建
て
た
と
し
て
も
、

祖
霊
用
の
祭
壇
に
関
し
て
は
、
住
居
内
に
置
か
れ
続
け
る
こ
と
も

多
い
（
注
13
）
。

な
お
、
独
立
し
た
建
築
物
に
な
る
と
、
創
廟
し
た
一
族
と
は
無

関
係
な
人
々
の
、
常
習
的
な
参
拝
が
発
生
し
、
公
共
化
が
始
ま
る
。

図
Ｄ
は
、
独
立
し
た
宗
教
施
設
の
拡
大
の
様
子
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
左
側
の
絵
は
、
劉
枝
萬
氏
の
述
べ
る
廟
の
拡
大
過
程
を
図
式

化
し
た
も
の
で
あ
り
、
右
側
は
そ
れ
と
は
別
の
パ
タ
ー
ン
で
あ

る
。
図
の
上
部
は
住
居
の
時
期
と
し
て
は
、
図
Ｂ
期
の
発
展
し

き
っ
た
頃
、
ま
た
は
図
Ｃ
期
の
初
期
の
頃
と
な
る
。
大
き
く
な
っ

て
い
く
に
つ
れ
、
創
廟
し
た
一
族
と
は
無
関
係
の
信
者
（
単
な
る

外
部
の
参
拝
者
で
は
な
く
、
仲
間
と
し
て
認
識
さ
れ
る
他
人
）
も

加
わ
り
だ
し
、
公
共
性
が
よ
り
強
く
な
る
。
以
降
、
住
居
の
拡
大

と
類
似
し
た
宗
教
建
築
物
の
拡
大
（
増
改
築
）、
お
よ
び
祀
ら
れ

る
神
明
数
の
増
加
を
伴
い
な
が
ら
、
巨
大
化
し
て
い
く
。

以
上
が
、
住
居
の
拡
大
、
お
よ
び
廟
の
設
立
（
独
立
）
か
ら
廟

が
巨
大
化
し
て
い
く
伝
統
的
な
過
程
で
あ
る
。

な
お
、
元
々
家
庭
で
祀
ら
れ
て
い
た
神
明
と
は
別
の
神
も
存
在

す
る
の
で
、
言
及
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
外
来
、
あ
る
い
は
異

質
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
地
域
に
て
、
身
元
不
明
の
変
死
者
（
行

き
倒
れ
）
の
類
が
出
た
場
合
、
供
養
の
た
め
に
専
用
の
廟
に
祀
る

の
だ
が
、
有
力
者
が
独
立
し
た
建
造
物
を
立
て
て
祀
る
こ
と
が
あ

る
。
紅
毛
港
の
例
で
言
う
な
ら
ば
、
前
者
が
海
難
者
を
祀
る
海
衆

廟
で
あ
り
、
後
者
は
正
軍
堂
や
保
安
堂
で
あ
る
。
た
だ
し
、
独
立

し
た
建
造
物
と
な
っ
て
も
、
自
分
達
に
と
っ
て
本
来
無
関
係
な
存

在
で
あ
る
た
め
、
通
常
は
小
規
模
な
も
の
に
止
ま
り
、
そ
れ
以
降

の
拡
大
が
起
き
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
保
安
堂
の
よ
う
に
、

そ
の
後
、
何
ら
か
の
奇
跡
（
霊
験
）
が
生
じ
た
場
合
、
信
者
群
が
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発
生
、
拡
大
し
て
い
く
（
注
14
）
。
そ
の
他
、
天
啓
を
受
け
廟
を
設
立

す
る
な
ど
の
パ
タ
ー
ン
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

元
々
家
庭
で
祀
ら
れ
て
い
た
神
は
、
一
族
の
隆
盛
と
共
に
、
特

別
な
奇
跡
が
な
く
と
も
拡
大
の
過
程
を
歩
む
の
だ
が
、
外
来
の
存

在
に
関
し
て
は
、
創
廟
者
（
一
族
）
の
経
済
的
成
功
と
は
別
に
、

奇
跡
と
い
っ
た
特
別
な
要
因
が
必
要
と
な
る
点
で
異
な
る
。

で
は
、
再
び
祭
壇
だ
け
に
注
目
し
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
日
本
で
言
う
神
棚
状
の
も
の
が
、
仏
壇
状
の
も
の
と
な
り
、

さ
ら
に
常
設
の
供
物
台
等
が
設
置
さ
れ
、「
専
用
の
空
間
」
と
な

る
。
そ
し
て
次
は
空
間
つ
ま
り
部
屋
だ
け
で
は
な
く
「
建
物
全
体

が
専
用
」
の
も
の
へ
と
拡
大
し
、「
外
部
の
参
拝
者
を
受
け
入
れ

る
」
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
建
物
の
拡
大
に
伴
い
祭
壇
も
ま
た
巨

大
化
し
て
い
く
。
図
で
示
す
な
ら
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る（
図
Ｅ
）。

こ
の
よ
う
に
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
物
質
的
あ
る
い
は 図Ｄ
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面
積
的
な
拡
大
だ
け
で
は
な
く
、「
専
用
」
と
「
外
部
の
人
間
」

