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り、

唐
の
中
頃
ま
で
が
中
世
で
あ
り
、
宋
以
後
が
近
世
と
な
る
の
で
あ
る
。
而

し
て
博
士
が
、
も
っ
て
古
代
と
し
中
世
と
さ
れ
る
理
論
的
恨
械
は
大
股
上
に
紹

介
申
し
上
げ
た
辺
り
で
あ
る
。
叉
宋
以
後
を
近
住
と
さ
れ
る
根
械
は
、
本
論
文

集
に
収
め
ら
れ
た
諮
府
よ
り
も
、
も
っ
と
後
に
波
表
さ
れ
た
諸
論
放
に
求
む
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
蕊
に
は
除
く
が
、
要
す
る
に
宋
以
後
に
於
け
る
生
産
様
式
の

岡県
化、

及
び
所
謂
中
世
が
貴
族
政
治
の
時
代
で
あ
っ
た
に
射
し
て
宋
以
後
は
君

主
紛
糾
奴
政
治
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
結
に
在
る
よ
う
で
あ
る
。
か
か
る
博
士
の
史

肌
は
世
界
史
的
に
み
て
、

一
つ
の
完
成
し
た
姿
を
も
っ
て
居
り
、
民
に
敬
服
に

堪
え
ぬ
所
で
あ
る
。
然
し
博
士
は
、
古
代
を
規
定
す
る
場
合
、
人
聞
社
舎
の
協

同
と
い
う
理
念
に
よ
ら
れ
、
中
位
以
後
は
主
と
し
て
人
聞
社
舎
の
生
産
様
式
の

挺
化
に
重
助
を
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、

岩
し
氏
族
制
、

都
市
閤
家
、
領
土
問

家
、
大
帝
閣
と
い
う
脱
皮
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
に
相
違
な
い
所
の
そ
れ
ぞ
れ
の
祉

曾
内
部
の
構
造
や
生
産
開
係
の
後
化
と
い
う
則
に
主
眼
を
置
い
て
説
け
ば
、
ど

う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
鮒
更
に
博
士
の
御
数
一ホを
仰
が
ね

ば
な
ら
ぬ
様
に
感
ず
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
宮
崎
博
士
の
高
著
「
ア
ジ
ア
史
研
究
第
ご
の
紹
介
を
終
る
こ
と
に

す
る
が
、
果
し
て
其
の
役
割
を
果
し
得
た
か
と
う
か
甚
だ
心
も
と
な
く
、
博
土

な
ら
び
に
説
者
の
宥
忽
を
乞
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(
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最
近
の
中
閣
で
は
、
闘
民
の
教
育
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
向
上

の
た
め
に
は
雌
解
な
漢
字
の
枠
を
打
破
し
て
、
ま
ず
文
字
の
筒
化
と
い
う
胃
険

を
さ
え
敢
え
て
試
み
た
。
曾
っ
て
中
閣
は
、
革
命
後
に
閥
語
統
一
一
帯
備
委
員
舎

を
設
け
て
、
注
音
符
放
を
施
行
せ
し
め、

ま
た
倒
語
ロ
ー
マ
字
初
音
法
を
公
布

し
た
こ
と
は
血
探
知
の
事
質
で
あ
る
が
、
現
在
の
中
断
政
府
で
も
や
が
て
ロ
ー
マ

字
化
へ
と
推
進
し
て
ゆ
く
計
苗
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
閥
民
大
衆
の
教

育
向
上
へ
の
努
力
は
、
近
代
中
間
の
大
き
な
課
題
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
革
命

以
前
の
中
閣
に
あ
っ
て
は
、

闘
民
の
教
育
と
い
う
観
念
は
甚
だ
薄
く
、
同
学
校
に

お
け
る
教
育
と
は
、
要
す
る
に
科
壊
に
刑
制
限
し
て
設
け
ら
れ
、
科
m
苧
に
及
第
し

て
官
交
と
な
る
希
望
者
の
た
め
の
議
成
所
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
皐
校
、
す
な
わ
ち
府
州
脈
皐
に
は
そ
れ
ぞ
れ
定
員
が
あ
っ
て
人
数
の

