
王

雲

五

と

鄭

振

鐸

i
l商
務
印
書
館
史
、
の
一
断
面
1

1

は
じ
め
に

本
稿
は
、
一
九
二

0
年
代
の
初
頭
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
高
務

印
審
館
ハ
以
下
商
務
と
略
称
)
に
入
っ
た
毛
察
五
ハ
一
八
八
八

i
一

九
七
九
〉
と
郵
振
鐸
〈
一
八
九
八

i
一
九
五
八
〉
と
の
確
執
を
概
観

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
約
十
年
間
の
商
務
が
抱
い
て
い
た
問
題

に
一
つ
の
照
明
を
あ
て
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

い
っ
た
い
、
中
間
近
代
の
文
化
界
を
考
え
る
上
で
、
商
務
は
非
常

に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
商
務
そ
の
も
の
が

研
究
対
象
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

〈

1
v

る
。
そ
ん
な
中
で
、
日
本
の
金
港
堂
と
の
合
弁
問
題
を
中
心
に
、
初

ハ
2
〉

期
の
商
務
に
光
を
あ
て
る
論
文
を
発
表
し
続
け
て
い
る
の
が
樽
本
照

雄
氏
で
、
同
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
分
野
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
長

ハ
3
)

ハ
4
)

〈

5
〉

(
6〉

沢
規
短
也
、
実
藤
恵
秀
、
中
村
忠
行
、
矢
作
勝
美
各
氏
の
論
考
が
あ

〈

7
〉

る
と
い
う
。

松

村

茂

樹

た
だ
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
商
務
に
対
す

る
関
心
は
初
期
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
五
四
の

後
、
大
き
く
脱
皮
を
と
げ
る
こ
と
に
な
る
時
期
の
商
務
に
つ
い
て
分

析
を
加
え
る
こ
と
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
本
稿
が
論
じ

よ
う
と
す
る
王
雲
五
と
鄭
振
鐸
が
共
に
商
務
に
在
籍
し
た
一
九
二
一

年
か
ら
一
九
=
二
年
に
か
け
て
の
十
年
間
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
脱
皮

の
時
期
に
重
な
る
。

よ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
商
務
の
総
経
理
と
な
っ
て
、
経
営

の
中
心
と
な
る
王
雲
五
と
、
茅
盾
か
ら
引
き
継
い
だ
『
小
説
月
報
』

の
主
編
を
長
く
つ
と
め
て
、
後
に
文
学
者
と
し
て
名
を
成
す
こ
と
に

な
る
鄭
振
鐸
の
二
人
が
、
こ
の
脱
皮
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
か
か
わ

り
か
た
を
し
た
の
か
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
商
務
が
い

か
な
る
性
格
を
有
し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
の
意
義
は
、
決
し

て
小
さ
く
は
な
い
と
思
う
。
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一
、
司
小
説
世
界
』
と
『
婦
女
雑
誌
』

ハ
8
〉

一
九
一
二
年
五
月
一
一
日
、
郷
援
鐸
は
務
務
の
編
訳
所
に
入
っ

(
9〉

た
。
彼
の
入
所
は
茅
盾
の
絡
介
一
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
半

年
前
、
す
で
に
所
長
の
高
夢
日
一
と
会
っ
て
お
り
、
高
夢
旦
に
将
来
性

ハ
日
)

を
見
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
鄭
と
高
は
福
建
長
楽
の
同

郷
人
で
、
当
時
の
商
務
に
は

μ
一
福
建
腕
μ

ら
し
き
も
の
が
あ
っ
た
と

〈
刊
以
〉

も
一
一
一
同
わ
れ
て
い
る
の
で
、
郷
振
鐸
の
入
所
に
は
こ
の
こ
と
が
関
係
し

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

鄭
振
鍛
の
入
所
か
ら
四
か
月
後
の
同
年
九
月
一
六
日
、
王
雲
五
は

商
務
編
訳
所
に
高
夢
日
一
の
後
任
所
長
候
待
と
し
て
入
っ
た
。
突
は
高

夢
旦
は
新
時
代
に
対
応
す
る
べ
く
、
一
新
文
化
運
動
の
旗
手
・
胡
適
を

自
ら
の
後
任
に
招
こ
う
と
し
た
の
だ
が
、
初
適
に
断
ら
れ
、
代
り
に

〈

泣

〉

王
府
一
世
五
を
推
薦
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
雲
五
は
荷
務
と
は

何
の
関
係
も
な
か
っ
た
胡
適
の
紹
介
で
商
務
に
入
っ
た
わ
け
で
、
当

然
μ
福
建
閥
μ

な
ど
商
務
派
閥
の
外
に
置
か
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
二
人
は
商
務
で
初
め
て
出
会
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し

て
鄭
振
鐸
は
句
児
童
世
界
』
の
主
編
を
一
年
間
つ
と
め
た
後
、
一
九

二
三
年
一
月
一

O
出
発
行
の
第
一
回
巻
第
一
期
よ
り
、
茅
盾
に
代
っ

ハ
日
)

て
司
小
説
月
報
』
の
主
編
に
就
任
し
、
主
…
一
一
一
拭
五
は
編
訳
一
助
長
就
任
後
、

一
九
二
一
一
年
末
ま
で
に
朱
経
幾
ら
a

新
た
な
人
材
を
引
き
入
れ
て
、
向
同

ハ
リ
片
〉

ら
の
体
制
が
た
め
を
し
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
し
て
一
九
二
三
年
一
月
、
二
人
に
『
小
説
世
界
』
と
い
う
雑
誌

の
創
刊
を
め
ぐ
る
確
執
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
述
べ
る
に
は
、
ま
ず
『
小
説
月
報
』
の
い
わ
ゆ
る

μ
革
新
μ

に
つ

い
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の

(
日
)

で
、
茅
窟
の
回
穏
を
も
と
に
、
こ
の
前
後
の
状
況
を
ま
と
め
て
お
き

F

一、。

ふ
れ
E
h
yい

わ
ゆ
る
H

革
新
H

前
の
『
小
説
月
報
』
は
、
茅
屈
に
言
わ
せ
る

と
、
封
建
思
想
と
寅
弁
意
識
が
ま
じ
り
合
っ
た
礼
拝
六
派
(
鴛
議
蛸

蝶
派
)
の
作
品
が
独
占
し
て
い
た
が
、
一
九
二

O
年
一
月
発
行
の
第

一
一
巻
第
一
期
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

μ
半
革
新
μ

が
な
さ
れ
、
紙
部
の

三
分
の
一
を
「
小
説
新
潟
」
欄
と
し
、
茅
盾
が
衰
を
者
と
な
っ
て
、

新
し
い
傾
向
の
作
品
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の

主
編
で
あ
っ
た
ま
率
農
も
礼
拝
六
派
に
気
が
ね
を
し
な
が
ら
も
、
新

傾
向
作
品
の
比
率
を
増
や
し
て
行
っ
た
が
、
結
局
、
新
出
入
り
ま
じ

る
μ
半
革
新
υ

状
態
で
は
読
者
を
つ
か
ん
で
お
く
こ
と
が
で
き
ず
、

発
行
部
数
は
徐
々
に
落
ち
込
ん
で
行
き
、
第
一
一
巻
第
一

O
期
は
二

千
部
し
か
印
開
削
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
商
務
の
資
本
家
側
に
し
て

み
れ
ば
赤
字
に
抽
出
な
ら
ず
、
か
く
し
て
王
蒋
農
は
赤
字
を
認
め
な
い

資
本
家
側
の
圧
力
、
お
よ
び
新
沼
部
派
の
板
ば
さ
み
に
苦
し
ん
で

『
小
説
月
報
』
主
編
を
辞
任
し
、
そ
の
後
任
と
し
て
高
夢
旦
は
鄭
爆
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銀
ら
と
共
に
文
学
研
究
会
を
発
足
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
茅
盾
を
指
名
し

た
。
一
九
二

O
年
一
一
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
茅
属
は

一
九
二
一
年
一
月
発
行
の
第
一
二
巻
第
一
期
よ
り
『
小
説
月
報
』
の

主
編
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る

μ
完
全
革
新
υ

を
は
た
し
た
。
す
る
と
低

迷
し
て
い
た
発
行
部
数
が
伸
び
始
め
、
第
一
二
巻
の
第
一
期
は
五
千

部
を
印
刷
し
て
す
ぐ
に
売
り
切
れ
、
第
二
期
は
七
千
部
を
印
刷
側
、
そ

し
て
第
一
二
巻
の
末
期
に
は
一
万
部
を
印
刷
し
た
と
い
う
。
茅
慮
は

μ
革
新
μ

後
の
『
小
説
月
報
』
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
部
数
を
伸
ば
し

た
こ
と
で
、

一
政
問
派
の
新
思
想
に
対
す
る
憎
-
思
も
、
つ
い
に
彼
ら
の
拝
金
主

(日〉

義
勢
力
の
も
と
に
屈
し
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
突
は
茅
盾
の
一
一
一
一
口
う
「
頑
国
派
」
つ
ま
り
礼
拝
六

