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類
書
に
表
現
さ
れ
る
中
園
枇
舎
の
特
性

先
秦
時
代
か
ら
清
代
ま
で
の
大
約
二
千
五
百
年
間
に
所
産
さ
れ
た

中
園
古
書
籍
は
膨
大
な
も
の
で
、
そ
の
主
要
部
分
は
清
代
に
於
て
整

理
さ
れ
、

か
の
四
庫
全
書
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
四
庫
編
纂
後
の

前
代
の
書
籍
、
各
時
代
の
腕
志
、
道
志
、
府
志
、
省
志
、

山
志
、
寺

志
、
家
譜
、
宗
譜
等
々
の
中
圏
全
古
書
籍
は
恐
ら
く
優
比
四
庫
全
書

の
数
倍
の
量
に
達
ナ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
て
こ
の
中
園

全
古
書
籍
に
共
通
ナ
る
特
性
は

ζ

れ
が
各
時
代
の
政
治
組
織
を
構

成
ナ
る
支
配
者
階
層
の
所
産
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
読
書
範
聞
も
ま

た
ζ

の
階
層
に
限
定
さ
れ
、
な
お
か
つ
ζ

札
ら
の
も
の
が
支
配
者
階

層
た
る
意
識
の
下
に
著
述
編
纂
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
経
史
に
属
ナ

る
書
籍
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
子
部
の
哲
率
、
農
閉
山子
、
醤
率
、
整

術
、
随
筆
等
々
も
、
集
部
の
詩
文
に
至
る
も
の
ま
で
も
、
支
配
者
階

， 
4 

j会

オミ

光

雄

層
た
る
の
意
識
に
立
脚
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
そ
の
内
容
に
は
中
園
の

支
配
者
階
層
な
ら
で
は
了
解
に
苦
し
む
部
分
が
か
な
り
多
い
。
こ
の

特
性
は
こ
れ
を
中
園
の
範
囲
で
考
究
し
て
い
る
限
り
で
は
何
の
奇
異

を
も
感
じ
な
い
が
、
他
の
園
々
|
|
例
え
ば
西
洋
諸
園
ー
ー
の
そ
れ
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と
比
較
ナ
る
時
毅
然
た
る
差
異
の
存
す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

中
園
古
書
籍
の
悉
く
が
上
述
し
た
性
格
を
有
し
て
い
た
事
震
は

こ
れ
ら
の
全
古
書
籍
の
文
艦
が
先
秦
時
代
か
ら
情
代
ま
で
の
支
配
者

階
層
の
濁
占
し
た
所
調
漢
文
剛
胆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
哀
附
け

ら
れ
る
。
従
っ
て
中
園
全
古
書
籍
に
共
通
ナ
る
性
格
並
び
に
内
容
は

た
だ
ち
に
各
時
代
の
支
配
者
階
層
に
共
通
ナ
る
性
格
の
表
現
反
映
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
し
も
肯
定
す
る
所
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
中
園
古
書
籍
の
な
か
で
他
の
園
々
に
於
て
そ
の
例
を
み



な
い
特
異
の
形
瞳
を
そ
な
え
た
も
の
は
類
書
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現

存
ナ
る
類
書
並
び
に
書
志
書
目
録
等
に
見
え
る
散
逸
し
た
類
警
の
数

は
極
め
て
多
く
、

そ
の
巻
映
も
膨
大
で
あ
り
、
各
時
代
に
亙
っ
て
続

纂
さ
れ
、

そ
の
多
く
は
時
の
王
朝
自
艦
の
事
業
と
し
て
、
念
行
さ
れ
、

時
の
文
化
層
を
結
集
し
多
大
な
第
力
と
長
い
年
月
を
費
し
て
完
成
し

た
も
の
で
あ
る
。

と
れ
ら
の
類
書
は
一
見
種
々
の
用
途
を
も
っ
た
僻
典
と
も
稿
ナ
ベ

き
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
共
通
し
た
形
館
及
び
そ
の
果
し
た
役
割
に

於
て
特
異
な
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

か
か
る
僚
件
に
該

暗
闘
す
る
書
籍
は
西
洋
諸
闘
に
於
て
は
殆
ん
ど
一
度
も
編
纂
さ
れ
た
り

ま
た
編
纂
を
企
圃
さ
れ
た
こ
と
ナ
ら
な
か
っ
た
。
な
L
S

日
本
に
於
て

も
中
園
か
ら
停
来
し
た
類
書
の
抜
悲
並
び
に
復
刻
の
事
業
は
行
わ
れ

日
本
自
健
の
類
書
の
編
纂
は
極
め
て
少
い
。

:玉、

争
れ
ム

μか
か
る
西
洋
諸
園
並
び
に
日
本
に
そ
の
例
を
み
な
い
類
蓄
が
、
中

園
に
於
て
の
み
何
の
故
に
各
時
代
に
亙
っ
て
か
く
も
驚
歎
ナ
ベ
き
労

力
の
も
と
に
編

J

滅
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ
に
多
数
に
編

纂
さ
れ
た
類
蓄
は
、
中
園
の
各
時
代
の
政
治
組
織
を
構
成
ナ
る
支
配

者
階
層
の
も
つ
特
異
な
る
性
格
が
必
然
的
に
要
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
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従
っ
て
類
書
の
共
、
通
し
た
性
格
を
究
明
ナ
る
こ
と
こ
そ
支
配
者
階
層

