
Title 清〜現代

Author(s) 横久保, 義洋

Citation 中国研究集刊. 2013, 56, p. 35-42

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/58675

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



中
国
研
究
集
刊 

號
号
（
総
五
十
六
号
）
平
成
二
十
五
年
六
月　

三
五
︱
四
二
頁

〔
学
界
時
評
〕
清
～
現
代

横
久
保
義
洋

こ
こ
で
は
二
〇
〇
九
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
清
代
か
ら
民
国

期
、
そ
し
て
現
在
に
至
る
期
間
に
対
す
る
研
究
を
取
り
扱
い
た

い
。
近
年
、
中
国
大
陸
で
も
中
国
の
近
代
史
の
開
端
を
明
末
清
初

に
置
く
主
張
が
次
第
に
賛
同
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る

が
、
評
者
も
基
本
的
に
そ
の
説
に
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で

は
叙
述
の
便
に
よ
り
前
期
と
後
期
と
に
大
別
し
主
と
し
て
日
本
国

内
で
書
か
れ
た
著
述
に
つ
い
て
瞥
見
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

清
代
思
想
に
対
す
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
伊
東

貴
之
「
明
清
思
想
を
ど
う
捉
え
る
か
︱
︱
研
究
史
の
素
描
に
よ
る

考
察
」（
奥
崎
裕
司
編
『
明
清
は
い
か
な
る
時
代
で
あ
っ
た
か
』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
近
二
十
年
間
に
重
点
を
置

い
て
整
理
さ
れ
つ
つ
詳
細
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
ち
ら

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
本
篇
で
は
そ
の
後
の
動
向
を
中
心
と
し

て
述
べ
て
い
く
が
、
こ
の
時
代
の
思
想
史
研
究
上
の
最
大
の
主
題

は
、
や
は
り
明
学
か
ら
清
学
へ
の
転
換
︱
︱
考
証
学
の
成
立
と
展

開
、
そ
し
て
衰
微
、
あ
る
い
は
脱
皮
の
原
因
と
過
程
と
を
当
時
の

社
会
の
実
態
に
即
し
た
形
で
跡
付
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
井
上
進

『
明
清
学
術
変
遷
史
︱
︱
出
版
と
伝
統
学
術
の
臨
界
点
』（
平
凡

社
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
こ
の
「
老
問
題
」
に
対
し
、
独
自
の
視

点
か
ら
解
明
を
試
み
て
い
る
。

本
書
は
主
と
し
て
版
本
学
の
知
見
を
導
入
し
て
明
代
に
お
け
る

社
会
思
想
の
変
遷
を
追
っ
た
第
一
部
と
、
明
末
以
降
の
考
証
学
の

成
立
を
政
治
文
化
と
の
関
連
性
で
論
じ
た
第
二
部
と
に
分
か
れ
る

が
、
本
章
の
目
的
上
さ
き
に
後
者
の
内
容
か
ら
見
て
み
た
い
。

本
書
第
二
部
は
、「
第
七
章　

漢
学
の
成
立
」「
第
八
章　

復
社

の
学
」「
第
九
章　

樸
学
の
背
景
」「
第
十
章　

六
経
皆
史
説
の
系

譜
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
七
章
で
は
季
本
・
郝
敬
に
代

表
さ
れ
る
明
末
の
経
学
、
と
り
わ
け
そ
の
『
儀
禮
』
研
究
が
閻
若

〔
特
集
一
〕
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璩
・
万
斯
大
の
み
な
ら
ず
後
の
胡
承
珙
な
ど
清
代
の
考
拠
家
に
意

外
な
ほ
ど
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
考
拠

の
学
の
先
駆
者
」
と
す
る
の
も
妥
当
な
評
価
だ
と
す
る
。
ま
た
彼

等
の
学
問
に
は
道
徳
と
知
識
と
の
分
離
の
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
内
面
の
空
洞
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

こ
の
外
に
つ
と
め
、
内
を
論
じ
な
い
傾
向
は
顧
炎
武
に
も
見
ら

れ
、
彼
の
聖
人
像
が
「
内
な
る
道
徳
的
聖
人
で
は
な
く
知
識
に
お

け
る
完
全
、
政
治
的
聖
人
と
い
う
外
的
性
格
を
強
く
帯
び
て
い

る
」
の
も
、
換
言
す
れ
ば
荀
子
の
聖
人
像
に
近
い
の
だ
と
も
指
摘

す
る
。
そ
し
て
顧
氏
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
明
末
の
学
に
共
通
す

