
戦
後
ア
メ
リ
カ
学
界
の

　
　
　
　
清
代
史
研
究
動
向大

　
谷
　
敏
　
夫

　
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
学
界
に
あ
っ
て
近
代
史
研
究
に
於
て
は
何
と

い
っ
て
も
Ｊ
・
Ｋ
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
研
究
が
一
つ
の
柱
と
な
っ
て

い
た
と
い
え
る
が
、
今
日
に
あ
っ
て
は
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
研
究
を

の
り
こ
え
る
成
果
が
続
々
公
表
さ
れ
て
お
り
研
究
は
深
化
し
多
様

化
し
て
き
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
私
自
身
戦
後
研
究
の
道
を

歩
む
中
で
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
研
究
を
始
め
と
し
た
欧
米
の
中
国
研

究
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
が
、
戦
後
の
一
時
期
ア
メ
リ
カ
の
中
国

研
究
を
余
り
評
価
し
な
い
傾
向
も
あ
り
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
い

た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
米
中
間
、

日
中
間
の
国
交
回
復
後
の
相
互
交
流
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
そ

れ
が
学
界
の
研
究
状
況
に
も
反
映
し
て
研
究
者
の
相
互
訪
問
、
国

際
的
な
学
会
の
設
立
な
ど
も
進
行
し
、
情
報
機
構
の
急
速
度
な
発

展
と
あ
い
ま
っ
て
現
在
で
は
研
究
の
規
模
が
一
層
グ
ロ
ー
バ
ル
化

し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
表
題
を
中
国
近
代
史
研
究
と
せ

ず
に
清
代
史
研
究
と
し
た
の
は
私
の
目
下
の
関
心
が
清
代
史
に
あ

る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
を
中
国
近
代
史
と
す
る

研
究
に
対
し
て
種
々
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も

よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
私
の
見
解
は
拙
著
で
の
べ
て
い
る

の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
た
だ
所
謂
中
国
近
代
に
お
け
る
改

革
を
外
囚
論
で
み
る
か
そ
れ
と
も
内
因
論
で
み
る
か
が
論
点
の
分

れ
目
に
な
っ
て
い
る
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
戦
後
の
中
国
近
代
史
研
究
の
視
点
を
総
括
し
た
著
作

と
し
て
一
九
八
〇
年
代
の
初
め
に
公
刊
さ
れ
た
Ｐ
・
Ａ
・
コ
ー
エ

ン
の
『
知
の
帝
国
主
義
』
が
あ
る
。
こ
の
著
で
コ
ー
エ
ン
は
ア
ヘ

ン
戦
争
を
西
洋
の
衝
撃
と
し
、
そ
の
反
応
が
中
国
近
代
化
の
過
程

と
し
て
把
握
し
た
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
視
点
に
対
し
て
疑
義
を
呈
し
、

そ
れ
は
外
因
論
重
視
で
内
発
的
要
因
を
軽
視
す
る
見
解
で
あ
る
と

批
判
し
た
。
コ
ー
エ
ン
が
当
時
注
目
さ
れ
て
い
た
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス

テ
ィ
ン
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
も
取
り
あ
げ
自
説
を
立
証
し
た

点
に
つ
い
て
は
、
井
上
裕
正
氏
の
研
究
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と

に
つ
い
て
は
拙
著
で
ま
と
め
て
お
い
た
の
で
参
照
し
て
ほ
し
い
。

但
、
こ
こ
で
は
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
ィ
ン
や
コ
ー
エ
ン
の
提
起
し
た

課
題
に
よ
っ
て
従
来
の
ア
ヘ
ン
戦
争
を
近
代
史
の
開
始
と
す
る
説

が
再
検
討
を
迫
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
と
共
に
筆
者

一0
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は
中
国
史
の
展
開
を
内
発
重
視
で
み
る
視
点
に
は
基
本
的
に
賛
同

し
つ
つ
も
外
圧
の
問
題
も
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
研
究
に
当
初
接

し
た
時
、
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
が
中
国
が
ア
ヘ
ン
戦
争
の
敗
北
後
長
年

に
亘
る
そ
の
伝
統
的
な
中
華
主
義
的
外
交
を
修
正
し
て
国
際
法
に

基
づ
く
条
約
体
制
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い
た

こ
と
に
強
烈
な
印
象
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
一
九
六
〇

年
代
後
半
研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
た
時
、
筆
者
は
ア
ヘ

ン
戦
争
に
関
心
を
有
し
イ
ギ
リ
ス
の
侵
略
に
断
固
抵
抗
し
つ
つ
も

イ
ギ
リ
ス
が
中
国
よ
り
も
軍
事
及
び
産
業
技
術
に
秀
で
て
い
る
こ

と
を
率
直
に
認
め
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
経
世
官
僚

林
則
徐
と
そ
の
幕
友
魏
源
や
包
世
臣
に
注
目
し
て
論
文
を
書
い

た
が
、
そ
の
中
で
ア
ヘ
ン
戦
争
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
内
外
の
研

究
に
目
を
通
し
た
。
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
に
つ
い
て
は
坂
野
正
高
氏
に

よ
る
一
連
の
研
究
か
お
る
こ
と
を
知
り
そ
れ
ら
を
取
り
寄
せ
て
検

討
し
た
。
坂
野
氏
は
一
九
五
四
年
に
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
論
文
「
中

国
沿
岸
に
お
け
る
貿
易
と
外
交
」
を
取
り
あ
げ
、
こ
の
著
は
「
西

洋
か
ら
の
衝
撃
に
対
す
る
中
国
社
会
の
反
応
及
び
こ
れ
に
よ
る
変

易
の
過
程
の
一
様
相
を
英
華
関
係
を
主
軸
と
し
て
推
移
す
る
初
期

条
約
港
社
会
の
分
析
を
通
じ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
の
べ
、
結
論
と
し
て
「
条
約
体
制
や
洋
関
が
中
国
の
伝
統

の
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
か
を
問
う
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
併
し
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
十
九
世
紀
後
半
の
政

治
過
程
を
そ
の
動
態
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
。
坂
野
氏
は
こ
の
指
摘
に
基
い
て
一
九
七
〇
年
に
大

著
『
近
代
中
国
外
交
史
研
究
』
を
公
刊
さ
れ
た
が
、
政
治
過
程
の

展
開
が
見
事
に
結
実
さ
れ
た
好
著
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ェ
ア
バ
ン

ク
の
回
想
録
に
よ
る
と
こ
れ
よ
り
先
坂
野
氏
は
一
九
五
二
年
か
ら

五
三
年
に
か
け
て
来
日
し
て
い
た
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
と
知
り
合
い
。

日
本
に
お
け
る
近
代
中
国
研
究
目
録
を
作
成
し
、
こ
れ
が
契
機
と

な
っ
て
五
五
年
に
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
と
の
共
著
『
近
代
中
国
に
関
す

る
日
本
人
の
研
究
』
を
出
版
し
た
。
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
は
其
後
一
九

六
〇
年
、
六
四
年
と
来
日
し
て
東
京
・
京
都
の
研
究
者
グ
ル
ー
プ

と
交
流
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
は
フ
ォ
ー
ド
財
団
な
ど
の
資
金
援

助
に
よ
る
近
代
中
国
研
究
を
批
判
す
る
研
究
者
グ
ル
ー
プ
も
存
在

し
、
研
究
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
な
い
面
も
あ
っ
た
。
こ
ん
な
中
で