制
限
を
行
な
い
、
ま
た
進
士
に
な
る
迄
に
は
激
甚
な
競
争
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
こ
で
進
土
に
登
第
し
得
な
い
者
が
如
何
に
な
る
か
、
或
は
府
州
豚
息T

以

外
の
教
育
と
は
と
の
よ
う
な
も
の
か
な
ど
、
か
ね
て
か
ら
輿
味
を
も
っ
て
い
た

問
題
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
回
東
洋
教
育
史
皐
舎
の
祐
氏
に
よ
っ
て
そ
の
業
績

が
ま
と
め
ら
れ
、
本
書
の
如
き
大
部
な
論
著
が
刊
行
さ
れ
て
、
私
の
卒
素
か
ら

関
心
を
も
っ
て
い
た
姑
に
つ
い
て
も
、
幾
多
の
成
果
を
翠
げ
ら
れ
た
こ
と
を
拝

見
し
て
、
誠
に
欣
快
に
堪
え
な
い
次
第
で
あ
る
。

凡
そ
中
間
に
お
け
る
数
育
史
と
し
て
は
、
陳
東
原
氏
の
中
関
教
育
史
が
よ
く

知
ら
れ
、
阪
背
之
氏
の
中
園
教
育
史
、
王
鳳
噌
氏
の
中
園
教
育
史
大
綱
な
ど
も

出
た
が
、
い
ず
れ
も
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
概
ね
科

場
ル

l
ト
の
皐
校
教
育
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
故
、
肢
純
な
祉
禽
庶
民
教
育
に

闘
す
る
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

た
ろ
う
。
本
書
へ
の
期
待
は
ま
ず
こ
の
貼
に
あ
っ
た
が
、
副
題
に
一ホ
す
「
そ
の

文
数
政
策
と
庶
民
教
育
」
の
一
句
は
、
ま
さ
に
五
日
々
の
希
望
に
こ
た
え
る
も
の

で
あ
る
。
本
書
は
す
べ
て
十
篇
の
論
文
か
ら
な
り
、
山
崎
博
士
の
惰
代
の
一
筋

以
外
は
、
元
代
よ
り
清
代
、
特
に
明
清
を
論
じ
て
よ
く
整
い
、
し
か
も
比
較
的

-102ー



227 

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
編
集
で
あ
る
。

林
友
春
氏
の
「
元
明
時
代
の
書
院
教
育
」
は
、
全
十
篇
の
内
で
元
代
を
取
扱

っ
た
唯
一
の
論
文
で
あ
る
。
ま
ず
綴
文
献
遁
考
に
場
げ
る
書
院
の
彩
し
い
事
寅

を
提
示
し
て
、
元
代
書
院
の
隆
昌
の
原
因
を
、
異
民
族
支
配
下
に
お
け
る
儒
者

の
政
治
忌
避
と
、
印
刷
術
の
進
歩
、
お
よ
び
元
朝
の
保
護
奨
励
に
あ
る
と
設
〈
。

つ
い
で
元
代
書
院
の
組
織
と
そ
の
特
色
を
論
じ
て
、
書
院
本
来
の
民
間
自
由
人

の
皐
問
所
的
気
風
を
失
な
い
、
元
代
中
期
以
後
に
は
官
民
平的
色
彩
が
濃
厚
と
な

っ
た
こ
と
、
ま
た
漢
文
化
の
隆
昌
は
臭
民
族
に
謝
す
る
漢
文
化
の
強
靭
さ
に
あ

f

り
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
秦
の
李
斯
任
用
と
、
蒙
古
王
朝
に
お
け
る
程
朱
の
率
を

