
岡
崎
文
夫
著

　
　

支
那
史
概
説
上

　
　
　
　

こ
の
本
の
変
物
を
見
な
い
人
の
埓
に
一
言
し
て
置
く
の
だ
が
、

　
　
　

こ
の
概
説
は
唐
の
終
り
迄
し
か
無
く
、
そ
れ
以
後
の
部
分
は
閥
け

　
　
　

て
居
る
。
こ
の
事
は
著
者
も
自
ら
研
究
不
十
分
の
故
を
以
て
断
つ

　
　
　

て
居
ら
れ
る
か
ら
深
く
咎
む
べ
き
で
は
な
か
ら
う
が
、
読
者
と
し

　
　
　

て
は
、
支
那
史
に
於
て
最
も
興
味
あ
る
轜
換
期
０
一
つ
で
あ
る
唐

　
　
　

よ
り
五
代
、
宋
に
か
け
て
の
移
り
鍵
り
が
１
　
然
叙
述
さ
れ
て
ゐ
な

　
　
　

い
こ
と
は
か
な
り
不
満
に
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
る
べ
く
早
い

　
　
　

時
期
に
於
て
著
者
０
完
全
な
る
概
説
が
世
に
現
は
れ
る
こ
と
を
切

　
　
　

望
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
　

扨
こ
の
書
を
二
言
に
し
て
評
す
る
な
ら
ぼ
、
之
は
民
族
、
王
朝

　
　
　

の
盛
衰
興
亡
、
國
家
、
祀
會
の
受
遷
、
就
中
政
治
の
変
際
の
有
様

　
　
　

並
び
に
政
策
と
之
に
對
す
る
輿
論
と
の
開
係
を
非
常
に
よ
く
斂
し

　
　
　

た
書
物
で
あ
る
。
著
者
０
面
目
は
こ
の
鮎
に
於
て
最
も
よ
く
甕
揮

　
　
　

さ
れ
て
居
る
と
思
ふ
。
著
者
の
扱
は
れ
た
時
代
が
著
者
を
さ
う
さ

　
　
　

せ
た
の
か
、
支
那
史
の
資
料
そ
０
も
の
λ
性
質
か
ら
さ
う
な
る
Ｏ

ぶ

　
　

か
、
将
又
著
者
０
興
味
が
特
に
そ
０
黙
に
注
が
れ
た
結
果
な
の
か

刀

　
　

私
に
は
よ
く
は
分
ら
な
い
が
、
と
に
角
私
は
読
ん
で
居
て
著
者
Ｏ

こ
ｏ
方
面
の
斂
辿
が
最
も
活
き
ぐ
し
て
居
る
の
を
感
じ
た
。
殊

に
漢
以
後
の
部
分
に
於
て
そ
の
感
が
深
い
。
か
χ
る
斂
述
は
事
賞

に
對
す
る
鋭
い
洞
察
と
問
題
に
對
す
る
深
い
関
心
と
理
解
な
く
し

て
は
到
底
な
し
得
な
い
所
で
あ
ら
う
。
無
論
著
者
は
祀
會
経
済
的

な
方
面
や
一
般
文
化
ｏ
方
面
に
對
し
て
も
深
い
注
意
を
示
し
て
居

ら
れ
る
。
就
中
前
者
に
對
し
て
は
近
時
祗
會
経
済
制
度
を
喧
ま
し

く
論
歩
る
人
々
ｏ
注
文
通
り
の
型
に
こ
そ
は
ま
っ
て
は
ゐ
な
い
か

も
知
れ
な
い
が
、
著
者
ｏ
高
忿

居
る
。
一
般
文
化
の
問
題
で
は
、
唐
に
於
け
る
法
制
の
完
備
と
南

北
雨
朝
の
法
制
と
の
関
係
や
、
唐
の
盛
な
る
文
化
と
唐
朝
の
世
界

帝
國
的
性
質
と
の
結
び
つ
け
方
な
ど
が
勝
れ
て
居
る
様
に
思
ふ
。

併
し
何
と
言
っ
て
も
こ
の
書
ｏ
特
色
は
民
族
や
國
家
の
治
気
興
亡

の
方
面
に
あ
わ
、
そ
の
複
雑
な
る
有
様
を
巧
に
有
機
的
に
且
整
然

と
ま
と
め
得
た
黙
に
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
方

面
に
於
け
る
著
１
　
の
洞
察
力
の
鋭
さ
に
對
し
て
は
全
く
敬
服
の
他

は
な
ｓ
。

　

以
上
述
ぶ
る
所
は
軍
な
る
私
一
個
人
０
感
想
に
過
ぎ
な
い
。
今

少
し
之
を
客
観
的
に
観
て
み
や
う
。

　