市
古
宙
三
氏
は
東
洋
文
庫
内
に
近
代
中
国
研
究
委
員
会
を
作
り
活

動
さ
れ
て
い
た
が
、
一
方
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
中
国
研
究
の
成
果
と

し
て
一
九
四
八
年
以
来
改
訂
を
重
ね
七
〇
年
刊
行
さ
れ
た
著
作
の

翻
訳
を
行
な
い
七
二
年
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
著
は
第
一
章
　
自
然

と
人
文
、
第
二
章
　
中
国
社
会
の
特
質
、
第
三
章
　
儒
教
の
典
型
、

第
四
章
　
外
国
の
支
配
と
王
朝
の
サ
イ
ク
ル
、
第
五
章
　
政
治
と

一
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伝
統
と
あ
る
ご
と
く
こ
こ
ま
で
は
旧
中
国
の
社
会
、
文
化
の
特
性

を
地
理
、
歴
史
か
ら
み
て
ま
と
め
て
列
挙
し
、
第
六
章
　
西
洋
の

衝
撃
と
し
て
こ
こ
か
ら
現
在
に
至
る
歴
史
上
の
事
象
特
に
ア
メ
リ

カ
と
中
国
の
関
係
に
留
意
し
て
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
。
あ
と
が

き
で
市
古
氏
は
、
こ
の
著
は
細
か
な
歴
史
事
実
に
あ
ま
り
こ
だ
わ

ら
ず
今
日
の
中
国
を
理
解
す
る
上
で
何
か
重
要
で
あ
る
か
を
著
者

は
ま
ず
考
え
云
々
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
著
は
フ
ェ
ア
バ
ン
ク

が
中
国
の
歴
史
に
あ
っ
て
は
近
現
代
を
重
視
し
そ
の
契
機
と
な
っ

た
ア
ヘ
ン
戦
争
を
西
洋
の
衝
撃
と
し
て
把
握
し
た
こ
の
外
因
論
が

本
著
の
特
色
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
一
九
七
一
年

フ
ェ
ア
バ
ン
ク
の
こ
の
著
が
公
刊
さ
れ
た
頃
ア
メ
リ
カ
は
六
〇
年

代
後
半
軍
事
介
入
し
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
。
こ
の

戦
争
は
七
三
年
に
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
徹
退
で
終
る
が
、

同
時
に
中
国
で
は
六
六
年
か
ら
七
六
年
ま
で
文
化
大
革
命
を
推
進

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
近
現
代
史
研
究
者
フ
ェ
ア
バ
ン
ク

の
歴
史
研
究
に
痛
烈
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
氏
は
こ
の
同
時
的

現
像
だ
っ
た
二
つ
の
悲
劇
は
起
源
に
お
い
て
相
互
に
無
関
係
で
は

な
か
っ
た
と
記
し
て
お
り
、
更
に
文
革
の
悲
劇
を
も
っ
て
う
ま
く

救
済
す
る
方
法
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
は
ア
メ

リ
カ
も
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
独
言
的
に
か
た
く
な
に
そ
し
て
激
し
く

中
国
革
命
に
反
対
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
ア
メ
リ
カ

が
中
国
革
命
の
実
情
を
認
識
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
自
分
だ

も
の
中
の
恐
怖
心
に
つ
い
て
客
観
的
な
態
度
が
と
る
こ
と
が
で
き

た
な
ら
ば
、
中
国
革
命
と
い
う
現
実
に
も
っ
と
柔
軟
な
対
応
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
同
様
の
こ
と
は
ベ
ト
ナ
ム

に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
一
九
七
二
年

公
刊
の
著
『
中
国
』
の
あ
と
が
き
で
市
古
氏
が
の
べ
て
い
る
が
、

七
二
年
二
月
　
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
北
京
を
訪
問
す
る
前
に
フ
ェ

ア
バ
ン
ク
の
こ
の
著
を
読
ん
で
中
国
を
学
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
米
中
関
係
が
大
き
く
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

年
に
本
著
が
翻
訳
さ
れ
た
意
義
は
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
で
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
中
国
史
研
究
を
検
討
し
て
い
く
中
で
ベ
ン

ジ
ャ
ミ
ン
ー
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
の
著
作
に
て
あ
っ
た
。
シ
ュ
ウ
ォ
ル

ツ
は
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
と
同
僚
で
あ
り
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
歴
史
学

部
と
政
治
学
部
の
教
授
と
し
て
現
代
中
国
政
治
と
中
国
思
想
史
を

講
ず
る
と
共
に
東
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で

あ
っ
た
。
氏
に
は
一
九
五
一
年
刊
行
の
大
著
『
中
国
共
産
党
史
』

か
お
る
が
、
こ
れ
は
一
九
六
四
年
に
石
川
忠
雄
氏
他
の
メ
ン
バ
ー

に
よ
っ
て
邦
訳
さ
れ
た
。
こ
の
同
じ
年
、
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
は
別
の

大
作
を
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
出
版
会
か
ら
公
刊
し
て
い
た
。

　
そ
れ
は
中
国
近
代
化
の
中
で
生
き
た
知
識
人
厳
復
の
研
究
で

あ
っ
た
。
こ
の
著
は
一
九
七
八
年
平
野
健
一
郎
氏
に
よ
っ
て
『
中
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国
の
近
代
化
と
知
識
人
－
厳
復
と
西
洋
』
と
題
し
て
翻
訳
さ
れ
た
。

厳
復
は
清
末
の
知
識
人
で
若
年
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
、
そ
こ
で

ハ
ー
バ
ー
ド
ー
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ト
ー
マ
ス
・
パ
ッ
ク
ス
リ
ー
、
ア

ダ
ム
ー
ス
ミ
ス
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
等
と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
代
表

的
な
思
想
家
の
著
作
を
研
究
し
、
帰
国
後
清
末
の
改
革
運
動
に
思

想
的
貢
献
を
し
た
人
物
で
あ
る
。
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
「
厳

復
の
よ
う
に
伝
統
文
化
を
そ
の
内
側
か
ら
観
察
す
る
人
の
眼
を
と

お
し
て
眺
め
ら
れ
る
時
、
そ
れ
は
相
争
い
正
反
対
で
さ
え
あ
る
多

く
の
傾
向
か
ら
な
る
複
合
体
で
あ
り
、
他
方
彼
は
一
つ
の
実
体
的

な
全
体
と
し
て
の
西
洋
に
反
応
す
る
の
で
な
く
、
十
八
世
紀
、
十

九
世
紀
の
思
想
の
複
合
体
に
含
ま
れ
る
あ
る
一
定
の
要
素
に
対
し

て
反
応
す
る
の
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

　
こ
こ
に
は
中
国
の
伝
統
思
想
と
そ
れ
に
対
じ
す
る
西
欧
思
想
と

を
単
な
る
対
立
概
念
で
把
握
す
る
の
で
な
く
、
思
想
と
思
想
の
衝

突
を
通
し
て
生
ず
る
反
応
を
複
合
体
と
い
う
新
た
な
る
角
度
か
ら

み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
は
後
年
こ
の
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
の
見
解
を
彼
の
著

作
に
と
れ
い
れ
、
中
国
近
代
思
想
に
お
い
て
伝
統
思
想
の
中
に
み

ら
れ
る
権
威
主
義
的
な
集
団
主
義
が
欧
米
流
の
個
人
主
義
・
自
由

主
義
の
育
成
を
制
限
す
る
面
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
生
か

し
た
集
団
－
国
家
の
お
り
方
も
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
の
研
究
は
伝
統
思
想
を
体
と
し