派
お
よ
び
そ
れ
に
つ
な
が
る
商
務
の
保
守
勢
力
は
、
こ
こ
で
決
し
て

「
屈
し
」
は
せ
ず
、
商
務
か
ら
新
た
に
礼
拝
六
派
の
た
め
の
雑
誌
を

出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
項
、
鄭
振
鐸
は
前
述
の
通
り
『
児
童
世
界
』
主
縞
を
つ
と
め

る
か
た
わ
ら
、
H

革
新
μ

後
の
司
小
説
月
報
』
に
も
次
々
と
翻
訳
や

ハ
げ
〉

詩
な
ど
を
発
表
し
て
い
た
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
鄭
振
鐸
に
も
礼
拝
六

派
の
た
め
の
新
雑
誌
創
刊
の
動
き
が
伝
わ
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

吋
鄭
振
鋒
年
譜
』
一
九
二
二
年
一

O
月
三
日
の
一
擦
に
、

周
作
人
に
手
紙
、
を
出
し
、
「
上
海
方
面
は
ま
っ
た
く
ダ
メ
で
す
。

礼
拝
六
派
の
勢
力
が
と
て
も
接
大
な
の
で
す
ヘ
「
商
務
は
近
頃
ま

た
小
説
の
週
刊
誌
を
出
す
つ
も
り
で
い
ま
す
。
原
稿
を
書
く
の
も

ま
た
彼
ら
で
す
。
私
達
は
当
初
こ
の
種
の
挙
動
を
な
ん
と
か
と
ど

め
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
に
は
あ
ま
り
わ
か
ら
な
い
よ
う
で

す
ヘ
「
そ
れ
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
私
達
は
上
海
で
攻
撃
を
加
え

よ
う
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
、
あ
わ
せ
て
周
作
人
に
北
京
で
応
援

ハ
羽
〉

し
て
く
れ
る
よ
う
希
望
し
て
い
る
。

と
あ
り
、
鄭
振
鐸
が
こ
の
こ
と
に
不
快
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。こ

の
時
、
商
務
が
出
そ
う
と
し
て
い
た
礼
拝
六
派
の
た
め
の
新
雑

誌
が
司
小
説
世
界
』
で
あ
る
。
鄭
振
鐸
ら

υ
新
文
学
υ

側
に
と
っ
て

は
、
礼
拝
六
派
の
作
品
は
、
社
会
に
害
を
な
す
も
の
で
し
か
な
か
っ

た
。
だ
が
、
王
雲
五
は
側
近
の
葉
動
風
を
主
編
と
し
て
、
一
九
二
三

〈
玲
〉

年
一
月
五
日
、
『
小
説
世
界
』
を
創
刊
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し、

H

新
文
学
μ

側
は
当
然
次
々
と
異
議
を
唱
え
た
。

ま
ず
銭
玄
向
が
一
九
二
三
年
一
月
一

O
日
付
の
言
反
報
部
刊
』
に

つ
出
入
意
表
之
外
υ

的
事
」
を
発
表
し
、
魯
迅
の
「
飽
例
的
花
霞
」

を
引
い
て

μ
新
文
学
υ

側
に
礼
拝
六
派
の
汚
潟
に
ま
み
れ
な
い
よ
う

警
告
し
た
。
そ
し
て
続
い
て
鄭
振
鐸
が
同
年
一
月
一
五
日
付
の
『
時

事
新
報
』
に
「
《
小
説
世
界
》
与
新
文
学
者
」
を
発
表
し
て
『
小
説

世
界
』
発
行
を
批
難
し
、
魯
迅
も
向
日
付
の
『
長
報
部
刊
』
に
「
関
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於
《
小
説
世
界
ど
を
発
表
し
て
、
同
年
一
月
一
一
日
付
の
同
じ
く

『
農
報
部
刊
』
に
掲
載
さ
れ
た
礼
拝
六
派
側
の
意
見
で
あ
る
東
校

又
小
説
世
界
ど
に
反
論
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で

υ
新
文
学
μ

側
の
『
小
説
世
界
』
創
刊
に
対

す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
り
、
鄭
振
鐸
と
王
雲
五
の
借
入
的
論
争
で

は
な
か
っ
た
が
、
ウ
小
説
世
界
』
創
刊
を
認
め
た
王
雲
五
の
身
近
に

い
た
鄭
振
鍔
と
し
て
は
、
王
雲
五
個
人
に
対
す
る
僚
懇
を
必
ず
や
有

し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
王
雲
五
の
方
は
鄭
振
鐸
の
慎
濯
を
と
り
た
て
て
気
に
し
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
『
小
説
世
界
』
創
刊
口
す
に

は
、
「
税
制
読
第
十
四
巻
的
小
説
月
報
」
と
題
す
る
宣
伝
文
が
掲
載
さ

れ
、
鄭
振
鐸
が
茅
盾
の
後
を
う
け
て
初
め
て
主
一
織
を
つ
と
め
た
第
一

回
巻
第
一
郊
の
ウ
小
説
月
報
』
の
購
読
が
読
者
に
す
す
め
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
、
鄭
振
鐸
と
志
を
間
じ
く
す
る
は
ず
の
茅
盾
(
こ
こ
で
は

沈
蹴
球
名
を
用
い
て
い
る
)
の
「
私
奔
」
と
い
う
一
文
が
掲
載
さ
れ

て
い
て
、

μ
新
文
学
μ

側
の
人
物
に
も
『
小
説
世
界
』
の
支
が
与
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
こ
れ
に
対
し
、
鄭
振
鐸
主
編
の
明
小
説

月
報
』
に
は
広
告
機
以
外
に
ウ
小
説
世
界
』
の
名
さ
え
見
え
な
い
)
。

こ
れ
は
主
雲
五
の
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い

が
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
単
純
に
、
五
一
皆
同
五
は
企
業
経
蛍
を
考
え
て

い
た
だ
け
と
考
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
。
つ
ま
り
、
は
蕗

務
の
経
営
側
の
人
物
な
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
利
潤
を
あ
、
げ
る
こ

と
を
考
え
る
の
が
普
通
で
、
『
小
説
月
報
』
の
H

革
新
μ

に
よ
り
;
新

文
学
μ

側
の
読
者
震
を
大
き
く
増
や
し
た
も
の
の
、
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
礼
拝
六
派
の
愛
読
者
層
を
失
っ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
を
拾
い
上
げ
る
た
め
に
『
小
説
世
界
』
を
創
刊
し
た
だ

け
な
の
で
は

i
iと
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
ら
れ
そ
う

な
記
述
が
あ
る
。
前
に
触
れ
た
一
九
二
三
年
一
月
一
一
日
付
『
長
報

部
刊
』
に
掲
載
さ
れ
た
東
校
「
《
小
説
世
界
ど
の
一
節
を
見
ょ
う
。

(
商
務
を
『
小
説
世
界
』
発
刊
に
向
か
わ
せ
た
外
部
か
ら
の
刺

激
の
)
第
一
は
、
近
年
来
、
小
さ
な
出
版
社
が
適
当
に
何
人
か
の

斯
文
流
誤
〈
礼
拝
六
深
の
作
家
を
さ
す
〉
を
一
履
い
、
大
々
的
に

『
礼
拝
中
ハ
』
(
復
刊
〉
、
円
間
延
期
』
、
『
半
月
』
、
コ
丘
、
『
笑
』
、
『
快
活
』

を
出
し
た
と
こ
ろ
、
意
外
に
も
大
も
う
け
を
し
た
こ
と
で
、
第
二

は
、
商
務
は
つ
革
新
μ

訪
の
)
第
一
一
巻
ま
で
の
『
小
説
月
報
』

の
読
者
か
ら
の
手
紙
数
千
通
を
受
け
取
っ
た
が
、
ど
れ
も
が
司
小

説
月
報
』
は
改
良
す
べ
き
で
な
い
と
責
め
た
て
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
礼
拝
六
派
の
作
品
は
ま
だ
ま
だ
売
れ
た
の
で
あ
る
。
き
す

れ
ば
、
経
営
側
の
王
裳
五
が
礼
拝
六
派
の
作
品
を
掲
載
し
た
雑
誌
を

持
っ
て
お
く
べ
き
だ
と
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。



こ
の
こ
と
を
も
っ
と
直
観
的
に
述
べ
て
い
る
の
が
一
九
二
三
年
一

月
二
三
日
付
『
農
報
副
刊
』
に
掲
載
さ
れ
た
剤
生
「
意
表
之
中
的

事
」
に
見
え
る
次
の
一
節
で
あ
る
。

商
人
(
商
務
を
さ
す
〉
は
何
を
も
っ
て
、
究
極
の
底
的
と
す
る

か
?
金
も
う
け
で
あ
る
。
文
恨
(
礼
拝
六
派
の
作
家
を
さ
す
)

は
何
を
も
っ
て
究
極
の
自
的
と
す
る
か
?
金
も
う
け
で
あ
る
。

な
ら
ば
も
う
け
る
べ
き
金
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
彼
ら
が
す
ぐ

υ
排
洗
物
υ
を
製
造
販
売
し
て
人
に
食
べ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
も
、

