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本
書
の
著
者
、
松
村
茂
樹
氏
（
大
妻
女
子
大
学
教
授
）
は
中
国
文
化
論
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
国
際
交
流
論
を
専
攻
と
し
、『
呉
昌
碩
研
究
』（
研
文
出

版
、
二
〇
〇
九
年
）、『「
書
」
を
考
え
る
―
―
書
の
本
質
と
は
』（
二
玄
社
、

二
〇
一
〇
年
）
な
ど
多
数
の
著
作
が
あ
る
。
新
刊
と
な
る
本
書
の
テ
ー

マ
は
「
書
と
画
」
で
あ
る
。

　

著
者
は
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
執
筆
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
中
国
で
は
書
や
画
の
技
術
に
優
れ
る
工
人
（
工
匠
）
よ
り
も
、

自
ら
の
胸
臆
を
詩
書
画
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
人
が
尊
敬
さ
れ

た
。
そ
の
た
め
、「「
書
と
画
を
論
じ
る
」
と
は
、
技
術
で
は
な
く
文
人

を
論
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
は
、
中
国
の
書
と
画
の
本
質
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
。
本
書
は
、
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
、
中
国
の
書
と
画
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
刊
行

さ
れ
た
」（
四
頁
）。

中
国
書
画
の
本
質
と
は
何
か

木
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淳
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ま
た
、
世
界
で
影
響
力
を
高
め
て
い
る
中
国
を
理
解
す
る
こ
と
が
必

要
に
な
っ
て
い
る
現
在
、「
中
国
を
動
か
す
文
人
が
作
っ
て
き
た
書
と

画
を
論
じ
る
こ
と
で
本
質
的
理
解
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
日
本
に
お
け
る

受
容
を
見
て
お
く
こ
と
で
良
好
な
国
際
関
係
が
図
れ
る
と
、
著
者
は
信

じ
て
い
る
」（
四
頁
）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
評
者
の
よ
う
な

書
画
に
詳
し
く
な
い
読
者
に
も
、
本
書
の
内
容
は
中
国
の
文
化
を
考
え

る
上
で
参
考
に
な
り
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
は
著
者
が
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
て
き
た
論
考
を
四
つ
の
テ
ー
マ

に
ま
と
め
た
も
の
で
、
構
成
は
次
の
通
り
。

　

は
じ
め
に

　

Ⅰ　

王
羲
之
書
法
と
は
何
か
？

　
　

	

漢
字
の
は
じ
ま
り
と
正
鋒
／
太
宗
と
王
羲
之
書
法
／
書
論
に
見
る

松
村
茂
樹
著

書
と
画
を
論
じ
る
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「
十
七
帖
」
／
帖
学
派
の
書
法

　

Ⅱ　

文
人
の
思
い
入
れ

　
　

	

清
代
条
幅
の
款
書
を
読
む
／
何
紹
基
の
隷
書
―
―
そ
の
飄
逸
さ
の

本
質
／
今
井
凌
雪
先
生
蔵　

呉
昌
碩
「
臨
石
鼓
文
・
水
墨
花
卉　

六
曲
一
双
屛
風
」

　

Ⅲ　

中
国
文
人
画
を
読
む

　
　

	

呉
昌
碩
「
大
寿
桃
図
」
／
溥
儒
「
人
馬
図
」
／
王
一
亭
「
自
画
像
」

／
趙
之
謙
「
鍾
馗
像
」
／
黄
賓
虹
「
雪
壑
奔
泉
図
」
／
任
伯
年
「
隔

簾
仕
女
図
」

　

Ⅳ　

日
本
に
お
け
る
受
容

　
　

	

中
林
梧
竹
の
臨
書
論
／
呉
昌
碩
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
も
の
―
―

河
井
荃せ

ん

廬ろ

・
長
尾
雨
山
を
介
し
て
の
伝
播
／
書
画
文
墨
趣
味
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

あ
と
が
き
／
初
出
一
覧

　　

こ
れ
ら
の
問
題
が
豊
富
な
図
版
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
評
者
が
印
象
に
残
っ
た
箇
所
を
取
り
上
げ
て
本
書
の
本
質
を
探
究

す
る
方
法
を
紹
介
し
た
い
。
Ⅰ
章
「
王
羲
之
書
法
と
は
何
か
？
」
で
は
、

ま
ず
文
字
の
本
来
の
性
質
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。
最
古
の
漢
字
で
あ

る
甲
骨
文
は
占
い
に
用
い
た
亀
甲
・
獣
骨
に
、
そ
の
記
録
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
天
と
の
交
信
の
記
録
で
あ
る
文
字
は
尊
厳
性
・
神