著
者
は
序
に
於
て
謂
ふ
。
「
余
は
支
那
史
を
以
て
、
支
那
人
乃
至

は
漢
族
０
生
活
の
過
程
を
共
０
成
行
に
於
て
描
寫
す
る
こ
と
で
あ
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る
と
の
立
場
を
取
っ
て
居
る
」
と
。
こ
の
言
葉
は
書
中
に
於
て
も

　

か
な
り
よ
く
荒
行
さ
れ
て
居
る
。
「
其
０
成
行
に
於
て
」
と
は
仲
々

　

意
味
深
長
な
言
葉
で
、
之
は
支
那
人
の
史
観
が
殆
ん
ど
全
て
道
徳

　

的
で
あ
る
こ
と
に
對
す
る
小
気
味
の
よ
い
反
動
と
し
て
私
に
は
響

。
く
の
で
あ
る
。

　

「
合
目
的
な
理
念
の
開
展
と
云
ふ
や
う
な
者
は
必

　

歩
し
も
認
め
ら
れ
な
い
」
こ
と
も
私
は
賛
成
で
あ
る
。
併
し
乍
ら

　

歴
史
の
流
れ
自
身
に
目
的
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
χ
、
歴
史
を
書
く

　

人
に
何
等
の
目
的
観
念
乃
至
は
何
等
の
價
値
観
念
も
な
い
こ
と
人

　

は
全
く
別
０
事
で
あ
る
。
賓
際
に
於
て
は
著
者
は
漠
然
た
る
帝
國

　

主
義
的
立
場
を
取
っ
て
居
ら
れ
る
事
が
観
取
出
来
る
の
で
（
少
く

　

と
も
唐
迄
の
所
で
は
）
著
者
を
以
て
無
理
想
と
す
る
わ
け
に
は
い

　

か
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
０
序
文
０
如
き
立
場
は
今
日
の
我
々
に
は

　

多
少
惟
ら
ぬ
感
が
な
い
で
も
な
い
。
今
日
吾
々
は
果
し
て
如
何
な

　

る
立
場
に
立
つ
べ
き
か
に
就
て
は
殆
ど
五
里
霧
中
で
あ
る
と
言
っ

　

て
も
よ
い
有
様
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
従
来
の
消
極
的
な
自
由
主
義

　

の
立
場
に
吾
々
が
不
満
を
感
じ
て
居
る
こ
と
は
事
賓
で
あ
る
。

　
　

次
に
著
者
は
「
漢
族
０
生
活
の
過
程
」
を
描
寫
す
る
と
言
っ
て

　

居
ら
れ
る
か
、
こ
の
生
活
と
い
ふ
言
葉
の
内
容
が
本
文
を
讃
ん
で

　

見
て
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
例
へ
ば
其
上
古
時
代
に
於
け
る
内
容

　

と
中
世
に
於
け
る
内
容
と
で
は
大
分
違
っ
て
居
る
様
で
あ
る
。
而

も
其
違
ひ
方
の
間
に
之
と
い
ふ
統
一
概
念
が
見
受
け
ら
れ
な
い
。

そ
０
斂
述
の
仕
方
迄
が
成
行
的
の
感
が
あ
る
。
著
者
は
支
配
開
係
、

國
家
の
興
亡
、
政
策
と
之
に
對
す
る
輿
論
即
ち
政
治
思
想
、
飲
會

制
度
な
ど
を
中
心
と
し
て
筆
を
進
め
、
時
折
一
般
文
化
に
も
筆
を

及
ぼ
し
て
居
ら
れ
る
。
併
し
そ
れ
は
正
に
及
ぼ
し
て
居
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
讃
者
は
支
那
０
文
化
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
少
し
く
知

る
０
み
で
あ
る
。
文
化
に
對
す
る
脆
明
の
如
き
も
結
局
（
狭
い
意

味
の
）
歴
史
的
事
情
に
よ
っ
て
鴛
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
時

に
は
、
例
へ
ば
佛
教
が
何
故
六
朝
よ
り
唐
に
か
け
て
し
か
く
支
那

に
於
て
興
隆
し
た
か
と
い
ふ
問
題
に
對
し
て
０
如
く
、
脆
明
に
窮

し
て
居
ら
れ
る
場
合
さ
へ
も
あ
る
。
政
治
を
論
す
る
場
合
の
著
者

と
は
格
段
０
不
手
際
で
あ
る
。
要
之
、
政
治
経
済
的
な
思
想
を
除

い
た
（
狭
義
の
）
文
化
、
（
思
想
、
宗
教
、
學
問
、
蔀
術
等
）
に
對
す
る
著

者
の
理
解
は
幾
分
見
劣
り
が
す
る
様
で
あ
る
。
惟
ふ
に
文
化
０
問

題
は
、
そ
れ
が
非
常
に
多
く
歴
史
的
事
情
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
得

る
性
質
を
持
っ
て
居
る
と
は
い
へ
、
一
度
は
之
を
政
治
等
と
切
り

離
し
て
考
へ
、
そ
れ
自
身
０
殺
展
性
を
も
見
窮
め
た
上
、
再
び
歴

史
的
事
情
と
相
並
ん
で
理
解
す
べ
き
も
０
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例