の
性
格
を
懇
明
ナ
る
一
方
法
で
あ
る
と
信
じ
、
以
下
ζ

れ
に
就
て
の

私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

惰
書
、
唐
書
、
宋
史
等
々
の
書
志
並
び
に
崇
文
総
目
、
四
庫
全
書

組
目
提
要
等
々
の
幾
多
の
書
目
鋒
に
依
っ

τ、
中
園
古
書
籍
の
分
類

の
繁
遭
を
比
較
検
討
す
る
と
、
中
園
自
鰻
に
於
て
考
え
ら
れ
た
類
書

の
定
義
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ

に
は
な
ん
ら
の
意
義
も
存
し
な
い
。
私
見
に
依
れ
ば
、
類
書
は
編
纂
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者
が
直
接
に
著
述
し
た
書
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
類
目
の
下
に
既

に
存
在
ナ
る
古
書
の
そ
の
類
自
に
相
臆
す
る
部
分
を
抜
翠
輯
録
し
て

一
書
を
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
を
類
審
に
共
通
す
る
形

瞳
の
定
義
と
考
え
、
類
書
類
以
外
の
古
書
を
精
査
す
る
と
、

ζ

の
形

の
も
の
が
か
な
り
多
い
。
経
部
の
主
要
部
分
が
こ
の
形
鰻
で
あ
る
と

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
史
・
子
・
集
部
に
於
て
も
、
例
え
ば
史

部
中
の
宋
史
紀
事
本
末
一
百
九
巻
、
耀
史
一
百
六
十
缶
、
春
秋
戦
闘

異
鮮
五
十
五
巻
、
通
志
二
百
巻
、
縮
、
通
志
六
百
四
十
巻
、
皇
朝
、
通
志

二
百
缶
、
歴
代
名
臣
奏
議
三
百
五
十
省
、
五
朝
名
臣
一
言
行
鎌
一
十
巻
、

三
朝
名
臣
言
行
録
一
十
四
巻
、
皇
輿
西
域
圃
志
五
十
二
巻
、
日
下
奮
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聞
考
一
百
六
十
谷
、
街
中
康
記
一
百
八
巻
、
闘
志
監
志
八
十
二
巻
、

通
典
二
百
省
、
縮
、通
典
一
百
五
十
巻
、
皇
朝
、
通
典
一
百
巻
、
文
献
遁

考
三
百
四
十
八
缶
、
縮
文
献
通
考
二
百
五
十
四
谷
等
、
子
部
中
の
武

経
総
要
前
・
後
集
四
十
二
巻
、
農
政
金
書
六
十
省
、
授
時
通
考
七
十

八
程
、
保
文
一知
書
市
譜
一
百
谷
、
群
芳
諮
三
十
巻
、
庇
群
芳
詩
一
百

省
、
植
物
名
賀
幽
考
三
十
八
省
、
六
製
之
一
鍛
四
百
六
各
組
編
十
四

巻
、
元
明
事
類
紗
四
十
缶
、
太
卒
成
記
五
百
谷
等
、
集
部
の
六
臣
註

文
選
六
十
省
、
古
文
苑
二
十
一
巻
、
文
苑
英
幸
一
千
巻
、
唐
文
粋
一

百
巻
、
漢
文
鑑
四
十
一
岱
、
宋
文
鑑
一
百
五
十
巻
、
成
都
文
類
五
十

省
、
呉
都
文
粋
組
集
五
十
八
省
、
南
宋
雑
事
詩
七
巻
、
文
章
軌
範
七

巻
、
歴
代
賦
業
一
百
八
十
四
巻
、
細
川
文
榔
川
一
散
物
詩
選
四
百
八
十
六
巻
、

歴
代
題
古
詩
類
一
百
二
十
巻
等
々
は
完
全
に
類
書
の
形
腿
を
具
備

し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
豚
志
、
道
志
、
府
志
、
省
志
、
並
び
に
山

志
、
寺
志
等
の
主
要
部
分
も
ま
た
こ
の
形
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
以
外
に
一
書
の
な
か
で
類
蓄
の
形
を
も
っ
部
分
と
か
、

ら
に
ま
た
皇
府
組
解
、
説
部
、

百
川
勝
一

d

海
等
の
叢
書
並
び
に
一
書
籍

の
集
註
な
と
を
も
っ
て
不
完
全
の
類
書
と
見
倣
ナ
な
ら
ば
、
類
書
の

範
閣
は
さ
ら
に
繊
大
さ
れ
、
殆
ん
と
中
岡
全
古
書
籍
の
年
に
も
達
ナ

る
ζ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
以
下
上
述
し
た
類
書
形
惜
の
書
籍
を
も
っ

て
一
腔
類
書
と
栴
し
て
考
究
を
ナ
ナ
め
る
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
類
書
以
外
の
古
書
籍
が
著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
、
中
国
全
古
書
籍
は
そ
の
牢
が
類
書
形
位
の
も
の
、
残
る
中
十
が
著

述
形
挫
の
書
で
あ
る
と
言
い
得
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
こ
に
留
意
せ
ら

る
べ
き
は
著
述
形
憾
の
書
が
類
書
の
各
類
目
を
構
成
す
る
内
容
と
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
類
蓄
に
採
輯
さ
れ
た
部
分
は
劉

象
と
ナ
る
室
田
の
軽
重
に
依
っ
て
相
違
は
あ
っ
た
が
、
前
述
し
た
よ
う

に
類
書
は
膨
大
な
数
量
に
達
し
一
類
書
に
し
て
千
巻
市
内
各
と
絹
ナ
る

も
の
が
砂
く
な
か
司
た
か
ら
、
各
時
代
の
主
要
書
籍
は
殆
ん
と
悉
く

各
類
自
の
内
容
と
し
て
包
含
さ
れ
た
。
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四

類
書
の
始
め
を
種
々
の
書
目
が
述
べ
て
い
る
が
如
く
三
園
時
代
の

説
の
呈
覚
一
百
二
十
谷
で
あ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
か
ら
清
代
ま
で
大

