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本
書
の
著
者
、
巫
仁
恕
氏
は
現
在
台
湾
の
中

央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
に
奉
職
さ
れ
る
若
手

研
究
者
で
あ
る
。
明
代
の
社
会
経
済
史
を
主
要

な
研
究
領
域
と
し
、
一
九
九
六
年
に
博
士
論
文

『
明
清
城
市
民
変
研
究
―
―
伝
統
中
国
城
市
群

衆
集
体
行
動
之
分
析
』（
台
湾
大
学
歴
史
学
研
究

所
）
を
提
出
後
、
社
会
史
、
文
化
史
に
関
す
る

論
考
を
世
に
問
う
て
こ
ら
れ
た
。
氏
に
は
既
に

前
著
『
奢
侈
的
女
人
―
―
明
清
時
期
江
南
婦
女

的
消
費
文
化
』（
三
民
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）
が

あ
り
、
消
費
文
化
を
軸
と
し
て
明
末
社
会
の
諸

相
を
一
般
読
者
向
け
に
分
か
り
や
す
く
解
説
し

て
い
る
。
前
著
は
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
女
性
の
果
た
し
た
役
割
に
重
点
を
お
い
て
い

る
点
が
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
併
せ
て
一
読
を
勧

め
た
い
。

　

本
書
『
品
味
奢
華
―
―
晩
明
的
消
費
社
会
与

士
大
夫
』
で
は
前
著
を
ふ
ま
え
、
よ
り
長
い
タ

イ
ム
ス
パ
ン
を
と
っ
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。
明
初
の
安
定
的
な
社
会
体
制
が
明
中
期
か

ら
明
末
に
い
た
り
如
何
に
変
容
し
、
そ
し
て
そ

れ
が
清
代
へ
と
ど
の
よ
う
に
連
続
す
る
の
か
。

そ
の
展
開
の
中
で
明
末
と
い
う
時
期
は
ど
の
よ

う
な
性
格
と
意
義
を
具
え
て
い
る
の
か
。
こ
の

よ
う
な
課
題
を
本
書
の
根
底
に
あ
る
問
題
意
識

と
し
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
モ
ノ
の

消
費
と
い
う
行
為
、
そ
し
て
そ
れ
が
端
的
に

顕
在
化
す
る
奢
侈
風
潮
の
蔓
延
、
及
び
そ
れ
に

対
す
る
各
階
層
（
中
で
も
士
大
夫
に
重
点
が
お
か

れ
る
）
の
動
向
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
明
末
社

会
の
姿
を
描
出
す
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、

ブ
ロ
ー
デ
ル
な
ど
社
会
史
の
影
響
を
受
け
て
お

り
、
そ
れ
故
に
「
導
論
―
―
従
生
産
的
研
究
到

消
費
的
研
究
」
で
は
西
洋
史
学
、
社
会
学
、
文

化
人
類
学
の
多
く
の
成
果
の
吸
収
と
応
用
が
試

み
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
本
書
は
、
中
国
史
外

の
学
界
で
構
築
さ
れ
た
理
論
を
無
批
判
に
導
入

す
る
も
の
で
は
な
い
。
各
章
を
通
覧
す
れ
ば
実

録
、
地
方
志
、
文
集
、
筆
記
小
説
の
他
、
分
家

文
書
そ
の
他
檔
案
類
を
駆
使
し
、
豊
富
な
事
例

を
も
っ
て
歴
史
を
語
ら
せ
る
と
い
う
姿
勢
で
貫

か
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
本
書
は
一

種
の
博
物
誌
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
こ
の
高

い
実
証
性
を
本
書
第
一
の
価
値
と
し
て
お
き
た

い
。

　

以
下
、各
章
の
紹
介
に
入
ろ
う
。
第
一
章「
消

費
社
会
的
形
成
」
は
、
第
二
章
以
降
の
各
論
に

入
る
前
に
提
示
さ
れ
た
明
末
社
会
の
ス
ケ
ッ
チ

で
あ
る
。一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
、
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江
南
の
都
市
を
中
心
に
奢
侈
風
潮
が
発
生
、
嘉