へ
ば
上
辿
０
佛
教
０
問
題
０
如
き
も
、
軍
に
そ
０
傅
来
並
び
に
興

隆
０
事
情
の
み
を
追
窮
す
る
に
止
ら
歩
、
観
鮎
を
使
へ
て
、
漢
族
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が
有
史
以
来
始
め
て
出
逢
っ
た
、
己
よ
り
勝
れ
た
外
来
文
化
を
如

何
に
経
験
し
た
か
、
由
来
宗
教
的
意
識
に
乏
し
い
と
さ
れ
て
居
る

湊
族
が
最
初
の
勢
力
あ
る
外
来
宗
教
を
如
何
に
消
化
し
た
か
、
と

い
ふ
風
に
も
考
へ
て
見
て
は
ど
う
か
と
思
ふ
。
か
く
の
如
く
文
化

に
對
す
る
理
解
の
不
足
か
ら
し
て
、
時
代
百
分
の
如
き
も
蹟
者
は
、

こ
れ
。
が
軍
に
従
来
の
如
く
王
朝
の
興
亡
の
み
に
よ
っ
て
ゐ
な
い
と

は
い
へ
、
結
局
廣
い
意
味
に
於
け
る
國
家
、
民
族
の
興
亡
盛
衰
に

よ
っ
て
鴛
さ
れ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
印
象
を
受
け
る
０
で

あ
る
。

　

最
後
に
蛇
足
で
は
あ
る
が
、
こ
の
本
は
支
那
學
の
入
門
叢
書
と

名
づ
け
ら
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
私
自
身
は
賞
際
は
飴
り
い
Ｘ
入

門
書
と
は
言
へ
な
い
と
思
ふ
。
資
料
の
解
脱
は
成
程
か
な
り
親
切

で
は
あ
る
が
、
そ
０
他
の
部
分
は
入
門
書
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
奥

義
書
と
い
ふ
べ
き
で
あ
・
ら
う
。
大
學
を
卒
業
し
た
ば
か
り
位
の
人

に
は
こ
の
書
の
賀
意
は
一
寸
直
ぐ
に
は
理
解
し
難
い
か
と
思
ふ
。

　

以
上
浅
學
を
も
顧
ず
妄
言
を
弄
し
た
が
、
い
は
ｙ
之
は
慾
を
言

っ
た
ま
で
Ｘ
、
今
日
既
に
世
０
中
に
出
て
居
る
数
種
０
邦
人
の
手

に
な
る
東
洋
史
概
説
中
に
あ
っ
て
こ
の
著
は
輝
し
い
狽
自
の
地
位

を
有
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
言
ふ
を
挨
だ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
内

　

藤

　

戊

　

申
）

　
　
　

殷
墟
襲
掘
績
報

　

昨
年
春
期
の
國
立
中
央
研
究
院
殷
墟
殺
掘
團
に
よ
る
安
陽
扇
西

北
侯
家
荘
に
於
け
る
殷
代
陵
墓
の
殺
掘
は
更
に
昨
秋
九
月
よ
り
十

二
月
尽

期
工
作
は
、
既
に
本
誌
創
刊
貌
に
報
道
し
た
如
く
殷
帝
王
陵
と
推

定
せ
ら
れ
る
陵
墓
の
構
造
の
問
明
、
之
に
包
蔽
せ
ら
る
ｘ
一
〇
フ

ン
ド
と
見
倣
す
べ
き
多
数
の
新
奇
な
器
物
の
出
土
殉
葬
の
風
習
を

示
す
夥
し
い
人
骨
の
裴
見
等
に
於
て
劃
期
的
な
成
果
を
畢
げ
た

が
、
本
期
０
工
作
は
、
大
鰹
前
期
の
奮
坑
に
就
て
更
に
徹
底
し
た

殺
掘
を
行
ひ
、
そ
０
結
果
を
全
般
的
に
明
瞭
に
し
、
惚
若
干
の
新

殺
見
を
斎
し
た
如
く
で
あ
る
。
五
個
の
殺
掘
陵
墓
中
最
大
の
物
か

ら
は
豊
富
な
遺
物
が
獲
ら
れ
、
其
の
四
方
０
羨
道
よ
り
は
、
巨
大

な
画
、
新
奇
な
形
式
の
食
等
０
銅
器
、
及
大
理
石
造
の
猫
、
叉
そ
の

坑
底
か
ら
は
高
さ
尺
診
０
大
理
石
造
朕
及
人
物
、
精
巧
な
玉
盃
、

金
錐
玉
戈
頭
刀
等
が
見
出
さ
れ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
中
央
研
究

院
の
手
に
よ
る
殺
掘
結
果
０
公
表
を
鶴
首
す
る
。

　

（
小

　

川
）
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