さ

約
二
千
年
間
、
編
録
さ
れ
た
類
書
は
前
述
し
た
よ
う
に
殆
ん
と
中
園

全
古
書
籍
の
牢
に
達
ナ
る
ほ
と
で
あ
り
、

そ
れ
に
費
さ
れ
た
労
力
も

ま
た
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
が
、
如
何
な
る
理
由
に
も
と
づ
い
マ

か
か
る
大
事
業
が
中
園
に
於
て
は
奇
異
の
感
な
く
し
て
行
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
類
審
は
そ
れ
ぞ
れ
相
違
し
た
直
接
の
目
的
山
を
も



内
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
は
別
K
全
類
蓄
に
共
通
し

た
必
然
的
に
編
纂
さ
る
べ
き
根
本
的
理
由
と
、
少
く
と
も
編
纂
さ
れ

た
時
代
に
果
し
マ
い
た
共
通
の
重
要
な
る
役
割
と
が
あ
っ
た
。
中
園

の
各
時
代
の
政
治
組
織
を
構
成
し
た
支
配
者
階
層
は
、
現
賓
の
時
代

の
倫
理
、
道
徳
、
政
治
、

一
般
諸
知
識
、
哲
率
、
文
皐
、
事
術
等
々

の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
於
げ
る
行
動
思
索
の
軌
範
を
そ
れ
以
前
の
支
配

者
階
層
の
そ
れ
に
求
ゆ
る
と
い
う
一
種
特
別
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

し
か
し
て
ζ

の
特
異
な
る
性
格
は
、
少
く
と
も
漢
代
か
ら
清
代
ま
で

殆
ん
と
本
質
的
に
は
何
等
の
襲
化
も
な
く
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
継
承
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
か
か
る
理
由
に
も
と
づ
い
て
中
園
の
各
時
代
の
支
配

者
階
層
は
、

そ
れ
以
前
の
支
配
者
階
層
の
所
産
し
た
書
籍
を
も
っ
て

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
於
け
る
行
動
思
索
を
律
ナ
ベ
き
軌
範
で
あ
る
と
考

ぇ
、
既
存
の
古
書
籍
が
相
蛍
の
量
に
達
し
た
時
代
か
ら
は
、

こ
れ
ら

の
古
書
籍
を
整
理
統
合
し
、
各
類
目
の
下
に
自
在
に
検
索
で
き
得
る

書
籍
の
編
纂
が
必
然
的
に
要
望
さ
れ
て
い
た
。

ζ

の
要
望
に
臆
じ
て

編
纂
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
が
各
種
各
援
の
類
審
で
あ
り
、
各
類

目
の
下
に
既
存
の
古
書
籍
を
包
含
し
、
個
々
の
書
籍
に
替
っ
て
時
の

61 

支
配
者
階
層
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
K
於
け
る
行
動
思
索
の
軌
範
た
る
役

割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
重
要
な
る
役
割
が
あ
っ

た
れ
ば
と
そ
、
二
千
年
間
各
種
の
類
審
が
異
常
な
る
努
力
の
下
に
つ

'
ぎ
つ
ぎ
に
編
纂
さ
れ
、
還
に
中
圏
全
古
書
籍
の
牟
に
さ
え
達
し
た
ほ

と
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
類
書
は
既
存
の
古
書
籍
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
‘

そ
の
時
代
の
支
配
者
階
層
の
行
動
思
索
の
軌
範
と
な
っ
て
い
た
か
ら

類
書
は
時
の
支
配
者
階
層
と
も
、
ま
た
こ
れ
ら
支
配
者
階
層
の
著
述

し
た
書
籍
と
も
相
似
し

τ居
り
、
さ
ら
に
ま
た
各
時
代
の
支
配
者
階

層
も
類
書
も
著
述
も
互

K
相
似
し
マ
い
る
と
い
う
閥
係
に
あ
っ
た
。

い
ま
類
書
を
中
心
と
し

τこ
の
関
係
を
述
べ
て
み
る
と
、
例
え
ば
或
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る
時
代
の
支
配
者
階
層
が
既
存
の
古
書
籍
を
も
っ
て
構
成
す
る
い
く

っ
か
の
類
書
を
編
纂
し
、

と
れ
ら
を
も
っ
て
現
賓
の
あ
ら
ゆ
る
分
野

に
於
け
る
行
動
思
索
の
軌
範
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

ζ

の
時
代
の

支
配
者
階
層
自
般
は
勿
論
の
こ
と
、

ζ

れ
が
織
成
ナ
る
政
治
組
織
と

か
そ
の
歴
史
綿
製
遁
な
と
も
自
ら
類
書
に
示
さ
れ
た
前
代
の
そ
れ
に
相

似
し
た
形
鐙
に
と
と
ま
っ
て
居
り

さ
ら
に
ま
た
そ
の
著
述
も
前
代

の
も
の
に
相
似
せ
ざ
る
を
得
・
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

τζ
の

相
似
し
た
支
配
者
階
層
自
燈
及
び
そ
の
政
治
組
織
歴
史
緩
運
等
々
の

記
録
並
び
に
こ
の
時
代
の
著
述
が
、
既
に
存
在
ナ
る
古
書
籍
|
|
こ

の
時
代
の
類
書
を
構
成
し

T
い
る
材
料
|
|
と
共
に
次
代
の
類
書
の
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各
類
目
を
構
成
す
る
材
料
と
な
っ
た
か
ら
、

