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*
本
稿
は
香
港
大
学
中
文
系
開
催
に
よ
る
｢
廿
一
世
紀
中
国
学
術
研
究
前
脂
国
際
研
討
会
｣
(
二
〇
〇
一
年
一
月
一
七
日
～
一
九
日
)
に
お
い
て
中
国
語
で
発
表
し
た
報
告
の
日

本
語
原
文
で
あ
る
｡

一
現
代
中
国
文
学
史
研
究
と
社
会
史
的
方
法

私
は
こ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
｢
両
岸
三
地
｣
の
現
代
文
学
を
研
究
し
て
き
た
｡
一
九
九
七
年
刊
行
の
共
著
『
新
し
い
中
国
文
学
史
』
の
序

文
で
､
私
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

本
書
の
ね
ら
い
は
､
中
国
の
元
･
明
･
清
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
文
学
史
を
作
家
･
作
品
の
解
説
と
し
て
で
は
な
く
､
社
会
史

的
視
点
で
語
る
こ
と
に
あ
る
｡

彼
ま
た
は
彼
女
､
あ
る
い
は
彼
ら
は
､
そ
の
時
代
に
い
か
に
し
て
文
字
を
知
り
､
文
章
作
法
を
学
び
､
先
行
す
る
作
品
群
に
出
会

い
､
自
ら
の
表
現
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の
か
｡
そ
の
作
品
は
ど
の
よ
う
に
筆
記
さ
れ
､
印
刷
さ
れ
､
読
者
た
ち
に
届
け
ら
れ
た
か
｡

そ
し
て
読
者
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
先
行
す
る
作
品
群
の
中
に
位
置
づ
け
た
の
か
｡
そ
の
時
､
批
評
は
い
か
に
作
用
し
た
の
か
｡
そ

も
そ
も
読
者
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
か
｡
そ
し
て
こ
の
読
書
体
験
を
得
た
読
者
層
か
ら
続
い
て
ど
の
よ
う
な
新
作
者
･
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新
作
品
が
登
場
し
て
き
た
の
か
‥
‥

本
書
で
は
こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
つ
つ
､
そ
の
時
代
の
識
字
率
か
ら
印
刷
技
術
､
出
版
制
度
､
そ
し
て
書
籍
の
流
通
制
度
､
さ
ら

に
は
文
化
人
の
交
際
圏
か
ら
教
育
制
度
ま
で
が
検
討
さ
れ
て
い
る
｡
作
品
と
読
者
層
と
を
切
り
結
ぶ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
析
に
も
注

目
し
た
｡
す
な
わ
ち
作
者
が
生
産
さ
れ
､
そ
の
作
品
が
流
通
し
､
こ
れ
を
読
者
が
消
費
し
､
そ
の
全
過
程
か
ら
批
評
･
新
作
品
が
再

生
産
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
文
学
史
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

題
し
て
『
新
し
い
中
国
文
学
史
』
と
称
す
る
の
は
､
こ
の
よ

う
な
社
会
史
的
試
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
私
の
担
当
で
あ
る
後
半
第
二
部
｢
近
現
代
の
中
国
文
学
｣

に
も
｢
都
市
物
語
と
し
て
の
近
代
文
学
｣
と
い
う
題
名
の
｢
序
文
｣

を
付
し
て
具
体
的
な
方
法
論
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
｡

近
代
文
学
の
部
で
は
こ
の
よ
う
な
困
難
に
し
て
魅
力
に
富
ん
だ
近
代
中
国
お
よ
び
そ
の
文
学
を
､
北
京
･
上
海
の
二
都
を
主
な
手

が
か
り
と
し
て
読
み
解
い
て
み
た
い
｡
北
京
は
明
清
以
来
､
皇
帝
の
都
で
あ
り
､
上
海
は
ア
ヘ
ン
戦
争
(
一
八
四
〇
)
後
に
発
展
し

た
租
界
都
市
で
あ
る
｡
文
化
史
に
お
け
る
新
興
上
海
の
挑
戦
と
古
都
北
京
の
変
貌
の
物
語
は
､
中
国
に
お
け
る
近
代
化
の
さ
ま
ざ
ま

な
様
相
を
語
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
中
国
で
は
二
つ
の
大
都
を
中
心
と
し
て
行
政
･
経
済
･
教
育
の
諸
機
構
が
体
系
化
さ
れ
､

出
版
文
化
が
発
展
し
た
｡
中
国
人
は
二
都
を
め
ざ
し
て
｢
旅
｣
す
る
こ
と
に
よ
り
､
未
知
の
人
々
と
共
通
の
感
情
を
抱
き
共
通
の
認

識
に
到
達
し

｢
想
像
の
共
同
体
｣
=
国
民
(
ネ
ー
シ
ョ
ン
)

を
形
成
し
た

(
B
､
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
､
一
九
八
三
)
と
い
え
よ
う
｡

北
京
･
上
海
を
手
が
か
り
に
近
代
中
国
お
よ
び
そ
の
文
学
を
読
み
解
い
て
い
く
際
､
キ
ー
ワ
ー
ド
は
メ
デ
ィ
ア
=
知
の
媒
体
と
都