と
い
う
二
つ
の
要
素
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。「
専
用
」

と
は
、
日
常
空
間
か
ら
の
独
立
で
あ
り
、「
外
部
の
参
拝
者
」
と

は
、「
私
」
か
ら
「
公
」
へ
の
変
化
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
た
だ
大
き
く
煌
び
や
か
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
（
注
15
）
。

三
、
二
〇
一
〇
年
代
の
都
市
部
に
お
け
る
祭
壇

前
章
で
は
、
伝
統
的
な
発
展
過
程
を
見
て
い
っ
た
が
、
こ
こ
で

は
現
代
（
二
〇
一
〇
年
代
）
の
都
市
部
に
お
け
る
発
展
の
過
程
を

見
て
い
き
た
い
。

な
ぜ
都
市
部
に
限
定
す
る
か

と
い
え
ば
、
郊
外
で
は
、
余
剰

地
の
余
裕
が
比
較
的
あ
る
た

め
、
住
居
こ
そ
伝
統
的
な
家
屋

で
は
な
い
も
の
の
、「
簡
素
な

祭
壇
か
ら
大
廟
」
へ
発
展
す
る

過
程
は
、
伝
統
的
な
も
の
と
類

似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
家
屋
が
西
洋
様

式
を
取
り
入
れ
た
こ
と
も
現
代

図Ｅ

化
（
結
果
と
し
て
の
西
洋
化
）
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、

献
灯
の
類
は
、
現
在
、
本
物
の
ろ
う
そ
く
か
ら
小
型
の
電
球
（
白

熱
球
）
へ
、
そ
の
白
熱
球
が
さ
ら
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
へ
と
変
化
し
て
い

る
。
本
物
か
偽
物
（
代
用
品
）
か
の
違
い
、
ま
た
利
用
さ
れ
て
い

る
科
学
技
術
レ
ベ
ル
の
高
低
は
あ
れ
ど
も
、
献
灯
と
い
う
宗
教
的

行
為
が
行
な
わ
れ
続
け
て
い
る
点
で
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
技
術

の
進
歩
に
よ
る
、
表
面
的
な
変
化
だ
け
に
と
ら
わ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
一
方
で
都
市
部
で
は
、
家
屋
の
様
式
以
前
の
問
題

と
し
て
、
既
存
の
建
築
物
を
平
面
的
に
増
築
す
る
敷
地
の
余
裕

が
、
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
。
以
降
、
都
市
部
に
お
け
る
状
況
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を
戸
建
て
（
注
16
）
と
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
に
分
け
て
述
べ
て
い
き

た
い
。

戸
建
て
の
場
合

二
〇
一
七
年
の
現
在
で
は
、
図
Ｆ
の
よ
う
に
、
隙
間
な
く
建
て

ら
れ
た
棟
続
き
の
長
屋
型
の
、
三
～
四
階
建
て
の
住
居
へ
と
変
化

し
て
い
る
。
一
軒
あ
た
り
の
間
口
は
四
メ
ー
ト
ル
前
後
か
ら
、
奥

行
き
は
十
メ
ー
ト
ル
前
後
か
ら
と
、
奥
行
き
の
あ
る
細
長
い
住
居

で
あ
り
、
一
階
か
ら
最
上
階
ま
で
を
所
有
す
る
。
伝
統
的
な
建
築

様
式
で
あ
れ
ば
、
二
崁
店
、
三
崁
店
（
図
Ｆ
の
場
合
は
五
崁
店
以

上
）
と
い
っ
た
呼
称
で
あ
ろ
う
が
、
ビ
ル
型
の
セ
メ
ン
ト
系
の
現

代
建
築
で
は
、
そ
の
呼
称
が
ふ
さ
わ
し
い
か
は
疑
問
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
増
築
す
る
と
す
れ
ば
、
四
合
院
の
よ
う
に
平
面
的

に
広
が
る
の
で
は
な
く
、
垂
直
に
上
に
伸
ば
す
し
か
な
い
。
図
Ｆ

は
本
来
、
四
階
建
て
の
住
居
群
な
の
だ
が
、
手
前
は
五
階
に
相
当

す
る
一
階
分
を
、
二
件
隣
の
棟
に
至
っ
て
は
二
階
分
を
強
引
に
増

築
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
階
部
分
は
、
道
路
に
面
す
る
入
口
手
前
の
数
メ
ー
ト

ル
が
ア
ー
ケ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
完
全
に
家
屋

（
屋
内
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
屋
内
も
、

車
庫
で
あ
っ
た
り
、
リ
ビ
ン
グ
で
あ
っ
た
り
と
用
途
は
様
々
で
あ

る
。
同
一
の
建
築
会
社
が
区
画
単
位
で
建
て
売
り
す
る
た
め
、
そ

の
地
域
ご
と
に
比
較
的
同
一
の
構
造
に
な
る
傾
向
は
あ
る
の
だ

が
、
最
終
的
に
は
、
家
主
の
好
み
で
屋
内
改
装
を
行
な
い
、
自
由

に
使
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
（
注
17
）
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
住
居
の
場
合
、
そ
の
祭
壇
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
初
期
の
場
合
に
お
い
て
は
、
伝
統
的