ま
さ
し
く
当
然
の
こ
と
で
、
な
お
か
つ
私
達
も
そ
れ
を
非
難
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
G

な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
事
業
は
も
と
も
と
手
に
入

れ
る
も
の
、
が
白
け
れ
ば
銀
、
黄
色
な
ら
ば
金
と
い
う
こ
と
だ
け
が

大
切
だ
か
ら
で
あ
る
。
売
り
出
し
た
も
の
が
た
と
え
何
で
あ
ろ
う

ル
γ
も
・
:
・
・
0

先
に
あ
げ
た
東
校
は
礼
拝
六
派
の
側
に
立
っ
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
粥
生
は
H

新
文
学
μ

側
に
立
っ
て
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
N

新
文
学
μ

制
測
も
礼
拝
六
派
の
作
品
は
、
少
な
く
と
も
「
金

も
う
け
」
に
は
な
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
H

新
文

学
μ

側
は
そ
ん
な
「
金
も
う
け
」
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
う
い
っ
た
論
理
が
経
営
側
と
し
て
の
王
雲
五
に
は
通
じ
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
い
た
し
か
た
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

き
す
れ
ば
、
こ
の
『
小
説
世
界
』
を
め
ぐ
る
王
雲
五
と
鄭
振
鐸
の

確
執
の
構
図
は
、
王
禁
五
が
経
営
側
の
論
理
で
創
刊
し
た
『
小
説
世

界
』
に
対
し
、
鄭
振
鐸
が
H
V

新
文
学
μ

側
の
理
念
で
も
っ
て
憤
慨
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
鄭
振
鍔

は
商
務
編
訳
一
併
に
お
け
る
支
雲
五
の
部
下
な
の
で
あ
り
、
企
業
の
論

理
か
ら
一
一
一
一
向
う
と
、
経
営
の
こ
と
を
考
え
て
行
う
上
司
の
意
向
に
、
部

下
は
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
の
に
鄭
振
鐸
は
、
上
司
で
あ
る
王
雲

五
に

υ
理
念
μ

で
反
抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
王
雲
五
も
や
り

に
く
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
こ
人
に
一
九
二
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
高
務
が
出
し

て
い
た
『
婦
女
雑
誌
』
を
め
ぐ
り
、
第
二
の
確
執
が
起
こ
る
こ
と
に

な
る
。『

婦
女
雑
誌
』
は
商
務
が
一
九
一
五
年
に
創
刊
し
た
女
性
誌
で
、

ハ
釦
〉

王
蓉
農
の
後
を
う
け
て
章
錫
深
が
主
編
を
つ
と
め
て
い
た
。
そ
の
章

錫
深
の
一
一
一
一
向
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
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一
九
二
五
年
一
月
発
行
令
婦
女
雑
誌
』
)
の
「
新
性
道
徳
専
号
」

に
お
い
て
、
私
が
書
い
た
「
新
性
道
徳
是
什
仏
」
と
席
建
人
が
書

い
た
「
性
道
徳
的
科
学
標
準
」
の
両
文
は
、
『
現
代
評
論
』
で
北

京
大
学
の
有
名
教
授
・
際
大
斉
の
糾
弾
を
受
け
、
王
雲
五
を
大
い

に
狼
狽
せ
し
め
た
。
彼
は
私
に
、
以
後
、
毎
号
割
り
付
け
さ
れ
た

校
了
j
h
v
を
自
分
に
送
ら
せ
て
審
査
し
、
そ
の
上
で
や
っ
と
印
別

に
付
し
た
。



と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
更
に
章
錫
深
が
一
一
一
一
回
う
に

は
、
宇
中
雲
五
は
抗
議
の
辞
表
を
提
出
し
た
章
錫
深
を
霞
文
部
に
遷

し
、
周
建
人
を
『
自
然
界
』
主
編
に
遷
し
た
上
で
、
『
婦
女
雑
誌
』

主
編
に
は
、
能
力
に
乏
し
い
杜
就
田
を
す
え
た
。
こ
れ
に
郷
振
鐸
ら

が
慎
慨
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
意
錫
深
の
品
一
一
口
を
つ
づ
け
よ
う
。

初
愈
之
、
鄭
振
鐸
お
よ
び
館
外
の
友
人
・
呉
覚
農
ら
は
こ
れ
に

す
こ
ぶ
る
憤
慨
し
、
私
と
周
建
人
に
別
の
女
性
誌
を
編
集
す
る
こ

と
を
す
す
め
た
。
幾
度
か
の
討
議
を
経
て
「
新
女
性
社
」
を
組
織

す
る
こ
と
を
決
定
し
、
社
を
宝
山
路
三
徳
星
の
呉
覚
農
の
家
に
お

き
、
呉
党
農
が
表
向
き
の
編
集
発
行
人
と
な
っ
て
、
次
の
年
(
一

九
二
六
〉
の
一
月
に
内
新
女
性
』
創
刊
号
を
出
版
し
た
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
早
く
に
商
務
に
知
ら
れ
て
し
ま
い
、
(
社
就
田
の
い

と
こ
で
張
元
済
と
親
し
か
っ
た
)
社
更
泉
は
こ
れ
は
ひ
ど
く
紀
律

に
違
反
し
た
不
道
徳
な
行
為
だ
と
し
て
、
王
雲
五
に
私
を
解
一
躍
す

る
よ
う
要
求
し
た
。

こ
う
し
て
玉
禁
五
に
務
務
を
追
わ
れ
た
章
錫
深
を
、
鄭
振
鐸
は
は
げ

ま
し
つ
づ
け
、
鄭
振
鐸
の
支
持
の
も
と
、
意
錫
環
は
一
九
二
六
年
八

ハ
詑
〉

月
、
開
明
書
践
を
創
立
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
こ
と
も
王
雲
五
に
し
て
み
れ
ば
、
輩
錫
深
、
そ
し
て

郷
採
録
と
い
う
部
下
の
反
抗
に
他
な
ら
な
い
。
制
州
振
鐸
ら
に
も
彼
ら

な
り
の
正
義
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
高
務
に
籍
を
い
た
ま

ま
、
商
務
の
吋
婦
女
雑
誌
』
に
対
抗
す
る
雑
誌
会
新
女
性
ち
を
出

す
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
て
は
、
組
織
の
長
た
る
王
雲
五
と
し
て
は
放

置
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
『
小
説
世
界
』
、
『
婦
女
雑
誌
』
を
め
ぐ
る
王
雲
五
、
鄭

振
鐸
の
確
執
か
ら
、
思
想
対
立
と
同
時
に
、
王
雲
五
が
進
め
た
経
営

組
織
の
強
化
、
つ
ま
れ
ソ
、

μ
近
代
化
υ

に
伴
う
問
題
が
着
取
で
き
る
。

二
、
労
資
対
立

さ
て
、
『
婦
女
雑
誌
』
の
問
題
が
発
生
し
た
一
九
二
五
年
は
、
い

わ
ゆ
る
五
升
事
件
が
起
こ
り
、
中
国
革
命
史
の
上
で
も
、
一
つ
の
転

換
点
と
な
っ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
労
働
運
動
が

高
ま
り
を
見
せ
は
じ
め
、
共
産
党
は
職
工
会
(
労
働
組
合
〉
の
結
成

を
訴
え
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
応
じ
て
蕗
務
で
も
同
年
六
月
一
一
一
日
に

職
工
会
が
成
立
し
、
鄭
援
鐸
も
委
員
に
選
ば
れ
て
い
る
。

実
は
こ
の
二
年
前
の
一
九
二
一
一
一
年
一

O
月一

O
日
、
鄭
振
鐸
は
高

官

Y
回
一
の
沼
女
・
草
相
談
と
結
婚
し
て
い
…
問
。
つ
ま
り
資
本
家
側
の
高

夢
日
一
と
義
理
の
親
子
関
係
を
結
ん
で
い
た
わ
け
だ
が
、
鄭
援
鐸
は
決

し
て
資
本
家
側
に
回
ろ
う
と
は
せ
ず
、
職
工
会
の
代
表
の
一
人
と
し

て
、
資
本
家
側
と
対
決
す
る
道
を
選
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
商
務
職
工
会
は
成
立
か
ら
二
か
月
後
の
一
九
二
五
年
八
月

〈

お

〉

二
二
日
、
「
蕗
務
印
護
館
職
工
会
罷
工
宣
言
」
を
出
し
て
、
高
務
資
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本
家
側
に
待
遇
改
諮
問
中
〕
要
求
し
、
『
ハ
ト
ラ
イ
キ
を
決
行
し
た
。
こ
の

玄
ニ
一
一
同
文
を
読
ん
で
み
る
と
、
資
本
家
側
の
「
花
紅
(
賞
与
金
と
が

桁
外
れ
に
多
い
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
お
り
、
宣
言
文
が
収
め
お
れ
て

い
る
町
中
国
現
代
出
版
資
料
〈
甲
編
)
』
の
一
編
者
が
つ
け
た
注
に
は

右
の
よ
う
な
表
が
載
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
宣
言
文
に
よ
る
と
、
一