市
の
社
会
学
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
新
聞
･
雑
誌
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
､
学
校
･
留
学
な
ど
の
教
育
制
度
と
､
こ
の
メ
デ
ィ
ア
を
構

築
す
る
と
と
も
に
作
家
や
編
集
者
､
評
論
家
そ
し
て
は
か
な
ら
ぬ
読
者
を
培
養
し
た
都
市
の
諸
制
度
に
注
目
し
た
い
｡
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『
新
し
い
中
国
文
学
史
』
を
書
き
あ
げ
た
の
ち
､
私
が
着
手
し
た
文
学
史
関
係
の
仕
事
に
は
三
種
類
あ
る
｡
一
つ
は
『
魯
迅
｢
故
郷
｣
の

読
書
史
』
で
､
同
書
の
｢
序
｣

で
私
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
｡

｢
故
郷
｣
の
登
場
以
来
現
在
に
至
る
七
〇
年
あ
ま
り
の
問
に
､
こ
の
作
品
を
手
に
し
た
読
者
数
は
お
そ
ら
く
十
数
億
と
い
う
膨
大

な
数
に
達
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
歴
代
の
読
者
に
対
し
て
民
国
期
に
は
文
芸
批
評
家
と
教
科
書
編
者
そ
し
て
国
語
教
師
が
読
者
に
解

釈
を
提
示
し
､
人
民
共
和
国
期
と
も
な
れ
ば
共
産
党
文
教
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
が
解
釈
を
強
い
て
き
た
｡
こ
れ
ら
の
解
釈
に
誘
導
さ
れ

ま
た
反
発
し
っ
つ
､
読
者
た
ち
は
自
ら
の
時
代
状
況
に
即
し
た
新
し
い
読
み
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
｢
故
郷
｣

は
不
断
に
新
し
く
編
み
直
さ
れ
て
き
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
よ
う
｡

本
書
は
｢
故
郷
｣
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
不
断
に
織
り
な
し
て
き
た
二
〇
世
紀
中
国
に
お
け
る
読
書
の
歴
史
を
考
察
す
る
も
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
｢
故
郷
｣
を
軸
と
し
て
七
〇
年
に
わ
た
る
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
｡

言
い
換
え
る
な
ら
ば
､
こ
れ
は
｢
故
郷
｣
と
い
う
テ
ク
ス
ト
生
成
過
程
に
映
じ
る
近
代
中
国
文
学
の
生
産
･
流
通
･
消
費
･
再
生
産

の
物
語
な
の
で
あ
る
｡

っ
ま
り
同
書
は
『
新
し
い
中
国
文
学
史
』
の
方
法
を
魯
迅
の
短
編
｢
故
郷
｣
一
篇
に
絞
っ
て
適
応
し
た
も
の
で
あ
る
｡

二
つ
目
は
台
湾
文
学
研
究
で
あ
る
｡
私
が
台
湾
文
学
を
読
み
始
め
た
の
は
八
〇
年
代
末
の
こ
と
で
､
そ
れ
は
李
昂
の
小
説
『
夫
殺
し
』

に
衝
撃
を
受
け
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
｡
や
が
て
私
の
関
心
は
戦
前
期
の
台
湾
文
学
に
も
広
が
り
､
日
台
の
研
究
者
が
､
三
〇
年
も

前
に
尾
崎
秀
樹
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
の
圧
迫
と
台
湾
人
民
の
抵
抗
と
い
う
二
項
対
立
の
構
図
を
墨
守
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
､

疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
こ
で
『
新
し
い
中
国
文
学
史
』
の
手
法
を
応
用
し
て
植
民
地
期
台
湾
文
学
の
誕
生
と
成
熟
を
論
じ
て
み

た
｡
こ
れ
は
｢
〝
大
東
亜
戦
争
〟
時
期
台
湾
読
書
市
場
的
成
熟
和
文
壇
的
成
立
-
従
皇
民
化
運
動
到
台
湾
国
家
主
義
之
道
路
-
｣
と
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い
う
題
名
で
､
一
九
九
四
年
に
台
湾
･
清
華
大
学
で
開
催
さ
れ
た
｢
日
拠
時
期
台
湾
文
学
国
際
学
術
会
議
｣
で
報
告
し
､
の
ち
に
日
本
語

版
を
拙
著
『
台
湾
文
学
こ
の
百
年
』
に
収
録
し
た
｡

三
つ
目
は
香
港
文
学
研
究
で
あ
る
｡
一
九
九
七
年
の
香
港
返
還
を
契
機
に
日
本
で
も
香
港
文
化
へ
の
関
心
が
高
ま
h
ソ
､
私
も
き
ち
ん
と

し
た
勉
強
を
す
る
必
要
を
痛
切
に
感
じ
た
｡
そ
こ
で
一
九
九
八
年
夏
に
一
か
月
､
香
港
大
学
に
訪
問
学
人
と
し
て
滞
在
し
な
が
ら
､
香
港

文
学
の
形
成
と
香
港
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
成
熟
と
の
関
係
を
調
査
し
た
の
で
あ
る
｡
一
九
四
九
年
の
人
民
共
和
国
建
国
以
来
､
一
九
九

八
年
の
台
湾
全
面
自
由
化
ま
で
の
四
〇
年
間
､
香
港
は
中
国
･
台
湾
の
間
に
あ
っ
て
国
家
機
構
の
過
酷
な
統
制
を
免
れ
得
た
｢
公
共
空
間
｣