欧
米
思
想
を
用
と
す
る
清
末
の
中
体
西
用
論
を
解
明
す
る
一
つ
の

手
が
か
り
を
示
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

　
次
に
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
同
様
東
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
メ
ン

バ
ー
で
あ
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
、
キ
ュ
ー
ン
の
著
作
が
一
九
七
〇
年

公
刊
さ
れ
、
そ
の
著
作
を
手
に
し
た
筆
者
は
早
速
通
読
し
一
九
七

一
年
書
評
し
た
。
キ
ュ
ー
ン
は
こ
の
著
で
太
平
天
国
の
乱
の
主
体

と
な
っ
た
上
帝
会
と
い
う
秘
密
結
社
の
成
り
立
ち
を
社
会
学
的
な

手
法
を
用
い
て
、
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
郷
勇
と
の
対
比
の
上
で
分
析

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
秘
密
結
社
の
発
生
を
外
圧
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
な
く
中
国
社
会
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た

も
の
と
し
て
と
ら
え
、
ア
ヘ
ン
戦
争
と
い
っ
た
外
圧
は
あ
く
ま
で

副
次
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
っ
た
。
ま
た

氏
の
研
究
は
こ
れ
を
単
な
る
太
平
天
国
の
乱
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ

の
後
の
農
村
を
基
盤
と
し
て
勃
興
し
て
き
た
共
産
党
の
存
在
を
含

め
て
視
野
に
い
れ
て
い
る
点
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と

共
に
こ
の
著
を
読
む
中
で
キ
ュ
ー
ン
の
社
会
学
的
分
析
の
手
法
に

影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
ス
キ
ナ
ー
の
市
場
圏
の
研
究
に
注
目

し
た
。
Ｇ
・
Ｗ
・
ス
キ
ナ
ー
の
市
場
圏
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
六

年
河
地
重
造
氏
が
「
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
ウ
エ
ス
タ
ン
ー
イ
ン
パ

ク
ト
と
中
国
の
農
村
経
済
体
制
」
と
題
し
て
そ
の
概
念
を
と
り
い

】
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れ
た
研
究
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
斯
波
義
信
、
中
村
哲
夫
氏

等
に
よ
っ
て
ス
キ
ナ
ー
研
究
は
一
層
進
め
ら
れ
、
一
九
七
九
年
に

は
ス
キ
ナ
ー
の
原
著
『
中
国
農
村
の
市
場
・
社
会
構
造
』
の
翻
訳

も
行
な
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
日
本
で
の
ス
キ
ナ
ー
研

究
が
よ
う
や
く
中
国
社
会
史
研
究
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
始
め
た

頃
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
国
社
会
史
研
究
者
マ
ー
ク
ー
エ
ル
ヴ
ィ
ン

に
よ
っ
て
一
九
七
三
年
旧
中
国
の
社
会
・
経
済
を
通
史
と
し
て
概

観
し
た
著
作
が
公
刊
さ
れ
た
。
こ
の
著
の
中
で
ス
キ
ナ
ー
の
市
場

構
造
論
と
共
に
斯
波
義
信
氏
の
宋
代
商
業
史
研
究
も
参
考
に
さ
れ

て
い
た
。
筆
者
は
こ
の
著
の
書
評
を
一
九
七
四
年
に
行
っ
た
が
、

こ
の
著
の
中
で
多
く
の
日
本
の
研
究
が
引
用
さ
れ
て
い
る
点
に
注

目
し
た
。
本
著
の
特
色
は
何
と
い
っ
て
も
末
代
中
国
が
到
達
し
た

世
界
で
最
も
発
展
し
て
い
た
高
度
な
経
済
構
造
・
産
業
技
術
が
十

四
世
紀
の
転
換
点
を
境
に
量
的
な
進
歩
は
あ
っ
て
も
質
的
な
面
で

行
き
づ
ま
り
高
度
な
平
衡
状
態
を
維
持
し
続
け
た
と
い
う
見
解
で

あ
る
。
こ
の
理
論
は
結
局
中
国
社
会
を
停
滞
し
た
も
の
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

に
し
て
も
こ
の
技
術
進
歩
を
阻
む
産
業
構
造
上
の
要
因
と
し
て
人

口
と
資
源
と
生
産
力
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
点
、
こ
の
著
の
提
起

し
た
問
題
は
重
要
で
あ
り
今
日
の
中
国
経
済
を
分
析
す
る
上
で
の

指
標
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
著
の
結
論
と
し
て
著
者
は
現
在
の
中
国
に
対
し
て

長
年
に
亘
る
高
度
均
衡
の
行
き
づ
ま
り
経
済
を
い
か
に
し
て
改
革

し
て
経
済
成
長
を
な
し
と
げ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
伝
統
的
な
農
村
経
済
に
依
拠

し
て
成
立
し
た
中
国
共
産
党
の
政
策
の
転
換
が
必
要
で
あ
ろ
う
と

暗
示
し
て
い
る
と
記
し
た
が
、
其
後
一
九
八
〇
年
以
降
郵
小
平
の

開
放
経
済
、
市
場
経
済
の
促
進
に
よ
り
共
産
党
が
伝
統
的
な
農
村

経
済
よ
り
都
市
経
済
に
転
換
し
て
い
る
そ
の
後
の
歴
史
は
エ
ル

ヴ
ィ
ン
の
示
唆
通
り
に
な
っ
て
お
り
そ
の
畑
眼
に
感
服
す
る
も
の

か
お
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
エ
ル
ヴ
ィ
ン
の
研
究
で
は
明
末
清
初
中

国
に
は
商
業
資
本
は
存
在
し
て
い
た
も
の
の
そ
れ
が
産
業
資
本
に

転
換
し
な
か
っ
た
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
論
し

た
研
究
者
の
一
人
に
イ
ェ
ー
ル
大
学
教
授
余
英
時
が
い
た
。

イ
ェ
ー
ル
大
学
に
は
他
に
も
ジ
ョ
ナ
サ
ン
ー
ス
ペ
ン
ス
の
よ
う
な

秀
れ
た
研
究
者
が
い
た
が
彼
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。
余
英
時

は
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
の
著
者
銭
穆
の
弟
子
で
あ
り
ハ
ー

バ
ー
ド
で
は
中
国
経
済
史
家
楊
聯
陸
に
学
ん
で
お
り
、
そ
の
研
究

は
本
来
の
思
想
史
、
学
術
史
に
加
え
る
に
経
済
史
更
に
欧
米
と
の

比
較
思
想
に
も
関
心
を
有
し
研
究
範
囲
は
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
。

そ
の
成
果
は
一
九
七
六
年
刊
行
の
『
歴
史
興
思
想
』
　
一
九
八
七
年

刊
行
の
『
中
国
近
世
宗
教
倫
理
興
商
人
精
神
』
に
収
め
ら
れ
て
い

一
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る
。

　
彼
は
一
九
七
三
年
「
関
於
中
国
歴
史
特
質
的
一
些
看
法
」
（
『
歴

史
興
思
想
』
所
収
）
に
こ
の
エ
ル
ヴ
ィ
ン
の
著
作
を
取
り
あ
げ
、

こ
の
著
が
中
国
歴
史
の
特
質
－
経
済
史
方
面
の
特
質
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
と
し
、
特
に
紀
元
後
十
四
世
紀
を
中
国
史
の
転
換
点
と