般
労
働
者
の
「
花
紅
」
は
月
給
一

O
余
元
の
人
な
ら
年
に
一

O
余
元

で
あ
り
、
月
給
よ
ワ
少
な
い
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
こ
こ
で

注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
労
資
の
待
遇
格
差
で
は
な
く
、
玉
雲
五
の

「
花
紅
」
の
一
伸
び
の
大
き
き
で
あ
る
。
王
雲
五
は
商
務
入
舘
後
わ
ず

か
数
年
で
、
張
元
済
や
高
夢
日
一
に
次
ぐ
資
本
家
側
の
実
力
者
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

そ
ん
な
資
本
家
側
に
対
抗
す
る
形
と
な
っ
て
い
た
鄭
振
鐸
は
、
ス

ト
ラ
イ
キ
突
入
の
二
日
後
に
あ
た
る
八
月
二
回
目
、
職
工
会
の
代
表

(
一
三
人
〉
の
一
人
と
し
て
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
き
、
そ
し
て
八

月
二
九
日
、
資
本
家
側
か
ら
賃
上
げ
回
答
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功

ハ
お
〉

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
労
資
交
渉
に
、
王
雲
五
は
商
務
資
本
家
側
の
実
力
者
と

し
て
出
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
王
雲
五
は
こ
の
こ
と
を
た
い

そ
う
気
に
病
ん
で
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
王
室
(
五
自
述
の
回
憶
を

見
て
お
こ
う
。
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民
国
一
五
年
三
九
二
六
)
頃
か
ら
だ
っ
た
ろ
う
か
、
上
海
で

は
労
資
紛
争
が
し
ば
し
ば
起
き
て
お
り
、
商
務
の
職
工
会
は
当
時

の
企
業
界
で
最
も
強
い
力
を
有
す
る
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
紛

争
の
は
じ
ま
り
は
、
当
然
印
刷
所
が
主
と
な
り
、
発
行
所
お
よ
び

総
務
処
が
こ
れ
に
次
い
だ
。
続
訳
所
で
は
少
数
の
別
に
下
心
を
持

っ
て
い
る
者
が
活
躍
し
て
い
た
も
の
の
、
大
多
数
は
皆
新
出
の
学

者
で
あ
っ
て
、
態
度
は
当
然
は
る
か
に
穏
健
で
、
少
数
の
別
に
下

心
を
持
っ
て
い
る
者
も
、
多
く
が
含
蓄
を
有
し
て
お
り
、
率
先
し

て
う
る
さ
い
問
題
を
起
こ
し
た
り
、
激
し
い
態
度
を
と
っ
た
り
は

し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
・
:
:
・
(
中
略
〉
:
:
:
当
時
の
総
経
理
は

印
刷
所
所
長
の
飽
(
成
田
間
〉
先
生
が
兼
任
し
て
い
た
が
、
す
で
に

高
齢
で
、
篤
実
な
人
柄
で
あ
っ
た
た
め
、
一
吉
岡
辞
を
よ
く
せ
ず
、
そ

の
他
の
経
理
、
協
理
ら
も
ま
た
多
く
が
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
な
に
が
し
か
の
労
働
争
議
が
激
し
く
な
る
と
、
私
が
身

を
挺
し
て
出
て
行
か
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
対
応
よ

ろ
し
き
を
得
た
な
ら
、
波
風
は
や
ん
だ
。
こ
の
後
、
ひ
と
た
び
労

資
紛
争
と
な
る
と
、
資
本
家
側
は
皆
一
致
し
て
私
を
出
馬
さ
せ
て

対
処
さ
せ
、
つ
い
に
責
任
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
私
に
、
全
面
の

(
加
〉

資
任
を
転
嫁
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
い
や
気
が
き
し
た
王
雲
五
は
つ
い
に
商

(
仙
川
〉

務
離
脱
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
引
用
し
た
王
雲
五
の
言
か
ら
は
、
商
務
離
脱
に
い
た
る
彼

の
胞
の
内
が
よ
く
窺
え
る
が
、
そ
れ
以
外
に
、

①
「
到
に
下
心
を
持
っ
て
い
る
者
」
と
い
う
表
現
で
、
王
雲
五

が
商
務
編
訳
所
内
部
の
反
抗
分
子
の
存
在
を
ほ
の
め
か
し
て
い

る
こ
と
。

②
商
務
資
本
家
側
が
王
雲
五
に
労
資
交
渉
を
お
し
つ
け
、
労
働

争
議
か
ら
距
離
を
蜜
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
。

と
い
う
重
要
な
二
つ
の
こ
と
が
ら
も
同
時
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

①
の
「
別
に
下
心
を
持
っ
て
い
る
者
」
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来

た
よ
う
に
、
鄭
振
鐸
を
は
じ
め
と
す
る
日
新
文
学
μ

側
で
あ
り
、
な

お
か
つ
職
工
会
の
代
表
を
つ
と
め
て
い
る
人
々
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

王
雲
五
は
「
率
先
し
て
う
る
さ
い
問
題
を
起
こ
し
た
り
、
激
し
い
態

度
を
と
っ
た
り
は
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
は
述
べ
て
い
る
も
の

の
、
や
は
り
組
織
の
秩
序
に
従
わ
な
い
頭
の
痛
い
存
在
だ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
ら
の
人
々
の
こ
と
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
だ

と
思
わ
れ
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
よ
う
な
記
録
が
『
張
元
済
年

ハ
幻
〉

議
開
』
「
一
九
二
五
年
一
二
月
二
五
日
」
の
項
に
見
え
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
こ
の
呂
、
張
元
済
ら
が
高
翰
卿
の
家
で
特
別
董
事
会
を
開
い

て
い
る
と
、
経
理
の
王
顕
牽
が
労
働
争
議
を
押
さ
え
る
た
め
寧
饗
を
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動
員
し
、
労
働
者
と
衝
突
し
て
負
傷
者
を
出
し
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
が

飛
び
込
ん
で
来
た
。
す
る
と
張
先
済
は
、

涙
を
流
し
て
平
和
的
交
渉
を
竪
く
主
張
し
、
李
抜
可
、
一
泉
州
腕
、

荘
食
、
盛
向
孫
の
白
人
に
す
ぐ
総
公
可
に
行
っ
て
も
ら
い
、
玉
顕

筆
、
王
雲
五
と
一
緒
に
協
議
条
件
一
切
の
事
務
を
処
理
さ
せ
た
。

と
い
う
。
こ
の
一
節
か
ら
、
労
働
争
議
の
現
場
に
い
た
の
が
玉
顕

謀
、
王
雲
五
の
二
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
玉
顕
華
は

武
力
行
使
に
訴
え
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ
め
ら
守
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
張
元
済
ら
が
現
場
か
ら
離
れ
た
こ
ろ
で
会
議
を
開

い
て
い
る
時
に
、
王
雲
五
は
労
資
交
渉
の
最
前
線
に
立
た
さ
れ
て
い

た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
王
雲
五
に
は
不
満
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

。

〉
内
/

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
玉
雲
五
は
獅
子
身
中
の
虫
と
も
一
一
言
う
べ
き
鄭
振

鐸
ら
反
抗
分
子
の
行
動
に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
、
そ
ん
な
反
抗
分
子
が
代

表
と
な
っ
て
い
る
職
工
会
と
や
り
た
く
も
な
い
労
資
交
渉
を
最
前
線

で
行
っ
て
い
た
の
に
、
案
外
資
本
家
側
も
頼
り
に
な
ら
な
い
と
い

う
、
い
わ
ば
八
方
ふ
さ
が
り
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
王
雲
五
の
苓
在
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
当
時
の
蕗
務

は
な
ん
と
か
存
続
し
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
、
王
雲

五
の
離
脱
後
、
商
務
は
王
雲
五
を
総
経
理
と
し
て
呼
び
戻
す
の
で
あ

る。

部
、
鄭
振
鐸
の
離
任

商
務
離
脱
を
決
意
し
た
は
、
一
九
二
九
年
一

O
月
上
旬
、

商
務
を
去
り
、
当
時
、
蒸
元
培
が
院
長
を
つ
と
め
て
い
た
中
央
研
究

〈
泣
)

院
社
会
科
学
研
究
所
に
、
研
究
員
兼
法
制
組
主
任
と
し
て
入
っ
た
。

だ
が
そ
の
わ
ず
か
一
か
月
後
の
同
年
一
一
見
九
日
、
蕗
務
総
経
理

・
笠
盛
田
が
乱
却
し
、
そ
の
後
任
に
王
雲
五
を
と
の
意
見
が
商
務
資

本
家
側
に
出
た
。
そ
し
て
翌
一
九
一
ニ

O
年
一
月
二
三
日
の
商
務
撃
事

会
第
一
一
一
六
九
次
会
議
で
、
王
雲
五
は
総
経
理
に
選
任
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
玉
雲
五
は
最
初
こ
れ
を
思
辞
し
た
が
、
住
一
克
済
、
そ
し
て
高
夢

日
一
の
説
得
に
応
じ
、
総
経
理
就
任
を
決
意
し
た
。
た
だ
そ
の
際
、
王

雲
五
は
二
つ
の
条
件
を
出
し
て
い
る
。
王
雲
五
自
身
の
を
見
よ

。
フ

( 75 ) 