で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
は
経
済
発
展
に
伴
い
独
自
の
文
化
が
成
熟
し
､
特
に
八
〇
～
九
〇
年
代
に
か
け
て
は
市
民
層
が
香
港
人
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
強
く
求
め
た
｡
た
と
え
ば
｢
香
港
文
化
｣
と
い
う
概
念
自
体
が
七
〇
年
代
末
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
｡

香
港
紙
『
華
僑
日
報
』
が
一
九
四
八
年
以
来
一
九
九
五
年
ま
で
毎
年
刊
行
し
て
い
た
総
合
年
鑑
に
『
香
港
年
鑑
』
が
あ
る
｡
こ
れ
は
B

5
版
サ
イ
ズ
の
年
鑑
で
､
そ
の
｢
第
二
篇

香
港
全
貌
｣
に
は
｢
概
説
｣
か
ら
始
ま
っ
て
､
以
下
｢
一
年
来
の
香
港
政
治
｣
｢
一
年
来
の

香
港
財
政
｣
｢
一
年
来
の
香
港
貿
易
｣
｢
一
年
来
の
香
港
銀
行
｣
…
･
と
政
治
･
経
済
･
商
業
･
教
育
･
マ
ス
コ
ミ
か
ら
｢
一
年
来
の
香
港

牧
畜
｣
｢
一
年
来
の
香
港
鉱
業
｣
に
至
る
ま
で
三
〇
数
項
目
が
並
ん
で
い
る
｡
各
項
目
は
一
貫
か
ら
一
〇
貢
ほ
ど
あ
り
､
第
二
篇
全
体
で

百
数
十
真
に
及
ぶ
｡
そ
れ
は
万
華
鏡
の
よ
う
な
香
港
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
を
網
羅
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
､
ま
さ
し
く
｢
香
港
全

貌｣

を
私
た
ち
に
見
せ
て
い
る
｡

し
か
し
こ
の
｢
香
港
全
貌
｣
は
久
し
く
｢
一
年
来
の
香
港
文
化
｣
と
い
う
項
目
を
欠
い
て
い
た
｡
『
香
港
年
鑑
』
に
｢
香
港
文
化
｣
が

登
場
す
る
の
は
実
に
創
刊
以
来
三
十
年
後
の
一
九
七
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
｡
と
こ
ろ
が
二
年
後
の
｢
一
年
来
の
香
港
文
化
｣
欄
は

早
く
も
小
見
出
し
の
ト
ッ
プ
に
｢
今
日
の
香
港
は
も
は
や
文
化
砂
漠
に
あ
ら
ず
｣
を
掲
げ
､
さ
ら
に
三
年
後
の
『
香
港
年
鑑
一
九
八
二
』

は
｢
今
日
の
香
港
は
文
化
オ
ア
シ
ス
に
な
り
つ
つ
あ
る
｣
と
宣
言
す
る
に
至
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
て
見
る
と
､
少
な
く
と
も
『
香
港
年
鑑
』

で
は
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
､
突
如
｢
香
港
文
化
｣
が
登
場
し
､
未
だ
｢
文
化
砂
漠
｣
と
し
て
取
り
残
さ
れ
て
い
る
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周
辺
地
域
に
対
し

｢
文
化
オ
ア
シ
ス
｣

と
し
て
自
ら
を
誇
る
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

香
港
大
学
で
の
調
査
に
際
し
､
私
は
基
礎
的
な
文
学
･
社
会
学
･
人
類
学
の
研
究
を
渉
猟
し
た
上
で
､
李
碧
華
(
L
i
〓
i
a
n
L
e
e
)
の
作

品
を
分
析
し
､
香
港
文
学
･
映
画
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
の
関
わ
り
の
一
端
を
研
究
し
て
み
た
｡
そ
の
成
果
は
一
九
九
九
年
に
香

港
･
中
文
大
学
で
開
催
さ
れ
た
｢
香
港
文
学
国
際
研
討
会
｣
で
の
報
告
と
､
そ
の
直
後
に
香
港
科
技
大
学
･
中
文
系
で
行
っ
た
三
回
の
連

続
講
演
｢
香
港
文
学

-

日
本
視
野
｣

で
発
表
し
た
｡

こ
の
よ
う
に
社
会
史
的
視
点
か
ら
文
学
と
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
い
し
は
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
と
の
相
関
関
係
を
考
察
し
て
い
く

私
の
文
学
史
研
究
の
方
法
は
､
中
国
か
ら
出
発
し
て
台
湾
･
香
港
へ
と
対
象
を
広
げ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

二

束
ア
ジ
ア
に
お
け
る
｢
村
上
春
樹
現
象
｣

さ
て
現
在
の
｢
両
岸
三
地
｣
に
お
い
て
は
､
｢
村
上
春
樹
現
象
｣
が
続
い
て
い
る
｡
村
上
春
樹
は
一
九
四
九
年
生
ま
れ
､
六
〇
年
代
末

に
故
郷
の
芦
屋
･
神
戸
を
離
れ
て
東
京
の
早
稲
田
大
学
演
劇
科
に
入
学
､
七
三
年
の
卒
業
後
､
ジ
ャ
ズ
喫
茶
を
経
営
し
な
が
ら
書
い
た
小