る
も
の
で
も
あ
る
と
論
じ
、
さ
ら
に
従
来
の
通
説
と
は
異
な
り
、

「
漢
学
に
先
駆
す
る
明
末
の
経
学
は
、
確
か
に
事
の
学
に
よ
っ
て

展
開
さ
れ
て
い
た
」
が
、
そ
れ
は
心
学
を
斥
け
る
性
質
の
も
の
で

は
な
く
、「
む
し
ろ
心
学
に
よ
っ
て
内
に
対
す
る
確
信
を
与
え
ら

れ
つ
つ
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
」
い
た
も
の
で

あ
る
と
し
た
上
で
、
惠
棟
や
戴
震
・
段
玉
裁
で
す
ら
明
末
と
変
わ

ら
ぬ
「
妄
議
」
を
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、「
漢
学
の
禁
欲
主
義

は
、
そ
の
隠
さ
れ
た
水
面
下
の
部
分
に
、
明
末
的
感
情
を
深
く
潜

ま
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。

続
く
第
八
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
顧
炎
武
・
黄
宗
羲
を
は
じ
め
、

清
学
の
開
拓
者
た
ち
が
か
つ
て
所
属
し
て
お
り
、
思
想
的
母
体
と

な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
専
論
は
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
明
末
の
復
社
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

張
溥
・
顧
夢
麟
そ
し
て
陳
子
龍
ら
の
復
社
の
主
要
メ
ン
バ
ー
が
あ

く
ま
で
政
治
的
実
践
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
学
風
が
宋
学
を
離
れ
古
注
疏
へ
の
志
向
を
有
し
て
い
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
あ
ら
た
な
学
術
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
可
能
性

は
明
清
の
鼎
革
に
よ
っ
て
一
旦
は
押
し
と
ど
め
ら
れ
た
と
す
る
。

第
九
章
で
は
、
は
じ
め
に
考
証
学
発
生
の
要
因
と
し
て
梁
啓
超

以
来
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
禁
書
・
文
字
の
獄
に
象
徴
さ

れ
る
清
朝
に
よ
る
言
論
統
制
の
実
態
を
論
ず
る
。
前
章
を
受
け
、

明
末
、
復
社
等
に
よ
り
異
常
な
ま
で
に
紳
権
の
拡
張
が
見
ら
れ
た

が
、
清
初
・
順
治
親
政
期
に
は
反
抗
分
子
を
摘
発
し
、「
権
力
の

意
志
」
を
「
公
」
と
し
て
士
大
夫
の
自
主
性
や
「
横
議
」
を
認
め

な
い
と
い
っ
た
力
に
よ
る
体
制
教
学
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
明
末

の
放
恣
な
風
気
は
一
掃
し
、
党
社
運
動
は
根
絶
さ
れ
た
。
つ
づ
い

て
康
煕
朝
に
入
る
と
、
帝
自
身
に
よ
る
正
学
鼓
吹
に
よ
り
大
規
模

な
編
纂
事
業
が
実
施
さ
れ
、「
理
学
名
臣
」
が
輩
出
し
た
。
し
か

し
程
朱
に
よ
る
文
治
政
策
に
呼
応
す
る
一
般
士
人
は
少
な
く
、
そ

の
治
世
の
晩
年
に
は
「
内
聖
外
王
」
に
根
本
的
な
矛
盾
を
生
じ
破

綻
し
、「
寛
政
」
も
徐
々
に
退
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
に
至
る
。

雍
正
帝
は
ふ
た
た
び
弛
み
始
め
た
士
風
を
禁
圧
し
、
君
臣
の
義
を

他
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
推
し
進
め
た
が
そ
れ
は
か
え
っ
て
体
制
教

学
に
動
揺
を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
乾
隆
年
間
に
は
祖
父
の
時
代