い
わ
ゆ
る
二
条
件
で
あ
る
が
、
そ
の
一
は
、
現
行
の
総
務
処
の

合
議
制
を
と
り
や
め
て
、
総
経
理
独
任
制
に
改
め
、
経
理
、
協
理

お
よ
び
所
長
は
お
の
お
の
協
力
の
責
任
を
つ
く
す
。
そ
の
こ
は
、

私
は
総
経
理
を
引
き
継
い
だ
後
、
す
ぐ
出
国
し
て
科
学
管
理
を
視
、

察
研
究
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
期
間
は
半
年
、
そ
の
後
に
帰
国
し

〈
お
)

て
責
任
を
負
う
こ
と
を
実
行
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
件
、
と
り
わ
け
「
そ
の
ご
の
方
は
な
か
な
か
強
硬
な
も
の

(
お
〉

で
あ
っ
た
が
、
資
本
家
側
は
あ
っ
さ
り
こ
れ
を
の
ん
だ
。
当
時
の
資



本
家
側
が
、
い
か
に
玉
雲
五
を
必
要
と
し
て
い
た
か
が
窺
え
よ
う
。

こ
う
し
て
ま
雲
五
は
総
経
理
と
な
っ
て
商
務
の
ト
ッ
プ
に
立
ち
、

半
年
間
の
海
外
視
察
を
経
て
、
一
九
三

O
年
九
月
二
一
一
白
、
い
わ
ゆ

る
「
科
学
管
理
法
」
を
商
務
幹
部
と
職
工
会
に
宣
布
し
、
翌
一
九
三

一
年
一
月
一

O
自
に
は
、
一
編
訳
所
の
管
理
強
化
を
め
ざ
し
て
、
一
溺
訳

員
と
そ
の
仕
事
内
容
を
等
級
付
け
る
こ
と
、
お
よ
び
最
高
人
事
権
を

総
経
理
が
掌
握
す
る
こ
と
な
ど
を
う
た
っ
た
「
綴
訳
所
一
編
訳
工
作
報

ハ
mw〉

酬
標
準
試
行
章
程
」
を
施
行
し
た
。
だ
が
こ
れ
に
対
し
、
管
理
強
化

を
嫌
う
職
工
会
が
猛
然
と
反
対
し
、
向
日
、
鄭
振
鋒
ら
は
職
工
会
の

他
に
特
別
委
員
会
を
組
織
し
、
こ
の
こ
と
に
し
ぼ
っ
て
王
雲
五
と
交

渉
し
た
。
そ
し
て
同
年
一
月
一
五
日
、
高
務
編
訳
所
職
工
会
は
、

「
商
務
印
議
開
館
一
編
訳
所
職
工
会
室
一
一
一
一
口
」
を
発
表
し
、
王
雲
五
の
管
理

(
部
)

法
に
徹
底
し
て
反
対
し
て
い
く
方
針
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

一
宮
の
前
文
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

わ
が
編
訳
所
は
開
設
さ
れ
て
三
十
余
年
、
ず
っ
と
平
穏
無
事
で

あ
っ
た
。
だ
が
最
近
、
五
雲
五
が
い
わ
ゆ
る
「
科
学
管
理
法
」
を

施
行
し
よ
う
と
し
、
事
前
に
わ
が
職
工
会
の
間
人
と
協
議
せ
ず
、

ま
た
、
党
政
府
当
局
の
許
可
を
得
ず
に
、
一
月
九
日
、
い
わ
ゆ
る

「
綴
訳
所
工
作
報
麟
標
準
試
行
章
程
」
を
公
布
し
、
翌
日
施
行
し

た
。
わ
が
職
工
会
同
人
は
、
不
審
に
た
え
な
い
。
そ
こ
で
一
回

目
、
党
政
府
当
局
に
届
け
出
て
、
全
体
会
議
を
召
集
し
、
一
致
し

て
議
決
し
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
勝
手
に
契
約
を
変
更
し
、
著

作
界
を
圧
迫
す
る
や
り
方
は
、
決
し
て
承
認
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
以
下
の
宣
言
文
を
発
す
る
。
(
以
下
宣
言

文
)

計
レ
て
宣
言
文
中
で
は
、
王
雲
五
の
行
為
を
徹
底
的
に
糾
弾
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
主
雲
五
と
一
編
訳
所
職
工
会
は
全
面
対
決
に
突
入
し

た
。

だ
が
職
工
会
側
の
反
対
は
王
雲
五
に
と
っ
て
意
外
な
も
の
だ
っ

た
。
王
雲
五
自
身
も
、

本
当
に
思
い
が
け
な
く
、
二

O
年
三
九
三
一
)
一
月
、
私
が

科
学
管
理
計
一
闘
の
偉
大
行
を
間
開
始
す
る
こ
と
を
宣
布
し
た
時
、
突
然

(
品
別
〉

四
つ
の
職
工
会
の
共
同
反
対
に
遭
っ
た
。

と
述
べ
、
そ
し
て
、

私
が
ひ
そ
か
に
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
編
訳
所
職

工
会
の
主
導
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
同
職
工
会
の
主
導
と
な
っ

た
原
因
は
と
て
も
複
雑
で
、
左
傾
分
子
が
背
後
で
操
っ
て
い
た
以

〈
必
)

外
に
、
な
お
高
級
人
口
県
の
加
担
が
あ
っ
た
と
開
い
て
い
る
。

と
そ
の
理
由
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
に
一
言
う
「
高
級
人
員
」
と

は
、
前
に
圭
一
位
時
五
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
別
に
下
心
を
持
っ
て
い
る

者
」
と
章
一
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
鄭
振
鐸
ら
反
抗
分
子
の
こ
と

で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
反
抗
分
子
の
行
動
に
業
を
煮
や
し
つ
つ
も
、
結
局
主

締
法
五
は
編
訳
所
職
工
会
側
に
押
し
切
ら
れ
る
形
で
自
ら
の
築
を
撤
回

し
、
原
料
、
機
器
等
お
よ
び
財
務
に
対
し
て
の
み
「
科
学
管
理
」
を

(
必
)

行
う
こ
と
で
収
拾
を
は
か
っ
た
。

こ
う
し
て
鄭
採
録
ら
編
訳
所
職
工
会
側
は
、
対
王
雲
五
闘
争
に
勝

利
す
る
形
と
な
っ
た
。
鄭
振
録
は
こ
の
後
、

(
お
)

今
自
の
教
訓
か
ら
、
私
達
は
自
己
の
力
量
を
知
っ
た
。

と
諮
っ
た
と
い
う
。

だ
が
今
度
の
鄭
振
鐸
ら
の
王
雲
五
に
対
す
る

μ
反
抗
υ

は
、
こ
れ

ま
で
よ
り
も
ず
っ
と
重
大
に
な
っ
て
い
た
。
王
寿
南
司
王
雲
五
先
生

年
譜
初
稿
』
に
は
、
王
昭
一
試
五
の
「
科
学
管
理
法
」
に
関
す
る
条
文
や

ハ必〉

記
録
が
大
量
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
綿
密
な
、
そ
し
て
周
到
な

管
理
計
留
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
の
王
雲
五
の
労
苦
は
並
大
抵
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。
な
の
に
「
一
切
訳
所
縞
訳
工

作
報
酬
標
準
試
行
章
程
」
と
い
う
「
科
学
管
理
法
」
の
重
要
な
一
角

を
、
鄭
振
鐸
ら
は
た
た
き
つ
ぶ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
る

と
、
王
雲
五
、
鄭
振
鐸
の
二
人
は
、
決
し
て
蕗
務
と
い
う
一
つ
の
組

織
に
共
存
で
き
る
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
「
科
学
管
理
」
に
ま
つ
わ
る
紛
争
が
終
息
し
て
八
か
月
と

た
た
な
い
一
九
一
一
二
年
九
月
七
日
、
鄭
振
鐸
は
事
実
上
の
辞
鞍
屈
で

あ
る
半
年
間
の
休
暇
屈
を
提
出
し
て
商
務
を
去
り
、
北
京
の
燕
京
大

ハ
必
)

学
と
法
華
大
学
の
教
授
に
就
任
し
た
。

こ
の
鄭
振
鐸
の
商
務
離
缶
の
理
由
に
つ
い
て
、
鄭
爾
康
は
、

一
九
一
一
二
年
末
、
鄭
振
鋒
は
北
京
大
学
で
教
え
て
い
た
老
友
・

郭
紹
虞
の
手
紙
に
援
し
、
燕
京
大
学
中
文
系
代
理
主
任
に
請
わ
れ

た
。
こ
れ
ま
で
よ
り
多
く
の
時
間
、
彼
が
熱
愛
す
る
文
学
研
究
と

創
作
に
従
事
で
き
る
た
め
、
彼
は
よ
ろ
こ
ん
で
こ
の
招
鳴
を
受

け
、
家
を
あ
げ
て
北
上
し
、
商
務
で
の
一

O
年
に
わ
た
る
編
集
生

(必〉

活
を
終
え
た
。

と
述
べ
、
玉
雲
五
の
こ
と
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
だ
が
高
君
綾