説
『
風
の
歌
を
聴
け
』
を
一
九
七
九
年
に
発
表
し
て
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
｡
そ
の
後
､
『
1
9
7
3
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
(
一
九
八
〇
)
､

『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
(
一
九
八
二
)
を
発
表
し
続
け
､
一
九
八
七
年
刊
行
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
は
二
年
足
ら
ず
で
上
下
合
計
発
行
部

数
が
四
〇
〇
万
部
に
達
し
､
四
年
後
に
文
庫
化
さ
れ
る
と
総
部
数
は
一
〇
〇
〇
万
部
を
超
え
る
と
い
う
記
録
的
な
成
功
を
収
め
､
｢
村
上

春
樹
現
象
｣
と
称
さ
れ
た
｡
そ
の
後
も
『
ダ
ン
ス
･
ダ
ン
ス
･
ダ
ン
ス
』
(
一
九
八
八
)
､
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
(
一
九
九
四
～
九

五
)
､
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
(
二
〇
〇
〇
)
と
執
筆
し
続
け
て
い
る
現
代
日
本
文
学
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
｡

日
本
の
｢
村
上
春
樹
現
象
｣
は
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
を
き
っ
か
け
と
し
て
､
東
ア
ジ
ア
に
広
が
っ
て
い
っ
た
｡
ま
ず
台
湾
で
は
故
郷

出
版
社
が
こ
の
作
品
を
五
人
の
訳
者
に
分
担
し
て
翻
訳
さ
せ
､
そ
れ
を
編
集
者
が
繋
い
で
い
く
と
い
う
荒
技
を
行
い
､
一
九
八
九
年
に
刊

行
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
｡
続
け
て
一
九
九
七
年
に
時
報
文
化
出
版
が
同
書
を
頼
明
珠
訳
で
刊
行
し
､
こ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
六
月
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ま
で
に
一
七
刷
り
を
重
ね
て
い
る
｡
そ
の
後
､
故
郷
出
版
公
司
が
村
上
春
樹
の
作
品
数
点
を
出
版
し
て
倒
産
す
る
い
っ
ぽ
う
で
､
時
報
文

化
出
版
は
二
〇
点
近
く
の
村
上
文
学
を
刊
行
し
続
け
て
い
る
｡
台
湾
で
は
｢
非
常
村
上
(
す
っ
ご
く
ム
ラ
カ
ミ
)
｣
と
い
う
流
行
語
ま
で
生

ま
れ
た
｡
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
香
港
･
嶺
南
大
学
で
開
か
れ
た
張
愛
玲
国
際
学
会
で
は
､
台
湾
の
若
手
作
家
林
俊
穎
が
｢
張
愛
玲
那
美
麗

而
蒼
涼
的
手
勢
､
己
経
被
村
上
春
樹
変
化
多
端
的
都
市
神
話
取
代
｡
｣
と
報
告
し
て
い
る
｡

香
港
の
博
益
出
版
が
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
を
菓
意
訳
で
刊
行
し
た
の
は
一
九
九
一
年
､
そ
の
後
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
一
〇
年
間
に
二

〇
刷
り
を
重
ね
て
い
る
｡
一
九
九
八
年
九
月
に
私
が
香
港
で
観
た
ド
タ
バ
タ
喜
劇
映
画
『
超
級
整
畠
覇
王
』
に
は
ヒ
ロ
イ
ン
で
看
護
婦
役

の
朱
菌
が
九
広
鉄
道
の
駅
ホ
ー
ム
で
通
勤
電
車
を
待
つ
間
に
も
読
み
耽
っ
て
い
る
小
説
を
う
っ
か
り
落
と
す
と
､
片
思
い
の
喜
劇
役
者
葛

民
輝
が
飛
び
つ
い
て
こ
れ
を
拾
う
と
い
う
お
笑
い
の
一
場
面
が
あ
る
｡
表
紙
が
大
写
し
さ
れ
る
と
そ
の
小
説
と
は
な
ん
と
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ

の
森
』
で
､
こ
の
文
芸
書
と
三
枚
目
男
優
と
の
落
差
で
も
う
一
度
大
笑
い
さ
せ
る
と
言
う
巧
み
な
演
出
だ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
『
ノ
ル

ウ
ェ
イ
の
森
』
は
通
俗
映
画
の
ギ
ャ
グ
と
し
て
通
用
す
る
ほ
ど
広
く
知
ら
れ
て
お
り
､
村
上
文
学
を
抜
き
に
し
て
は
､
も
は
や
台
湾
･
香

港
の
文
化
は
語
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

そ
し
て
最
近
､
台
湾
･
香
港
の
｢
村
上
春
樹
現
象
｣
が
上
海
･
北
京
へ
と
飛
び
火
し
た
と
い
う
｡
一
九
九
九
年
一
1
月
一
七
日
号
の
中

国
の
週
刊
書
評
新
聞
『
中
華
読
書
報
』
に
よ
れ
ば
､
清
江
出
版
社
が
一
九
八
九
年
に
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
を
出
版
し
た
と
き
に
は
そ
れ

