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歴
史
記
述
の
重
要
な
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
通
史

が
あ
る
。
中
国
の
歴
史
を
あ
つ
か
っ
た
通
史
は
、
近

代
以
降
、
中
国
国
内
で
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
日
本
を

ふ
く
む
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の

歴
史
家
や
中
国
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て
、
時
代
の
思

潮
や
学
界
の
動
向
を
反
映
し
た
作
品
が
著
さ
れ
て
き

た
。近
年
の
日
本
で
も
、中
国
史
の
全
体
を
あ
つ
か
っ

た
本
格
的
な
通
史
と
し
て
、
山
川
出
版
社
『
世
界
歴

史
大
系　

中
国
史
一―

五
』（
松
丸
道
雄
他
編
、
一

九
九
六―

二
○
○
三
年
）
や
、
講
談
社
『
中
国
の
歴

史
一―

一
二
』（
礪
波
護
他
編
集
委
員
、
二
○
○
四

―

二
○
○
五
年
）
な
ど
、
影
響
力
の
あ
る
作
品
の
出

版
が
あ
い
つ
い
で
い
る
。
本
欄
で
紹
介
す
る
稲
畑
耕

一
郎
監
修
・
劉
煒
編
『
図
説
中
国
文
明
史
一―

一
○
』

（
創
元
社
、
二
○
○
五―

二
○
○
七
年
）
も
、
そ
う

し
た
中
国
通
史
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、そ
の
比
類
を
見
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
内
容
構
成
は
、

中
国
史
に
限
ら
ず
、
広
く
通
史
と
い
う
歴
史
記
述
の

あ
り
方
に
新
風
を
吹
き
込
む
作
品
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。

　

本
書
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、
そ
の
書
名
に
端

的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
の
全
史
を
壮
大
な

一
つ
の
「
文
明
史
」
と
し
て
捉
え
、
文
明
を
一
面
に

お
い
て
支
え
た
物
質
文
化
に
関
す
る
圧
倒
的
な
量
の

画
像
資
料
を
も
っ
て
そ
れ
を
「
図
説
」
し
た
こ
と
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
過
去
に
も
考
古
学
的
な
発
見
物
を

図
や
写
真
で
紹
介
し
た
り
、
史
跡
や
歴
史
的
事
件
の

写
真
を
効
果
的
に
採
用
し
た
中
国
史
の
著
作
は
存
在

し
た
。
し
か
し
そ
の
多
く
は
、
画
像
資
料
を
本
文
叙

述
の
理
解
の
一
助
と
し
て
副
次
的
に
利
用
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
本
書
に
お
い
て
は
、

画
像
資
料
そ
れ
自
体
が
主
役
と
な
っ
て
い
る
。
正
確

に
言
う
と
、
画
像
の
形
式
で
提
示
さ
れ
る
物
質
的
資

料
、
す
な
わ
ち
モ
ノ
自
身
が
本
書
の
主
役
で
あ
り
、

モ
ノ
に
時
代
を
語
ら
せ
る
、
と
い
う
の
が
本
書
の
基

本
的
な
狙
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
成
り
立
ち
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。
本
書

に
は
中
国
語
の
原
著
が
存
在
し
て
お
り
、
し
た
が
っ

て
本
書
は
そ
の
邦
訳
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
の
日
本
語
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
原

著
に
あ
る
大
量
の
画
像
資
料
と
そ
こ
か
ら
語
ら
れ
る

的
確
な
時
代
解
説
を
そ
の
ま
ま
活
か
し
な
が
ら
も
、

画
像
や
解
説
文
の
配
置
あ
る
い
は
画
像
の
見
せ
方

に
、
原
著
に
は
な
い
工
夫
を
こ
ら
し
、
本
文
中
に
は

訳
者
た
ち
に
よ
っ
て
追
加
執
筆
さ
れ
た
豊
富
な
「
コ

ラ
ム
」
や
注
釈
文
を
ち
り
ば
め
、
そ
の
う
え
で
日
本

語
版
の
監
修
者
に
よ
っ
て
入
念
に
準
備
さ
れ
た
各
王

朝
史
の
総
括
を
各
巻
序
文
と
し
て
用
意
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
原
著
に
お
い
て
や
や
脆
弱
に
も