子
れ
、
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一
九
一
三
年
、
商
務
職
工
会
は
王
雲
五
に
反
対
す
る
闘
争
を
展

〈
円
引
〉

間
関
し
、
振
鐸
は
毅
然
と
し
て
商
務
の
職
を
辞
し
た
。

と
述
べ
、
鄭
振
鐸
の
商
務
離
任
の
理
由
は
、
王
雲
五
と
の
対
立
に
あ

っ
た
こ
と
を
間
切
言
し
て
い
る
。
患
子
の
鄭
爾
康
の
言
も
、
そ
し
て
妻

の
高
君
簸
の
言
も
共
に
真
実
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
は
鄭
振
鐸
本

人
の
一
一
一
一
回
を
開
い
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
突
は
鄭
振
鐸
は
死
の
直

前
の
一
九
五
八
年
一

O
月
八
日
に
行
わ
れ
た
講
演
の
中
で
、
こ
の
こ

と
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
彼
は
、

〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
し
て
)
再
び
『
小
説
月
報
』
を
編
集

し
て
い
た
摂
、
王
雲
五
は
と
て
も
多
く
の
規
則
を
制
定
し
ま
し

た
。
職
工
会
は
王
室
(
五
打
倒
を
か
か
げ
ま
し
た
が
、
彼
を
打
開
問
で



き
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
は
と
ど
ま
り
、
私
達
は
去
り
ま
し
た
。

〈
葉
)
袈
陶
が
去
り
、
私
も
離
れ
ま
し
た
。
私
達
は
資
本
家
を
と

て
も
激
し
く
憎
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
ぼ
ん
や
り
と
し
た
社
会
主

〈

組

制

)

義
思
想
を
持
っ
た
理
由
で
す
。

と
述
べ
て
お
り
、
商
務
離
任
の
理
由
と
し
て
対
王
雲
五
関
争
を
貫
徹

で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
み
を
あ
げ
て
い
る
。
や
は
り
鄭
振
鐸
は
、
王

雲
五
と
の
対
立
が
き
わ
ま
っ
た
こ
と
を
最
大
の
理
由
と
し
て
商
務
を

去
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。

だ
が
、
王
雲
五
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
何
も
発
ヰ
一
一
同
を
残
し
て
い

(ぬ〉

な
い
。
そ
し
て
鄭
振
鐸
が
去
っ
た
夜
後
の
一
九
三

O
年
一

O
月
、
研

究
所
を
新
設
し
、
自
ら
所
長
を
兼
ね
、
海
外
視
察
の
際
に
ア
メ
リ
カ

で
ス
カ
ウ
ト
し
た
孔
子
誇
ら
八
人
の
留
学
生
を
研
究
員
と
し
て
招
き

ハ
日
〉

入
れ
て
、
主
と
し
て
企
業
実
務
を
研
究
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
蕗
務
の

血
は
徐
々
に
入
れ
替
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

鄭
振
鐸
が
商
務
を
去
っ
た
一
九
一
三
年
、
商
務
創
業
三
十
五
周
年

を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
内
最
近
一
ニ
十
五
年
之
中
国
教
育
b

の
中

(
日
〉

に
、
荘
食
「
一
一
一
十
五
年
来
之
商
務
印
番
館
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
空
間
務
印
番
館
大
事
記
』
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
初
の

〈
泣
〉

商
務
に
関
す
る
間
憶
と
記
録
を
ま
と
め
た
文
章
の
よ
う
で
あ
る
。
奇

し
く
も
鄭
振
鐸
が
務
務
を
去
っ
た
年
、
商
務
は
一
つ
の
く
ぎ
り
を
つ

け
た
の
だ
っ
た
。

妻
郡
は
こ
の
ん
ト
)
篇
の
中
で
、
商
務
の
摩
史
を
振
り
返
っ
て
次
の
四

期
に
分
け
て
い
る
。

①
創
業
期
:
清
の
光
緒
二
三
年
〈
一
八
九
七
)
の
創
業
か
ら
、

光
緒
二
八
年
(
一
九

O
二
〉
の
福
建
路
移
転
ま
で
。

②
中
日
合
資
期
:
光
緒
二
九
年
(
一
九

O
一
ニ
〉
の
金
港
堂
と
の

合
資
か
ら
、
民
霞
三
年
(
一
九
一
回
〉
の
日
本
資
本
回
収
前
ま

で。
発
展
期
:
民
盟
三
年
(
一
九
一
四
〉
の
日
本
資
本
回
収
後
か

ら
、
民
間
尚
一
四
年
〈
一
九
二
五
〉
ま
で
。

④
改
革
期
:
民
国
一
五
年
ハ
一
九
二
六
)
か
ら
、
今
日
〈
一
九

三
一
)
ま
で
。

こ
こ
で
注
話
さ
れ
る
の
は
、
王
雲
五
と
鄭
振
鐸
が
商
務
に
入
っ
た
一

九
二
一
年
か
ら
、
第
援
鐸
が
離
任
し
た
一
九
一
三
年
ま
で
の
一

0
年

間
の
う
ち
、
前
半
の
五
年
間
は
発
展
期
に
あ
た
り
、
後
半
の
五
年
間

は
改
革
期
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

発
展
郊
で
あ
る
一
九
一
回
J
一
九
二
五
年
は
、
商
務
が
ま
さ
に
飛

擦
的
発
展
を
し
た
時
期
で
、
荘
誌
が
同
文
中
に
掲
げ
て
い
る
「
商
務

ハ一叫〉

印
番
館
歴
年
営
業
比
較
表
」
に
よ
る
と
、
営
業
総
額
は
、
一
九
一
四

年
に
は
二
、
六
八
七
、
昭
八
二
元
で
あ
っ
た
の
に
、
一
九
二
五
年
に

③ 
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は
八
、
七
六
八
、
二
九
九
元
と
、
三
倍
以
上
に
も
な
っ
て
い
る
ρ

ま

た
、
こ
の
時
期
に
は
商
務
を
代
表
す
る
出
版
物
で
あ
る
『
辞
源
』

(
一
九
一
五
〉
、
『
四
部
議
刊
』
初
編
(
一
九
一
九
〉
な
ど
も
出
て
お

り
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
上
げ
潮
ム

i
ド
に
満
ち
た
一
種
の
黄
金
時

代
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
上
げ
潮
ム
1
ド
の
ま
っ
た
だ
中
に
王
雲
五
と

鄭
振
鍔
は
飛
び
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
ん
な
時
期
の
企
業
に
は
ベ

ン
チ
ャ

i
精
神
に
あ
ふ
れ
た
人
材
が
必
要
と
さ
れ
、
鄭
振
鐸
ら

υ
新

文
学
υ

青
年
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
組
織
の
規
律
に
し

ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
、
上
司
で
あ

る
王
雲
五
に
も
、
と
り
た
て
て
遠
慮
を
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。と

こ
ろ
が
労
働
争
議
が
蕗
務
に
も
飛
び
火
し
た
一
九
二
六
年
か
ら

の
改
革
期
に
な
る
と
、
企
業
と
し
て
は
職
工
会
対
策
の
た
め
、
企
業

内
秩
序
統
制
を
徹
底
す
る
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
し

て
王
雲
五
は
そ
の
推
進
者
と
し
て
力
を
つ
け
て
行
く
の
で
あ
る
。
鄭

振
鐸
ら
は
こ
の
こ
と
に
よ
り
自
ら
の
自
由
を
制
限
さ
れ
る
危
険
を
感

じ
、
職
工
会
勢
力
と
共
に
王
雲
五
を
あ
わ
よ
く
ば
追
い
出
そ
う
と
し

た
。
鄭
振
鐸
が
「
彼
ハ
王
雲
五
)
は
と
ど
ま
り
、
私
達
は
去
り
ま
し

た
」
と
平
出
回
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
誌
開
閉
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、

「
王
雲
五
が
去
る
か
、
自
分
達
が
去
る
か
」
の
争
い
を
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
が
い
っ
そ
う
企
業
内
秩
序
統
制
強
化
の
流

れ
を
作
っ
て
し
ま
い
、
結
局
は
企
業
内
秩
序
に
収
ま
り
た
く
な
い
鄭

按
鐸
ら
は
商
務
を
去
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
二
人
が
共
に

t

商
務
に
在
籍
し
た
一

0
年
間
の
う
ち
、
前

半
の
五
年
間
は
鄭
振
鐸
が
、
そ
し
て
後
半
の
五
年
間
は
王
雲
五
が
、

筒
務
に
と
っ
て
よ
り
必
要
な
人
材
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
や
は
り
寵
務
は
企
業
で
あ
り
、
対
立
し
て
い
た

新
出
の
文
学
に
し
て
も
、
世
の
購
売
意
欲
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
時
そ