（ 36 ）



で
あ
る
康
𤋮
朝
へ
の
復
帰
が
は
か
ら
れ
、
理
学
は
正
統
の
地
位
を

保
ち
続
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
内
面
の
統
制
を
保

証
す
る
こ
と
は
も
は
や
難
し
い
こ
と
は
明
ら
か
な
た
め
、
次
第
に

編
纂
事
業
の
中
心
が
当
時
の
士
大
夫
を
引
き
付
け
や
す
い
「
経
史

の
実
学
」、
つ
ま
り
漢
学
に
移
さ
れ
た
、
と
す
る
。

乾
隆
年
間
、
た
び
た
び
起
こ
さ
れ
た
文
字
の
獄
に
対
し
て
も
、

多
く
の
場
合
政
争
等
の
背
景
は
な
く
、
士
大
夫
に
一
種
の
自
粛
を

う
な
が
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
間
接
的
統
制
」
で
あ
っ
た
。
そ

の
試
み
は
成
功
し
、
当
代
の
こ
と
を
筆
端
に
の
ぼ
せ
る
こ
と
を
憚

る
風
潮
は
長
く
続
き
、
ま
た
禁
書
も
文
字
の
獄
に
よ
る
効
果
を
高

め
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
た
が
、
実
は
朝
廷
側
も
士
大
夫
側
も
共

に
明
末
の
党
社
活
動
の
再
現
を
恐
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
利
害
は

一
致
し
て
い
た
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、「
漢
学
を
根
底
に
お
い
て

支
え
て
い
た
の
は
明
末
の
精
神
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
閉

塞
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、「
樸
学
」
と
い
う
「
あ
る
種
の
魅
力
を

そ
な
え
て
い
る
が
…
病
的
な
、
き
わ
め
て
不
自
然
な
」
形
で
生
き

残
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
述
べ
、
樸
学
が
変
質
し
、
朝
廷
が
衰

退
し
た
後
、
ふ
た
た
び
「
紳
権
」
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

し
て
清
末
の
「
学
会
」
を
復
社
等
の
「
党
社
」
の
復
活
と
み
な
す
。

第
十
章
で
は
長
い
歴
史
を
有
す
る
「
六
経
皆
史
」
と
い
う
言
葉

に
つ
い
て
、
そ
の
淵
源
を
尋
ね
た
後
、
章
学
誠
の
後
代
へ
の
影
響

と
「
六
経
皆
史
」
説
の
展
開
と
を
『
文
史
通
義
』
の
出
版
史
を
も

絡
め
つ
つ
龔
自
珍
、
蔣
湘
南
、
張
宗
泰
、
譚
献
と
辿
り
、
事
と
義

と
の
問
題
を
、
最
終
的
に
解
決
し
た
の
は
章
炳
麟
で
あ
っ
た
と
論

ず
る
。

第
一
部
（「
第
一
章　

文
化
の
雅
と
俗
」「
第
二
章　

明
代
前
半

期
の
出
版
と
学
術
」「
第
三
章　

明
代
活
版
考
」「
第
四
章　

明
末

の
出
版
統
制
」「
第
五
章　

明
末
の
避
諱
を
め
ぐ
っ
て
」「
第
六
章　

出
版
の
明
末
清
初
」）
は
も
っ
ぱ
ら
版
本
学
の
観
点
か
ら
明
代
学

術
文
化
の
変
遷
を
考
察
し
て
お
り
、
む
し
ろ
前
章
で
取
り
扱
う
べ

き
内
容
な
の
だ
が
、
特
に
第
四
・
第
五
章
に
お
い
て
は
従
来
の
イ

メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
明
代
後
期
に
お
い
て
す
で
に
相
当
厳
し
い

出
版
規
制
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
す
で

に
清
学
を
つ
く
る
準
備
が
で
き
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

な
お
、
清
学
の
成
立
期
に
つ
い
て
の
専
論
と
し
て
は
、
復
社
の

活
動
の
中
心
地
に
お
り
な
が
ら
も
そ
の
姿
に
批
判
的
で
あ
っ
た
陸

世
儀
ら
の
運
動
を
取
り
上
げ
、
逆
の
立
場
か
ら
清
代
へ
の
影
響
を

探
ろ
う
と
試
み
て
い
る
陳
永
福
「
明
末
江
南
太
倉
州
の
道
学
者
陸

世
儀
と
文
社
」（『
中
国
︱
︱
社
会
と
文
化
』
第
二
十
五
号
、
二
〇

一
二
年
）
が
あ
る
他
、
早
坂
敏
廣
「
場
所
の
記
憶
／
全
祖
望
の
記

録
」（『
中
国
︱
︱
社
会
と
文
化
』
第
二
十
五
号
、
二
〇
一
二
年
）

で
も
、『
宋
元
学
案
』
補
訂
者
で
あ
る
全
氏
の
原
風
景
で
あ
る
郷

土
文
化
に
対
す
る
記
憶
の
継
承
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、

（ 37 ）



斉
藤
正
高
氏
は
近
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
漢
字
処
理
や
障
碍