お
も
わ
れ
た
歴
史
の
全
体
像
を
俯
瞰
す
る
通
史
と
し

て
の
統
一
的
な
構
成
を
、
よ
り
盤
石
の
も
の
に
近
づ

け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
原
著
は
、
劉
煒
氏
を

主
編
者
と
す
る
『
中
華
文
明
伝
真
一―

一
○
』（
商
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務
印
書
館
・
香
港
、
二
○
○
一
年
）
で
、
日
本
語
版

の
『
図
説
中
国
文
明
史
一―

一
○
』
で
は
稲
畑
耕
一

郎
氏
が
監
修
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
日
本
語
版
各
巻

の
タ
イ
ト
ル
と
原
著
の
著
者
お
よ
び
訳
者
は
つ
ぎ
の

よ
う
で
あ
る
。

①
趙
春
青
・
秦
文
生
著
（
後
藤
健
訳
）『
先
史　

文
明

へ
の
胎
動
』（
二
○
○
六
年
一
一
月
）

②
尹
盛
平
著
（
荻
野
友
範
・
崎
川
隆
訳
）『
殷
周　

文

明
の
原
点
』（
二
○
○
七
年
二
月
）

③
劉
煒
・
何
洪
著
（
荻
野
友
範
訳
）『
春
秋
戦
国　

争

覇
す
る
文
明
』（
二
○
○
七
年
五
月
）

④
劉
煒
著
（
伊
藤
晋
太
郎
訳
）『
秦
漢　

雄
偉
な
る
文

明
』（
二
○
○
五
年
九
月
）

⑤
羅
宗
真
著
（
住
谷
孝
之
訳
）『
魏
晋
南
北
朝　

融
合

す
る
文
明
』（
二
○
○
五
年
一
一
月
）

⑥
尹
夏
清
著
（
佐
藤
浩
一
訳
）『
隋
唐　

開
か
れ
た
文

明
』（
二
○
○
六
年
八
月
）

⑦
杭
侃
著
（
大
森
信
徳
訳
）『
宋　

成
熟
す
る
文
明
』

（
二
〇
〇
六
年
三
月
）

⑧
杭
侃
著
（
表
野
和
江
訳
）『
遼
西
夏
金
元　

草
原
の

文
明
』（
二
○
○
五
年
五
月
）

⑨
王
莉
著
（
児
玉
弘
一
郎
訳
）『
明　

在
野
の
文
明
』

（
二
○
○
六
年
九
月
）

⑩
陳
萬
雄
・
張
倩
儀
著
（
川
浩
二
訳
）『
清　

文
明
の

極
地
』

各
巻
に
は
最
も
少
な
い
巻
（『
清
』）
で
三
六
四
点
、

最
も
多
い
巻
（『
殷
周
』）
で
四
六
五
点
に
の
ぼ
る
図

版
が
掲
載
さ
れ
、
巻
末
に
は
す
べ
て
の
図
版
の
出

典
や
資
料
の
所
蔵
場
所
な
ど
の
デ
ー
タ
が
付
せ
ら

れ
る
。
巻
末
に
は
ま
た
、
簡
潔
な
が
ら
周
到
に
用
意

さ
れ
た
年
表
・
索
引
・
日
本
語
参
考
文
献
が
付
載
さ
れ

る
。

　

こ
れ
ら
一
〇
巻
の
一
つ
ひ
と
つ
を
紹
介
す
る
こ
と

は
本
評
の
目
的
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
評
者
に
そ

の
よ
う
な
力
量
は
な
い
。
し
か
し
、
本
シ
リ
ー
ズ
の

特
色
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、

各
巻
巻
頭
の
稲
畑
耕
一
郎
氏
に
よ
る
監
修
者
序
文

と
、
各
巻
本
論
の
内
容
を
、
以
下
に
ご
く
簡
単
に
紹

介
し
て
お
こ
う
。

　