の
時
で
売
れ
る
方
に
力
を
入
れ
、
双
方
共
売
れ
る
と
な
る
と
、
文
学

的
理
念
に
か
か
わ
り
な
く
双
方
共
に
抱
き
込
ん
だ
。
商
務
が
こ
う
い

っ
た
あ
く
ま
で
も
利
潤
を
追
求
す
る
企
業
で
あ
っ
た
以
上
、
五
回
以

降
の
新
時
代
に
な
っ
て

μ
新
文
学
υ

が
売
れ
る
と
な
る
と
、
都
振
鐸

の
よ
う
な
人
材
を
取
り
込
み
、
そ
の
後
、
企
業
の
成
長
に
伴
っ
て
組

織
化
が
必
要
不
可
欠
の
最
餐
先
課
題
と
な
る
と
、
王
雲
五
の
よ
う
な

人
材
を
前
面
に
お
し
た
て
て

υ
近
代
化
υ

を
進
め
よ
う
と
し
た
こ
と

は
、
経
営
的
選
択
と
し
て
は
最
良
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
う
い
っ
た
経
営
的
選
択
は
個
人
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
商
務
に
は
H

教
会
派
μ

を
率
い
て
い
た
高
翰
卿
や
、
μ
窪
田
生
派
μ

を
束
ね
て
い
た
張
元
済
と
い

〈
詰
〉

っ
た
一
冗
老
が
い
た
が
、
高
は
蕗
務
創
業
者
の
一
人
と
い
う
だ
け
で
、

と
り
た
て
て
営
業
手
腕
を
ふ
る
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
張
は

『
西
部
叢
刊
』
や
『
百
締
本
二
十
四
史
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
籍
影
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印
出
版
を
す
る
こ
と
が
生
き
が
い
で
、
で
き
れ
ば
こ
れ
に
没
頭
し
て

い
た
い
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
か
ら
、
企
業
経
営
に
執
着
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
一
九
二

0
年
代
の
務
務
は
、
あ
る
特
定
の
人

の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

く
、
色
々
な
人
の
意
見
が
微
妙
に
バ
ラ
ン
ス
良
く
集
約
さ
れ
て
、
進

む
道
を
選
択
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
案
外
、
そ
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
乗
っ
か
か
っ
て
い

た
の
が
革
新
派
と
思
わ
れ
て
い
る
鄭
振
銀
で
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
壊

し
て
H

近
代
化
υ

を
お
し
進
め
よ
う
と
し
た
の
が
探
守
派
と
思
わ
れ

て
い
る
ま
雲
五
で
は
な
か
っ
た
か

i
ー
な
ど
と
も
考
え
て
み
る
の
だ

が
、
こ
の
こ
と
は
当
時
の
蕗
務
に
存
在
し
て
い
た
派
閥
附
の
問
題
な
ど

も
か
ら
め
て
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
ま
た
稿
を
改
め

て
論
じ
て
み
た
い
。

注(
1
〉
商
務
は
一
九

O
一
一
一
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
、
日
本
の
教

社
・
金
港
堂
と
合
弁
を
行
っ
て
い
た
。

(
2
〉
樽
本
氏
の
商
務
関
係
論
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

。
「
金
港
蛍
・
商
務
印
番
館
・
繍
像
小
説
」
『
清
宋
小
説
研
究
』
第
三
号

(
一
九
七
九
・
一
二
・
一
〉
所
収
。

'
o

「
商
務
印
謡
館
と
夏
瑞
芳
」
『
清
宋
小
説
研
究
h

第
四
号
ハ
一
九
八

O

・
一
ニ
・
一
〉
所
収
、
筆
名
使
用
(
沢
本
郁
馬
〉
、
中
国
語
訳
あ
ワ
!

篠
松
訳
・
在
家
熔
注
「
商
務
印
番
館
与
夏
瑞
芳
」
門
商
務
印
番
館
史
資

料
』
ニ
ニ
ハ
一
九
入
=
了
七
・
一
一

O
)

※
以
上
二
論
文
は
捧
本
照
雄
『
清
末
小
説
関
談
』
(
一
九
八
一
ニ
・

九
・
二

O
法
律
文
化
社
)
所
収
。

。
「
蕗
務
印
書
館
と
山
本
条
太
郎
」
『
大
阪
経
大
論
集
』
第
一
四
七
号

〈
一
九
八
二
・
五
・
一
五
)
所
収
、
中
国
語
訳
あ
り

i
東
扇
訳
「
商
務

印
書
館
与
山
本
条
太
郎
」
『
商
務
印
書
館
館
史
資
料
』
四
一
一
一
(
一
九
八

九
・
一
ニ
・
二

O
)

。
「
蕗
務
印
書
館
研
究
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
」
『
清
末
小
説
か
ら
』
第

一
号
(
一
九
八
六
・
四
・
一
〉
所
収

。
「
初
期
商
務
開
書
館
を
も
と
め
て
」
『
清
末
小
説
か
ら
』
第
九
号
(
一

九
八
人
・
四
・
一
)
所
収

※
以
上
三
論
文
は
棒
本
照
雄
『
清
末
小
説
論
集
』
(
一
九
九
二
・

二
・
ニ

O
法
律
文
化
社
)
所
収
。

。
「
商
務
印
書
舘
が
触
れ
た
が
ら
な
い
事
」
司
中
霞
文
芸
研
究
会
会
報
b

第
一
一
一
日
一
号
(
一
九
九
一
・
一
ニ
・
一
ニ

O
〉
所
収

。
「
商
務
印
番
館
の
火
災
」
『
清
末
小
説
か
ら
』
第
一
二
号
(
一
九
九
一

・
四
・
一
〉
所
収

。
「
初
期
商
務
印
議
憩
の
印
刷
物
(
上
〉
」
『
清
宋
小
説
か
ら
』
第
二
一
ニ

号
〈
一
九
九
一
・
一

0
・
一
〉
所
収

。
「
初
期
商
務
印
議
館
の
印
刷
物
(
下
〉
」
『
清
宋
小
説
か
ら
』
第
二
回

号
〈
一
九
九
二
・
一
・
一
)
所
収

。
「
統
計
表
か
ら
藷
務
印
醤
践
を
見
る
(
上
〉
」
『
清
末
小
説
か
ら
』
第

二
五
号
〈
一
九
九
二
・
白
・
一
〉
所
収

。
「
統
計
表
か
ら
藷
務
印
番
館
を
見
る
(
下
〉
」
『
靖
末
小
説
か
ら
』
第
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二
六
号
(
一
九
九
二
・
七
・
一
〉
所
収

0

「
鍵
と
し
て
の
高
翰
卿
「
本
館
創
業
史
」
」
『
清
末
小
説
』
第
一
五
号

(
一
九
九
二
・
二
了
一
〉
所
収
、
築
名
使
用
(
沢
本
郁
馬
〉

。
「
長
尾
雨
山
ニ
題
」
『
中
間
文
芸
研
究
会
会
報
』
第
一
一
一
一
五
号
ハ
一
九

九
一
一
一
・
一
・
一
一
一

O
)
所
収

。
「
初
期
商
務
印
書
館
の
謎
」
『
清
末
小
説
』
第
一
六
号
ハ
一
九
九
一
ニ
・

二
一
・
一
〉
一
所
収
、
筆
名
使
用
(
沢
木
郁
罵
〉

ハ
3
)

長
沢
規
矩
也
「
近
代
支
那
の
図
書
及
図
書
館
」
『
ア
ジ
ア
問
題
詩
盛
』

第
一

O
巻
〈
一
九
二
九
・
一

0
・
ニ
ニ
創
元
社
)
四
一
二
頁

ハ
4
)
実
藤
恵
秀
「
初
期
の
商
務
印
撃
能
」
吋
日
本
文
化
の
支
那
へ
の
影
響
』

(
一
九
四

0
・
七
・
五
蛍
雪
書
院
)

ハ
5
〉
中
村
忠
行
「
清
末
の
文
壇
と
明
治
の
少
年
文
学
」
ハ
一
)
『
山
辺
道
』

第
九
号
(
一
九
六
一
・
二
一
・
一
五
)

(
6
)

矢
作
勝
美
『
明
朝
活
字
』
(
一
九
七
六
・
二
一
・
ニ

O

平
凡
社
〉

(
7
〉
前
出
樽
本
照
雄
「
金
港
堂
・
商
務
印
書
館
・
締
像
小
説
」
『
清
末
小

説
的
談
』
一
一
二
九
頁
、
お
よ
び
同
「
商
務
印
書
館
と
山
本
条
太
郎
」
『
清

末
小
説
論
集
』
一
一
二
八
J
一
一
二
九
頁
。

(

8

)

窃
務
の
創
業
者
の
一
人
で
あ
る
夏
瑞
芳
が
、
一
九

O
二
年
に
資
本
'
参

加
し
た
張
先
済
の
提
案
を
受
け
て
、
同
年
設
立
し
た
編
集
翻
訳
機
構
。
初

代
所
長
は
察
元
培
(
兼
任
〉
で
、
そ
の
後
、
張
元
済
、
高
夢
旦
、
王
雲
五

が
所
長
を
つ
と
め
た
。

(

9

)

糠
福
康
『
鄭
振
鐸
年
諮
問
』
(
一
九
八
八
・
一
ニ
番
目
文
献
出
版
社
)

四
七
頁
。

(
叩
〉
郵
磁
康
「
鄭
振
鐸
在
蕗
務
印
書
館
的
十
年
」
『
商
務
印
書
館
九
十
年
!