者
に
対
す
る
中
国
語
教
育
等
の
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
共

に
、
方
以
智
に
関
す
る
意
欲
的
な
論
考
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る

が
、「『
物
理
小
識
』
の
脳
と
心
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
十

一
集
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
も
従
来
の
方
以
智
が
単
純
に
脳

の
み
を
こ
こ
ろ
の
在
り
か
と
し
て
い
る
と
す
る
脳
中
心
説
に
再
考

を
促
し
て
い
る
。

清
初
を
離
れ
、
乾
嘉
以
降
の
考
証
学
全
盛
期
に
つ
い
て
は
尾
崎

順
一
郎
「
焦
循
の
〈
一
貫
〉
解
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
い
わ
ゆ
る
〈
修

己
治
人
〉
観
の
特
色
と
意
義
︱
︱
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六

十
三
集
、
二
〇
一
一
年
）
等
も
あ
る
が
、
考
証
学
が
科
挙
に
及
ぼ

し
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
水
上
雅
晴
「
清
代
学
術
と
科
挙

︱
︱
乾
嘉
期
に
お
け
る
学
風
の
変
化
と
受
験
生
の
考
察
」（『
琉
球

大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
七
九
集
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
徐
々
に

漢
学
的
要
素
が
試
巻
、
挙
業
書
等
に
入
り
込
ん
で
い
っ
て
い
た
こ

と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
井
上
書
と
の
対
比
で

み
る
と
興
味
深
い
。

愚
問
で
あ
る
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
承
知
し
て
い
る
の
だ
が
、

我
々
に
と
っ
て
主
た
る
研
究
対
象
で
あ
る
筈
の
こ
の
「
中
国
哲

学
」
な
る
概
念
が
自
明
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
過
去

に
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
が
あ
た
え
ら
れ
、
幾
多
も
の
先
人
に
よ
っ
て

説
か
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
す
れ
ば
無
自
覚
に
打
ち

過
ご
し
て
き
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。「
ド
イ
ツ
哲
学
」「
英

米
哲
学
」
が
そ
れ
ぞ
れ
哲
学
の
範
疇
内
に
入
る
こ
と
を
誰
も
疑
わ

な
い
が
、
こ
れ
が
「
中
国
哲
学
」
と
な
る
と
い
ま
だ
に
紛
議
の
的

と
な
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
。
そ
も
そ
も
「
中
国
哲
学
」
は
「
哲

学
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
以
前
に
、
我
々
自
身
に
と
っ

て
も
自
ら
の
研
究
対
象
が
「
中
国
哲
学
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も

「
中
国
哲
学
史
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
中
国
思
想
史
」
な
の
か

は
、
常
に
問
い
か
け
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
岩
波
書
店
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
叢
書

「hum
anities

」
の
一
冊
と
し
て
「
哲
学
と
は
何
か
」
を
問
う
べ

き
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ　

哲
学
』（
二
〇
〇
九
年
）
が
「
中

国
哲
学
者
」
で
あ
る
中
島
隆
博
氏
に
よ
り
書
か
れ
た
こ
と
は
ひ
と

つ
の
驚
き
で
あ
っ
た
。

同
書
で
は
、
中
国
に
お
け
る
真
の
意
味
で
の
「
哲
学
」
を
否
定

す
る
考
え
は
ヘ
ー
ゲ
ル
以
来
、
西
洋
に
根
強
く
存
在
し
た
と
し
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
デ
リ
ダ
の
共
著
『
哲
学
と
は
何
か
』（
河
出
文
庫
、