な
発
達
と
さ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、居
住
空

間
と
生
活
空
間
が
混
在
す
る
時
期
は
、
適
当
な
部
屋
、
多
く
は
一図Ｆ

階
な
い
し
は
最
上
階
の
道
路
側

の
部
屋
で
あ
る
の
だ
が
（
注
18
）
、

そ
の
部
屋
内
で
、
神
棚
状
、
仏

壇
状
と
変
化
し
て
い
く
だ
け
で

あ
り
、
内
装
や
家
具
が
西
洋
風

で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
基
本

的
に
は
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
専
用
空
間
が
必
要
な

私
人
壇
に
つ
い
て
も
同
様
で
、

一
部
屋
を
完
全
に
祭
壇
用
と
し

て
確
保
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
の

で
あ
り
、
郊
外
の
住
居
に
比
べ

拡
張
性
に
乏
し
い
と
は
い
え
、

も
と
も
と
の
部
屋
数
が
多
い
た

め
、
家
主
の
資
金
力
と
意
思
次
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第
で
如
何
様
に
で
も
な
る
。
一
フ
ロ
ア
二
部
屋
な
ら
、
図
Ｆ
の

ケ
ー
ス
で
は
増
築
部
分
を
含
め
ず
と
も
八
部
屋
、
一
フ
ロ
ア
三
部

屋
な
ら
十
二
部
屋
あ
る
こ
と
に
な
る
。
戸
建
て
の
場
合
、
親
族

（
両
親
・
兄
夫
婦
・
弟
夫
婦
等
）
で
住
む
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
、

部
屋
が
余
る
と
い
う
こ
と
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
一
部
屋
を

祭
壇
用
に
空
け
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も

部
屋
数
が
不
足
す
る
な
ら
、
上
に
一
層
増
築
す
れ
ば
良
い
だ
け
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
な
の
で
、
む
し
ろ
仏
壇
状
か
ら
私
人
壇
へ
の

移
行
（
拡
大
）
は
、
簡
単
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
荘
厳

な
祭
壇
に
数
々
の
宗
教
用
品
が
揃
え
ら
れ
、
若
干
無
理
や
り
な
改

装
で
は
あ
る
が
、
藻
井
（
中
国
古
建
築
に
よ
く
見
ら
れ
る
装
飾
的

な
天
井
）
ま
で
作
り
こ
ま
れ
た
私
人
壇
と
い
う
も
の
を
街
中
で
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
そ
の
一
方
で
、
私
人
壇
以
降
の
拡
大
と
い
う
の
は
、
な

か
な
か
に
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。
新
廟
の
建
立
と
い
う
も
の
は
ま

ず
見
ら
れ
な
い
。
新
廟
の
建
立
を
考
え
る
な
ら
ば
、
街
な
か
に
余

剰
地
は
す
で
に
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
郊
外
に
廟
建
立
の
た
め

の
土
地
を
求
め
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
（
注
19
）
。
し
か
し
、
そ
れ

も
廟
の
管
理
を
考
え
る
な
ら
ば
、
現
実
的
な
選
択
と
は
言
え
ず
、

信
者
の
住
居
と
の
距
離
を
考
え
る
な
ら
ば
、
街
な
か
に
こ
だ
わ
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
街
な
か
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、

今
度
は
、
適
当
な
土
地
が
売
り
に
出
さ
れ
る
の
を
粘
り
強
く
待
つ

か
、
一
般
家
屋
の
外
壁
に
廟
風
の
装
飾
（
屋
根
等
）
を
か
な
り
無

理
や
り
に
取
り
付
け
て
、「
廟
の
よ
う
な
も
の
」
を
作
る
く
ら
い

し
か
、
選
択
肢
が
存
在
し
な
い
。

な
お
、
土
地
の
購
入
を
考
え
る
な
ら
ば
、
図
Ｆ
の
住
居
を
例
に

す
る
と
、
高
雄
の
（
台
湾
第
二
都
市
、
台
北
に
比
べ
地
価
が
か
な

り
安
い
）、
筆
者
の
居
住
す
る
小
港
区
で
す
ら
も
（
高
雄
市
の
都

市
圏
最
南
端
）、
一
軒
三
千
万
Ｎ
Ｔ
Ｄ
、
日
本
円
で
約
一
億
円
で

あ
る
。
台
湾
の
大
卒
が
二
～
三
万
Ｎ
Ｔ
Ｄ
の
月
給
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
日
本
の
金
銭
的
イ
メ
ー
ジ
で
言
う
な
ら
ば
、
大
都
市

圏
の
最
安
値
の
地
域
で
す
ら
、
住
居
と
は
別
に
、
土
地
購
入
の
た

め
だ
け
に
三
億
円
程
度
の
資
金
を
用
意
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（
廟
と
し
て
の
構
造
を
考
え
る
な
ら
ば
、
実
際
に
は
さ
ら
に
数
倍