①
『
先
史
』
巻
序
文
で
稲
畑
氏
は
、
新
石
器
時
代

の
中
国
大
陸
に
は
「
文
化
の
地
域
的
特
質
と
い
う
も

の
の
核
は
胚
胎
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
多
元
論
を
述

べ
、
そ
の
最
終
局
面
で
古
代
文
明
が
「
中
原
」
に
お

い
て
誕
生
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
考
古
学
の

課
題
と
す
る
。
ま
た
、
文
明
形
成
へ
の
新
石
器
時
代

の
道
程
に
お
い
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
間
の
連
鎖

的
な
刺
激
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
最
近
の

考
古
学
研
究
で
は
等
閑
視
さ
れ
が
ち
な
視
点
で
あ
る

が
、「
中
国
」
文
明
の
変
容
と
発
展
の
原
動
力
の
一

つ
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
地
域
を
巻
き
込
ん
だ
人
と

文
化
の
交
流
・
衝
突
・
融
合
が
あ
っ
た
と
す
る
の
は
、
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本
シ
リ
ー
ズ
の
基
本
的
主
張
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
。
本
巻
の
大
き
な
特
色
は
、
先
史
時
代
の
道
具
の

使
用
法
と
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
狩
猟
採
集
民
、
初
期

農
耕
民
の
生
活
文
化
を
掘
り
さ
げ
て
述
べ
て
い
る
点

で
あ
ろ
う
。
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
う
し
た
道
具
の
使
用
に
関
す
る
記
述
は
、
多
く
の

考
古
学
専
門
書
で
は
欠
落
し
て
い
る
内
容
で
あ
り
、

考
古
学
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
物
質
文
化
に
光
を
当

て
る
本
シ
リ
ー
ズ
の
特
徴
と
も
言
え
よ
う
。
本
巻
で

は
化
石
人
類
に
つ
い
て
も
多
く
の
紙
数
を
割
い
て
い

る
が
、
人
類
進
化
に
お
け
る
中
国
大
陸
の
独
自
性
を

強
調
し
た
多
地
域
進
化
説
へ
の
共
感
に
は
、
や
や
戸

惑
い
を
感
じ
る
読
者
も
あ
ろ
う
。
ま
た
最
終
章
で
、

国
家
の
誕
生
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
る
二
里
頭
文
化
に

つ
い
て
は
、
も
う
す
こ
し
記
述
に
厚
み
が
あ
っ
て
も

よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

②
『
殷
周
』
巻
序
文
で
は
、
中
国
文
明
の
継
続
性

を
支
え
た
原
理
の
核
と
し
て
、「
殷
代
に
確
立
し
た

文
字
体
系
と
周
代
に
整
備
さ
れ
た
礼
制
」
を
位
置
づ

け
る
。本
論
各
章
で
は
、殷
王
朝
、西
周
王
朝
の
政
治
・

経
済
・
軍
事
・
生
活
文
化
の
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
を

取
り
上
げ
、
圧
倒
的
に
豊
富
な
遺
跡
や
出
土
遺
物
の

事
例
を
提
示
し
て
解
説
し
、
そ
れ
ら
の
実
相
を
浮
彫

に
し
よ
う
と
す
る
。

　

③
『
春
秋
戦
国
』
巻
序
文
で
は
、こ
の
時
代
を
「
中

国
史
の
中
で
も
唯
一
の
真
の
『
百
花
斉
放
』
の
時
代
」

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
多
く
の
可
能
性
の
選
択
肢

が
あ
っ
た
」
時
代
と
評
す
る
。
本
論
は
、
そ
う
し
た

緊
迫
し
た
時
代
の
空
気
を
、「
あ
り
の
ま
ま
」
の
出

土
資
料
や
遺
跡
の
解
説
を
通
じ
て
読
者
に
語
り
か
け

よ
う
と
す
る
。
第
二
章「
軍
拡
競
争
の
激
化
」で
は
、

武
器
類
の
出
土
資
料
や
戦
国
都
市
遺
跡
の
解
説
か
ら

軍
拡
の
時
代
の
諸
相
に
せ
ま
り
、
第
三
章
「
鉄
器
時

代
の
経
済
の
大
発
展
」
で
は
農
具
・
工
具
・
貨
幣
・
手

工
業
工
芸
品
の
出
土
資
料
を
解
説
し
て
、
商
工
業
発

展
の
過
程
を
生
き
い
き
と
描
き
だ
す
。
本
巻
と
次
の

『
秦
漢
』
巻
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
原
著
の
主
編
者
劉
煒

氏
が
執
筆
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
シ
リ
ー

ズ
の
狙
い
が
最
も
鮮
明
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

　