二
〇
一
二
年
）
を
援
用
す
る
形
で
こ
の
問
題
を
探
究
し
よ
う
と
す

る
。
そ
し
て
「
辺
境
の
人
」「
外
国
人
と
し
て
の
哲
学
者
」
の
原

型
を
提
示
し
た
後
、
西
洋
・
日
本
の
哲
学
者
た
ち
と
と
も
に
、
特

に
「
第
三
章　

哲
学
と
政
治
」
に
集
中
す
る
形
で
胡
適
、
熊
十

力
、
梁
漱
溟
、
そ
れ
に
牟
宗
三
ら
の
思
想
を
挙
げ
つ
つ
哲
学
の
意
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義
を
論
ず
る
。
そ
し
て
、「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
は
楊
凱
麟
の

言
葉
を
要
約
す
る
形
で
、「
中
国
語
に
お
い
て
哲
学
を
行
う
こ
と

は
、
哲
学
自
身
が
異
邦
性
に
依
っ
て
い
る
限
り
で
、
二
重
の
異
邦

性
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら

著
者
自
身
の
哲
学
を
生
き
る
覚
悟
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

哲
学
で
は
な
く
あ
く
ま
で
思
想
史
に
自
ら
の
立
場
を
置
く
場

合
、
岡
本
隆
司
・
吉
澤
誠
一
郎
編
『
近
代
中
国
研
究
入
門
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
第
七
章
「
思
想
史
」（
村
田
雄

二
郎
執
筆
）
が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
中
島
氏
と
は
異

な
っ
た
視
点
で
、
思
想
史
の
叙
述
類
型
を
示
し
つ
つ
、
ひ
た
す
ら

史
料
の
精
読
を
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

林
少
陽
『「
修
辞
」
と
い
う
思
想
︱
︱
章
炳
麟
と
漢
字
圏
の
言

語
論
的
批
評
理
論
』（
白
澤
社
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
、「
修
辞
」

と
い
う
タ
ー
ム
を
め
ぐ
る
言
語
・
文
学
理
論
の
観
点
か
ら
章
炳
麟

や
胡
適
ら
に
対
す
る
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
近
代
仏
教
に
つ
い
て
は
、
日
中
の
仏
教
交
流
・
相
互

影
響
に
関
す
る
研
究
も
目
立
っ
た
。
中
で
も
日
中
両
国
の
仏
教
者

の
間
で
闘
わ
さ
れ
た
論
争
を
扱
っ
た
中
村
薫
『
日
中
浄
土
教
論
争

︱
︱
小
栗
栖
香
頂
『
念
佛
圓
通
』
と
楊
仁
山
』（
法
蔵
館
、
二
〇

〇
九
年
）
は
、
互
い
を
理
解
す
る
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
も
の

と
し
て
、
両
者
間
に
横
た
わ
る
断
層
の
存
在
を
あ
ら
た
め
て
認
識

さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
他
、
五
四
以
降
の
仏
教
革
新
運
動
に
つ
い

て
は
大
平
浩
史
「
一
九
二
〇
年
代
の
仏
化
青
年
会
と
五
四
新
文
化

運
動
」（『
立
命
館
文
学
』
第
六
一
九
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
中
国

の
現
代
哲
学
者
と
日
本
の
仏
教
者
と
を
比
較
し
た
も
の
と
し
て
樋

口
勝
「
科
学
と
宗
教
︱
︱
仏
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
対
話
」（『
創

大
中
国
論
集
』
第
十
五
号
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

近
年
、
め
ざ
ま
し
い
勢
い
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が
中

国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
対
す
る
様
々
な
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る
。
す
で
に
明
清
代
の
回
儒
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
実
『
劉
智

の
自
然
学
︱
︱
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
研
究
序
説
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
が
、
そ
の
後
も
堀
池
信
夫
「
中
国
イ
ス

ラ
ー
ム
哲
学
の
第
二
世
代
︱
馬
注
と
そ
の
思
想
︱
」（『
日
本
中
国

学
会
報
』
第
六
十
三
集
、
二
〇
一
一
年
）、
同
『
中
国
イ
ス
ラ
ー

ム
哲
学
の
形
成
︱
︱
王
岱
輿
研
究
』（
人
文
書
院
、二
〇
一
二
年
）、

中
西
竜
也
『
中
華
と
対
話
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
︱
︱
一
七
︱
一
九
世