我
和
商
務
印
書
館
』
ハ
一
九
八
七
・
一

と
略
称
〉
二
六
六
頁
。

〈
日
)
鄭
貞
文
「
我
所
知
道
的
商
務
印
書
館
編
訳
所
」
『
文
史
資
料
選
輯
』

第
五
三
輯
初
載
。
今
、
『
九
十
年
』
二

O
六
頁
に
よ
る
。

ハ
辺
〉
王
繋
五
『
紬
盤
八
十
自
述
』
ハ
一
九
六
七
・
七
・
一
初
版
台
湾
商

務
印
警
恕
〉
七
七
J
七
人
頁
。

(
日
)
前
出
鄭
爾
康
「
鄭
振
鐸
在
商
務
印
書
館
的
十
年
」
『
九
十
年
』
二
六

六
頁
。

(
刊
以
)
前
出
王
雲
五
『
的
腹
八
十
自
述
』
七
九
J
八
O
頁。

(
お
〉
茅
盾
コ
商
務
印
書
館
編
訳
所
和
革
新
《
小
説
月
報
》
的
前
後
」
『
九

十
年
』
一
入
一
一
一
J
一
九
七
頁
。

(
お
)
向
右
一
九
七
一
見
。

ハ
刀
)
前
出
陳
福
康
『
鄭
振
鐸
年
譜
』
に
よ
る
。

(
活
〉
同
右
七
五
J
七
六
頁
。

(
四
〉
章
錫
環
「
漫
談
商
務
印
書
館
」
『
文
史
資
料
、
選
輯
』
第
四
韓
初
載
。

今
、
『
九
十
年
』
一
二
ハ
頁
に
よ
る
。

ハ
初
〉
向
右
一
一
六
頁
。

(
幻
)
間
右
一
一
七
頁
。

ハ
辺
〉
前
出
瞭
福
康
司
阿
部
振
鐸
年
譜
』
一
一
七
頁
。

(
お
)
『
商
務
印
書
嬉
大
事
記
』
〈
一
九
人
七
・
一
商
務
印
書
館
〉
一
九
二

五
年
の
頁
。
お
よ
び
前
出
陳
福
康
『
鄭
振
鐸
年
譜
』
一

O
入
頁
。
ち
な
み

に
王
寿
南
『
王
雲
五
先
生
年
譜
初
稿
』
(
一
九
八
七
・
六
台
湾
商
務
印

書
舘
)
ニ

O
九
頁
に
よ
る
と
、
一
九
三

O
年
の
時
点
で
、
商
務
に
は
印
尉

所
職
工
会
、
発
行
所
職
工
会
、
総
務
処
職
工
会
、
一
編
訳
所
職
工
会
の
四
つ

商
務
印
書
館
/
以
下
『
九
十
年
』
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の
職
工
会
が
あ
っ
た
と
い
う
。

(

M

)

前
出
版
福
康
『
鄭
振
鐸
年
世
間
』
九

O
頁。

〈
お
〉
「
上
海
商
務
印
書
館
職
工
的
経
済
問
争
」
張
静
鹿
ウ
中
国
現
代
出
版

資
料
〈
甲
編
〉
』
〈
一
九
五
四
・
二
一
中
華
書
局
)
沼
田
四

J
四
四
六

頁。

(
お
〉
間
右
四
五
六
J
四
五
七
頁
。

(
幻
〉
同
右
四
五
四
一
良
。
ち
な
み
に
編
訳
所
か
ら
は
他
に
沈
雁
涼
(
茅
麗
〉
、

丁
説
先
の
一
一
人
が
代
表
と
な
っ
て
い
る
。

〈
お
)
向
右
四
五
五
?
四
五
六
頁
。

(m)
前
出
玉
繋
五
『
紬
巌
八
十
自
述
』
一
一
入
頁
。

(
初
〉
同
右
一
一
八
一
良
。

〈
出
〉
張
樹
年
主
縮
、
椀
和
城
、
張
人
間
胤
、
陳
夢
熊
編
著
『
張
一
克
済
年
譜
』

〈
一
九
九
一
・
一
一
一
商
務
印
番
館
)
一
一
六
て
f
二
六
ニ
真
。

〈
泣
〉
前
出
王
察
五
『
紬
膿
八
十
自
述
』
一
一
九
頁
。

ハ
お
)
杜
亜
泉
「
記
絶
成
田
問
先
生
」
〈
一
九
二
九
・
一
一
・
一
一
ニ
〉
『
飽
威
畠

先
生
家
挽
録
b

初
載
。
今
、
『
九
十
年
』
一

O
頁
に
よ
る
。

(
弘
)
前
出
張
樹
年
等
明
張
一
克
済
年
譜
』
一
一
一
一
一
一
一
ニ
一
員
。

〈
お
〉
前
出
主
翼
五
司
納
腹
八
十
自
述
』
一
一
一

0
1
二
二
頁
。

(
お
〉
向
布
一
二

O
頁。

〈
幻
〉
前
出
王
一
一
河
南
司
王
蜜
五
先
生
年
譜
初
稿
』
ニ
間
二
J
二
四
五
頁
。

(
お
〉
前
出
陳
福
康
『
鄭
振
鐸
年
譜
』
一
六
九
真
。

(
鈎
〉
「
商
務
印
謡
館
編
訳
所
職
工
会
宣
言
」
『
申
報
』
ハ
一
九
三
一
・
一
，

一
二
付
〉
第
一
一
一
版
。

(
川
W

〉
前
出
王
雲
五
吋
一
糊
躍
八
十
自
述
』
一
九
七
頁
。

(
日
出
)
同
右
一
九
七
頁
。

(
必
)
間
右
一
九
八
頁
。

(
必
)
「
著
作
家
ー
的
組
合
」
『
文
芸
新
聞
』
週
刊
第
五
期
(
一
九
一
三
・
四
・

二
ニ
)
初
載
。
今
、
前
出
陳
福
康
『
鄭
振
鐸
年
譜
』
一
七

O
頁
に
よ
る
。

(
斜
)
前
出
王
寿
南
『
王
雲
五
先
生
年
譜
初
稿
』
一
八
O
J
二
五
回
頁
。

(
必
)
前
出
療
福
康
『
鄭
振
鐸
年
譜
』
一
七
七
頁
。

(
必
)
前
出
鄭
璃
康
「
鄭
振
鐸
在
商
務
印
書
館
的
十
年
」
『
九
十
年
』
二
七

一頁。

(
訂
)
高
君
簸
「
鄭
振
鐸
与
《
小
説
月
報
》
的
変
遷
」
棟
福
康
編
選
『
屈
憶

鄭
振
鐸
』
(
一
九
八
八
・
九
学
林
出
版
社
〉
一
四
五
頁
。

〈
必
)
鐸
振
鐸
「
最
後
一
一
次
講
話
」
『
新
文
学
資
料
』
一
九
八
一
一
一
年
第
二
期

(
総
第
一
九
期
)
(
一
九
八
一
一
了
五
・
二
二
人
民
文
学
出
版
社
)
二
ハ
三

頁。

〈
州
知
〉
前
出
王
密
閉
五
『
的
騒
八
十
自
述
』
、
王
密
閉
五
空
間
務
印
喬
鯨
与
新
教

青
年
説
法
(
一
九
七
一
一
…
・
一
一
一
台
湾
高
務
印
書
館
〉
、
前
出
玉
寿
寓
『
王
雲

五
先
生
年
譜
初
稿
b

〈
切
〉
康
錦
泉
「
田
権
主
襲
五
在
商
務
約
二
十
五
年
」
『
出
版
史
料
』
一
九

八
七
年
第
一
期
〈
総
第
七
期
〉
(
一
九
八
七
・
一
ニ
学
林
出
版
社
〉
一

O

頁

、

に

も

収

銀

す

る

。

ハ
む
)

(

認

)

〈臼〉
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(出〉

前
出

向
右
全
真
。

荘
誌
「
一
一
一
十
五
年
来
之
商
務
印
書
舘
」
『
商
務
印
醤
鑓
九
十
五
年

i

高
務
印
番
館
均
七
回
ニ
頁
。

同
右
七
五
一
頁
。

一
九
一
一
二
年
の
真
。



(
間
山

)

H

教
会
派
H

お
よ
び

η
寄
生
派
H

(

ま
た
は

n
非
教
会
派
む
に
つ
い

て
は
、
陳
叔
通
「
田
憶
商
務
印
番
館
」
(
一
九
六

0
・
一
・
一
七
〉
『
出
版

史
料
』
一
九
八
七
年
第
一
期
(
総
第
七
期
〉
〈
一
九
八
七
・
一
ニ
学
林
出

版
社
〉
七
頁
(
『
九
十
年
』
に
も
収
録
す
る
〉
、
お
よ
び
、
前
出
章
錫
深

「
漫
談
商
務
印
書
館
」
『
九
十
年
』
一

O
九
頁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
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