靖
年
間
（
一
五
二
二
―
一
五
六
六
）
に
は
と
ど
め

よ
う
の
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
万
暦
年

間
（
一
五
七
三
―
一
六
一
九
）
に
至
る
と
そ
れ
は

江
南
か
ら
中
国
各
地
へ
、
都
市
か
ら
農
村
へ
と

浸
透
し
た
。
著
者
は
こ
れ
を
前
代
ま
で
の
突
発

的
か
つ
一
部
に
局
限
さ
れ
た
も
の
か
ら
社
会
全

体
に
拡
大
し
た
一
種
の
＂
消
費
社
会
＂
の
形
成

と
評
価
す
る
。
こ
れ
は
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス

で
お
こ
っ
た
消
費
革
命
と
類
似
し
て
い
る
と
い

う
。
一
六
世
紀
中
国
で
は
、
全
国
市
場
形
成
、

世
界
経
済
へ
の
包
摂
、
銀
の
流
入
、
都
市
化
、

そ
し
て
こ
れ
ら
に
帯
同
さ
れ
る
経
済
の
未
曾

有
の
活
性
化
と
い
う
事
態
が
進
展
し
た
。
こ
の

活
況
の
中
で
人
々
の
収
入
と
就
業
機
会
が
増
加

し
た
こ
と
（
前
著
か
ら
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
が
、

女
性
の
そ
れ
も
十
分
に
強
調
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
）、
人
び
と
の
欲
望
に
応
え
る
サ
ー
ビ
ス
産

業
が
勃
興
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
が
社
会
全
体
の

消
費
を
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
し
た
こ
と
が
改
め
て
確

認
さ
れ
る
。
同
時
期
に
奴
僕
で
す
ら
主
人
を
凌

駕
す
る
と
い
う
よ
う
な
身
分
感
覚
・
秩
序
・
制
度

の
動
揺
が
頻
繁
に
発
生
し
た
こ
と
は
、
広
く
知

ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
変
動
に
対
し
て
士

大
夫
層
が
い
か
な
る
新
た
な
秩
序
観
の
構
築
を

模
索
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
本
書

の
重
要
な
論
点
で
あ
る
の
で
後
述
す
る
。

　

つ
づ
い
て
結
論
ま
で
の
構
成
を
紹
介
す
る
。

第
二
章
「
消
費
与
権
力
象
徴
―
―
以
乗
轎
文
化

為
例
」

第
三
章
「
流
行
時
尚
的
形
成
―
―
以
服
飾
文
化

為
例
」

第
四
章
「
消
費
品
味
与
身
分
区
分
―
―
以
旅
遊

文
化
為
例
」

第
五
章
「
物
的
商
品
化
与
特
殊
化
―
―
以
家
具

文
化
為
例
」

第
六
章
「
文
人
品
味
的
演
化
与
延
続
―
―
以
飲

食
文
化
為
例
」

　

各
章
は
副
題
に
記
さ
れ
る
轎か
ご

、服
飾
、旅
遊
、

家
具
、
飲
食
と
い
う
消
費
の
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ

専
門
的
に
扱
う
。
こ
の
構
成
は
明
末
の
社
会
と

文
化
、
そ
こ
に
生
き
る
人
び
と
を
立
体
的
に
照

射
す
る
と
い
う
効
果
を
う
み
だ
し
て
い
る
。
服

飾
（
第
三
章
）、旅
遊
（
第
四
章
）、家
具
（
第
五
章
）

を
例
に
歴
史
的
展
開
を
改
め
て
述
べ
る
と
、
明

初
＂
樸
素
守
制
＂
と
称
さ
れ
た
服
飾
は
単
な
る
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生
活
必
需
品
の
域
を
超
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、

明
末
に
い
た
っ
て
奢
侈
へ
と
流
れ
て
い
っ
た
。

商
工
業
の
成
長
・
織
物
価
格
の
下
落
を
背
景
に
、

あ
る
様
式
の
流
行
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
次
々
と

生
ま
れ
め
ま
ぐ
る
し
く
う
つ
り
か
わ
っ
た
（
第

三
章
）。
人
び
と
の
娯
楽
も
ま
た
変
化
し
た
。

廟
会
や
進
香
を
理
由
と
し
て
寺
廟
に
参
拝
、
或

い
は
都
市
を
観
光
す
る
人
々
が
出
現
、
旅
遊
―
―

目
的
地
に
赴
く
旅
＂
行
＂
で
は
な
く
、
そ
れ
自

体
を
愉
し
み
と
す
る
旅
＂
遊
＂
文
化
―
―
は
普

遍
化
、
大
衆
化
し
た
。
こ
の
新
た
な
消
費
文
化

は
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
創
生
を
う
な
が

し
た
（
第
四
章
）。
家
具
も
ま
た
多
様
化
、
奢

侈
な
も
の
へ
と
か
わ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
市
場

に
お
け
る
商
品
と
し
て
扱
わ
れ
、
家
具
産
業
が

成
長
、
人
々
の
所
有
す
る
家
具
の
種
類
・
数
量

も
ま
た
増
加
し
た
（
第
五
章
）。
余
談
な
が
ら

我
々
が
中
国
観
光
の
中
で
＂
明
清
の
も
の
＂
と

説
明
さ
れ
＂
中
国
的
だ
＂
と
感
じ
る
建
築
物
・

調
度
品
は
、
正
確
に
は
こ
の
時
期
以
降
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