秘
性
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
朱
筆
で
下
書
き
を
し
た
際
に
筆
が
骨
に

直
角
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
鋒
先
は
筆
画
の
中
心
を
通
る
。
こ
れ
こ

そ
が
書
の
正
統
的
筆
法
で
あ
る
正
鋒
の
原
点
と
な
っ
た
。
下
書
き
さ
れ

た
後
に
断
面
が
Ｖ
字
に
な
る
よ
う
に
刻
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
正
鋒
を
用

い
た
場
合
に
鋒
先
が
筆
画
の
中
心
を
通
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。
後
の

石
碑
は
こ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
銘
文
は
正
鋒
で
書
か
れ
、
Ｖ
字
に
刻
さ
れ

た
も
の
が
多
い
。
不
朽
の
盛
事
を
後
世
に
伝
え
る
石
碑
は
正
鋒
で
書
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
漢
民
族
の
意
識
で
あ
り
、
こ
れ
を

正
統
尊
重
主
義
と
著
者
は
呼
ん
で
い
る
。

　

四
世
紀
に
現
れ
た
王
羲
之
は
筆
を
斜
め
に
す
る
偏
鋒
、
ス
ナ
ッ
プ
を

利
か
せ
た
鵞が

と
う
ほ
う

頭
法
な
ど
に
よ
っ
て
筆
画
に
変
化
を
つ
け
、
書
を
芸
術
に

高
め
た
。
北
朝
出
身
の
唐
の
太
宗
は
南
朝
と
の
文
化
融
合
を
は
か
る
た

め
に
、
南
朝
文
化
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
王
羲
之
を
重
視
し
た
。
し
か

し
初
唐
の
三
大
家
（
虞
世
南
・
欧
陽
詢
・
褚
遂
良
）
は
正
統
を
尊
び
、
王
羲

之
の
字
形
を
正
鋒
で
書
い
た
た
め
、
純
粋
な
書
法
は
伝
わ
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
著
者
は
真
跡
が
伝
わ
ら
ず
神
秘
の
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た

こ
と
が
「
王
羲
之
神
格
化
の
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
ろ
う
」（
三
一
頁
）
と
指

摘
す
る
。
文
字
の
形
か
ら
で
は
な
く
、
書
の
原
点
や
書
法
の
正
統
を
探

る
こ
と
で
、
王
羲
之
書
法
が
神
格
化
さ
れ
た
理
由
の
解
明
を
試
み
て
い

る
の
で
あ
る
。
書
画
は
造
形
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
人
を
魅
了
す
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
文
人
達
の
意
識
を
も
探
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
そ
の
本
質
を
探
ろ
う
と
す
る
本
書
の
手
法
が
表
れ
て
い
る
。

　

作
品
の
様
式
の
み
を
見
て
も
、
十
分
な
学
書
や
鑑
賞
が
で
き
な
い
こ

と
は
本
書
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
。
書
画
を
深
く
理
解
す
る
た
め
の

鑑
賞
方
法
が
示
さ
れ
る
Ⅱ
章
と
Ⅲ
章
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
Ⅱ
章
の「
何

紹
基
の
隷
書
―
―
そ
の
飄
逸
さ
の
本
質
」
を
例
と
す
る
。
何
紹
基
は

本
来
謹
厳
で
あ
る
隷
書
を
飄
逸
に
書
い
た
こ
と
に
魅
力
が
あ
る
。
し
か

し
何
紹
基
は
学
者
と
し
て
隷
書
を
書
く
こ
と
を
基
礎
と
し
、
書
家
と
し

て
の
こ
だ
わ
り
を
加
え
た
結
果
、
飄
逸
さ
が
生
み
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り

学
問
を
積
ま
な
い
限
り
形
を
真
似
て
も
軽
薄
に
な
る
だ
け
で
あ
り
、
鑑

賞
に
お
い
て
も
そ
の
本
質
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
著
者
は
主
張
す

る
。

　

同
じ
く
画
も
様
式
の
み
を
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
。
文
人
画
は
画
だ

け
を
見
て
も
深
い
理
解
は
得
ら
れ
な
い
た
め
、「
文
人
画
に
詩
文
が
題

さ
れ
て
い
た
な
ら
、
ま
ず
は
こ
れ
を
読
み
、
そ
の
上
で
画
を
鑑
賞
し
て
、

作
者
の
胸
中
の
意
を
探
る
よ
う
に
努
め
れ
ば
、
深
い
理
解
に
到
達
し
易

く
な
る
の
で
あ
る
」（
一
一
五
頁
）
と
「
画
を
読
む
」
鑑
賞
法
が
提
起
さ

れ
る
。
そ
の
方
法
を
Ⅲ
章
の
「
溥
儒
「
人
馬
図
」」
を
例
に
見
て
み
た
い
。

　