ほ
ど
の
反
響
は
な
く
､
印
刷
部
数
も
一
九
九
六
年
で
一
万
五
〇
〇
〇
冊
､
九
八
年
で
は
一
万
二
〇
〇
〇
冊
で
､
並
み
の
売
れ
行
き
だ
っ
た

と
い
う
｡
と
こ
ろ
が
九
八
年
九
月
の
改
版
に
際
し
て
装
丁
を
改
め
詳
し
い
解
説
な
ど
を
付
け
た
と
こ
ろ
急
に
売
れ
行
き
が
急
上
昇
し
､
上

海
だ
け
で
半
年
に
1
万
冊
以
上
が
捌
け
､
北
京
の
学
園
地
区
で
あ
る
海
淀
区
の
あ
る
書
店
で
は
一
カ
月
で
四
〇
〇
冊
を
売
り
切
る
な
ど
､

こ
の
年
だ
け
で
合
計
六
万
冊
が
売
れ
た
と
い
う
｡

私
が
北
京
か
ら
入
手
し
た
同
書
の
奥
付
に
よ
れ
ば
訳
者
は
林
少
華
､
一
九
九
六
年
七
月
第
一
版
､
二
〇
〇
〇
年
九
月
第
二
版
第
一
〇
次

印
刷
で
､
合
計
二
一
万
六
〇
〇
〇
冊
と
な
っ
て
い
る
｡
第
二
版
第
一
〇
次
印
刷
だ
け
で
も
六
万
冊
出
版
し
て
お
り
､
そ
の
売
れ
行
き
は
衰
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え
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
よ
う
す
で
あ
る
｡

こ
の
一
､
二
年
話
題
に
な
っ
て
い
る
中
国
の
若
い
作
家
た
ち
も
､
自
ら
の
作
品
の
中
で
｢
村
上
春
樹
現
象
｣
を
演
出
し
て
い
る
｡
た
と

え
ば
衛
慧
(
一
九
七
三
～
)

の
『
上
海
宝
貝
』
(
藩
陽
･
春
風
文
芸
出
版
社
､
一
九
九
九
)

二
三
真
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
｡

〝
想
喫
什
磨
､
中
餐
､
西
餐
､
還
是
日
本
菜
?
″

(
中
略
)
〝
日
本
菜
｡
″
我
説
｡
這
城
市
文
化
有
厳
重
的
親
日
傾
向
､
安
室
奈
美
恵
的
歌
､
村
上
春
樹
的
書
､
木
村
拓
哉
的
電
視
…
･

ま
た
北
京
の
男
性
作
家
､
石
康
(
生
年
不
祥
)

の
最
初
の
長
篇
小
説
『
支
離
破
砕
』
(
長
春
･
長
春
出
版
社
､
一
九
九
九
)
に
も
村
上
が
登

場
す
る
｡
主
人
公
は
三
一
歳
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
作
家
の
｢
ば
く
｣
､
彼
は
仕
事
の
声
が
か
か
れ
ば
､
ホ
テ
ル
で
缶
詰
と
な
っ
て
一
〇
回
分

の
ド
ラ
マ
を
一
気
に
書
き
あ
げ
､
暇
な
と
き
に
は
デ
ィ
ス
コ
や
バ
ー
に
繰
り
出
し
ガ
ー
ル
ハ
ン
ト
に
精
を
出
す
が
､
有
り
金
す
べ
て
巻
き

上
げ
ら
れ
た
り
性
病
を
移
さ
れ
た
り
が
関
の
山
｡
こ
ん
な
｢
格
調
最
低
｣
を
自
認
す
る
｢
ば
く
｣
に
も
小
説
家
と
し
て
の
才
能
を
見
込
ん

で
陳
小
露
(
チ
ェ
ン
･
シ
ア
オ
ル
ー
､
ち
ん
し
ょ
う
ろ
)
が
惚
れ
て
く
れ
る
｡
彼
女
は
性
格
的
に
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
線
を
思
わ
せ
る

女
学
生
だ
が
､
台
湾
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
愛
人
と
な
っ
て
携
帯
電
話
か
ら
マ
イ
カ
ー
ま
で
持
っ
て
い
る
｡
一
六
二
貢
で
彼
女
は
｢
ぼ
く
｣

を
次
の
よ
う
に
激
励
す
る
の
だ
｡

〝
傭
以
後
不
許
写
王
朔
那
種
書
騙
小
姑
娘
､
聴
見
了
喝
?
…
･
我
告
訴
傭
嘲

〝
看
過
《
跳
跳
跳
》
｡
″

〝
《
椰
威
森
林
》
傭
没
看
?
″

〝
我
有
､
遠
投
来
待
及
看
｡
″

〝
回
去
看
､
回
去
看
､
持
来
勤
､
真
的
特
来
勤
｡
″

儒
鷹
該
写
村
上
那
種
､
儒
看
過
村
上
喝
?
″
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こ
の
よ
う
に
｢
村
上
春
樹
現
象
｣
と
は
上
海
･
北
京
も
今
や
現
代
東
ア
ジ
ア
共
通
の
文
化
と
い
え
よ
う
｡
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
台
北
･

香
港
に
お
け
る
村
上
現
象
と
､
上
海
･
北
京
に
お
け
る
現
象
と
の
あ
い
だ
に
一
〇
年
前
後
の
時
間
差
が
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
｡
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三