④
『
秦
漢
』
巻
序
文
で
は
、
秦
漢
帝
国
の
出
現
に

よ
っ
て
「
一
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る
世
界
」
と
し
て
の

「
中
国
」
が
誕
生
し
た
こ
と
を
の
べ
る
。
そ
の
世
界

は
や
が
て
、「
底
流
に
は
常
に
あ
る
べ
き
ひ
と
つ
の

ま
と
ま
り
た
ら
ん
と
す
る
『
統
一
』
へ
の
求
心
力
」

を
も
つ
も
の
と
な
り
、そ
の
理
念
と
し
て
の
中
国
は
、

始
皇
帝
以
後
「
こ
こ
に
為
政
者
た
ら
ん
と
す
る
も
の

た
ち
に
受
け
継
が
れ
た
」
と
す
る
。
本
論
各
章
の
大

き
な
特
徴
は
、
近
年
出
土
資
料
が
増
加
し
て
い
る
秦

に
つ
い
て
多
く
の
紙
数
を
割
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
第
一
章
で
は
春
秋
戦
国
以
前
に
遡
る
秦
の
勃
興

か
ら
始
皇
帝
の
死
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
、
各
時
期

の
首
都
遺
跡
と
陵
墓
の
様
相
か
ら
明
ら
か
に
し
、
第

二
章
で
は
四
○
頁
以
上
を
費
や
し
て
始
皇
帝
時
代
の

軍
事
的
側
面
を
詳
論
す
る
。
ま
た
、
第
三
章
で
は
秦

律
や
度
量
衡
資
料
な
ど
か
ら
秦
の
諸
制
度
に
つ
い
て

ま
と
め
る
。
第
四
章
以
降
の
漢
に
関
す
る
記
述
を
ふ

く
め
て
、
出
土
資
料
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
れ
ほ
ど

豊
か
な
内
容
を
描
き
だ
し
た
原
著
者
の
手
腕
を
評
価

し
た
い
。

　

⑤『
魏
晋
南
北
朝
』
巻
序
文
で
は
、こ
の
時
代
を
、

漢
代
に
完
結
さ
れ
た
古
代
的
枠
組
み
が
社
会
の
変
化

に
十
分
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
結
果
と
し
て
生
ま

れ
た
分
裂
・
動
乱
の
時
代
と
評
し
た
う
え
で
、
こ
の

「
苦
難
に
満
ち
た
時
代
を
通
過
し
な
け
れ
ば
、
中
華

の
文
明
は
相
当
痩
せ
細
っ
た
も
の
と
し
て
終
わ
っ
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
」と
論
ず
る
。
本
論
各
章
で
は
、

こ
の
時
代
の
顕
著
な
出
土
資
料
で
も
あ
る
大
量
の
陶

俑
や
墓
の
壁
画
資
料
を
多
用
し
て
、
軍
事
・
社
会
生

活
・
政
治
制
度
な
ど
に
せ
ま
る
。
ま
た
、
石
窟
彫
刻

や
仏
教
絵
画
に
つ
い
て
も
通
史
の
枠
を
こ
え
た
緻
密

な
解
説
を
く
わ
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
江

南
と
華
北
と
の
南
北
関
係
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
内
陸

ア
ジ
ア
・
東
ア
ジ
ア
各
地
の
動
向
に
も
注
意
を
向
け

た
多
元
的
な
文
化
の
展
開
を
論
ず
る
。

　

⑥
『
隋
唐
』
巻
の
序
文
で
稲
畑
氏
は
言
う
、「
唐

初
に
は
人
口
も
少
な
く
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
塞

外
の
地
か
ら
中
原
に
移
民
が
実
施
さ
れ
た
ほ
ど
で
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あ
る
。
来
る
も
の
が
拒
ま
れ
る
理
由
は
ど
こ
に
も
な