こ
れ
ら
の
類
書
が
前
代

の
も
の
に
相
似
す
る
の
は
勿
論
の
ζ

と

こ
れ
を
軌
範
と
考
え
る
支

配
者
階
層
自
他
並
び
に
そ
の
著
述
等
々
が
ま
た
前
代
の
も
の
に
相
似

ナ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
漢
代
か
ら
清
代
ま
で
の
久
口
時
代
の
支

配
者
階
層
自
怯
の
性
格
並
び
に
政
治
組
織
歴
史
鑓
選
等
々
を
考
究
ナ

ザ

hv
ム」、

そ
れ
ぞ
れ
の
相
迷
路
は
存
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
根
底
に

一
貫
し
た
相
似
性
が
存
在
し
て
い
る
の
は
右
の
理
由
に
基
づ
く
か
た

め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
支
配
階
層

に
依
っ
て
著
述
さ
れ
た
書
籍
は
、

そ
の
時
代
の
表
現
方
法
と
か
包
含

ナ
る
事
例
の
相
遣
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
本
質
的
内
容
は
相
似
し
て
居

り
、
重
複
し
た
内
容
の
も
の
が
時
代
ご
と
に
し
だ
い
に
集
積
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
い
ま
か
り
に
膨
大
な
量
を
誇
る
中
園
古
書
籍
か
ら
同

性
格
の
も
の
を
除
き
去
る
な
ら
ば
、
果
し
て
幾
許
の
も
の
が
寅
質
内

容
と
し
て
残
り
得
る
か
、
興
味
あ
る
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た

前
述
し
た
ζ

れ
ら
全
古
書
籍
に
共
通
ナ
る
文
帥
胞
が
、
先
秦
時
代
か
ら

油
川
代
ま
で
純
粋
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
白
殿
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
文
樫
の
典

型
を
類
蓄
を
過
し
て
前
代
の
そ
れ
に
求
診
る
と
い
う
精
神
が
根
底
と

な
っ
て
い
た
が
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ぎ
つ
ぎ
に
編
纂
さ
れ
た

類
書
も
そ
れ
ぞ
れ
相
遣
は
あ

っ
た
が

そ
の
根
本
的
性
格
は
相
似
し

て
居
り

そ
の
主
要
部
分
も
つ
ぎ
っ
さ
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
現
存
す
る
唐
代
か
ら
清
代
ま
で
の
類
書
に
賓
誼
さ

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
皇
見
守
}
始
め
と
し
、
十
竿
林
遍
略
と
か
聖
書
堂
御

党
と
か
の
散
逸
し
て
俸
わ
ら
な
い
類
書
に
於
て
も
言
い
得
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
皇
覚
以
下
の
散
逸
し
た
類
奮
の
主
要
部
分
は
、
後
の
類

書
に
縫
承
さ
れ
た
筈
で
あ
り
、
現
に
そ
の
主
要
部
分
は
宋
代
の
類
書

太
卒
御
覧
に
存
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

五

古
来
か
ら
三
園
時
代
の
貌
の
皇
賢
一
百
二
十
告
を
も
っ
て
類
書
の

源
と
定
め
て
い
る
。
皇
究
の
編
録
さ
れ
た
三
園
時
代
は
雨
漢
四
百
年
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聞
の
統
一
時
代
の
後
を
受
け
、
現
貨
の
軌
範
を
前
代
の
そ
れ
に
求
め

る
と
い
う
中
園
支
配
者
階
層
の
も
つ
一
種
特
別
の
理
念
の
蛾
烈
に
な

?
た
時
代
で
あ
り
、
ま
た
軌
範
と
な
る
べ
き
既
存
の
古
書
籍
が
一
書

の
下
に
整
理
統
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
と
に
増
加
し
て
い
た

時
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
雨
漢
四
百
年
聞
に
支
配
者
階
層
の
も
つ
統

一
し
た
思
想
と
こ
れ
を
裏
附
け
る
理
想
化
し
た
事
例
と
が
し
だ
い
に

構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
漢
代
の
支
配
者
階
層
は
自
分
達
が
現
寅

の
祉
曾
に
も
つ
思
想
を
古
く
か
ら
俸
え
ら
れ
て
来
た
周
を
中
心
と
ナ



る
上
古
三
代
の
事
例
の
理
想
化
し
た
姿
に
そ
の
裏
附
け
を
求
め
る
と

い
う
い
わ
ば
後
の
類
書
K
於
て
示
さ
れ
る
一
種
特
別
の
性
格
を
ナ
で

に
充
分
に
も
っ
て
い
た
。
後
述
ナ
る
が
漢
代
に
完
成
さ
れ
た
と
い
わ

れ
る
現
存
す
る
種
々
の
基
礎
的
古
文
献
に
存
在
ナ
る
周
を
中
心
と
ナ

る
上
古
三
代
の
姿
は
、
多
少
の
例
外
は
あ
っ
た
ろ
う
が
古
く
か
ら
惇

‘
え
ら
れ
た
事
例
を
も
と
と
し
て
漢
代
の
支
配
者
階
層
の
し
だ
い
に
形

成
さ
れ
て
ゆ
く
思
想
の
裏
附
け
と
し

τ、
理
想
化
さ
れ
つ
つ
行
き
つ

く
と
こ
ろ
に
行
き
つ
い
た
形
の
も
の
で
あ
る
。
散
逸
し
て
停
わ
ら
な

い
皇
賞
は
、
恐
ら
く
必
ナ
こ
れ
ら
の
現
存
す
る
基
礎
的
古
文
献
に
包

合
目
さ
れ
て
い
る
周
を
中
心
と
ナ
る
上
古
三
代
の
理
想
化
さ
れ
た
姿
を

そ
れ
以
後
の
も
の
を
も
っ
て
こ
れ
を
敷
桁
ナ
る
事
例
で

中
核
と
し
、

あ
る
か
の
如
く
取
扱
っ
た
筈
で
あ
り
、

こ
れ
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
縫
承
さ

れ
現
存
す
る
唐
以
後
の
一
連
の
類
書
の
も
つ
基
礎
的
形
僅
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