の
広
さ
が
必
要
で
あ
る
）。
結
果
、
ビ
ル
の
間
に
挟
ま
れ
た
、
な

ん
と
も
不
思
議
な
廟
も
ど
き
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
仕
方
の
な
い

こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
注
20
）
。
従
来
の
状
況
に
比
べ
、
私
人
壇

ま
で
は
拡
大
し
や
す
い
も
の
の
、
そ
れ
以
降
の
拡
大
が
止
ま
り
や

す
い
状
況
と
も
言
え
よ
う
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合

さ
て
、
先
述
の
よ
う
に
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
、
都
市
部
に

て
戸
建
て
を
保
有
す
る
こ
と
は
、
住
居
と
し
て
の
最
初
の
一
軒
で
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す
ら
困
難
な
状
況
で
あ
り
、
現
実
的
な
値
段
と
し
て
は
分
譲
マ
ン

シ
ョ
ン
一
択
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
近
年
は
価
格

の
上
昇
が
著
し
く
、
例
え
ば
小
港
区
で
四
部
屋
の
物
件
は
、
お
よ

そ
七
百
万
Ｎ
Ｔ
Ｄ
で
あ
る
。
日
本
の
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
七

千
万
円
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
や
は

り
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
や
３
Ｄ
Ｋ

程
度
を
長
期
ロ
ー
ン
で
購
入
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
戸
建
て
を
保
有
す
る
場
合
と
異
な

り
、
核
家
族
程
度
の
人
数
で
暮
ら
す
傾
向
が
あ
り
、
居
住
者
の
人

数
も
少
な
い
た
め
、
生
活
空
間
が
不
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
私
人
壇
を
持
つ
余
裕
の
あ
る
部
屋
数
で
も
な
く
、

持
ち
家
の
よ
う
に
上
に
増
築
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
た
め
、
必
然

的
に
、
神
棚
状
か
仏
壇
状
の
祭
壇
と
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、

祭
壇
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
「
私
人
壇
に
す
ら
成
長
で

き
な
い
」
状
態
と
言
え
よ
う
（
注
21
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
空
間
的
な
拡
大
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
今
度

は
そ
の
小
さ
な
祭
壇
を
や
や
贅
沢
に
作
り
こ
む
と
い
う
こ
と
が
起

き
て
い
る
。
例
え
ば
、
神
棚
状
の
一
枚
板
で
あ
っ
て
も
そ
の
板
に

装
飾
を
入
れ
た
り
、
装
飾
の
入
っ
た
厨
子
を
壁
に
取
り
付
け
神
像

を
安
置
す
る
等
、
安
価
な
神
桌
（
仏
壇
状
）
よ
り
も
、
高
価
な
も

の
が
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
神
桌
（
仏
壇
状
）
の
場
合
で
も
、
西
洋
風
の
内
装
に
合

わ
せ
て
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ン
の
神
桌
組
（
神
桌
と
供
物
台
の
セ
ッ

ト
）
に
て
、
生
活
空
間
と
の
調
和
を
図
っ
た
り
、
使
用
し
な
い
時

は
コ
ン
パ
ク
ト
に
収
納
で
き
る
神
桌
組
、
狭
い
空
間
で
神
明
用
と

祖
霊
用
と
が
上
手
く
配
置
で
き
る
神
桌
等
、
限
ら
れ
た
空
間
を
上

手
く
使
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
売
ら
れ
て
い
る
。

都
市
部
に
お
け
る
廟
の
発
展

さ
て
、
そ
れ
で
は
最
後
に
、
都
市
部
に
お
け
る
廟
、
す
な
わ
ち

独
立
し
た
宗
教
専
用
施
設
の
発
展
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
た
い
。

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
主
に
土
地
（
価
格
）
の
問
題
の
た
め
、
新

廟
の
建
立
と
い
う
の
は
な
か
な
か
に
難
し
い
。
し
か
し
、
い
く
つ

か
の
偶
然
（
創
廟
者
の
豊
富
な
資
金
力
と
余
剰
地
の
発
生
）
が
重

な
れ
ば
、
新
廟
の
誕
生
も
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
以
前
か
ら
建
っ

て
い
る
廟
も
あ
り
、
廟
自
体
は
都
市
部
と
い
え
ど
も
存
在
し
て
い

る
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
廟
は
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
る
の
か
。

一
言
で
言
う
な
ら
ば
ビ
ル
化
で
あ
る
。
ビ
ル
と
言
っ
て
も
長
方

形
主
体
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
と
は
や
や
異
な
り
、
廟
風
の
外
観
を

保
っ
た
ま
ま
高
層
化
し
て
い
る
。

伝
統
的
な
廟
で
あ
れ
ば
、
山
門
を
く
ぐ
り
、
三
川
殿
を
抜
け
、

正
殿
、
後
殿
、
そ
の
他
の
祭
壇
へ
と
参
拝
し
て
い
く
の
だ
が
（
図

Ｇ
参
照
）、
平
面
的
に
拡
張
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
以
上
、
立
体

化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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例
え
ば
一
階
の
入
口
部
分
を
三
川
殿
風
に
作
り
、
屋
内
の
前
半