か
っ
た
。
そ
れ
が
『
大
唐
の
気
風
』
を
作
り
出
し
た

土
壌
で
あ
る
」、
と
。
し
か
し
同
時
に
、
胡
風
横
溢

す
る
文
化
、
女
性
た
ち
の
輝
き
な
ど
、
か
つ
て
日
本

人
が
憧
れ
、
と
き
に
中
国
の
原
点
と
も
見
な
さ
れ
て

き
た
こ
の
時
代
は
、
じ
つ
は
「
長
い
中
国
の
文
明
史

の
中
に
置
い
て
み
る
と
、
は
な
は
だ
非
伝
統
的
な
も

の
で
あ
っ
た
」
と
論
ず
る
。
本
論
は
、
第
一
章
の
二

○
頁
を
こ
え
る
長
安
の
都
の
日
々
の
生
活
誌
に
ま
で

及
ぶ
詳
細
な
記
述
か
ら
始
ま
り
、
多
種
多
彩
な
出
土

品
の
数
々
と
重
要
史
跡
の
紹
介
を
通
し
て
、「
開
か

れ
た
文
明
」
の
輝
き
を
活
写
す
る
。
通
史
と
し
て
み

た
と
き
、
事
件
史
や
制
度
史
に
関
す
る
記
述
が
い
か

に
も
手
薄
な
感
じ
は
あ
る
が
、
そ
の
点
で
本
書
を
批

判
す
る
の
は
的
は
ず
れ
で
あ
ろ
う
。

　

⑦
『
宋
』
巻
序
文
で
は
、
こ
の
時
代
を
「
内
向
の

時
代
」、「
精
神
性
の
深
化
が
図
ら
れ
た
」時
代
、「
文
弱
」

の
時
代
と
評
す
る
。
唐
代
と
の
対
比
は
鮮
や
か
で
あ

る
が
、
序
文
と
本
論
の
全
体
を
通
じ
て
見
て
も
、
唐

か
ら
宋
へ
の
変
動
期
に
関
す
る
記
述
に
は
曖
昧
な
印

象
が
の
こ
る
。
た
だ
し
、
遼
・
西
夏
・
金
・
元
を
扱
う

次
巻
の
序
文
で
、「
北
の
世
界
か
ら
の
一
種
の
破
壊

的
な
力
が
作
用
し
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
従
っ
て
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
文
化
史
上
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ

の
『
唐
宋
の
変
革
』
な
る
も
の
も
あ
り
え
な
か
っ
た

ろ
う
」と
す
る
監
修
者
の
総
括
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
宋
』
巻
本
論
で
は
、
こ
の
巻
か
ら
、
墓
の
壁
画
以

外
の
伝
存
す
る
絵
画
資
料
が
多
く
あ
つ
か
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、そ
れ
を
も
ち
い
た
絵
画
の
読
み
解
き
と
、

諸
情
景
の
記
述
は
、
歴
史
の
ひ
だ
に
深
く
わ
け
い
る

よ
う
な
趣
が
あ
る
。

　

⑧
『
遼
西
夏
金
元
』
巻
序
文
で
は
、
中
国
の
歴
史

を
、「
中
国
大
陸
」
と
い
う
「
共
同
幻
想
の
よ
う
な

地
域
」
に
お
い
て
継
起
し
た
も
の
と
し
て
見
る
の
で

は
な
く
、
広
く
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
諸
地
域
を
巻
き

込
ん
だ
壮
大
な
動
向
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
る
視
点

を
重
視
す
べ
き
と
す
る
。
そ
の
上
で
こ
の
時
代
の
文

明
史
的
特
質
を
、
重
商
主
義
的
な
社
会
と
農
本
主
義

的
な
社
会
の
邂
逅
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
本

論
第
三
章
第
四
節
の
冒
頭
で
は
、「
か
つ
て
の
歴
史

観
で
は
、
当
時
中
原
の
漢
族
が
侵
略
を
う
け
た
点
に

焦
点
を
あ
わ
せ
、
そ
の
民
族
融
合
に
つ
い
て
は
、
開

放
的
な
唐
朝
に
た
い
す
る
よ
う
な
高
い
評
価
は
見
ら

れ
」
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
な

よ
う
に
、
本
巻
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
出
土
資
料
、

絵
画
資
料
を
駆
使
し
て
、
ま
ず
は
統
治
者
と
な
っ
た

諸
民
族
の
視
点
か
ら
、
諸
民
族
の
文
化
と
社
会
制
度

の
特
徴
を
解
き
明
か
し
、
そ
の
上
で
漢
文
化
と
の
接

触
と
融
合
の
諸
相
を
描
き
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
同
時
に
、「
漢
族
を
中
心
と
す
る
多
民