.ι-，、

各
時
代
を
代
表
す
る
類
書
の
相
遣
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
支
配
者

階
層
の
差
異
を
表
現
し
て
居
り
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
類
書
の
推
移
譲
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展
は
支
配
者
階
層
の
そ
れ
と
表
裏
一
陸
を
・
な
し
て
い
る
。
皇
賢
か
ら

古
今
聞
書
集
成
ま
で
の
各
時
代
を
代
表
ナ
る
一
連
の
類
書
の
推
移
譲

展
に
窺
わ
れ
る
一
貫
し
た
性
格
は
、
過
去
一
切
の
古
書
籍
の
内
容
を

否
定
す
る
こ
と
な
勺
ζ

れ
を
包
含
集
積
し
て
し
だ
い
に
膨
張
費
展
じ

た
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
同
時
に
漢
代
か
ら
滑
代
ま
で
の
支
配

者
階
層
が
過
去
一
切
を
否
定
せ
ヂ
に
ζ

れ
を
包
含
集
積
し
て
進
歩
震

展
し
た
ζ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
漢
代
か
ら
清
代
ま
で
の
歴
史
に
も

し
も
進
歩
護
達
と
稿
ナ
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
ナ
る
な
ら
ば
、

そ
れ

は
過
去
一
切
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
と
れ
を
包
含
集
積
す
る
と
い
う

範
囲
で
行
わ
れ
た
筈
で
あ
る
。
漢
代
か
ら
清
代
ま
で
の
支
配
者
階
層

-63-

の
歴
史
を
、
通
観
ナ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
於
て
だ
れ
も
が
否
定
ナ

る
こ
と
の
で
き
な
い
進
歩
譲
達
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

進
歩
護
達
は
、
過
去
を
否
定
す
る
こ
と
に
依
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
な
く
、
過
去
を
包
含
集
積
し

τ得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
異
質

の
進
歩
を
遂
げ
た
の
で
な
く
、
包
含
ナ
る
範
園
が
擁
大
し
た
の
で
あ

る。

ζ

れ
は
皇
賞
か
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
に
編
纂
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

の
一
連
の
代
表
的
類
書
が
、
各
時
代
毎
K
増
大
す
る
材
料
を
包
含
集

積
し
つ
つ
膨
張
擁
大
し
、

や
が
て
古
今
聞
書
集
成
と
い
う
決
定
的
段

階
の
-類
書
に
到
達
し
た
こ
と
で
一
ホ
さ
れ
る
。
古
今
聞
書
集
成
は
過
去

一
切
の
古
書
籍
を
否
定
せ
や
ノ
に
包
含
集
積
し
つ
つ
褒
達
し
た
類
書
が
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行
き
つ
く
所
K
到
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た

一
定
の
型
の

中
で
瑳
達
し
切
っ

た
清
朝
の
姿
を
表
現
ナ
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。

七

類
書
の
愛
選
が
明
示
す
る
と
こ
ろ
の
漢
代
か
ら
清
代
ま
で

の
歴
史

推
移
は
、
如
何
な
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
う
か
。
私
は

ζ

れ
は
少
く
と
も
漢
代
か
ら
清
代
ま
で
の
中
固
に
、
支
配
者
階
層
の

性
格
を
一

緩
さ
せ
得
る
ほ
ど

の
根
本
的
費
動
が
存
在
し
な
か
っ
た
が

た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

中
園
の
歴
史
を
考
究
す
る
に
首
っ
て
、
漢
代
か
ら
前
代
ま
で
が
あ

ま
り
に
も
長
い
こ
と
、

さ
ら
に
ζ

の
期
間
の
ほ
ほ
中
聞
に
於
て
西
洋

諸
固
に
所
調
中
世
か
ら
近
世
へ
の
持
変
動
が
あ
っ

た
ζ

と
な
ど
に
影
響

さ
れ
て
か
、

ζ

の
期
間
の
な
か
に
吐
命
全
般
に
わ
た
る
根
本
的
餐
動

を
前
提
と
ナ
る
い
ろ
い
ろ
な
時
代
匿
分
が
な
さ
れ
る
と
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
漢
代
か
ら
清
代
ま
で
の
中
固
に
は
、
少
く
と
も
支
配

者
階
層
の
性
絡
を
一
獲
さ
せ
得
る
ほ
ど
の
慨
深
動
は
存
在
し
な
か
っ
た

の
で
あ
り
、
私
は
漢
代
か
ら
清
代
ま
で
の
聞
に
、
西
洋
に
於
け
る
と

同
じ
意
味
で
の
古
代
と
か
中
世
と
か
近
世
と
か
を
求
め
る
こ
と
は
安

首
で
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

八

以
上
類
書
を
、
通
し
て
漢
代
か
ら
情
代
ま
で
の
中
園
祉
舎
の
特
性
を

考
究
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
お
こ
こ
に
留
意
せ
ら
る
べ
き
は
中
園
古

書
籍
の
中
核
を
な
し
て
い
る
所
謂
先
秦
古
文
献
と
こ
れ
を
生
み
だ
し

た
春
秩
か
ら
漢
代
ま
で

の
祉
舎
と
の
聞
に
、
前
述
し
た
類
書
と
こ
れ

を
所
産
し
た
社
合
同
と
の
聞
に
み
ら
れ
る
開
係
が
ナ
で
に
巌
然
と
し
て

存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ζ
ζ

で
い
う
所
謂
先
秦
古
文
献
と
は

備
蓄
、
周
蹴
、
総
記
、
儀
磁
等
々

の
経
書
、
左
体
、
園
語
等
の
史
書
、
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並
び
に
墨
子
、
荘
子
、
列
子
、
管
子
、
商
子
等
々
の
所
調
諸
子
の
書