現
代
都
市
成
熟
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
を
読
ん
だ
こ
と
な
い
人
々
の
中
に
は
､
そ
れ
が
若
い
男
女
の

｢
カ
ツ
コ
イ
イ
｣
都
会
生
活
を
描
い
た
小
説
と
思

い
こ
ん
で
い
る
人
が
い
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
主
人
公
で
語
り
手
の
｢
僕
｣

の
恋
を
軸
に
し
た
深
い
喪
失
体
験
の
物
語
な
の
で
あ
る
｡
物
語

は
一
九
八
七
年
に

｢
僕
｣

が
ジ
ェ
ッ
ト
機
で
ド
イ
ツ
･
ハ
ン
ブ
ル
ク
空
港
に
着
陸
す
る
場
面
で
始
ま
る
｡
こ
の
と
き
三
六
歳
の

｢僕｣

は

突
如
､
一
八
年
前
､
す
な
わ
ち
一
九
六
〇
年
代
末
の
恋
愛
体
験
を
思
い
出
し
､
深
い
喪
失
感
に
改
め
て
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
る
の
だ
｡
六

〇
年
代
後
半
の
日
本
は
平
均
経
済
成
長
率
一
七
･
六
%
(
た
だ
し
名
目
､
実
質
成
長
率
は
一
一
･
一
%
)
を
達
成
し
て
お
り
､
高
度
経
済
成

長
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
っ
た
｡
都
市
は
急
速
に
変
貌
し
､
懐
か
し
い
風
景
は
次
々
と
消
え
て
い
っ
た
｡
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
恋
人
た

ち
が
東
京
を
俳
個
す
る
の
は
､
ま
さ
に
滅
び
つ
つ
あ
る
風
景
を
求
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
｡
そ
れ
か
ら
一
八
年
が
経
過
し
､
｢
僕
｣
が

青
春
を
終
え
よ
う
と
す
る
と
き
､
す
な
わ
ち
八
〇
年
代
後
半
の
日
本
は
平
均
経
済
成
長
率
六
･
一
%
(
実
質
成
長
率
は
四
･
九
%
)
と
三
分

の
一
近
く
に
ま
で
下
降
し
て
い
る
｡
逆
に
一
九
七
五
年
に
四
四
五
〇
U
S
$
だ
っ
た
一
人
あ
た
り
の
G
N
P

(
国
民
総
生
産
)

は
､
八
七

年
に
は
一
万
六
二
七
一
U
S
$
へ
と
四
倍
近
く
に
増
加
し
て
い
る
｡

い
っ
ぽ
う
､
台
湾
で
｢
村
上
春
樹
現
象
｣
が
生
じ
た
一
九
八
八
年
と
は
､
前
年
七
月
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
､
同
年
一
月
に
蒋
経
国
が

急
逝
し
て
李
登
輝
が
総
統
に
就
任
す
る
と
い
う
変
化
の
大
き
い
時
期
で
あ
っ
た
｡
一
九
四
九
年
に
国
共
内
戦
で
惨
敗
し
て
台
湾
島
に
逃
げ

込
ん
だ
国
民
党
は
､
そ
の
前
後
に
通
貨
改
革
と
農
地
改
革
を
断
行
し
て
経
済
安
定
の
契
機
を
つ
か
む
｡
さ
ら
に
翌
年
六
月
の
朝
鮮
戦
争
勃

発
後
は
中
共
の
台
湾
攻
略
阻
止
へ
と
政
策
転
換
し
た
ア
メ
リ
カ
の
大
量
援
助
を
受
け
､
六
〇
年
代
半
ば
に
は
大
胆
な
外
資
導
入
を
行
い
､

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
特
需
を
挺
子
と
し
て
高
度
経
済
成
長
を
実
現
し
､
農
業
国
か
ら
工
業
国
へ
と
転
換
し
た
｡
一
九
六
四
年
か
ら
一
〇
年
間
の

経
済
成
長
率
は
二
･
一
%
に
達
し
､
急
速
な
産
業
化
に
と
も
な
い
､
農
民
人
口
は
一
九
五
二
年
か
ら
八
五
年
ま
で
の
三
〇
年
ほ
ど
の
間

に
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
激
減
し
､
都
市
化
が
進
行
し
て
い
る
｡
そ
し
て
一
九
八
六
年
に
は
そ
の
後
急
成
長
し
た
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第
三
次
産
業
が
第
二
次
産
業
を
追
い
抜
き
､
民
間
消
費
の
対
G
N
P
比
へ
の
比
率
を
増
し
た
｡
G
N
P
成
長
率
も
八
七
年
の
一
三
%
近
い

高
率
を
最
後
に
六
%
前
後
に
落
ち
着
い
て
い
る
｡
一
人
当
た
り
の
G
N
P
は
一
九
七
〇
年
の
三
八
九
U
S
$
か
ら
一
九
八
八
年
の
六
〇
四

五
U
S
$
へ
と
伸
び
た
｡
日
本
か
ら
｢
村
上
春
樹
現
象
｣
が
伝
わ
っ
て
き
た
と
き
､
台
湾
も
ま
た
日
本
と
同
様
に
高
度
経
済
成
長
を
終
え