　

前
述
の
通
り
消
費
の
大
衆
化
、
奢
侈
の
横
行

へ
の
士
大
夫
の
対
応
が
本
書
の
重
要
な
論
点
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
の
例
を
第
二
章
と
第
三
章
に

み
れ
ば
、
轎
は
単
な
る
交
通
手
段
で
は
な
く
、

本
来
は
身
分
・
官
位
に
よ
り
形
式
や
轎
夫
の
数

が
制
度
化
さ
れ
た
政
治
的
意
味
合
い
を
備
え

た
も
の
だ
っ
た
。
明
末
に
身
分
規
定
は
急
速
に

崩
れ
、
度
重
な
る
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
士

大
夫
の
模
倣
や
僭
越
な
る
も
の
が
人
々
の
間
に

拡
が
っ
た
（
第
二
章
）。
こ
の
世
相
の
変
化
に

士
大
夫
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
。
今
一
度

士
大
夫
の
お
か
れ
て
い
た
状
況
か
ら
説
き
起

こ
せ
ば
、
明
中
期
か
ら
明
末
に
か
け
て
、
経
済

活
動
に
よ
り
実
力
を
蓄
え
た
商
人
層
が
科
挙
を

経
ず
捐
納
に
よ
っ
て
官
位
に
つ
く
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
商
人
と
士
大
夫
が
一
体
化
し
て
い

く
「
士
商
相
混
」
と
い
う
状
況
の
一
端
で
あ
っ

た
。
一
方
で
は
官
途
に
就
く
こ
と
が
さ
ら
に
困

難
と
な
っ
た
下
層
士
大
夫
層
も
生
み
出
さ
れ
て

い
た
。
彼
ら
が
中
心
と
な
っ
た
政
治
運
動
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
彼
ら
が
生
み
出

し
た
社
会
の
新
た
な
風
潮
に
叙
述
の
力
点
を
お

く
。
僭
越
な
る
も
の
を
禁
止
し
、
身
分
制
度
を

守
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
も
、
明
初
の
重

農
抑
商
の
精
神
に
復
古
す
る
こ
と
は
も
は
や
不

可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
新
た
な
「
雅
と
俗
の

分
」
を
創
造
し
、
人
び
と
と
自
ら
の
服
飾
な
ど

の
＂
品
味
（
品
格
）
＂
の
違
い
を
強
調
す
る
こ

と
で
自
ら
の
身
分
の
排
他
性
を
維
持
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
（
第
三
章
）。

　

以
上
の
よ
う
な
士
大
夫
が
創
造
し
た
新
た
な

＂
雅
＂
＂
華
＂
の
具
体
的
実
践
例
が
第
四
章
、

第
五
章
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
。
大
衆
化
し
た

旅
遊
と
は
別
に
、
士
大
夫
に
と
っ
て
の
旅
遊
は

「
雅
俗
之
辨
」、
自
ら
と
そ
れ
以
外
の
人
々
と
を

分
か
つ
新
た
な
象
徴
的
な
区
分
を
も
意
味
し
て

い
た
。
俗
と
分
か
つ
た
め
遊
具
を
備
え
る
な
ど

＂
遊
道
＂
と
い
う
理
論
化
も
行
わ
れ
た
（
第
四

章
）。
家
具
も
ま
た
士
と
庶
、
雅
と
俗
と
を
分

か
つ
指
標
と
な
っ
た
。
多
く
の
士
大
夫
は
素
樸

な
も
の
こ
そ
が
古
制
に
合
致
す
る
も
の
と
考

え
、
富
裕
層
の
所
有
す
る
豪
奢
な
家
具
を
嫌
っ

た
。
質
素
な
家
具
を
愛
好
し
所
有
す
る
こ
と
で

精
神
的
な
雅
俗
の
分
を
保
と
う
と
し
た
の
で
あ

る
（
第
五
章
）。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
＂
分
＂

の
設
定
、
新
た
な
秩
序
形
成
と
い
う
図
式
は
、

社
会
史
・
文
化
史
に
お
け
る
本
書
の
論
点
と
し

て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
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さ
て
明
末
に
成
立
し
た
消
費
文
化
と
士
大
夫

層
の
対
応
は
、
清
代
に
ど
の
よ
う
に
連
続
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
第
六
章
は
飲
食
文
化
を
軸
に
こ