分
（
道
路
側
を
基
準
）
を
正
殿
と
し
、
後
ろ
半
分
は
礼
堂
（
多
目

的
ホ
ー
ル
）、
二
階
の
前
面
部
の
左
右
に
鼓
楼
と
鐘
楼
を
擬
し
た

も
の
を
作
り
、
中
央
部
に
後
殿
、
後
ろ
を
事
務
室
と
い
う
具
合
に

で
あ
る
（
注
22
）
。

さ
ら
に
巨
大
化
さ
せ
る
な
ら
ば
、
三
階
の
前
面

部
に
大
歳
殿
や
文
昌
殿
と
い
っ
た
本
来
で
あ
れ
ば

（
や
や
小
さ
め
の
）
別
棟
に
な
る
よ
う
な
も
の
を

左
右
に
配
置
し
、
三
階
の
後
方
を
（
や
や
大
き
目

の
）
別
棟
に
な
る
観
音
殿
や
弥
勒
殿
に
す
る
等
、

そ
の
廟
の
主
祀
神
等
の
関
係
で
、
一
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
立
体
的
に
組
み
合
わ
せ
て
拡

張
し
て
い
る
（
図
Ｈ
参
照
）。

四
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
台
湾
の
家
庭
に
お
け
る
道
教
系
祭

壇
の
、
現
代
（
二
〇
一
〇
年
代
）
の
都
市
部
に
お

け
る
変
化
に
つ
い
て
述
べ
た
。
本
稿
の
調
査
に

よ
っ
て
分
か
り
え
た
こ
と
を
簡
潔
に
記
す
な
ら
ば

以
下
と
な
ろ
う
。

第
二
章
で
は
、
伝
統
的
な
住
居
に
お
け
る
発

図Ｇ

図Ｈ

展
、
お
よ
び
住
居
の
発
展
に
伴
う
祭
壇
の
変
化
（
拡
大
）
を
述
べ

た
。
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
神
棚
状
か
ら
仏
壇
状
へ
と
変
化
し
、

さ
ら
に
私
人
壇
と
し
て
宗
教
専
用
の
空
間
へ
と
変
化
す
る
。
さ
ら

に
、
部
屋
だ
け
で
は
な
く
、
建
物
自
体
が
独
立
し
、
時
代
と
と
も

に
そ
の
宗
教
専
用
施
設
が
拡
大
し
て
い
た
。
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録
し
た
意
味
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
ル
ー
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
、
一

定
の
価
値
を
有
す
る
資
料
を
提
示
し
た
と
い
う
自
負
は
あ
る
の
だ

が
、
あ
く
ま
で
調
査
報
告
の
域
を
出
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
で

あ
る
と
痛
感
し
て
い
る
。
諸
先
生
方
の
御
批
正
を
仰
ぎ
た
い
。

注

（
１
）	

ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
が
、
本
人
の
意
思
と
は
無
関
係
に
、
ど
こ
か
の

檀
家
（
仏
教
）
や
氏
子
（
神
道
）
と
な
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
特
定
の

檀
家
や
氏
子
で
な
く
と
も
（
書
類
上
は
無
所
属
で
あ
っ
て
も
）、
そ
れ
ら

の
伝
統
的
な
宗
教
の
儀
式
に
則
っ
て
冠
婚
葬
祭
等
を
執
り
行
な
い
続
け

て
い
る
の
と
状
況
は
同
じ
で
あ
る
。	

　

な
お
、
本
稿
は
台
湾
の
事
例
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
う
道
教
と
は
「
道

教
系
の
民
間
信
仰
」
で
あ
り
、
高
橋
晋
一
氏
の
区
分
（
儒
教
系
祠
廟
、

仏
教
系
祠
廟
、
道
教
系
祠
廟
、
民
間
信
仰
系
祠
廟
、
新
宗
教
系
祠
廟
）

に
従
う
な
ら
ば
、「
民
間
信
仰
系
祠
廟
」
に
相
当
す
る
。	

高
橋
晋
一
「
祠
廟
の
祭
祀
と
道
教
」（『
講
座
道
教
五　

道
教
と
中
国
社

会
』、
二
〇
〇
一
年
、
一
八
六
～
一
八
七
頁
）

（
２
）	

正
確
に
は
「
紅
磚
民
居
」
と
表
記
す
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
建
材

や
細
部
の
装
飾
の
類
を
除
き
、
主
要
な
形
式
、
及
び
拡
大
の
様
相
は
北

京
四
合
院
に
類
似
し
て
い
る
た
め
、
一
般
に
理
解
さ
れ
や
す
い
四
合
院

の
名
称
を
用
い
る
。

第
三
章
で
は
、
現
代
（
二
〇
一
〇
年
代
）
の
都
市
部
に
お
け
る

住
環
境
と
、
祭
壇
と
の
変
化
を
述
べ
た
。
そ
の
際
、
一
戸
建
て
相

当
と
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
に
分
け
、
一
戸
建
て
で
は
私
人
壇
ま
で

で
発
展
が
止
ま
り
や
す
い
こ
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
私
人
壇
に
す