な
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
古
文
献
に
つ

い
て
は
考
誼
皐
と
か
最
近
の
歴
史
率
な
ど

の
立
場
か
ら
そ
の
著
述
者
や
成
立
年
代
な
と
に
関
し
て
詳
細
な
研
究

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
こ
れ
ら
の
う
ち
少
く
と
も
前
掲
の
も
の

な
と
は
、

一
定
の
時
期
に
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
所
謂
著

述
形
値
の
書
と
し
て
取
扱
う
べ
き
も
の
で
な
く
、
春
秋
か
ら
漠
代
ま

で
の
祉
舎
が
生
み
だ
し
た
後
の
類
書
と
共
、
通
し
た
性
格
の
も
の
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

現
存
す
る
倫
書
、
儀
艦
、
周
艦
、
臨
記
な
ど
は
春

秋
時
代
か
ら
支
配
者
階
層
が
常
に
も
ち
つ
づ
け
た
現
賓
の
祉
舎
の
行



動
を
律
ナ
ぺ
き
軌
範
を
一過
去
に
求
診
る
と
い
う
理
念
が
生
み
だ
し
た

過
去
|
|
周
を
中
心
と
ナ
る
上
古
三
代
|
|
|
の
理
想
化
し
た
事
例
読

話
が
生
成
集
積
し
つ
つ
漢
代
K
な
っ
て
行
き
つ
く
と
ζ

ろ
に
行
き
つ

い
た
も
の
も
、
現
賓
の
祉
禽
に
於
け
る
行
動
思
索
の
軌
範
を
過
去
に

求
め
る
と
い
う
理
念
と
か
長
期
に
亙
川
て
形
成
さ
れ
た
事
例
読
話
が

包
含
集
積
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
瞳
な
と
後
の
類
書
と
共
通
し
た
性

格
の
も
の
で
あ
る
。
園
語
、
左
俸
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
編
纂
さ
れ
る
に

際
し
て
直
接
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
現
存
ナ
る
こ
れ

ら
の
書
は
周
代
に
つ
い
で
軌
範
と
す
べ
き
春
秋
時
代
の
理
想
化
し
つ

つ
生
成
費
展
ナ
る
事
例
読
話
を
包
含
集
積
し
て
一

世一回を
・な
し
た
も
の

で
あ
る
。
所
謂
諸
子
の
書
K
於
寸
も
例
え
ば
現
存
ナ
る
墨
子
、
荘
子
、

商
子
、
管
子
、
列
引
な
と
は
、
部
分
部
分
に
は
真
理
追
求
の
意
識
も

窺
わ
れ
る
が
、

そ
の
書
全
健
は
諸
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
裏
附
け

る
理
想
化
し
た
事
例
を
過
去
に
求
め
つ
つ
生
成
護
展
し
た
集
積
で
あ

こ
¥
後
の
類
書
に
窺
わ
れ
る
根
本
理
官
の
も
と
に
そ
の
形
鐙
を
そ

な
え
つ
つ
後
の
一
連
類
審
の
護
展
段
階
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
生
長
遇

程
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
関
係
は
所
謂
先
秦
古
文
瀬
に
於
け
る
ば
か
り
で
な
く
、

例
え
ば
漢
代
の
書
を
代
表
す
る
史
記
ピ
於
マ
も
明
瞭
に
窺
い
知
ら
れ

る
。
史
記
が
一
貫
し
た
意
識
を
も
っ
て
書
か
れ
た
と
か
史
料
に
封
ナ

る
取
捨
湛
揮
の
あ
と
が
窺
わ
れ
る
と
か
い
う
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、

ζ

の
書
が
口
語
と
か
既
存
の
古
文
献
と
か
を
遁
し
て
生
成
護
展
し
つ

つ
あ
る
さ
ま
ざ
ま
の
理
想
化
し
た
過
去
の
事
例
読
話
を
包
含
集
積
ナ

る
役
割
1

1
・
つ
ま
り
後
の
類
書
が
既
存
の
古
書
籍
K
劃
し
て
果
し
て

い
る
役
割
ー
ー
を
果
し
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
む
し
ろ
積

極
的
に
表
現
し
て
み
る
‘な
ら
ば
、
春
秩
時
代
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
立
場

か
ら
い
ろ
い
ろ
な
形
で
生
成
護
展
し
つ
づ
け
た
理
想
化
し
た
過
去
の

無
数
の
事
例
読
話
が
漢
代
に
な
っ
て
行
き
つ
く
と
こ
ろ
に
行
き
っ
き
、
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現
賓
が
}
律
ナ
る
軌
範
と
し
て
整
理
統
合
さ
れ
て
行
く
過
程
が
史
記
に

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
春
秋
時
代
か
ら
漢
代
ま
で
の
聞
に
生
み
だ
さ
れ
た
古
文
献
の

な
か
に
後
の
類
書
に
共
通
す
る
性
格
の
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
ζ

と
は
何
を
意
味
ナ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
と
の
こ
と
は
春
秋
か

ら
漢
代
ま
で
の
祉
舎
が
種
々
の
古
い
時
代
の
も
の
を
存
し
つ
つ
も
、

根
本
的
に
は
す
で
に
後
の
枇
禽
に
相
似
す
る
段
階
に
到
達
し
て
い
た

と
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

註

仙

w

例
え
ば
易
と
か
雄
と
か
に
関
ナ
る
も
の
。
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ω群
書
類
楽