し
て
十
五
世
紀
以
降
中
国
の
科
学
技
術
は
停
頓
し
た
こ
と
、
そ
し

て
こ
れ
を
「
高
度
平
衡
的
陥
穿
」
と
な
づ
け
た
点
に
注
目
す
る
。

す
な
わ
ち
中
国
経
済
は
こ
の
時
期
高
度
の
技
術
と
人
口
資
源
の
間

に
一
定
の
平
衡
関
係
に
達
し
た
後
、
経
済
発
展
は
落
と
し
穴
の
中

で
減
少
下
落
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
氏
は
エ

ル
ヴ
ィ
ン
の
理
論
は
空
中
楼
閣
で
あ
り
そ
の
理
由
と
し
て
、
人
口

問
題
と
土
地
制
度
、
賦
役
制
度
は
分
け
ら
れ
な
い
し
、
人
口
統
計

も
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
中
国
に
工
業
革
命
、
資
本
主

義
が
お
こ
ら
な
か
っ
た
原
因
に
つ
い
て
近
代
的
科
学
技
術
が
発
達

し
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
直
接
咎

を
理
学
の
束
縛
と
し
て
い
る
の
に
対
し
氏
は
こ
れ
も
お
か
し
い
と

反
論
す
る
。
そ
れ
で
結
論
と
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
社
会
条
件
、
経

済
状
況
か
ら
政
治
形
態
と
人
口
に
及
ぶ
ま
で
全
面
的
に
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
か
く
し
て
余
英
時
は
其
後
『
中
国
近

世
宗
教
倫
理
興
商
人
精
神
』
を
叙
述
し
、
宋
代
以
降
の
理
学
に
み

え
る
宗
教
倫
理
の
中
に
「
世
俗
内
的
禁
欲
」
の
精
神
を
見
出
し
、

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
観
、
特
に
儒
教
観
を
批
判

し
た
。
す
な
わ
ち
余
氏
に
よ
れ
ば
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
西
洋
資
本
主
義

の
企
業
精
神
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
中
に
あ
る
勤
労
意
識

に
み
た
の
と
同
じ
よ
う
な
倫
理
思
想
が
中
国
近
世
の
宗
教
理
論
の

中
に
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
余
氏
は
明
清
の
理
学
を
単
な
る
体
制
教
学
と
し
て
み
る

見
方
、
及
び
空
理
空
論
と
批
判
し
た
清
未
の
梁
啓
超
等
の
見
方
も

含
め
て
批
判
し
、
理
学
の
中
に
科
学
精
神
を
見
い
出
そ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
余
氏
は
更
に
清
代
思
想
史
に
み
ら
れ
る
従
来
の
政
治

的
解
釈
や
経
済
的
解
釈
で
は
思
想
史
の
内
在
発
展
に
著
眼
し
て
い

な
い
と
し
、
儒
家
の
致
知
精
神
で
あ
る
「
道
問
学
」
と
「
尊
徳

性
」
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　
す
な
わ
ち
宋
明
理
学
に
お
け
る
朱
熹
よ
り
王
陽
明
に
至
る
主
流

に
道
徳
修
養
を
以
て
す
る
も
の
か
お
り
、
こ
れ
を
尊
徳
性
の
学
と

称
し
、
こ
れ
と
相
対
的
に
現
在
言
う
所
の
実
在
を
求
め
る
学
問
、

知
識
か
お
り
、
こ
れ
を
道
問
学
と
称
す
る
が
、
両
者
は
あ
い
お
ぎ

な
い
あ
っ
て
空
疏
に
流
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
の
べ
、
清

代
の
思
想
は
こ
れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
清

代
の
思
想
は
理
学
と
考
証
学
を
分
け
て
考
え
る
の
で
な
く
一
体
と

し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
清
初
の
朱
熹
の
理
学
は
顧
炎
武

を
開
祖
と
す
る
浙
西
学
派
に
、
陸
象
山
、
王
陽
明
の
心
学
は
浙
東

一
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学
派
に
継
承
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
更
に
清
代
思
想
は
、
経

学
と
史
学
に
分
流
し
た
が
、
こ
の
尊
徳
性
、
道
問
学
と
い
う
基
本

精
神
は
受
け
っ
が
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
清
代
中
期
、
戴
震
、
章
学

誠
の
学
を
生
ん
だ
と
み
る
の
で
あ
る
。
余
氏
に
は
更
に
中
西
歴
史

哲
学
を
比
較
し
た
大
作
「
章
賓
斎
興
桐
霊
烏
的
歴
史
思
想
」
コ

個
人
文
主
義
的
歴
史
観
」
が
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
コ
リ
ン
ウ
ッ
ド

は
近
代
英
国
の
代
表
的
な
歴
史
哲
学
者
で
あ
り
、
そ
の
著
作
「
歴

史
の
観
念
」
は
歴
史
哲
学
研
究
の
必
須
の
文
献
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
彼
の
思
想
は
人
文
主
義
的
歴
史
観
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
人
の
思
想
を
中
心
課
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と

い
う
。
更
に
彼
は
人
の
行
動
と
は
事
の
外
在
と
内
在
両
面
を
合
一

し
た
も
の
と
い
っ
た
が
、
こ
の
点
章
学
誠
の
言
う
事
の
合
一
と
い

う
思
想
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
。

　
次
に
清
代
史
に
関
し
て
は
早
く
か
ら
ジ
ョ
ナ
サ
ン
ー
ス
ペ
ン
ス

の
一
連
の
研
究
が
み
ら
れ
た
。
ス
ペ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
生
れ
、
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
卒
業
後
、
イ
ェ
ー
ル
に
学
び
ア
ー
サ
ー
ラ
イ
ト
の
弟

子
に
な
り
、
現
在
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
教
授
で
あ
る
。
氏
の
研
究

は
一
九
六
六
年
刊
行
の
『
曹
寅
と
康
煕
帝
』
か
ら
始
ま
る
。
こ
の

著
の
中
で
氏
は
康
煕
帝
の
包
衣
で
あ
っ
た
曹
寅
に
つ
い
て
研
究
し
、

特
に
曹
寅
が
織
造
委
員
と
な
っ
て
内
務
府
財
政
を
処
理
す
る
の
に

貢
献
す
る
と
共
に
江
南
漢
人
の
動
向
を
探
る
情
報
機
関
と
し
て
の

役
割
を
担
っ
て
い
た
点
に
つ
い
て
叙
述
し
た
。

　
氏
は
続
い
て
一
九
六
七
年
夏
か
ら
六
八
年
の
春
に
か
け
て
明
末

か
ら
現
代
ま
で
の
十
六
人
の
西
洋
人
顧
問
の
こ
と
を
書
き
六
九
年

刊
行
し
た
が
、
そ
の
著
作
は
一
九
七
五
年
三
石
善
彦
氏
に
よ
っ
て

翻
訳
さ
れ
た
。
本
書
の
日
杢
語
版
へ
の
序
文
に
よ
る
と
本
書
を
書

き
あ
げ
た
時
期
は
中
国
に
お
け
る
文
化
大
革
命
の
さ
な
か
で
あ
り
、

ま
た
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
介
入
が
始
ま
っ
た
頃
で
あ

り
、
著
者
は
こ
の
書
を
研
究
し
な
が
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
い
る
ア
メ
リ