ら
発
展
せ
ず
、
つ
ま
り
神
棚
・
仏
壇
状
で
発
展
が
止
ま
る
傾
向
が

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
現
代
に
お
け
る
廟
が
、
都
市
部

で
は
、
従
来
の
よ
う
な
平
面
的
な
拡
大
で
は
な
く
、
立
体
的
に
拡

大
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

第
二
章
で
述
べ
た
内
容
は
、
中
国
文
化
、
と
り
わ
け
中
華
建
築

に
関
す
る
資
料
で
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
の
だ

が
、
祭
壇
の
拡
張
と
の
関
連
性
を
も
た
せ
て
、
図
等
を
使
い
解
説

し
て
い
る
も
の
は
、
多
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
従
来

の
研
究
で
は
「
無
廟
」
と
し
て
、
一
括
り
に
説
明
さ
れ
て
い
た
状

態
の
も
の
に
、
い
く
つ
か
の
段
階
（
神
棚
状
、
仏
壇
状
、
廟
化
し

て
い
な
い
・
独
立
し
た
建
造
物
に
な
っ
て
い
な
い
私
人
壇
）
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
第
三
章
で
取
り

上
げ
た
、
現
代
に
お
け
る
状
況
の
解
説
は
さ
ら
に
少
な
く
、
一
定

の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
し
、
本
稿
は
、
同
時
代
資
料
を
後
世
に
残
す
と
い
う
意
識

の
下
で
執
筆
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
記
録
と
簡
単
な
分
析
を
主

と
し
、
例
え
ば
文
化
論
の
よ
う
な
も
の
を
論
じ
る
に
至
っ
て
い
な

い
。
従
来
の
研
究
で
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
を
記
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（
３
）	

本
文
で
は
「
都
市
部
」
で
は
「
ほ
ぼ
壊
滅
」
と
し
て
い
る
が
、
二
〇

一
七
年
三
月
に
地
下
鉄
小
港
駅
よ
り
徒
歩
圏
内
の
場
所
に
、
家
屋
の
構

造
、
祭
壇
の
配
置
等
、
正
し
く
典
型
的
な
三
合
院
（
観
光
地
で
は
な
く

完
全
な
民
家
と
し
て
現
在
も
居
住
）
の
存
在
を
確
認
し
た
。
き
わ
め
て

希
な
ケ
ー
ス
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
〇
一
七
年
頃
の
都
市
圏
に
ま
だ
存

在
し
て
い
た
例
と
し
て
、
後
世
の
た
め
の
資
料
と
し
て
記
録
し
て
お
き

た
い
。

（
４
）	

廟
の
大
小
や
、
そ
の
廟
を
支
え
る
地
域
共
同
体
の
大
小
は
あ
れ
ど
、

す
で
に
廟
と
し
て
存
在
し
、
信
者
層
が
形
成
さ
れ
た
状
態
の
も
の
を
対

象
と
し
て
い
る
。

（
５
）	

前
川
正
名
「
鳳
山
区
紅
毛
港
保
安
堂
に
つ
い
て
」（『
中
国
研
究
集
刊
』

六
〇
、
二
〇
一
五
年
）	

前
川
正
名
「
鳳
山
区
紅
毛
港
新
廟
群
調
査
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
六
一
、

二
〇
一
五
年
）

（
６
）	

寒
村
で
あ
り
な
が
ら
、
立
派
な
宗
教
設
備
を
備
え
て
い
る
こ
と
も
あ

る
が
、
い
く
ら
貧
し
く
と
も
、
村
全
体
で
宗
教
設
備
を
保
有
す
る
ま
で

に
特
定
の
宗
教
勢
力
が
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
全
体
の
資
金
力
と

し
て
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。

（
７
）	

劉
枝
萬
氏
は
、
廟
の
発
展
に
関
し
て
、「
無
廟
」「
草
寮
」「
小
祠
」「
公

厝
」「
小
廟
」「
中
廟
」「
大
廟
」
の
七
段
階
に
分
け
て
い
る
。
本
稿
で
は

分
か
り
や
す
く
、「
無
廟
」
を
「
簡
素
な
祭
壇
」「
私
人
壇
」、「
草
寮
」

「
小
祠
」
を
「
小
さ
な
祠
」、「
公
厝
」「
小
廟
」
を
ま
と
め
て
「
小
廟
」

と
し
、
五
段
階
で
示
す
。	

劉
枝
萬
「
廟
寺
の
成
長
」（『
台
湾
の
道
教
と
民
間
信
仰
』
風
響
社
、
一

九
九
四
年
、
一
二
八
～
一
三
二
頁
）

（
８
）	

具
体
的
に
は
「
軒
先
に
扁
額
や
提
灯
が
あ
る
」、「
祭
壇
前
に
常
設
の

供
物
台
や
大
型
の
香
炉
が
あ
る
」、「
礼
拝
空
間
が
一
部
屋
な
い
し
は
家

全
体
を
占
有
し
、居
住
空
間
と
は
隔
離
さ
れ
て
い
る
」、「
し
か
し
な
が
ら
、

家
族
あ
る
い
は
親
族
以
外
の
参
拝
を
想
定
し
て
い
な
い
」
等
が
挙
げ
ら

れ
る
。
従
っ
て
、
道
士
の
自
宅
の
祭
壇
や
、
霊
能
者
等
の
祭
壇
は
、
本

稿
の
指
す
私
人
壇
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
９
）	

公
共
化
の
一
つ
の
目
安
と
し
て
、公
衆
ト
イ
レ
の
有
無
が
あ
げ
ら
れ
る
。

公
共
化
し
て
い
る
場
合
、
不
特
定
多
数
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
た
め
、
ト