・
縦
群
書
類
衆
は
中
凶
の
所
謂
叢
警
に
該
笛
ナ
る
も
の
で
、
後
越

す
る
中
闘
に
於
け
る
畑
剛
警
の
共
通
し
た
形
餓
並
び
に
編
纂
の
理
由
と
は
少
し

く
相
遺
し
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ωか
か

る
例
は
永
集
大
典
、
古
今
回
警
集
成
に
於
て
明
示
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

ω例
え
ば
白
孔
六
帖
、
文
苑
英
議
十

γ

な
ど

の
よ
う
に
作
詩
作
文
に
必
要
な
僻
孫
、

典
故
を
知
る
た
め
の
も
の
と
か
、
玉
枯
師
、

古
今
源
流
豆
一
献
な
と

の
よ
う
に
際

試
陀
必
要
な
論
策
の
材
料
を
得
る
た
め

の
も
の
と
か
、
会
一
芳
備
瓶
、
成
群
芳

諮
な
ど

の
よ
う
に
事
物
の
検
索

K
利
用
ナ
る
た
め
の
も
の
と
か
、
永
集
大
典
、

古
今
回
望
日
集
成
な
ど

の
よ
う
に
時
の
支
配
者
の
面
闘
を
表
示
せ
ん
と
し
た
も

の
な
と
、
そ
れ
ぞ
れ
直
接
の
編
纂
目
的
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
皇
覧
以
前
に
制
剛
警
の
萌
芽
と
も
稽
ナ

べ
き
も
の
が
岐
に
存
在
し
て
い
た
。
渓

代
の
新
序
、
設
苑
、
列
女
体
、
泰
代
の
巴
氏
春
秋
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

川
別
清
代
に
な
る
と
考
品
目

mmの
胤
到
達
に
と
も
な
っ
て
、
特
に
重
要
な
基
礎
的
古
文

献
の
同
県
銅
山
が
論
究
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な

っ
た
が
、
か
か

る
現
象
は
貨
は
古

書
籍
の
門
谷
を
た
だ

の

一
つ
も
否
定
し
な
い
と

い
う
各
時
代
の
支
配
者
階
府

の
線
本
的
性
格
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
考
諸
肌
午
自
慢
は
、
漢
代

以
旅
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
於
け
る
行
動
思
索
の
根
本
的
軌
範
と
考
え
旅
っ
た
古

文
献
が
、
果
し
て
ど

の
純
闘
ま
で
民

K
現
想
と
考
え
る
古
人
|
|
主
と
し
て

周
代
人
|
|
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
究
現
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
古
文
献
が
現
貨
の
肱
品
目
で
最
も
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る

と
の
前
提
に
出
裂
し
て
居
り
、
古
文
献
ぞ
れ
自
身
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

同

W
考
診
療
の
な
か
に
は
現
存
す
る
古
文
献
の

一
つ

一
つ
の
内
容
を
い
ろ
い
ろ
の

方
法
で
検
討
し
、

ζ

れ
ら
の
古
文
献
の
内
容
が

古
く
か
ら
停
え
ら
れ
た
り

研
究
者
自
身
が
想
定
し
た
り
し
た
そ
の
書
の
著
者
や
そ
の
成
立
年
代
な
と
と

と
の
部
分
に
於
て
と
の
よ
う
に
矛
盾
撞
着
す
る
か
を
考
究
し
、
そ
れ
を
も
っ

て
そ
の
警
の
民
俗
列
断
の
も
と
と
し
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
結
果
矛
盾

撞
慈
の
甚
し
い
も
の
は
僑
舎
で
あ
り
、
い
ま
ま
で
の
方
法
で
甚
し
く
矛
盾
撞

着
し
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
も
の
は
傷
害
で
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
ζ
ζ

に
留
意
せ
ら
る
べ
き
は
、
民
俄
の
列
断
の
前
提
と
な
っ
た
も
の

は
古
く
か
ら
体
え
ら
れ
た
り
研
究
者
自
身
が
想
定
し
た
り
し
た
そ
の
書
の
著

者
や
成
立
年
代
で
あ
っ
た
ζ

と
で
あ
る
。
私
は
古
文
献
に
は
所
謂
係
書
と
秘

す
べ
き
も
の
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
。

ω現
存
す
る
こ
れ
ら
の
警
と
古
く
か
ら
停
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
警
の
著
迷
者
と

か
成
立
年
代
な
ど
と
は
と
の
よ
う
な
闘
係
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
他
日
の

機
舎
に
詳
細
に
論
究
し
て
み
た
い
。

制
「
周
の
文
王
」
と
か
「
朗
の
武
王
」
と
か

「
孔
子
」
と
か
い
う
人
物
に
闘
す

る
係
記
、
説
話
、

ι
一
=
同
行
等
も
同
じ
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
刷
出
資
の一
枇
舎
を
律
す

る
軌
範
と
し
て
求
め
た
池
去
の
代
表
的
人
物
で
あ
り
、
古
文
献
に
散
在
し
た

り
ま
と
め
ら
れ
た
り
し
て
い
る
彼
等
の
停
記
、
説
話
、
言
行
等
は
い
ろ
い
ろ

の
立
場
で
理
想
化
さ
れ
つ
つ
登
展
集
積
し
漠
代
に
於
て
行
き
つ
く
と
こ
ろ
に

行
き
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
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帥
加
知
書
そ
の
も
の
の
編
纂
時
期
と
は
別
に
そ