カ
人
顧
問
の
こ
と
、
更
に
は
文
化
大
革
命
の
際
の
攻
撃
的
な
言
辞

の
対
外
政
策
と
も
比
較
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
文
革
及
び
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
最
中
に
叙
述
さ
れ
た
関
係
上
、

こ
の
よ
う
な
見
方
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
著
が
提
示
し
た

研
究
課
題
は
中
国
と
西
欧
と
の
異
文
化
交
流
の
実
態
に
き
り
こ
ん

だ
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
た
。
氏
は
こ
れ
に
続
い
て

一
九
七
九
年
刊
行
の
論
文
集
『
明
か
ら
清
へ
』
を
ま
と
め
明
末
か

ら
清
の
最
盛
期
に
至
る
時
期
に
内
的
一
貫
性
が
あ
る
こ
と
を
強
調

し
た
。
そ
れ
を
思
想
史
の
面
で
み
る
と
明
末
の
東
林
党
の
人
士
の

思
想
は
王
夫
之
に
至
る
清
初
の
学
者
に
貫
い
て
み
ら
れ
る
こ
と
を

あ
げ
た
。
そ
の
一
方
で
は
明
に
か
わ
っ
て
成
立
し
た
清
の
対
外
政

策
は
一
貫
し
て
海
岸
線
で
は
な
く
内
陸
部
の
辺
境
を
志
向
し
て
い

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ス
ベ
ン
ス
同
様
日
本
に
於
い

一
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て
ま
ず
明
末
清
初
の
思
想
を
連
続
し
た
も
の
と
し
て
把
握
し
た
の

は
溝
口
雄
三
氏
で
あ
り
筆
者
も
ま
た
政
治
思
想
（
経
世
思
想
）
の

連
続
性
に
つ
い
て
叙
述
し
た
。
筆
者
は
も
と
も
と
清
朝
雍
正
朝
が

末
以
降
の
独
裁
君
主
体
制
が
最
も
完
備
し
た
時
期
と
と
ら
へ
考
察

し
て
い
た
が
、
そ
の
頃
出
版
さ
れ
た
黄
培
の
『
雍
正
期
の
研
究
』

に
注
目
し
書
評
し
た
。
黄
培
は
こ
の
著
の
中
で
雍
正
独
裁
政
治
の

研
究
こ
そ
中
国
独
裁
政
治
の
実
態
を
明
ら
か
に
で
き
る
好
個
の
時

代
で
あ
る
と
の
べ
た
が
、
こ
の
指
摘
は
筆
者
と
軌
を
一
に
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
前
述
し
た
ス
ペ
ン
ス
も
一
九
七
四
年
『
中
国

の
皇
帝
－
康
煕
の
自
画
像
』
を
出
版
し
た
が
、
こ
れ
は
康
煕
の
人

物
像
に
焦
点
を
あ
て
て
そ
の
独
裁
者
と
し
て
の
心
理
分
析
を
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
頃
楊
啓
樵
氏
が
雍
正
帝
の
研
究
を
姶

め
そ
の
皇
位
継
承
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て
雍
正
の
帝
位
纂
奪
説
を

批
判
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
筆
者
の
関
心
は
こ
の
独
裁
政
治
が
最
頂
点
に
達
し
た

清
朝
雍
正
朝
が
乾
隆
の
安
定
期
を
へ
て
嘉
慶
・
道
光
頃
か
ら
下
降

線
を
辿
り
や
が
て
崩
壊
し
て
い
く
過
程
を
追
求
す
る
こ
と
、
特
に

ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
の
欧
米
の
進
出
が
清
末
の
政
治
改
革
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
と
共
に
明
末
清
初
か

ら
雍
正
に
至
る
政
治
過
程
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
清
代
政
治
史
、

政
治
思
想
史
を
概
観
す
る
こ
と
を
研
究
課
題
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
意
図
し
た
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
に
も
日
本
・
中
国
の
み
な

ら
ず
欧
米
の
学
界
で
の
研
究
状
況
を
調
査
・
検
討
す
る
必
要
に
迫

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
の
関
心
が
こ
の
よ
う
な
方
向
に
あ
っ
た

時
、
再
び
ス
ペ
ン
ス
の
著
作
で
あ
る
一
九
七
八
年
刊
行
に
な
る

『
あ
る
農
婦
の
死
』
の
翻
訳
本
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
著
は
康
煕
帝
治
下
の
山
東
省
郊
城
と
よ
ば
れ
地
域
を
舞
台

と
し
て
自
作
農
・
小
作
人
と
そ
の
妻
た
ち
の
日
常
生
活
の
中
に
み

ら
れ
る
生
と
死
を
創
作
風
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
は

資
料
と
し
て
馮
可
参
主
編
の
「
郊
城
県
志
」
黄
六
鴻
著
「
福
恵
全

書
」
そ
れ
に
蒲
松
齢
著
「
聊
斎
志
異
」
を
使
用
し
て
こ
れ
ら
を
見

事
に
組
み
合
わ
せ
て
興
味
深
い
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
名
も

し
れ
な
い
地
方
の
女
性
を
主
人
公
に
し
た
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ

り
、
其
後
の
中
国
史
研
究
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
先
が
け
を

な
す
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
同
時
に
民
衆
の
生
活
に
焦
点
を
あ
て

だ
研
究
は
そ
れ
ま
で
の
支
配
階
層
中
心
の
歴
史
学
か
ら
大
き
な
転

換
を
な
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
民
衆
の
立
場
に
た
っ
た
研
究
と

な
る
と
日
本
に
も
一
時
期
農
民
運
動
に
関
す
る
も
の
が
盛
ん
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
研
究
が
支
配
層
に
対
す
る
抵
抗
に
主
眼
が

あ
っ
た
の
に
対
し
、
氏
の
民
衆
観
に
は
現
実
と
幻
想
の
中
に
さ
ま

よ
う
農
民
の
運
命
を
と
き
あ
か
す
こ
と
に
力
点
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
れ
は
と
も
か
く
氏
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
地
域
史
、
地

一
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方
史
そ
し
て
基
層
社
会
の
実
態
解
明
に
向
い
て
お
り
、
こ
れ
は
当

時
コ
ー
エ
ン
が
提
唱
し
た
内
発
的
要
因
を
重
視
す
る
研
究
に
答
え

る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
一
九
八
〇
年
代
今
一
つ
注
目
さ
れ
る
研
究
が
ジ
ョ

シ
ュ
ア
・
Ａ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
内
藤
湖
南
の
研
究
で
あ
り
、
一
九
八
九
年
井
上
裕
正
氏
に
よ
っ

て
翻
訳
さ
れ
た
『
内
藤
湖
南
－
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
シ
ノ
ロ

ジ
ー
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
訳
者
は
中
国
史
の
内
在
的
理
解
を
重
視

す
る
コ
ー
エ
ン
な
ど
の
欧
米
の
研
究
者
は
と
く
に
湖
南
に
強
い
関

心
を
示
す
に
違
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
ま
た
近
代
日
本
の
政
治
思

想
史
に
関
す
る
研
究
の
上
か
ら
も
ア
メ
リ
カ
学
界
で
高
い
評
価
を

え
て
い
る
と
の
べ
て
い
る
点
に
も
留
意
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
現

に
湖
南
の
宋
代
近
世
説
を
本
著
か
ら
学
ん
だ
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
が
そ