て
､
過
剰
な
都
市
化
､
都
市
風
景
と
人
間
関
係
の
激
変
と
い
う
結
果
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
成
熟
の
時
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
｡

香
港
も
台
湾
と
同
様
に
G
D
P

(
国
内
稔
生
産
)
成
長
率
は
六
〇
年
代
に
実
質
八
･
八
%
､
七
〇
年
代
に
も
九
･
〇
%
(
名
目
一
九
･
四

%
)
と
高
い
伸
び
を
続
け
た
も
の
の
､
八
〇
年
代
に
は
六
･
五
%
(
名
目
一
五
･
四
%
)
､
九
〇
年
代
前
半
に
は
五
･
七
%
(
名
目
一
四
･
三

%
)
と
落
ち
着
き
を
見
せ
て
い
る
｡
こ
れ
に
と
も
な
い
､
六
〇
年
代
の
第
一
次
工
業
化
を
衣
服
･
繊
維
産
業
が
担
っ
た
の
に
対
し
､
七
〇

年
代
に
は
業
種
別
G
D
P
成
長
率
で
建
設
業
と
金
融
･
保
険
･
不
動
産
業
等
が
そ
れ
ぞ
れ
二
六
%
以
上
と
な
り
製
造
業
の
一
七
･
四
%
を

圧
倒
し
た
が
､
八
〇
年
代
に
な
る
と
卸
小
売
･
貿
易
･
飲
食
･
ホ
テ
ル
業
と
運
輸
･
倉
庫
･
通
信
業
が
そ
れ
ぞ
れ
一
七
～
一
八
%
に
達
し
､

建
設
業
､
金
融
･
保
険
･
不
動
産
業
等
の
二
二
%
に
水
を
開
け
て
い
る
｡

就
業
人
口
も
製
造
業
は
一
九
八
二
年
の
九
〇
万
人
か
ら
減
り
続
け
､
九
一
年
に
卸
小
売
･
貿
易
･
飲
食
･
ホ
テ
ル
業
に
､
九
三
年
に
は

運
輸
･
倉
庫
･
通
信
･
金
融
･
保
険
･
不
動
産
業
等
に
追
い
抜
か
れ
て
い
る
｡
香
港
で
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
が
刊
行
さ
れ
る
一
九
九
一

年
と
は
､
香
港
社
会
が
大
き
く
転
換
し
た
時
期
で
あ
っ
た
の
だ
｡

中
国
で
は
文
革
末
期
に
は
農
村
･
都
市
全
般
に
わ
た
る
国
家
経
済
の
行
き
詰
ま
り
が
顕
著
と
な
っ
て
い
た
｡
部
小
平
体
制
は
こ
れ
を
解

消
す
る
た
め
､
七
〇
年
代
末
以
来
､
対
内
的
に
は
経
済
改
革
､
対
外
的
に
は
開
放
政
策
を
実
行
す
る
こ
と
を
主
要
な
課
題
と
し
た
｡
一
九

八
九
年
六
月
に
は
あ
の
悲
惨
な
｢
血
の
日
曜
日
｣
事
件
が
起
き
て
､
中
国
経
済
は
一
時
停
滞
す
る
も
の
の
､
一
九
九
二
年
部
小
平
最
後
の

号
令
に
よ
り
市
場
経
済
化
路
線
を
再
度
邁
進
す
る
こ
と
と
な
る
｡
G
N
P
の
伸
び
率
は
一
九
九
二
年
一
四
･
二
%
を
記
録
し
た
の
を
始
め

九
五
年
ま
で
は
一
〇
%
台
を
維
持
し
て
い
た
が
､
九
六
年
に
九
･
六
%
と
一
〇
%
を
割
り
込
み
､
九
七
年
に
は
八
･
八
%
､
九
八
年
と
九
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九
年
に
は
公
式
発
表
で
そ
れ
ぞ
れ
七
･
八
%
と
七
･
一
%
と
陰
り
を
見
せ
始
め
て
い
る
｡
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
､
全
国
一
人
あ
た
り
の
G
N

P
は
一
九
七
八
年
の
三
七
九
元
か
ら
九
九
年
に
は
六
五
四
六
元
に
ま
で
増
加
し
て
き
た
｡
し
か
も
上
海
と
北
京
に
限
っ
て
言
え
ば
､
そ
れ

ぞ
れ
三
万
〇
八
〇
五
元
(
三
七
二
一
U
S
$
)
と
一
万
九
八
〇
三
元
(
二
三
九
二
U
S
$
)
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
前
者
の
ば
あ

い
で
は
す
で
に
六
〇
年
代
末
､
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』

の
時
代
の
日
本
経
済
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
中
国
の
経
済
統
計
か
ら
､
九
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
が
一
休
み
す
る
い
っ
ぽ
う
で
､
上
海
･
北
京
の
市
民
が
中
進
国
並

み
の
経
済
を
謳
歌
し
始
め
た
九
八
年
に

｢
村
上
春
樹
現
象
｣

が
生
じ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
｡

以
上
､
日
本
と
台
湾
･
香
港
･
中
国
に
お
け
る
高
度
経
済
成
長
の
終
焉
ま
た
は
一
段
落
と
､
｢
村
上
春
樹
現
象
｣
と
の
関
連
に
つ
い
て