紀
中
国
ム
ス
リ
ム
の
思
想
的
営
為
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
一
三
年
）、
そ
し
て
堀
池
編
『
中
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と

文
化
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
の
諸
論
考
等
の
研
究

が
な
さ
れ
て
い
る
。

中
国
大
陸
に
お
け
る
儒
教
復
活
の
動
き
と
〈
国
学
熱
〉
と
は
、

か
ず
か
ず
の
批
判
を
受
け
つ
つ
も
す
で
に
二
十
年
以
上
に
わ
た
り
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続
い
て
い
る
。
河
田
悌
一
『
定
点
観
測
︱
︱
中
国
哲
学
思
想
界
の

動
向
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
批
林
批
孔
か

ら
二
〇
一
〇
年
に
至
る
約
三
十
年
間
の
儒
教
再
評
価
へ
と
至
る
過

程
を
中
心
と
し
た
大
陸
の
学
界
の
動
静
が
細
述
さ
れ
て
お
り
、
非

常
に
役
立
つ
。
な
お
、
近
年
の
儒
教
再
評
価
に
つ
い
て
は
土
田
健

次
郎
編
『
二
十
一
世
紀
に
儒
教
を
問
う
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

二
〇
一
〇
年
）
所
収
の
講
演
記
録
・
諸
論
考
に
も
そ
の
一
端
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
氏
の
『
儒
教
入
門
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
一
年
）
の
中
で
は
、
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い

て
儒
教
が
「
近
代
化
」
の
受
け
皿
と
な
っ
た
こ
と
を
評
価
し
つ
つ

も
、
そ
れ
自
体
の
平
等
思
想
が
あ
く
ま
で
「
一
君
万
民
」
の
内
か

ら
逸
脱
し
な
い
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
、
多
様
性
を
承
認
す
る
自

由
主
義
と
も
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
た
め
、
社
会
主
義
者
の
み
な

ら
ず
「
保
守
系
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
中
で
も
儒
教
批
判
者
が
い
る
の

は
、
こ
の
方
面
を
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
方
は
儒

教
的
体
質
と
社
会
主
義
と
を
類
似
の
型
の
思
想
と
し
て
否
定
す
る

の
で
あ
る
」
と
す
る
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

近
年
の
中
国
大
陸
に
お
け
る
現
代
西
洋
思
想
の
導
入
と
そ
の
展

開
と
に
つ
い
て
は
、
王
前
『
中
国
が
読
ん
だ
現
代
思
想
︱
︱
サ
ル

ト
ル
か
ら
デ
リ
ダ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ロ
ー
ル
ズ
ま
で
』（
講
談
社
、

二
〇
一
一
年
）
に
網
羅
的
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
の
も
特
筆
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
数
年
間
、
五
四
運
動
九
十
周
年
、
辛
亥
革
命
・
中
華
民
国

建
国
百
周
年
に
あ
た
る
こ
と
も
あ
り
、
内
外
で
紀
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
や
論
集
が
多
く
出
さ
れ
た
。
国
内
で
出
版
さ
れ
た
寓
目
し
た
も

の
だ
け
で
も
王
柯
編
『
辛
亥
革
命
と
日
本
』（
藤
原
書
店
、
二
〇

一
一
年
）、
日
台
関
係
研
究
会
編
『
辛
亥
革
命
一
〇
〇
年
と
日
本
』

（
早
稲
田
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、
楊
海
英
編
『
王
朝
か
ら
「
国
民

国
家
」
へ
︱
︱
清
朝
崩
壊
一
〇
〇
年
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一

年
）
等
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
特
に
最
後
の
も
の
は
辛
亥
革
命
自
体

で
は
な
く
、
大
清
の
統
治
体
制
の
崩
壊
の
方
に
重
点
を
置
い
た
編

集
を
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
新
た
な
視
点
に
よ
る
可
能
性
を
み
る
。

個
々
の
思
想
家
や
、
表
徴
か
ら
こ
の
時
代
を
再
考
し
よ
う
と
し

た
論
著
も
多
く
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
一
九
八
三

年
の
旧
作
に
最
近
の
研
究
を
増
補
し
た
横
山
宏
章
『
陳
独
秀
の
時

代
︱
︱
「
個
性
の
解
放
」
を
め
ざ
し
て
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
九
年
）
で
あ
る
。
そ
の
他
、「
近
現
代
」
を
取
り
上