比
較
し
て
、
漢
文
化
の
根
強
さ
を
論
じ
ら
れ
た
が
、
こ
の
二
者
を
封
照
的
に
扱

か
う
の
は
い
さ
さ
か
灸
骨
聞
を
紋
く
と
感
じ
ら
れ
る
が
、
如
何
だ
ろ
う
か
。
さ
て

氏
の
所
論
は
さ
ら
に
明
代
に
入
り
、
明
初
に
少
な
か
っ
た
書
院
が
嘉
靖
前
後
に

勃
興
隆
盛
し
て
く
る
原
因
を
、
玉
陽
明
と
湛
若
水
の
講
座
'
の
影
響
と
み
る
。
つ

い
で
明
末
の
書
院
が
官
憲
の
墜
迫
を
受
け
て
衰
滅
に
近
づ
く
経
過
を
、
と
く
に

東
林
書
院
の
創
立
よ
り
講
禽
の
隆
盛
を
経
て
、
朝
政
批
剣
か
ら
破
壊
に
至
っ
た

過
程
を
湿
し
て
叙
述
し
、
元
明
の
書
院
の
性
格
が
か
な
争
相
違
す
る
こ
と
を
論

じ
ま
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

酒
井
忠
夫
氏
の
「
明
代
の
日
用
類
書
と
庶
民
教
育
」
は
、
後
で
の
ベ
る
多
賀

氏
の
論
文
に
つ
ぐ
長
篇
で
あ
る
。
ま
ず
類
書
を
規
定
し
て
、
特
定
の
目
的
の
震

に
、
そ
れ
に
閥
す
る
事
文
知
識
を
古
書
傍
註
等
よ
り
庚
く
集
め
、
櫨
系
的
な
門

-類
に
分
け
て
検
尋
参
照
し
や
す
く
し
た
書
物
、
百
科
事
典
に
近
い
も
の
と
な
し
、

四
庫
全
番
組
目
提
要
の
類
警
に
針
す
る
見
解
を
紹
介
し
て
、
提
要
か
ら
酷
評
を

受
け
た
類
書
の
中
に
、
重
要
な
も
の
が
存
す
る
こ
と
を
論
ず
る
。
さ
ら
に
現
存

す
る
類
書
に
は
、
唐
宋
時
代
の
儒
教
的
士
大
夫
階
級
の
重
ん
じ
た
も
の
と
、
庶

民
的
民
間
的
な
通
俗
的
日
用
類
書
が
あ
り
、
と
く
に
総
括
的
事
文
の
類
書
、
啓

剖
霊
園
翰
に
関
す
る
も
の
、
故
事
の
類
書
、
幼
皐
啓
蒙
、
居
家
必
用
等
に
関
す
る

類
書
な
ど
は
、
日
用
類
書
と
し
て
南
宋
以
来
元
明
に
至
り
多
く
利
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
唐
宋
式
よ
り
も
旋
く
貴
賎
四
民
を
通
じ
て
讃
貧
困
入
居
の
求
め
に
感

ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
明
末
に
綴
出
す
る
日
用
類
書
は
、
明
末
の
代

表
的
な
文
人
、
合
理
的
な
政
治
や
社
舎
を
求
め
る
官
人
士
入
居
、
明
末
の
気
節

の
土
や
民
間
の
下
級
積
書
人
等
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
文
人
の
結
社
あ
る
い
は

小
読
出
版
の
書
燥
な
ど
の
手
を
介
し
て
一
般
に
流
通
し
た
こ
と
を
の
ベ
て
、
庶

民
教
育
と
の
開
漣
に
及
ん
で
い
る
。
以
上
の
最
後
に
三
品
似
合
一
の
思
想
及
び
善

書
、
家
庭
教
育
の
具
値
的
方
法
内
容
、
家
訓
郷
約
等
に
つ
い
て
も
日
用
類
書
と

関
係
が
深
い
こ
と
を
つ
け
加
え
ら
れ
た
が
、
更
に
こ
の
庶
民
教
育
の
寅
際
や
家

訓
等
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
具
般
的
な
資
料
が
知
り
た
か
っ
た
所
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
は
私
の
さ
さ
や
か
な
願
い
で
あ
っ
て
、
誠
に
精
綾
な
書
誌
率
的
研
究