族
共
同
体
の
形
成
」
に
向
か
っ
た
と
す
る
こ
の
時
代

へ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
受
け
と
め
方

が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
原
著
者
の
専
門

を
反
映
し
て
、
古
建
築
・
科
学
技
術
・
宗
教
芸
術
に
関

し
て
、
諸
他
の
通
史
的
著
作
に
は
見
ら
れ
な
い
手
厚

い
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

⑨
『
明
』
巻
序
文
で
監
修
者
は
、
日
本
人
に
と
っ

て
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
に
く
い
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
明
代
で
は
あ
る
が
、
と
前
置
き
し
て
、
実
は

こ
の
時
代
に
生
み
だ
さ
れ
た
『
三
国
志
演
義
』『
水

滸
伝
』『
西
遊
記
』
を
通
し
て
漠
然
と
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
て
き
た
「
伝
統
中
国
」
と
は
、「
秦
漢
で
も
な
く

唐
宋
で
も
な
く
、
正
確
に
は
明
と
い
う
時
代
の
そ
れ

で
あ
る
」
と
喝
破
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
品
の

存
在
こ
そ
、こ
の
時
代
の「
文
明
の
大
衆
化
・
世
俗
化
・

商
品
化
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
」
と
つ
づ
け
る
。
た
だ

し
、
残
念
な
が
ら
本
論
各
章
に
お
い
て
は
そ
う
し
た

庶
民
文
化
を
伝
え
る
記
述
が
十
分
と
は
言
え
な
い
。

む
し
ろ
皇
帝
と
そ
の
周
辺
の
人
々
、
お
よ
び
政
治
制

度
に
関
す
る
記
述
が
中
心
と
な
る
。
こ
れ
に
原
著
者

の
専
門
で
あ
る
軍
事
・
戦
略
面
に
多
く
の
紙
数
を
割

き
、
同
時
に
本
シ
リ
ー
ズ
に
共
通
す
る
科
学
技
術
や

宗
教
史
に
関
す
る
画
像
資
料
を
用
い
た
記
述
を
満
載

す
る
。

　

⑩
『
清
』
巻
序
文
で
監
修
者
の
稲
畑
氏
は
、
異
民

族
政
権
と
し
て
始
ま
っ
た
清
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
過
去
数
千
年
の
中
国

文
明
を
違
和
感
な
く
見
て
き
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
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が
、
し
か
し
、「
考
え
て
も
み
れ
ば
、
こ
の
地
の
長

い
中
華
の
文
明
は
、
つ
ね
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
、
自
在
に
変
容
を
重
ね
な
が
ら
今
日
ま
で
受
け
継

が
れ
、拡
大
発
展
し
て
来
た
の
で
あ
る
」と
述
べ
て
、

本
シ
リ
ー
ズ
最
終
巻
の
序
文
を
結
ぶ
。『
先
史
』
巻

の
序
文
以
来
、
監
修
者
が
一
貫
し
て
強
調
す
る
中
国

文
明
史
観
の
重
要
な
一
側
面
は
、「
中
国
」
と
い
う

も
の
を
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
地
域
・
諸
民
族
の
動
向

と
と
も
に
常
に
変
容
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
を
念

頭
に
お
い
て
見
て
い
く
姿
勢
で
あ
ろ
う
。『
清
』
巻

本
論
で
は
、
こ
の
巻
で
は
じ
め
て
、
当
時
撮
影
さ
れ

た
貴
重
な
写
真
資
料
の
数
々
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
採
用
さ
れ
た
写
真
資
料
や
絵
画
資
料
の
質

と
量
は
、
一
般
的
な
通
史
的
著
作
に
は
前
例
が
な
い

ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、「
歴
史
を
体
感
す
る
」
と
い

う
表
現
が
ふ
さ
わ
し
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
本
巻
中
に
考
証
学
と
い
う
項
目
が
見
あ
た
ら
な

い
の
で
調
べ
な
お
す
と
、
前
の
『
明
』
巻
に
顧
炎
武

の
名
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
顧
炎
武
の
肖
像
を
取
り

上
げ
て
、
か
れ
の
学
問
・
思
想
で
は
な
く
、
当
時
の

知
識
人
の
身
な
り
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
本
シ

リ
ー
ズ
の
面
目
躍
如
と
言
え
よ
う
か
。

　