イ
レ
等
を
含
む
外
部
か
ら
の
訪
問
者
に
対
応
し
た
設
備
が
整
え
ら
れ
る
。

（
10
）	

本
稿
で
は
、
筆
者
が
描
い
た
イ
ラ
ス
ト
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は

本
稿
の
性
質
上
、
調
査
対
象
が
個
人
宅
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
祭
壇
の
類

で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
個
人
情
報
の
保
護
等
を
勘
案
し
た
上
で
の
判
断

で
あ
る
。	

　

な
お
、
図
作
製
の
際
、
筆
者
が
撮
り
溜
め
た
写
真
の
他
、
王
其
鈞
『
図

解
中
国
民
居
』（
楓
書
房
、
二
〇
一
五
年
）、
康
鍩
錫
『
台
湾
古
建
築
装

飾
深
度
導
覧
』（
第
三
版
、
猫
頭
鷹
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
康
鍩
錫
『
台

湾
廟
宇
深
度
導
覧
図
鑑
』（
第
二
版
、
猫
頭
鷹
出
版
、
二
〇
一
四
年
）、

李
乾
朗
『
台
湾
古
建
築
図
解
事
典
』（
遠
流
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参

考
に
し
た
。
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（
11
）	

典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
は
あ
る
も
の
の
、
ど
の
神
明
を
、
ど
れ
だ
け
の

数
の
神
明
を
祀
る
か
は
個
々
の
場
合
に
よ
る
。
た
だ
し
、
資
金
や
空
間

上
の
問
題
か
ら
、
一
般
的
に
は
あ
ま
り
に
多
数
の
神
像
を
置
く
こ
と
は

な
い
。

（
12
）	

祖
霊
用
の
祭
壇
の
机
も
神
桌
な
の
だ
が
、
祖
先
桌
、
公
媽
桌
と
し
て

区
別
し
て
販
売
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
神
桌
は
、
神
明
用
、
祖
霊

用
を
問
わ
ず
サ
イ
ズ
の
適
合
す
る
普
通
の
机
に
、
布
等
を
掛
け
て
神
桌

に
し
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
ま
た
、
専
用
品
は
そ
も
そ
も
基
本
的
に
特

注
品
の
部
類
で
あ
る
た
め
、
廟
や
神
明
の
名
前
を
彫
り
込
ん
だ
り
、
好

み
の
装
飾
を
あ
る
程
度
注
文
で
き
る
等
、
個
々
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
に
対

応
し
て
い
る
。

（
13
）	

住
居
と
は
別
に
建
て
た
祭
壇
専
用
施
設
（
つ
ま
り
廟
）
に
、
祖
霊
用

の
祭
壇
を
も
移
転
す
る
場
合
や
、
神
明
用
の
建
物
と
は
別
に
祖
霊
専
用

の
建
物
を
建
て
る
場
合
等
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
。
例

え
ば
、
濟
天
宮
（
紅
毛
港
）
は
廟
内
の
小
部
屋
に
祖
霊
用
の
祭
壇
を
設

置
し
、
朝
天
宮
（
紅
毛
港
）
は
同
一
敷
地
内
だ
が
、
敷
地
内
へ
の
入
口

を
も
別
に
し
た
祖
霊
用
の
建
造
物
を
、
完
全
に
別
に
作
っ
て
い
る
。

（
14
）	

福
安
宮
（
嘉
義
県
東
石
郷
）
の
義
愛
公
、
鎮
安
堂
（
台
南
市
安
南
区
）

の
飛
虎
将
軍
等
も
信
者
を
獲
得
し
拡
大
し
た
例
で
あ
る
。

（
15
）	

広
大
な
敷
地
と
資
金
力
と
を
有
す
る
人
物
が
、
自
室
に
壮
麗
な
祭
壇

を
作
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
そ
の
個
人
の
豪
華
な
祭
壇

で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
同
様
に
、
基
本
的
に
は
部
外
者
の
来
な
い
場
所
、

例
え
ば
中
庭
に
、
近
隣
の
大
廟
を
圧
倒
す
る
、
壮
麗
な
専
用
建
築
物
を

建
て
た
と
し
て
も
、
や
は
り
私
人
壇
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
「
豪
華
な
私
人
壇
」
に
公
衆
ト
イ
レ
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る

だ
ろ
う
か
。

（
16
）	

台
湾
の
都
市
部
に
お
け
る
、
日
本
の
戸
建
て
住
居
に
相
当
す
る
建
物

は
、
長
屋
形
式
で
建
築
分
譲
さ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
透
天
厝
な