の
良
債
は
、
高
く
評
し
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
と
思
う
。

大
久
保
英
子
氏
の
「
明
末
讃
書
人
結
社
と
教
育
活
動
」
は
、
東
林
燥
が
弼
座

さ
れ
て
後
、
貌
忠
賢
の
死
を
へ
て
漸
く
讃
書
人
の
動
き
が
活
滋
化
し
、
際
社
、

文
社
、
復
位
と
横
の
つ
な
が
り
を
も
っ
統
一
般
が
生
れ
、
や
が
て
小
東
林
と
稽

し
て
数
千
人
の
認
書
人
を
集
め
得
た
、
こ
の
復
祉
に
つ
い
て
、
復
祉
姓
氏
録
、

祉
事
始
末
、
復
位
紀
略
等
を
中
心
に
地
方
志
を
康
範
に
渉
滋
し
、
衣
の
問
題
を

主
に
追
求
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
ま
ず
復
祉
の
成
立
と
努
遷
を
論
じ
て
、
主
要
人

t

物
の
列
俸
を
試
み
、
東
林
議
の
子
弟
に
つ
い
て
復
祉
と
関
係
深
き
こ
と
を
の
ベ
、

地
域
的
分
布
聞
と
身
分
間
閣
の
分
類
表
を
示
さ
れ
た
。
こ
の
園
表
は
閥
係
者
の
出

身
地
を
一
見
し
て
知
り
得
る
も
の
で
、
甚
だ
便
利
が
よ
い
。
さ
ら
に
問
題
は
復

祉
に
名
を
つ
ら
ね
る
人
々
が
ど
の
よ
う
に
地
方
郷
村
の
教
化
を
は
か
り
、
郷
村

の
利
弊
を
論
じ
、
郷
村
生
活
の
向
上
に
努
力
し
た
か
と
い
う
貼
で
あ
り
、
具
鐙

例
を
あ
げ
て
謝
園
頑
の
明
清
之
際
黛
社
運
動
考
の
歓
を
補
っ
て
い
る
。
ま
た
復
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祉
の
中
に
相
蛍
の
土
が
科
事
に
め
ぐ
ま
れ
ず
、
幾
度
か
の
試
験
に
科
第
せ
ず
に

終
っ
た
者
が
多
く
、
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
詳
し
く
探
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
科
堺
不
遇
な
る
放
復
祉
に
集
っ
た
も
の
か
、
ま
た
は
復
祉
に
閥
係
あ
る
故
不

遇
な
る
も
の
か
。
い
さ
さ
か
気
に
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
図
表
か
ら
知
る

所
で
は
、
総
員
約
二
二
五

O
名
の
内
、
任
官
も
し
な
い
い
わ
ゆ
る
讃
番
人
は
過

半
数
の
一
二
五
九
名
あ
り
、
誠
に
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は

下
対
(
貧
乏
)
讃
書
人
が
多
々
あ
っ
た
こ
と
が
具
酬
恒
例
に
よ
っ
て
知
り
得
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
復
祉
に
は
こ
れ
ら
貴
賎
を
問
わ
ず
包
概
し
、
庶
民
文
化
設
展

に
多
大
の
貢
献
を
し
た
こ
と
、
ま
た
農
民
商
人
尉
と
呼
肺
肝
回
し
て
蘇
州
地
方
の
民

獲
に
も
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
、
軽
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
問
題
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
復
祉
と
新
興
市
民
屑
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
更
に
追
求
さ

れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
氏
が
か
ね
て
か
ら
復
祉
閥
係
の
資
料
を
採
訪
し
、
た

ゆ
ま
ぬ
努
力
を
績
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
筆
者
は
、
常
に
深
い
敬
意
を
表

し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
そ
の
努
力
が
結
質
し
て
、
輝
か
し
い
玉
稿

と
な
っ
た
こ
と
を
袈
心
よ
り
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。

安
岡
昭
男
氏
の
「
明
符
時
代
外
務
激
化
の
一
斑
」
は
、
琉
球
に
射
す
る
中
閣

の
数
育
感
化
を
論
じ
た
も
の
で
、
洪
武
帝
の
琉
球
招
撫
と
加
封
関
係
か
ら
、
閑

人
コ
一
十
六
姓
の
移
住
を
考
察
し
て
、
留
皐
生
の
選
抜
と
中
岡
側
の
受
入
れ
に
つ

い
て
絞
逃
を
進
め
、
中
閣
の
教
化
に
影
響
さ
れ
た
琉
球
の
数
撃
を
論
じ
て
い
る
。

そ
し
て
留
畢
生
の
教
育
成
果
を
検
討
す
れ
ば
、
十
分
に
中
闘
化
さ
れ
た
と
は
言

い
得
ず
、
結
局
琉
球
の
立
場
が
、
中
閣
と
日
本
へ
の
雨
腐
と
い
う
特
異
性
に
よ

っ
て
解
酬押
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
結
ん
で
い
る
。

牧
野
臨
時
博
士
は
「
願
炎
武
の
生
員
論
」
と
題
し
て
、
明
末
の
生
員
の
質
態
を

追
求
し
た
願
炎
武
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
生
員
論
は
亭
林
文
集
第
一