げ
た
様
々
な
通
史
も
上
梓
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
一
々
取
り
上
げ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
も
か
つ
て
七
十
年
代
に
出
さ

れ
た
『
原
典
中
国
近
代
思
想
史
』
を
事
実
上
根
柢
か
ら
一
新
し
、

『
新
編　

原
典
中
国
近
代
思
想
史
』
全
七
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇

一
〇
～
二
〇
一
一
年
）
が
編
纂
・
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
画
期
的
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
同
叢
書
の
第
一
巻
に
は
新
編
・
旧
編
双
方
の
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「
総
序
」
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
そ
の
特
色
を
比
較
す
る
の
に
便
利

で
あ
る
が
、
旧
編
が
近
代
を
「
こ
れ
ま
で
圧
迫
・
搾
取
の
対
象
で

あ
っ
た
人
民
が
、
外
と
内
と
の
敵
の
支
配
を
打
倒
し
て
自
己
を
解

放
し
、
歴
史
の
主
人
公
と
な
っ
て
い
っ
た
」
過
程
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
の
に
対
し
、
新
編
で
は
「
人
類
社
会
が
生
ん
だ
固
有
文
明

の
総
体
的
な
変
容
と
再
生
の
過
程
」「
近
代
受
容
を
め
ぐ
る
各
種

の
変
革
論
の
広
が
り
」
と
し
て
考
察
す
る
立
場
を
表
明
し
、
テ
キ

ス
ト
の
選
択
や
配
列
に
も
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
新
編
「
総
序
」
中
の
次
の
一
節
に
は
看
過
で

き
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

日
本
で
は
、「
革
命
の
国
」
か
ら
一
転
し
て
「
ふ
つ
う
の

国
」
に
な
っ
た
中
国
に
対
し
て
、
国
民
は
総
体
的
に
好
感
を

抱
き
つ
つ
も
、
経
済
的
・
軍
事
的
な
中
国
の
「
大
国
」
化
に

は
不
安
を
覚
え
、
一
部
に
は
過
度
に
感
情
的
な
「
嫌
中
」

「
反
中
」
の
議
論
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
認
識

や
戦
争
責
任
と
い
う
重
い
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
謝
罪
」

疲
れ
と
い
っ
た
指
摘
す
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
中
国
へ
の
ま
な

ざ
し
が
大
き
く
変
わ
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
ま
な
ざ
し
を

生
む
日
中
関
係
の
基
盤
そ
の
も
の
が
、
い
ま
や
構
造
的
な
変

動
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
中
略
〉
／
日
本
の
側
に
つ

い
て
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
巷
間
に
あ
ふ
れ
る
各

種
中
国
論
の
量
的
増
大
が
、
か
え
っ
て
質
的
後
退
を
も
た
ら

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
で
あ
る
。
ま
た
、
研

究
者
の
間
で
吟
味
さ
れ
つ
つ
緩
や
か
に
共
有
さ
れ
る
中
国
像

と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
喧
伝
さ
れ
る
単

純
明
快
な
中
国
論
と
の
大
き
な
落
差
に
も
、
驚
か
さ
れ
ざ
る

を
得
な
い
。
非
核
や
平
和
主
義
に
つ
い
て
、
安
定
し
た
国
民

的
合
意
を
形
成
し
得
た
戦
後
日
本
が
、
先
の
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
戦
争
に
対
し
て
は
、
合
意
形
成
の
た
め
の
基
盤
を
、
日
中

関
係
が
緊
密
の
度
を
増
し
た
現
在
、
か
え
っ
て
弱
め
て
い
る

か
に
も
映
る
。（
第
一
巻　

八
︱
九
頁
）

い
つ
戦
後
日
本
が
「
非
核
や
平
和
主
義
に
つ
い
て
、
安
定
し
た

国
民
的
合
意
を
形
成
し
得
た
」
の
か
は
こ
こ
で
は
問
う
ま
い
。
確

か
に
最
近
、
頓
に
目
に
付
く
よ
う
に
な
っ
た
あ
ら
た
な
中
国
幻
想

を
ふ
り
ま
く
よ
う
な
本
が
「
質
的
後
退
」
を
促
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
指
摘
に
は
肯
首
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
何
故
そ
の