全
一
〇
巻
の
シ
リ
ー
ズ
を
通
読
す
る
と
、
本
書
の

叙
述
の
ス
タ
イ
ル
が
、
王
朝
史
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
王
朝
ご
と
に
区
分
し
た
叙

述
の
あ
り
方
を
、
あ
る
い
は
や
や
古
い
ス
タ
イ
ル
の

通
史
と
み
な
す
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
本
シ
リ
ー
ズ
に
見
て
取
れ
る
も
の
は
、
変
化
に

乏
し
い
王
朝
交
替
史
観
の
そ
れ
で
は
な
く
、
各
王
朝

の
歴
史
上
の
個
性
を
浮
彫
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
で

あ
り
、
移
り
ゆ
く
各
時
代
に
固
有
の
諸
相
を
掘
り
下

げ
て
い
く
姿
勢
で
あ
る
。
本
シ
リ
ー
ズ
の
多
く
の
巻

で
は
、各
王
朝
の
支
配
層
を
構
成
し
た
人
々
（
民
族
）

と
そ
の
文
化
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
源
流
に
遡
っ

て
記
述
を
始
め
、
中
国
の
諸
王
朝
が
本
来
多
元
的
な

源
流
を
も
つ
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

　

原
著
の
執
筆
者
も
、ま
た
監
修
・
翻
訳
を
お
こ
な
っ

た
日
本
側
執
筆
者
の
多
く
も
、
歴
史
学
研
究
の
専
門

家
で
あ
る
よ
り
も
、
文
学
、
思
想
、
芸
術
、
考
古
学
、

文
化
財
研
究
等
々
の
分
野
で
活
躍
す
る
研
究
者
で

あ
る
。
そ
う
し
た
い
わ
ば
通
史
の
著
者
と
し
て
は
異

色
の
顔
触
れ
に
よ
る
協
同
作
業
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

本
シ
リ
ー
ズ
は
あ
る
種
の
新
鮮
さ
に
溢
れ
た
作
品
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
各
時

代
を
専
門
と
す
る
歴
史
学
者
や
考
古
学
者
の
な
か

に
は
、
本
書
を
手
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
細
部
に
つ

い
て
異
論
を
唱
え
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実

際
、考
古
学
が
専
門
で
あ
る
評
者
に
し
て
も
、『
先
史
』

や
『
殷
周
』
巻
の
中
に
は
そ
う
感
じ
ら
れ
る
部
分
も

少
な
く
な
い
。
ま
た
も
し
通
史
と
い
う
も
の
が
、
本

来
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
な
歴
史
記
述
を
目
指
す
べ
き

も
の
と
す
る
と
、
本
書
に
は
と
き
に
そ
れ
を
逸
脱
し

た
よ
う
な
部
分
が
散
見
さ
れ
る
と
評
す
る
人
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
評
者
は
そ
の
こ
と
を
こ
と

さ
ら
問
題
に
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ

は
各
執
筆
者
の
個
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
た
こ
と
の

結
果
で
あ
る
。
異
論
は
あ
り
え
て
も
、
従
来
の
通
史

が
等
閑
視
し
た
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
記
述
が
随
所
に

見
ら
れ
る
本
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
の
力
強
さ

が
溢
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、
本
書
の
読
者

は
、
す
ば
ら
し
く
完
備
さ
れ
た
歴
史
博
物
館
に
案
内

さ
れ
て
、
そ
こ
で
博
識
き
わ
ま
り
な
い
専
門
家
か
ら

蘊
蓄
を
傾
け
た
解
説
を
う
け
る
と
い
う
、
実
際
に
は

実
現
し
そ
う
に
も
な
い
こ
と
を
、
本
書
の
中
で
体
験

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
シ
リ
ー
ズ
が
一
般
に
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
と
さ
れ
て
い
る
中
国
通
史
と
は
趣
を
異

に
す
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
中

国
の
歴
史
に
関
心
の
あ
る
す
べ
て
の
人
た
ち
と
、
中

国
の
み
な
ら
ず
、
物
質
文
化
と
そ
れ
に
基
づ
く
文
化

史
的
構
築
の
実
践
に
関
心
の
あ
る
す
べ
て
の
人
た
ち

に
、
本
シ
リ
ー
ズ
諸
巻
を
推
薦
し
た
い
。

（
に
し
え
・
き
よ
た
か　

南
山
大
学
）
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