に
あ
り
、
は
じ
め
に
生
員
を
置
い
た
目
的
を
論
じ
て
生
員
制
度
の
弊
害
に
及
び
、

政
治
の
腐
敗
、
人
民
の
悶
敗
、
朋
黛
の
弊
害
、
人
材
生
長
の
阻
害
等
を
泉
げ
て
、

次
の
改
善
案
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
生
員
の
数
を
制
限
し
、
試
験
制
の

外
に
無
試
験
の
僻
壊
の
法
を
併
用
す
る
こ
と
、
試
験
を
簡
略
化
し
て
そ
の
管
轄

を
地
方
官
に
委
譲
す
る
こ
と
、
詩
文
に
か
え
る
に
経
史
を
も
っ
て
す
る
こ
と
等

で
あ
る
。
さ
て
こ
の
改
善
策
に
は
同
博
士
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
〈
、
必
ら
ず

し
も
良
法
と
言
い
得
な
い
も
の
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
営
時
の
祉
舎
に

適
切
な
も
の
と
推
察
す
る
の
は
早
計
で
あ
っ
て
、
そ
の
賂
に
就
い
て
は
彼
の
他

の
意
見
.
た
と
え
ば
日
知
録
保
]
十
七
に
も
生
員
を
論
じ
た
個
所
が
あ
り
、
ま
た

彼
の
政
治
意
見
、
思
想
傾
向
と
を
検
討
し
た
上
で
、
さ
ら
に
蛍
時
の
枇
舎
と
も

に
ら
み
あ
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

大
村
輿
道
氏
の
「
清
朝
教
育
思
想
史
に
お
け
る
翠
議
庚
訓
の
地
位
に
就
い
て
」

は
、
務
正
帝
の
聖
議
康
訓
が
如
何
な
る
過
程
で
成
立
し
、
施
行
さ
れ
た
か
、
そ

れ
が
如
何
な
る
地
位
に
あ
る
か
を
論
じ
た
も
の
で
、
清
朝
史
を
研
究
す
る
場
合
、

康
際
、
乾
隆
に
は
さ
ま
れ
て
見
失
わ
れ
か
け
て
い
た
務
正
時
代
を
高
〈
評
僚
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
時
、
こ
の
翠
議
席
肌
訓
に

・つ
い
て
の
専
門
的
な
研
究
は
、
ま
さ
に
好
個
な
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
氏
の

論
考
は
、
は
じ
め
に
過
去
に
お
け
る
一
連
の
研
究
概
要
を
論
じ
て
そ
の
参
考
論

著
を
紹
介
し
、
つ
い
で
聖
誠
氏
訓
の
成
立
過
程
を
追
求
し
、
民
衆
指
導
の
勅
識

と
し
て
、
順
治
帝
の
六
議
臥
碑
文
↓
康
随
一
帝
の
聖
議
十
六
篠
↓
擁
正
帝
の
翠
議

庚
訓
と
設
展
し
た
こ
と
を
の
ベ
る
u

次
に
生
員
に
射
し
て
出
さ
れ
た
順
治
帝
の

暁
示
生
員
上
識
と
、
明
の
洪
武
年
聞
の
畢
校
僚
例
と
の
比
較
を
行
な
い
、
一
層

厳
格
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
康
黙
の
訓
筋
土
子
文
、
務
正

の
御
制
捜
朋
総
論
、
乾
隆
の
欽
頒
太
飢
午
訓
筋
土
子
文
な
ど
の
思
想
系
列
は
朱
子
製

に
よ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
獲
議
成
訓
の
成
立
理
由
と
し
て
、
①
康
照
時
代
の
刷