れ
を
晩
年
の
著
作
に
と
り
い
れ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。

湖
南
の
基
層
社
会
の
面
か
ら
み
て
も
宋
代
に
生
成
し
た
も
の
が
清

末
か
ら
民
国
に
か
け
て
も
持
続
し
て
い
る
と
い
う
研
究
は
、
ま
さ

に
中
国
史
に
お
い
て
内
在
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
と
一
致
し
て

い
る
。
日
本
の
近
代
政
治
思
想
史
の
研
究
の
面
か
ら
い
っ
て
も
幕

末
か
ら
明
治
年
代
、
更
に
大
正
を
へ
て
昭
和
の
太
平
洋
戦
争
敗
北

に
至
る
知
識
人
の
思
想
を
検
討
す
る
際
に
も
湖
南
は
好
個
の
材
料

と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
筆
者
は
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
学
界
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
自

ら
の
研
究
史
の
係
り
と
関
連
さ
せ
て
の
べ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の

研
究
は
そ
の
時
々
に
お
い
て
貴
重
な
示
唆
を
受
け
た
も
の
も
あ
る

が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
巨
離
を
お
い
て
考
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
最
近
に
な
っ
て
研
究
の
相
互
交
流
は
絶
対
必
要
で
あ
る
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
筆
者
が
フ
ェ
ア
バ

ン
ク
晩
年
の
大
作
で
あ
る
『
中
国
』
を
翻
訳
し
て
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
の
著
作
を
通
し
て
歴
史
研
究
の
面
白
さ
を
知
り
、
歴
史

研
究
が
も
っ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
に
な
る
こ
と
を
願
う
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

注
（
Ｉ
）
　
拙
著
『
清
代
政
治
思
想
と
阿
片
戦
争
』
第
二
章
　
阿
片
戦
争
期

　
　
　
の
経
世
思
想
家
　
第
一
節
　
阿
片
戦
争
研
究
の
視
点
　
参
照

　
　
　
（
同
朋
舎
出
版
　
一
九
九
五
年
二
月
）

（
２
）
　
Ｐ
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
著
　
佐
藤
慎
一
訳
『
知
の
帝
国
主
義
』
序

　
　
　
章
　
第
一
章
「
西
洋
の
衝
撃
卜
中
国
の
反
応
」
に
ま
つ
わ
る
問

　
　
　
題
　
参
照
　
（
平
凡
社
　
一
九
八
八
年
六
月
）
。
原
名
は
D
i
ｓ
-

　
　
　
８
く
ｅ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
　
H
i
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ
　
i
n
（
３
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
（
（
い
Ｏ
Ｆ
ヨ
ｂ
ｉ
ａ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
ｔ
ｙ

　
　
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
　
１
９
８
４
）
ｂ
ｙ
　
Ｐ
ａ
ｕ
l
　
Ａ
.
　
Ｃ
ｏ
ｈ
ｅ
ｎ
.

（
３
）
　
拙
著
（
―
）
の
著
　
第
二
章
　
第
一
節
　
参
照

（
４
）
　
拙
著
　
（
Ｉ
）
の
著
　
第
二
章
　
第
三
節
　
包
世
臣
の
経
世
思

　
　
　
想
　
第
四
節
　
魏
源
の
経
世
思
想
　
参
照
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（
５
）
　
坂
野
正
高
「
Ｊ
・
Ｋ
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
著
　
中
国
沿
岸
に
お
け

　
　
　
る
貿
易
と
外
交
」
書
評
（
『
ア
ジ
ア
研
究
』
　
一
巻
二
号
　
一
九

　
　
　
五
四
年
十
月
）

（
６
）
　
坂
野
正
高
著
『
近
代
中
国
外
交
史
研
究
』
（
岩
波
書
店
　
一
九

　
　
　
七
〇
年
）
。

　
　
　
拙
評
「
東
洋
史
研
究
」
第
二
九
巻
第
一
号
　
一
九
七
〇
年
六
月

（
７
）
　
Ｊ
・
Ｋ
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
著
　
平
野
健
一
郎
　
蒲
地
典
子
訳

　
　
　
『
中
国
回
想
録
』
（
み
す
ず
書
房
　
一
九
九
四
年
七
月
）
第
六
部

　
　
　
参
照
。
原
名
は
０
Ｅ
Ｉ
∽
呂
ｎ
ｄ
-
Ａ
　
Ｆ
ｉ
ｆ
ｔ
ｙ
-
Ｙ
ｅ
ａ
ｒ
　
Ｍ
ｅ
ヨ
〇
i
ｒ

　
　
　
Ｈ
ａ
召
ｅ
ｒ
　
＆
　
Ｒ
ｏ
w
｡
　
Ｐ
ｕ
b
l
i
ｓ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
｡
　
　
１
９
８
２
.
　
ｂ
ｙ
　
Ｊ
ｏ
ｈ
ｎ
　
Ｋ
ｉ
ｎ
ｇ

　
　
　
Ｆ
ａ
ｉ
ｒ
ｂ
ａ
ｎ
ｋ
.

（
８
）
　
Ｊ
・
Ｋ
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
著
　
市
古
宙
三
訳
『
中
国
－
ア
メ
リ

　
　
　
カ
と
中
国
』
上
下
（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
七
二
年
九
月
）

　
　
　
参
照
。
原
名
は
Ｔ
ｈ
ｅ
　
　
　
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
ｄ
　
　
　
　
Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
　
　
　
　
ａ
ｎ
ｄ
　
　
　
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡

　
　
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
　
1
9
7
1
.

（
９
）
　
注
（
７
）
の
著
　
第
六
部
　
参
照

（

1
0
）
　
注
（
８
）
の
著
　
あ
と
が
き
　
参
照

（
Ｈ
）
　
ペ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
Ｉ
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
著
　
平
野
健
一
郎
訳

　
　
　
『
中
国
の
近
代
化
と
知
識
人
－
厳
復
と
西
洋
』
（
東
京
大
学
出
版

　
　
　
会
　
一
九
七
八
年
）
。
原
名
は
I
n
　
Ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
　
ｏ
ｆ
　
Ｗ
ｅ
ａ
ｌ
ｔ
ｈ
　
ａ
乱

　
　
　
ｔ
ｏ
ｓ
ｑ
べ
自
『
口
叫
乱
t
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｒ
ｄ
　
ｕ
n
i
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
ｔ
ｙ

　
　
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
　
１
９
６
４
.
　
ｂ
ｙ
　
Ｂ
ｅ
ｎ
ｊ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
　
I
.
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ａ
ｒ
ｔ
ｓ
.