溥
儒
は
清
朝
の
皇
族
で
、
宣
統
帝
溥
儀
の
従
兄
弟
に
あ
た
り
、
共
産

党
政
権
成
立
後
は
台
湾
に
移
り
、
書
画
家
、
大
学
教
授
と
し
て
活
躍

し
た
。「
人
馬
図
」
は
下
半
分
に
ま
だ
ら
馬
に
乗
っ
た
人
物
が
描
か
れ
、

上
半
分
に
は
題
画
詩
一
首
と
款か

ん

識し

か
ら
な
る
題
款
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
三
〇
歳
を
迎
え
た
長
子
の
毓い

く
り
ゅ
う岦に
与
え
た
訓
戒
と
な
っ
て

い
る
。
馬
を
皇
族
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
、
滅
び
た
王
朝
の
皇
族
と
し
て

の
誇
り
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
陥
る
で
あ
ろ
う
多
く
の
困
難
に

対
処
せ
よ
と
戒
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
描
か
れ
た
人
物
は
息

子
を
写
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
古
画
を
も
と
に
描
か
れ
た
人
物
で
あ
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る
。
な
ぜ
な
ら
、
文
人
で
あ
る
溥
儒
は
写
生
で
は
な
く
「
写
意
」
に
よ

り
、
胸
中
の
意
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
本
人
に
似
て
い
る
か
ど
う
か
は

問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
溥
儒
は
こ
の
「
人
馬
図
」
と

ほ
ぼ
同
じ
画
を
描
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
題
款
を
読
む
と
対
象
は
溥
儒

自
身
で
、
自
ら
の
人
生
の
暗
転
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
題
款
も
読
む
こ

と
で
「
同
じ
よ
う
な
画
が
、
作
者
の
胸
中
の
差
異
に
よ
り
、
全
く
別
の

も
の
に
な
る
」（
一
二
三
頁
）
と
い
う
、
文
人
画
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ

か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

Ⅳ
章
は
中
国
書
画
の
日
本
に
お
け
る
受
容
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
、

「
呉
昌
碩
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
も
の
―
―
河
井
荃
廬
・
長
尾
雨
山
を

介
し
て
の
伝
播
」
に
注
目
し
た
い
。
詩
書
画
印
四
絶
に
よ
っ
て
「
中
国

最
後
の
文
人
」
と
称
せ
ら
れ
る
呉
昌
碩
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
章
で
「
文
人

書
画
家
と
し
て
の
呉
昌
碩
の
全
て
を
凝
縮
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
の
で
き

る
、
極
め
て
貴
重
な
一
作
」（
一
一
二
頁
）
で
あ
る
「
臨
石
鼓
文
・
水
墨

花
卉　

六
曲
一
双
屛
風
」
を
も
と
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
呉
昌
碩
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
を
見
て
い
く
。

　

河
井
荃
廬
は
篆
刻
家
で
、
一
九
〇
〇
年
呉
昌
碩
を
上
海
に
訪
ね
て
直

接
師
事
し
、
呉
昌
碩
が
社
長
を
務
め
た
西せ

い
れ
い泠
印
社
の
名
誉
社
員
と
な
っ

た
。
帰
国
後
は
日
本
で
は
学
べ
な
か
っ
た
中
国
の
伝
統
を
伝
え
た
。
当

時
の
日
本
書
壇
で
は
宋
元
以
降
の
書
は
学
ぶ
必
要
が
な
い
と
さ
れ
、
清

朝
の
も
の
な
ど
論
外
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
荃

廬
は
清
の
呉
譲
之
、
趙
之
謙
、
呉
昌
碩
を
書
画
篆
刻
す
べ
て
一
級
で
あ

る
と
し
、「
書
画
篆
刻
三
絶
と
い
う
文
人
気
質
の
重
要
性
を
訴
え
た
の

で
あ
る
」（
一
七
〇
頁
）。
呉
昌
碩
に
学
ん
だ
荃
廬
は
文
人
と
し
て
行
う

篆
刻
に
目
覚
め
、
文
人
趣
味
の
重
要
性
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
中
国
の

伝
統
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
に
傾
倒
す
る
人
物
を
輩
出
し
、「
荃
廬
の

弟
子
の
西
川
寧
、
そ
の
弟
子
の
青
山
杉
雨
と
い
う
影
響
力
の
極
め
て
大

き
な
指
導
者
が
こ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
喧
伝
し
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の

文
墨
界
に
定
着
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
一
七
二
頁
）
と
指
摘
し
て