新
、
②
帝
自
身
の
性
格
、
③
擁
正
即
位
の
事
情
、
④
官
界
風
前
棋
の
腐
敗
、
⑤
排
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満
思
想
の
問
題
、
⑥
祉
舎
経
済
的
問
題
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
最
後
の
祉
舎
経

済
問
題
と
し
て
、
図
家
財
政
の
好
将
、
農
業
の
愛
逮
と
農
村
社
舎
の
安
定
、
警

修
生
活
、
流
民
の
族
出
等
の
諸
事
情
が
現
わ
れ
、
こ
れ
を
緊
縮
刷
新
す
る
た
め

に
具
値
的
資
質
的
な
庚
訓
の
波
布
に
な
っ
た
と
設
く
。
つ
い
で
庚
訓
の
質
施
を

追
求
し
、
地
方
官
の
宣
議
、
科
事
課
題
へ
の
繰
り
入
れ
、
民
平
校
に
お
け
る
宣
譲
、

講
約
所
の
設
置
、
郷
約
の
結
成
等
に
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
を
利
用
し
て
宣
講
を
奨

附
し
た
こ
と
を
論
じ
、
従
っ
て
ア
ヘ
ン
叫
戦
争
後
の
新
数
育
章
程
に
も
こ
れ
を
採

用
し
、
光
緒
年
聞
の
地
方
教
化
の
章
程
に
も
寅
行
宣
講
の

一
項
を
掲
げ
、
革
命

前
後
の
新
し
い
数
育
原
理
の
寅
行
に
蛍
っ
て
も
、
な
お
捨
て
難
い
も
の
が
あ
っ

た
こ
と
を
叙
述
し
て
い
る
。
か
く
て
本
稿
の
末
尾
に
、
清
朝
に
射
す
る
理
解
の

仕
方
に
陳
青
之
の
見
解
と
内
藤
博
士
等
の
解
稗
と
の
相
濯
が
あ
る
こ
と
を
附
記

し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
清
朝
の
教
育
政
策
を
考
え
る
上
に
は
、
甚
だ
必
要

な
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
も
う
少
し
目
円
値
的
に
比
較
紹
介
の
帆
引
を
と
っ
て
ほ
し

か
っ
た
と
思
う
。
ま
た
宣
講
用
教
科
書
の
一
覧
表
を
附
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
を
寅
際
に
宣
講
し
て
、
教
育
成
果
が
如
何
な
る
形
で
現
れ
て
き
た
か
を
知

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
貼
次
の
論
文
に
見
え
る
義
皐
と
も
関
連
し
て
、

検
討
の
筆
が
の
ぞ
ま
し
い
と
思
う
υ

小
川
嘉
子
氏
の
「
清
代
に
於
け
る
義
皐
設
立
の
基
盤
」
は
、
な
か
な
か
よ
く

ま
と
ま
っ
た
論
文
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
義
挙
と
は
、
義
摘
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ

た
事
校
を
指
し
、
上
海
地
方
の
義
与
を
一
例
に
と
っ
て
、

清
代
以
後
に
普
及
設

立
さ
れ
た
こ
と
を
の
ベ
、
そ
れ
が
清
初
の
文
教
政
策
の
影
響
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
設
立
者
に
よ
っ
て
分
け
れ
ば
、
地
方
の
行
政
官
の
義
摘
、
若
く
は
そ
の
主
唱

に
よ
る
民
間
の
義
摘
、
或
は
個
人
有
士
山
叉
は
園
慢
の
義
摘
す
な
わ
ち
地
方
の
讃

書
人
や
宗
族
ギ
ル
ド
同
郷
人
等
の
義
指
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。
さ
ら
に
義
母
の
経
営
は
、
回
蓋
と
官
よ
り
の
援
助
等
を
期
待
し
、
司
皐
、

保
地
、
枇
師
等
の
役
員
に
よ
っ
て
運
管
さ
れ
、
時
に
は
地
方
官
の
監
督
が
行
わ

れ
て
、
曾
計
の
監
査
を
受
け
て
い
た
と
い
わ
れ
る
ο

ま
た
聖
議
庚
訓
の
宣
講
も

義
皐
の
行
な
う
任
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
以
上
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
都
市
郷
村