述
べ
て
き
た
｡
村
上
春
樹
の
受
容
と
は
､
東
ア
ジ
ア
の
都
市
に
と
っ
て
現
代
都
市
と
し
て
の
成
熟
度
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
言
え
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
｡

そ
れ
に
し
て
も
､
台
湾
と
香
港
は
ほ
ぼ
お
な
じ
よ
う
な
高
度
経
済
成
長
の
歴
史
を
歩
み
な
が
ら
､
台
湾
に
お
け
る
｢
村
上
春
樹
現
象
｣

は
な
ぜ
数
年
も
早
く
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
実
は
台
湾
で
は
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
翻
訳
に
先
立
ち
､
一
九
八
五
年
か
ら
頼
明
珠
が
村

上
春
樹
の
翻
訳
を
刊
行
し
始
め
て
い
た
｡
し
か
も
村
上
文
学
の
香
港
版
の
訳
者
が
台
湾
人
で
あ
る
点
も
興
味
深
い
｡

ま
た
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
ば
あ
い
､
台
湾
版
二
種
､
香
港
版
一
種
､
中
国
版
二
種
(
そ
の
う
ち
一
種
は
未
確
認
)
､
合
計
五
種
類

も
の
中
国
語
訳
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
各
地
に
お
け
る
文
化
界
や
読
者
大
衆
の
反
響
､
お
よ
び
五
種
の
版
本
相
互
間
の
翻
訳
･
装
惧
･
編

集
等
の
異
動
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
､
村
上
文
学
を
鏡
と
し
た

｢
両
岸
三
地
｣

の
比
較
文
化
研
究
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

私
は
自
ら
の
現
代
中
国
文
学
史
研
究
の
発
展
と
し
て
､
二
一
世
紀
に
は
こ
の
よ
う
な
｢
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
村
上
春
樹
の
受
容
｣
と
い

う
テ
ー
マ
を
考
え
て
お
り
､
本
稿
の
中
国
語
訳
者
で
も
あ
る
台
湾
･
中
央
研
究
院
文
哲
研
究
所
助
研
究
員
の
張
季
琳
氏
と
共
同
研
究
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
諸
先
生
方
か
ら
是
非
と
も
ご
教
示
頂
き
た
い
｡
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注(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

『
新
し
い
中
国
文
学
史
』
(
大
木
康
氏
と
共
著
)
一
九
九
七
､
京
都
･
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
､
p
N
遥

藤
井
省
三
冨
迅
｢
故
郷
｣
の
読
書
史
-
近
代
中
国
の
文
学
空
間
』
一
九
九
七
､
東
京
･
創
文
社
､
p
∽
亀
岡
書
は
二
〇
〇
二
年
に
董
柄
月
訳
に
よ
り
北
京
･

新
世
界
出
版
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
｡

藤
井
省
三
『
台
湾
文
学
こ
の
百
年
』
一
九
九
八
､
東
京
･
東
方
書
店
､
p
N
琵
｡

藤
井
省
三
著
､
封
桂
芳
訳
｢
小
説
薦
何
与
如
何
讃
人
｢
記
憶
｣
香
港
-
李
碧
華
巌
脂
抑
』
与
香
港
意
識
｣
黄
鮭
榛
主
編
F
活
発
紛
緊
的
香
港
文
学
-
完
九

九
年
香
港
文
学
国
際
研
討
会
論
文
集

上
冊
』
香
港
･
中
文
大
学
出
版
社
｡
隣
国
球
編
､
梁
乗
鈎
･
藤
井
省
三
等
著
支
学
香
港
与
李
薯
華
=
口
北
･
麦
田
出
版
有
限

公司二〇〇〇｡香港文化の誕生と香港アイデンティティをめぐつて､日本語では拙著貢代中国文化探検-四つの都市の物語』(岩波書店一
九
九
九
)

で
も
論
じ
た
｡

(
5
)

林
俊
穎
｢
尋
挽
張
愛
玲
在
台
湾
的
接
棒
人
｣
香
港
文
学
』
第
一
九
二
期
､
二
〇
〇
〇
年
三
月
号
｡

(
6
〉

経
済
統
計
に
関
し
て
は
以
下
の
書
籍
を
参
考
に
し
た
｡
『
平
凡
社
百
科
便
覧
』
東
京
･
平
凡
社
一
九
八
六
､
『
同
改
訂
版
k
平
凡
社
一
九
九
三
｡
施
昭
讐
朝
元
照
雄

編
著
言
湾
経
済
整
東
京
･
勤
草
書
璽
九
九
九
｡
野
村
総
合
研
究
所
(
香
港
)
有
限
公
司
編
者
港
と
中
国
』
東
京
･
朝
日
新
聞
社
一
九
九
七
｡
国
家
統
計
局
編

F
中
国
統
計
摘
要
N
暮
已
北
京
･
中
国
統
計
出
版
社
｡

(
7
)

村
上
春
樹
の
台
湾
で
の
初
訳
は
r
新
書
月
刊
』
第
二
三
号
一
九
八
五
年
八
月
掲
載
の
頼
明
珠
選
訳
F
村
上
春
樹
的
世
界
』
で
あ
る
｡