（

1 2
）
　
注
（
Ｈ
）
の
著
　
第
一
章
　
背
景
と
枠
組
　
参
照

（

1 3
）
　
Ｊ
・
Ｋ
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
著
　
大
谷
敏
夫
・
太
田
秀
夫
訳
『
中

　
　
　
国
の
歴
史
－
古
代
か
ら
現
代
ま
で
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
　
一

　
　
　
九
九
六
年
七
月
）
。
原
名
は
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ａ
　
:
　
Ａ
　
Ｎ
ｅ
w
　
H
i
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ
　
ｂ
ｙ

　
　
　
Ｊ
.
　
Ｋ
.
　
Ｆ
ａ
ｉ
ｒ
ｂ
ａ
ｎ
ｋ
　
（
Ｈ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
　
１
９
９
２
）
｡

　
　
　
第
十
三
章
　
中
国
人
市
民
社
会
の
探
求
　
参
照

（

1 4
）
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Λ
・
キ
ュ
ー
ン
著
『
後
期
中
華
帝
国
に
お
け
る

　
　
　
反
乱
と
そ
の
敵
－
軍
事
化
と
社
会
構
造
』
一
七
九
六
－
一
八
六

　
　
　
四
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
出
版
　
一
九
七
〇
）
。
原
名
は
Ｒ
ｅ
ｂ
ｅ
ｌ
-

　
　
　
l
i
o
n
　
ａ
ｎ
ｄ
　
I
ｔ
ｓ
　
Ｅ
ｎ
ｅ
ｍ
ｉ
ｅ
ｓ
　
i
n
　
Ｌ
ａ
ｔ
ｅ
　
Ｉ
ｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
（
い
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
-
M
i
l
i
ｔ
ａ
-

　
　
　
ｒ
i
ｚ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
　
ａ
ｎ
ｄ
　
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ
　
　
Ｓ
t
ｒ
ｕ
ｃ
t
ｕ
ｒ
ｅ
｡
　
　
１
７
９
６
-
１
８
６
４
　
（
Ｈ
ａ
ｒ
-

　
　
　
ｖ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡
　
１
９
７
０
｡
　
ｂ
ｙ
　
P
h
i
l
i
ｔ
）
Ａ
.
　
Ｋ
巴
白
）
・

　
　
　
拙
評
「
東
洋
史
研
究
」
第
二
九
巻
第
四
号
　
一
九
七
一
年
三
月

（

1 5
）
　
河
地
重
造
「
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
ウ
エ
ス
タ
ン
ー
イ
ン
パ
ク
ト

　
　
　
と
中
国
の
農
村
経
済
体
制
」
（
『
ア
ジ
ア
研
究
』
十
四
巻
三
号

　
　
　
一
九
七
六
年
）

（

1 6
）
　
Ｇ
・
ｗ
・
ス
キ
ナ
ー
著
　
今
井
清
一
・
中
村
哲
夫
・
原
田
良
雄

　
　
　
訳
『
中
国
農
村
の
市
場
・
社
会
構
造
』
（
法
律
文
化
社
　
一
九

　
　
　
七
九
年
）
。
原
名
は
Ｍ
ａ
ｒ
ｋ
ｅ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ

　
　
　
ｉ
ｎ
　
Ｒ
ｕ
ｒ
a
l
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
ｂ
ｙ
　
Ｇ
.
　
W
i
l
l
i
a
ヨ
Ｓ
ｋ
ｍ
ｎ
ｅ
ｒ
（
Ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
-

　
　
　
ｔ
i
回
ｆ
ｏ
ｒ
　
Ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
｡
　
Ｉ
ｎ
ｃ
.
　
１
９
７
３
）

（

1 7
）
　
マ
ー
ク
ー
エ
ル
ヴ
ィ
ン
著
『
旧
中
国
の
パ
タ
ー
ン
』
　
（
ロ
ン
ド

　
　
　
ン
　
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
　
一
九
七
三
年
）
。
原
名
は

　
　
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｐ
ａ
ｓ
ｔ
｡
　
ｂ
ｙ
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｋ
　
E
l
ｖ
ｉ
ｎ

　
　
　
Ｆ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
　
１
９
７
３
）
・

　
　
　
拙
評
「
史
林
」
第
五
七
巻
第
一
号
　
一
九
七
四
年
一
月

（

1 8
）
　
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
の
中
国
研
究
に
つ
い
て
は
、
河
田
悌
一
　
「
ア

　
　
　
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
－
イ
ェ
ー
ル
の
場
合
」
（
創
文
　
一
九
八

　
　
　
一
年
十
月
）
に
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

（

1 9
）
　
余
英
時
著
『
歴
史
輿
思
想
』
（
台
北
　
聯
経
出
版
事
業
公
司

一
６～工

一



　
　
　
一
九
七
七
年
九
月
）
所
収

（
2
0
）
　
余
英
時
著
『
中
国
近
世
の
宗
教
倫
理
と
商
人
精
神
』
森
紀
子
訳

　
　
　
（
平
凡
社
　
一
九
九
一
年
四
月
）
。
原
書
は
『
中
国
近
世
宗
教
倫

　
　
　
理
興
商
人
精
神
』
（
台
北
　
聯
経
出
版
事
業
公
司
　
一
九
八
七

　
　
　
年
四
月
）
。

　
　
　
　
と
こ
ろ
で
一
九
八
六
年
五
月
に
記
さ
れ
た
著
者
の
自
序
で
中

　
　
　
国
に
何
故
資
本
主
義
が
出
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー

　
　
　
の
問
い
に
返
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の

　
　
　
原
因
は
中
国
に
「
世
俗
内
的
禁
欲
」
の
倫
理
が
欠
乏
し
て
い
た

　
　
　
か
ら
で
は
な
く
、
中
国
の
政
治
と
法
律
が
ま
だ
「
合
理
化
の
過

　
　
　
程
」
を
経
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も

　
　
　
し
れ
な
い
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
余
氏
の
問
題
提
起
に
対
す
る

　
　
　
溝
口
雄
三
氏
の
批
判
、
そ
れ
に
対
す
る
島
田
虔
次
氏
の
見
解
、

　
　
　
ま
た
溝
口
氏
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
余
氏
の
視
点
も
西
洋
近
代

　
　
　
モ
デ
ル
で
あ
り
、
こ
れ
を
支
配
な
い
し
批
判
的
に
対
象
化
し
な

　
　
　
け
れ
ば
中
国
史
の
内
面
的
理
解
は
望
め
な
い
と
指
摘
し
た
岸
本

　
　
　
氏
の
批
判
等
に
つ
い
て
は
、
注
（
Ｉ
）
の
拙
著
　
第
二
章
　
第

　
　
　
一
節
を
参
照
さ
れ
た
し
。
但
し
余
氏
の
指
摘
に
あ
る
中
国
の
政

　
　
　
治
と
法
律
が
ま
だ
「
合
理
化
の
過
程
」
を
経
て
い
な
い
と
い
う

　
　
　
点
に
つ
い
て
は
筆
者
も
同
感
で
あ
り
、
そ
の
点
の
解
明
が
望
ま

　
　
　
れ
る
。

（
2
1
）
　
注
（
1
9
）
の
著
所
収
の
論
文
「
清
代
思
想
史
的
一
個
新
解
釈
」

　
　
　
参
照
。

　
　
　
　
こ
の
「
内
在
理
路
」
説
に
対
し
て
は
、
注
（
卵
一
）
の
著
の
賊

　
　
　
文
で
島
田
虔
次
氏
が
あ
ま
り
説
得
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
私
に
は
「
清
朝
の
弾
圧
」
説
が
も
っ
と
も
合
理
的
解
釈
の
よ
う

　
　
　
に
思
え
る
と
批
判
的
で
あ
る
。
ま
た
訳
者
あ
と
が
き
で
森
紀
子

　
　
　
氏
は
こ
の
「
内
在
超
越
」
説
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
儒
教
観
を
克

　
　
　
服
す
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
思
う
と

　
　
　
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
て
い
る
よ
う
に
「
内
在
理
路
」
説

　
　
　
は
あ
く
ま
で
仮
定
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の

　
　
　
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
９
９
一
）
　
ジ
ョ
ナ
サ
ン
ー
ス
ペ
ン
ス
『
曹
寅
と
康
煕
帝
』
　
原
書
は
、