ど
の
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
透
天
厝
を
戸
建
て
（
単

位
：
一
軒
）
と
呼
び
説
明
を
行
な
う
。

（
17
）	

統
治
時
代
で
は
、
ア
ー
ケ
ー
ド
付
き
長
屋
型
建
造
物
に
「
亭
仔
脚
」

の
名
称
も
あ
る
の
だ
が
、
現
在
で
は
必
ず
し
も
ア
ー
ケ
ー
ド
を
作
る
わ

け
で
も
な
く
、そ
の
た
め
本
稿
で
は
こ
の
名
称
を
避
け
て
い
る
。
参
考
・

茂
木
計
一
郎
「
騎
楼
型
民
居
の
構
成
に
関
す
る
研
究
（
梗
概
）」（『
住
宅

総
合
財
団
研
究
年
報
』
一
八
、
一
九
九
二
年
）

（
18
）	

台
湾
の
場
合
、
耐
力
壁
・
柱
・
梁
の
配
置
等
を
除
き
、
内
装
を
購
入

者
が
施
工
す
る
例
が
多
い
た
め
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
が
、
最
上
階
の
窓
側
を
、
あ
ら
か
じ
め
祭
壇
用
の
部
屋
と
し
て
作

る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
祭
壇
が
大
型
化
す
る
場
合
、
什
器
や
祭
具

の
搬
入
お
よ
び
設
置
を
考
え
る
と
一
階
の
道
路
側
と
な
り
や
す
い
。（
口

径
六
〇
セ
ン
チ
程
度
の
香
炉
で
二
〇
〇
キ
ロ
前
後
の
重
量
で
あ
る
。）	

　

な
お
、
一
般
の
住
居
に
立
ち
入
る
こ
と
も
困
難
な
た
め
、
調
査
不
足

の
感
も
否
め
ず
、
奥
の
部
屋
に
祭
壇
を
設
け
て
い
る
可
能
性
も
完
全
に

は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
筆
者
は
中
層
階
の
道
路
側
に
私
人
壇
を
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作
っ
て
い
る
例
を
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
く
、
中
層
階
や
奥
の
部
屋
の
祭

壇
と
い
う
の
は
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
少
数
例
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）	
新
興
の
宗
教
勢
力
が
、
大
規
模
な
本
部
（
本
山
）
を
作
る
場
合
、
資

金
的
に
は
潤
沢
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
郊
外
の
山
の
中
腹
等
に
開
く
場

合
が
多
い
の
は
、
宗
教
的
な
何
か
、
例
え
ば
静
寂
さ
や
、
霊
妙
な
雰
囲

気
を
求
め
て
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
20
）	

一
見
す
る
と
、
廟
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
外
装
が
廟
風
に
変

化
し
て
い
る
も
の
の
、
一
階
の
道
路
側
の
部
屋
に
祭
壇
が
あ
る
だ
け
で
、

一
階
の
奥
の
部
屋
、
お
よ
び
二
階
以
上
に
は
家
族
が
暮
ら
し
て
い
る
と

い
う
、
私
人
壇
と
変
わ
ら
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
か
な
り
多
い
。

（
21
）	

核
家
族
化
の
影
響
と
関
係
す
る
こ
と
と
し
て
、
本
家
で
は
な
く
分
家
、

男
性
で
は
な
く
女
性
当
主
（
世
帯
主
）
等
、
そ
も
そ
も
大
型
化
さ
せ
る

必
要
が
な
い
（
信
仰
上
の
共
同
体
に
対
す
る
社
会
的
な
責
任
が
な
い
）

事
例
も
あ
り
、
敷
地
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
家
筋
の
直

系
男
子
が
街
な
か
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
て
居
住
し
て
い
る
場
合
、
自
宅
の

祭
壇
の
拡
張
に
難
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
22
）	

ビ
ル
化
の
具
体
例
と
し
て
は
、
至
陽
宮
（
小
港
区
）、
慈
鳳
宮
（
屏
東

駅
前
）、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
紅
毛
港
の
場
合
は
、
都
市
圏
で
あ
り
な
が
ら
、

集
団
移
住
に
よ
り
区
画
整
理
を
最
初
か
ら
や
り
直
し
た
状
態
で
建
設
し

て
い
る
た
め
、
比
較
的
廟
の
敷
地
に
余
裕
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も

大
廟
に
属
し
、
敷
地
の
広
い
朝
天
宮
（
紅
毛
港
）、
朝
鳳
寺
（
紅
毛
港
）、

飛
鳳
寺
（
紅
毛
港
）
は
、
一
階
を
事
務
室
や
ホ
ー
ル
、
二
階
を
正
殿
に

し
て
お
り
、
大
廟
の
部
類
で
は
や
や
小
ぶ
り
の
天
龍
宮
（
紅
毛
港
）
や
、

中
型
の
城
隍
廟
（
紅
毛
港
）、
海
衆
廟
（
紅
毛
港
）
等
も
一
階
を
倉
庫
や

事
務
室
、
二
階
を
正
殿
に
す
る
等
、
多
層
化
し
て
い
る
。

（ 243 ）