の
類
警
に
包
含
さ
れ
て
い

る
材
料

の

一
つ

一
つ
は
長
期
に
亙
っ
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
古
文
献

も
現
存
の
形
に
設
反
し
た
時
期
と
は
別
に
そ
の
部
分
部
分
は
長
期
K
亙
っ
て

成
立
し
た
筈
で
あ
る
。
前
越
の
考
誇
阜
の
研
究
封
象
と
な
っ
た
矛
盾
撞
着
も

こ
れ
ら
の
警
の
特
性
と
見
倣
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ωこ
れ
ら
の
ほ
か
に
孟
子
、
萄
子
、
韓
非
子
等
が
あ
る
。
ζ

れ
ら
が
こ
こ
で
い



夕
飯
警
に
相
似
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
所
霧
車
唱
柱
形
世
φ
も
の
マ
あ
る
か
は

暫
く
措
く
が
、
そ
の
内
容
に
窺
わ
れ
る
共
通
し
た
性
格
は
そ
の
論
説
や
主
張

の
裏
附
け
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
K
於
け
る
理
想
化
し
た
過
去
の
事
例
説

話
を
求
め
て
い
た
と
と
で
あ
る
。

ω例
え
ば
太
卒
御
覧
と
か
古
今
国
書
集
成
と
か
い
う
類
警
が
成
立
す
る
ま
で
に

は
、
皇
賞
以
下
各
時
代
の
事
例
を
包
含
し
つ
つ
し
だ
い
に
溌
炭
ナ
る
い
く
つ

か
の
相
似
し
た
一
連
の
獄
舎
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
淵
鑑
類
『
酬
の
前
に
唐

類
品
問
、
出
陣
群
芳
諮
の
前
に
群
芳
議
が
存
在
し
た
。
現
存
す
る
量
子
と
か
延
子

と
か
管
子
と
か
M
V

う
書
も
恐
ら
く
は
同
一
名
の
し
だ
い
に
包
含
す
る
事
例
設

昭
和
三
十
一
年
度
東
洋
史
卒
業
論
文
題
目

修
士
論
文

元

代

の

土

と

吏

勝

藤

進

軍

の

成

立

|

李

鴻

章

の

登

場

小

野

明
代
蘇
州
府
の
設
展
と
農
村
の
第
貌
|
先
進
鰹

済

地

帯

に

必

け

る

都

市

と

農

村

寺

田

昼
士
論
文

宋
代
の
鎮
に
つ
い
て
の
箭
記

猛
信
爾

隆
信

栴
原
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話
@
範
囲
を
撹
大
し
て
行
く
怜
く
フ
か
の
一
蓮
D
相
似
し
た
警
を
先
駆
と
し

τ成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
文
献
を
精
査
す
る
と
現
存
す
る
も
の
と
同

一
名
の
成
立
時
期
と
か
内
容
と
か
の
・
少
し
く
異
な
る
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か

の
香
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
現
存
す
る
も
の
の
成
立
過
程

に
あ
る
相
似
の
容
で
あ
ろ
う
。

制
後
の
一
連
の
代
表
的
類
警
に
は
現
貨
の
枇
曾
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
類

目
を
悉
く
但
合
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
存
在
す
る
。
史
記
の
本
紀
、
表
、
書
、

世
家
、
列
俸
の
記
述
範
聞
に
も
と
れ
と
類
似
す
る
意
識
が
窺
わ
れ
る
。

ア
ッ
パ
ス
朝
下

k

b
け
る
騨
遁
路
に
つ
い
て

岡

崎

正

孝

加
納
和
三
郎

楠

山

修

作
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桑
弘
羊
に
つ
い
寸

五
代
南
漢
園
の
設
展
と
そ
の
封
外
交
渉

郁

種
族
革
命
と
政
治
革
命
の
思
想
|
新
民
叢
報
と

民
報
の
論
争
を
中
心
に

フ
ァ
ー
ル
ス
@
租
税
ア
ッ
パ
ス
朝
一
家
亡
期
に

於
け
る
土
地
所
有
並
び
に
徴
税
問
題

商
蜘
択
の
繁
法
に
つ
い
て

英
正

郷

由
紀
子

永 精
回水

誠



middle of the 16th century in the coastal areas and those along the YantzU'. 

nver. 

Some Characteristics of Chinese Society as Resected 

in Lei-shu or Cyclopaedias 

Mitsuo Matsumoto 

Of all books produced throughout the ages from the pre-Ch'in period" 

down to the Ch'ing a category called “lei-shu" 01' a kind of cyclopaedia 

is of the nature we scarcely find in other pa1'ts of the world. In volume 

they constitute almost a half of all Chinese books befo1'e the modern 

p~1'iod. These lei-shu seem to indicate the fact that the Chinese 1'uling-

class was always inclined to find thei1' norms of behaviour in old books， 

s叩ot出ha抗tthe featutes peculia1' to each pe1'iod must be somewhat r陀e臼e配ct旬ed

i泊nthe 1廷凶e創i
lei-shu from Huang-lan (皇覧)tωo Kuト川-chin司tピ'u寸1U-chi-ch'屯もe釘ng(古今圃書集成)

iおst出ha抗tthey include everything contained in old books without selecting 

certain things and excluding others. This fact seems to show that the 

Chinese ruling class 01'， in other: word， the lite1'ati 1'emained fundamentally 

of the same nature from Han down to Ch'ing. Incidentally， in view of 

the fact that such pre-Han books as Shu-ching (書経)， Chou-li (周瞳)， 

Tso-chuan (左停)， Chuang -tzu (荘子)and Kuan-tzu (管子)sha1'e to a certain 

extent the natu1'e of later lei叶1U， the period from Ch'un-ch'iu (春秋)

to the Han must have already reached p1'actically the same stage of 

development with the succeeding periods. 
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