　
　
　
Ｈ
肱
ｏ
べ
Ｆ
〔
曹
寅
〕
Ｑ
乱
Ｋ
ａ
ｎ
ｇ
-
ｈ
ｓ
i
　
Ｅ
ｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ｏ
ユ
康
煕
帝
ご

　
　
　
Ｂ
ｏ
ｎ
ｄ
ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
（
Ｙ
ａ
ｌ
ｅ
　
Ｕ
.
Ｐ
.
　
１
９
６
６
）
｡
　
ｂ
ｙ
　
Ｊ
ｏ
ｎ
-

　
　
　
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
　
Ｄ
.
　
ｂ
ｐ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
.
こ
の
著
に
つ
い
て
は
拙
著
『
清
代
政
治

　
　
　
思
想
史
研
究
』
（
汲
古
書
院
　
一
九
九
一
年
二
月
）
。
第
一
部

　
　
　
第
二
章
　
三
　
曹
寅
と
織
造
局
　
参
照

（
2
3
）
　
ジ
ョ
ナ
サ
ン
ー
ス
ペ
ン
ス
　
三
石
善
吉
訳
『
中
国
を
変
え
た
西

　
　
　
洋
人
顧
問
』
（
講
談
会
　
一
九
七
五
年
九
月
）
。
原
書
は
Ｔ
ｏ

　
　
　
の
ｈ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ａ
ｄ
ｖ
i
ｓ
ｅ
ｒ
ｓ
　
i
n
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
　
１
６
２
０
１

　
　
　
石
呂
（
に
ｔ
ｔ
l
e
｡
　
Ｂ
ｒ
ｏ
w
ｎ
　
ａ
乱
Ｃ
ｏ
ヨ
罵
ｎ
ｙ
｡
　
１
９
６
９
）
｡
　
ｂ
ｙ
　
Ｊ
ｏ
ｎ
ａ
-

　
　
　
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
　
Ｄ
.
　
Ｓ
ｐ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
.

（
2
4
）
　
注
（
２
）
の
著
　
第
四
章
　
中
国
研
究
の
新
た
な
潮
流
　
第
三

　
　
　
節
　
一
八
四
〇
年
を
越
え
て
　
参
照

（
2
5
）
　
注
（
2
2
）
の
拙
著
　
第
一
部
　
序
論
　
第
三
部
　
終
章
　
参
照

（
2
6
）
　
黄
培
著
『
独
裁
機
構
、
雍
正
期
の
研
究
　
一
七
二
二
―
一
七
三

　
　
　
五
』
原
書
は
Ａ
ｕ
ｔ
ｏ
ｃ
ｒ
ａ
ｃ
ｙ
　
ａ
ｔ
　
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
　
:
　
Ａ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ

　
　
　
Ｙ
呂
ｇ
-
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｇ
　
　
Ｐ
ｅ
ｒ
i
（
）
Ｉ
『
旨
－
１
７
３
５
　
（
Ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ａ
ｎ

　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
-

　
　
　
ｓ
i
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
　
　
　
　
　
　
　
｡
　
ｂ
ｙ
　
Ｐ
ｅ
ｉ
　
Ｈ
ｕ
ａ
ｎ
ｇ
）
｡

　
　
　
拙
評
「
史
林
」
第
五
九
巻
第
二
号
　
一
九
七
六
年
三
月

（
2
7
）
　
楊
啓
樵
著
『
雍
正
帝
及
其
密
摺
制
度
研
究
』
（
香
港
　
三
聯
書

　
一

７１圭一



　
　
　
店
　
一
九
八
一
年
一
月
）

　
　
　
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
更
に
詳
細
な
研
究
と
し
て
『
掲
開
雍
正

　
　
　
皇
帝
隠
秘
的
面
紗
』
（
香
港
　
商
務
印
書
館
　
二
〇
〇
〇
年
一

　
　
　
月
）
か
お
る
。

（

2
8
）
　
Ｊ
・
ス
ペ
ン
ス
著
　
山
本
英
史
訳
『
あ
る
農
婦
の
死
－
十
七
世

　
　
　
紀
　
中
国
の
現
実
と
夢
幻
世
界
』
（
平
凡
社
　
一
九
九
〇
年
十

　
　
　
　
一
月
）
。
原
書
は
Ｔ
ｈ
ｅ
　
　
Ｄ
ｅ
ａ
ｔ
ｈ
　
　
ｏ
ｆ
　
　
Ｗ
ｏ
ヨ
省
Ｗ
ａ
ｎ
ｇ
｡

　
ｂ
ｙ

　
　
　
Ｊ
ｏ
ｎ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
　
　
　
Ｄ
.
　
　
　
Ｓ
ｐ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
（
Ｎ
ｅ
w
　
　
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
｡

　
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
　
　
Ｖ
ｉ
ｋ
ｍ
ｇ

　
　
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡
　
１
９
７
８
）

（
2
9
）
　
Ｐ
・
Ｓ
・
ロ
ッ
プ
著
「
帝
制
後
期
の
中
国
の
女
性
た
ち
」
（
『
中

　
　
　
国
－
社
会
と
文
化
』
第
十
三
号
　
中
国
社
会
文
化
学
会
　
一
九

　
　
　
九
八
年
六
月
）

　
　
　
　
こ
の
論
文
の
結
び
に
ジ
ョ
ナ
サ
ン
ー
ス
ベ
ン
ス
の
『
近
代
中

　
　
　
国
の
探
求
』
（
一
九
九
〇
年
刊
）
を
例
外
と
し
て
今
ま
で
女
性

　
　
　
学
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
の
研
究
を
一
般
的
な
中
国
史
の
論
述
の

　
　
　
中
へ
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と

　
　
　
記
し
て
い
る
。

（
3
0
）
　
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
Ａ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
　
井
上
裕
正
訳
『
内
藤
湖
南

　
　
　
－
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
シ
ノ
ロ
ジ
ー
』
（
平
凡
社
二
九
八
九

　
　
　
年
六
月
）
。
原
書
は
P
o
l
i
ｔ
i
c
ｓ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ｉ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｙ
｡
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｃ
ａ
ｓ
ｅ

　
　
　
〇
ｆ
　
Ｎ
ａ
ｉ
ｔ
ｏ
　
Ｋ
Ｉ
ａ
ｎ
　
１
８
６
６
-
１
９
３
４
｡
　
ｂ
ｙ
　
Ｊ
ｏ
ｓ
ｈ
ｕ
ａ
　
Ａ
.
　
Ｆ
ｏ
ｇ
ｅ
ｌ

　
　
　
　
こ
の
著
に
つ
い
て
の
筆
者
の
私
見
は
、
「
内
藤
史
学
に
お
け

　
　
　
る
中
国
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
『
他
文
化
を
受
容
す
る

　
　
　
ア
ジ
ア
』
所
収
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
　
和
泉
書
院
）
を
参
照
さ

　
　
　
れ
た
し
。

（
3
1
）
　
注
（
1
3
）
の
拙
著
　
第
五
章
「
宋
代
の
解
釈
」
に
フ
ェ
ア
バ
ン

　
　
　
ク
は
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
著
を
読
み
、
内
藤
湖
南
を
知
り
、
そ
れ
を

　
　
　
氏
の
宋
代
研
究
に
適
用
し
た
と
あ
る
。

一

８１工
一
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