の
問
題
を
論
ず
る
。
従
来
の
研
究
は
清
代
に
は

社
会
の
安
定
の
結
果
、
モ
ノ
の
消
費
の
象
徴
的

意
義
が
弱
化
し
た
と
す
る
。
対
し
て
本
書
は
清

初
の
王
朝
交
替
の
混
乱
の
中
で
短
期
の
衰
退
が

み
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
ほ
ど
な
く

江
南
の
都
市
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
地
域
の
都

市
、
農
村
を
問
わ
ず
明
末
に
似
た
状
況
が
復
活

し
た
と
す
る
。
著
者
は
こ
こ
に
明
末
か
ら
清
代

へ
の
連
続
性
を
見
出
す
。
た
だ
し
料
理
は
単
純

か
つ
素
樸
な
も
の
が
多
い
が
、
む
し
ろ
こ
れ
を

＂
雅
＂
と
す
る
点
で
前
述
の
よ
う
な
＂
俗
＂
と

の
区
分
が
新
た
に
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一

方
で
食
譜
な
ど
の
書
籍
は
明
末
以
上
に
大
量
に

刊
行
さ
れ
、
そ
の
味
や
香
り
を
表
現
す
る
語
彙

は
複
雑
化
、
多
様
化
し
て
い
る
。
清
代
に
衰
退

の
局
面
を
む
か
え
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ

の
奢
侈
の
＂
成
熟
＂
を
む
か
え
た
、
と
い
う
印

象
を
読
者
は
受
け
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
が
明
末
と
い
う
時
期
を
切
り
取
り
、
そ

の
社
会
と
文
化
を
多
角
的
に
論
ず
る
こ
と
は
繰

り
返
す
ま
で
も
な
い
。
社
会
史
・
文
化
史
に
お

け
る
本
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
専
論
が
待

た
れ
る
。
紙
幅
も
尽
き
つ
つ
あ
る
の
で
、
こ
こ

で
評
者
の
観
点
か
ら
簡
単
に
三
点
コ
メ
ン
ト
を

つ
け
て
お
き
た
い
。
第
一
に
明
末
か
ら
清
代
に

か
け
て
の
連
続
性
。
我
々
が
普
段
よ
り
口
に
す

る
＂
明
清
＂
と
い
う
時
代
の
性
格
、
そ
こ
に
生

き
て
い
た
人
び
と
の
暮
ら
し
の
痕
跡
は
、
い
つ

形
成
さ
れ
た
も
の
か
。本
書
を
通
読
す
る
者
は
、

そ
れ
が
明
中
期
か
ら
明
末
に
か
け
て
の
時
期
以

降
に
出
現
し
た
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
分
水
嶺

は
、
か
つ
て
時
代
区
分
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い

て
生
産
関
係
の
変
化
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
た
明

末
と
い
う
画
期
と
符
合
し
て
い
る
。
こ
の
一
致

は
興
味
深
い
。第
二
に
奢
侈
風
潮
の
背
景
。我
々

は
歴
史
的
事
実
と
し
て
明
末
と
い
う
沸
騰
す
る

よ
う
な
時
代
の
世
相
を
知
っ
て
い
る
。
だ
が
何

故
そ
れ
が
明
末
に
急
速
に
烈
し
く
拡
が
っ
た
の

か
。
銀
の
流
入
を
表
象
と
す
る
経
済
の
活
性
化

は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
要
素
で
は
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
奢
侈
を
可
能
と
す
る
状
況
の
説
明
に
は

な
っ
て
も
、
人
び
と
が
わ
れ
さ
き
に
走
り
出
す

動
機
の
説
明
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
実
は
著

者
は
一
九
九
六
年
提
出
の
博
士
論
文
に
お
い
て

は
変
動
下
の
群
衆
の
行
動
分
析
を
試
み
て
い

る
。
こ
の
観
点
に
立
脚
し
た
著
者
の
見
解
を
改

め
て
拝
聴
し
た
い
。
第
三
に
中
国
の
消
費
革
命

を
世
界
史
上
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
試
み
に
つ

い
て
。
イ
ギ
リ
ス
の
消
費
革
命
が
産
業
化
を
牽

引
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
何
故
こ
れ
に
先
行

し
た
中
国
の
そ
れ
は
何
も
生
み
出
さ
な
か
っ
た

の
か
。
あ
る
い
は
中
国
を
い
か
な
る
方
向
へ
と

導
い
た
の
か
。
巫
氏
の
問
題
設
定
か
ら
も
窺
い

知
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
中
国
史
の
み
な
ら
ず

世
界
史
上
の
大
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
点

に
つ
い
て
は
本
書
の
直
接
意
図
す
る
と
こ
ろ
で

は
な
い
の
で
解
答
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
著
者
に
よ
り
今
後
何
ら
か
の

見
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
本

書
が
膨
大
な
資
料
に
基
づ
い
て
実
証
を
進
め
ら

れ
た
こ
と
に
素
直
に
敬
服
し
、
著
者
の
次
回
作

を
楽
し
み
に
し
つ
つ
筆
を
措
く
こ
と
と
す
る
。

(

徳
島
大
学)