い
る
。

　

長
尾
雨
山
は
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
時
代
、
教
科
書
検
定
も
兼
務

し
て
い
た
た
め
に
教
科
書
疑
獄
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
一
九
〇
三
年
よ

り
上
海
の
商
務
印
書
館
に
勤
務
し
た
。
呉
昌
碩
が
近
く
に
転
居
し
て
き

た
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
交
流
が
始
ま
っ
た
。
呉
昌
碩
は
雨
山
の
学
問

と
人
物
を
評
価
し
、
自
ら
が
関
わ
る
詩
会
に
招
い
た
。
雨
山
は
詩
会
を

通
じ
て
詩
の
技
術
を
高
め
、
特
に
学
問
が
必
須
で
あ
る
中
国
の
文
人
た

ち
の
思
考
や
行
動
を
学
ん
だ
。
帰
国
後
は
京
都
に
住
み
、
呉
昌
碩
も
好

ん
だ
蘇
東
坡
を
し
の
ぶ
詩
会
を
開
催
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
関
西

文
墨
界
の
指
導
者
的
存
在
と
な
っ
た
。
ま
た
、
雨
山
は
高
島
屋
美
術
部

に
よ
る
図
録
の
発
行
や
展
覧
会
の
開
催
を
通
じ
て
日
本
に
お
け
る
呉
昌

碩
の
声
名
を
一
気
に
高
め
た
。
紹
介
し
た
目
的
は
、
書
・
画
・
詩
・
学

問
が
一
体
化
し
て
い
る
中
国
の
文
人
の
姿
勢
を
日
本
人
に
伝
え
よ
う
と
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し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
荃
廬
は
呉
昌
碩
の
「
正
統
的
文
人
書
画
篆
刻
家
の
側

面
」
を
、
雨
山
は
「
中
国
の
伝
統
的
学
者
・
詩
人
の
側
面
」
を
伝
え
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
「
日
本
に
は
、
中
国
の
正
統
と
伝
統
が
具
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
一
八
九
頁
）。

　

次
に
「
書
画
文
墨
趣
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
は
、
初
め
に
「
羅
振

玉
帰
国
送
別
会
記
念
写
真
」
が
掲
げ
ら
れ
る
。
こ
の
写
真
は
羅
振
玉
が

八
年
に
わ
た
る
京
都
で
の
寓
居
生
活
を
終
え
て
一
九
一
九
年
に
中
国
に

帰
国
す
る
に
あ
た
り
、
京
都
の
日
本
料
亭
左さ

あ

み
阿
弥
で
開
か
れ
た
送
別
会

に
参
加
し
た
計
三
八
名
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
画

を
通
じ
た
各
界
の
つ
な
が
り
は
「
も
と
よ
り
政
治
的
意
図
は
な
い
が
、

当
時
の
い
わ
ゆ
る
極
端
な
欧
化
主
義
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
一

定
の
理
性
的
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
」（
二
〇
二
頁
）
と
す
る
。

こ
う
し
た
人
的
交
流
の
丹
念
な
発
掘
、
整
理
も
著
者
の
得
意
と
す
る
研

究
手
法
で
あ
る
。

　

な
お
、
著
者
は
本
書
に
先
立
っ
て
『
呉
昌
碩
と
日
本
人
士
』（
大
妻
女

子
大
学
人
間
生
活
文
化
研
究
所O

tsum
a eBook

。
同
研
究
所
Ｈ
Ｐ
よ
り
無
料
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
昨
年
刊
行
し
た
。
こ
ち
ら
で
は
呉
昌
碩
と
交
流
の

あ
っ
た
計
九
六
名
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
Ⅳ
章
の
内
容
を
さ
ら
に

知
り
た
い
場
合
に
は
ぜ
ひ
一
読
を
勧
め
た
い
。
こ
う
し
た
一
次
資
料
の

発
掘
は
今
後
の
日
中
文
化
交
流
研
究
の
発
展
へ
と
つ
な
が
る
意
義
を
持

つ
。
さ
ら
に
中
国
書
画
と
は
文
人
の
胸
中
を
理
解
し
あ
え
る
人
々
を
つ

な
ぐ
作
用
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
日
中
の
良
好
な
国
際
関
係
を
築
く
手

段
に
も
な
り
う
る
こ
と
も
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
ご
く
一
部
し
か
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
書
は
書
画
に

通
じ
て
い
る
人
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
国
に
関
心
の
あ
る
人
に
と
っ

て
は
、
中
国
文
化
を
理
解
す
る
た
め
の
有
益
な
一
冊
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
き
む
ら
・
じ
ゅ
ん　

大
妻
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）