よ
う
な
も
の
の
氾
濫
を
許
し
て
し
ま
っ
た
か
と
い
う
自
覚
や
そ
れ

に
対
し
て
専
門
家
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
か
と
い
う
意
志

が
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
し
て
、
そ
の
手
の
も
の
の
い
く

ら
か
は
実
際
に
は
「
専
門
家
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
人
々
の
手
に

よ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
緩
や
か
に
共
通
さ
れ
る
中

国
像
」
な
る
も
の
の
存
在
自
体
が
疑
問
視
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
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と
い
え
よ
う
。

な
お
、
新
編
の
編
纂
に
も
関
わ
っ
た
深
町
英
夫
氏
の
編
訳
に
よ

り
『
孫
文
革
命
文
集
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）
が
出
版
さ

れ
て
も
い
る
が
、
そ
の
編
訳
者
自
身
に
よ
る
「
解
説
」
の
中
で
、

国
内
の
孫
文
研
究
が
あ
ま
り
に
も
日
本
と
の
関
係
に
偏
り
す
ぎ
る

傾
向
の
あ
る
こ
と
へ
の
違
和
感
を
表
明
し
つ
つ
「
総
じ
て
言
え

ば
、
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
も
中
国
は
依
然
と
し
て
、
孫
文
革
命

の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

は
象
徴
的
で
あ
る
。

本
稿
で
は
直
接
の
論
評
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
近
年
大

陸
現
代
新
儒
家
を
含
む
海
外
の
研
究
成
果
が
多
く
紹
介
・
翻
訳
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
最
後
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

寓
目
し
た
だ
け
で
も
黄
俊
傑
著
・
藤
井
倫
明
訳
『
東
ア
ジ
ア
の
儒

学
︱
︱
経
典
と
そ
の
解
釈
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
李

申
著
・
日
野
康
一
郎
訳
「
儒
教
と
中
国
近
代
」（
奥
崎
裕
司
・
石

漢
椿
編
著
『
宗
教
と
し
て
の
儒
教
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

等
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
ま
た
、
ア
ン
ヌ
・
チ
ャ
ン
著
・
志
野
好

伸
・
中
島
隆
博
・
廣
瀬
玲
子
訳
『
中
国
思
想
史
』（
知
泉
書
館
、

二
〇
一
〇
年
）
の
第
Ⅳ
部
な
ど
で
も
当
該
時
期
を
扱
っ
て
お
り
、

戴
震
や
公
羊
学
等
に
対
し
て
犀
利
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
研
究
書
等
の
翻
訳
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
真
の
中

国
理
解
に
よ
り
寄
与
で
き
る
も
の
は
近
現
代
の
思
想
家
や
学
人
の

伝
記
・
自
叙
伝
の
翻
訳
・
紹
介
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
胡
適
を
初
め

顧
頡
剛
・
楊
寛
ら
近
代
の
思
想
史
家
ら
の
回
顧
録
が
翻
訳
さ
れ
、

専
門
家
の
み
な
ら
ず
江
湖
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
こ
の
方
面
で
の
最
近
の
成
果
と
し
て
は
、
前
掲
横
山
書
に

第
三
部
と
し
て
陳
独
秀
「
実
庵
自
伝
」
が
収
め
ら
れ
た
（
初
出
は

一
九
八
三
年
）
他
、
湯
志
鈞
氏
の
回
顧
録
「
家
計
、
研
究
、
そ
し

て
著
述
」（
小
野
恭
教
訳
、『
中
国
︱
︱
社
会
と
文
化
』
第
二
五
︱

二
六
号
、
二
〇
一
〇
～
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。
今
後
と
も
、
こ

の
方
面
で
多
く
の
翻
訳
・
紹
介
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
本
篇
で
扱
っ
た
時
期
全
般
に
通
ず
る
も
の

と
し
て
、
ま
た
こ
れ
か
ら
の
研
究
者
に
対
す
る
問
い
か
け
を
含
ん

だ
も
の
と
し
て
、
溝
口
雄
三
氏
の
遺
著
『
中
国
思
想
の
エ
ッ
セ
ン

ス
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
附
記

し
て
お
く
。
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