の
一
般
子
弟
、
特
に
貧
し
く
て
就
皐
の
資
力
の
な
い
者
の
教
育
機
関
で
あ
る
義

感
が
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
設
立
運
営
さ
れ
た
か
が
明
瞭
に
な
る
が
、
清
朝
は
こ

れ
に
謝
し
て
直
接
と
り
あ
げ
ず
に
間
接
的
な
奨
励
監
督
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
園

家
の
教
育
の
一
環
に
く
み
入
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
適
切
な
庭
置
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
み
た
場
合
、
義
皐
が
そ
の
地
域
社
舎
と
密
接
な
関
係
に
あ
る

こ
と
は
蛍
然
で
あ
る
が
、
そ
の
結
び
つ
き
が
ど
れ
だ
け
深
い
か
に
よ
っ
て
、
義

撃
の
位
置
が
き
ま
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
設
立
者
と
し
て
の
ギ
ル
ド
、
同
郷

人
等
の
園
位
と
の
関
係
は
特
に
究
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

小
竹
文
夫
博
士
の
「
清
代
に
於
け
る
中
閣
の
外
閣
留
製
生
」
は
、
中
閣
か
ら

最
初
に
ア
メ
り
カ
へ
留
製
し
た
三
名
の
人
物
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
留
撃
す
る

ま
で
の
経
緯
、
ま
た
締
幽
し
た
容
閣
が
、
曾
闘柑
怖
を
通
じ
て
留
息
生
募
集
計
登

を
推
進
す
る
交
渉
経
過
、
曾
闘
藩
の
上
奏
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
留
畢
生
を
集

め
る
計
萱
が
決
定
し
、
前
後
三
回
の
留
祭
賞
施
が
如
何
な
る
結
果
を
招
来
し
た

・
か
を
論
じ
て
い
る
。
と
く
に
監
督
者
の
傍
統
的
な
古
い
思
想
と
、
留
事
生
た
ち

の
ア
メ
リ
カ
・ナ
イ
ズ
さ
れ
て
ゆ
く
若
い
頭
悩
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
結
局
わ
ず
か

九
年
で
蹄
闘
を
徐
儀
な
く
さ
せ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
あ
わ
れ
で
あ
る
。
し
か

し
日
刊
幽
後
に
彼
等
の
中
か
ら
有
能
な
活
躍
を
し
た
人
が
多
く
現
れ
た
こ
と
は
、

一
覧
表
に
よ
っ
て
察
知
さ
れ
て
興
味
が
深
い
が
、
要
す
れ
ば
揖
繋
縛
し
て
ゆ
く
中

園
祉
舎
の
流
れ
の
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
で
き
た
ら
一
層
わ
か
り
易
か
っ

た
と
思
う
。

多
賀
秩
五
郎
氏
の

「宗
族
の
修
譜
過
程
に
つ
い
て
L

は
、
本
書
中
の
最
長
篇

で
あ
っ
て
、
日
本
に
現
存
す
る
宗
譜
、
通
譜
、
支
譜
等
の
な
か
よ
り
、
代
表
的
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な
も
の
を
数
種
旬
、
え
ら
ひ
、
そ
こ
に
現
れ
た
性
格
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

山
朝
の
救
育
史
的
研
究
に
寄
興
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
宗
譜
の

性
格
を
の
ベ
て
、

十
宗
諮
の
修
譜
過
程
を
分
析
し
、

普
通
三
十
年
一
修
の
原
則

が
必
ら
ず
し
も
日
現
さ
れ
得
な
い
理
由
と
し
て
、

宗
族
内
部
の
事
情
と
外
的
珠

境
を
考
察
し
て

い
る
。
と
く
に
宗
人
の
量
と
組
織
化
し
う
る
程
度
、
ま
た
宗
入

金
位
の
経
済
的
文
化
的
水
準
の
一
同
さ
と
、
特
定
の
知
識
人
や
富
俗
な
人
物
を
包

括
す
る
と
い
う
よ
う
な
質
的
な
僚
件
が
必
要
で
あ
り
、
外
的
な
係
件
と
し
て
印

刷
の
普
及
、
修
訟
の
流
行
な
と
の
助
成
的
情
勢
と
、
天
災
、
丘
ハ
飢
等
の
抑
制
的

情
勢
が
加
わ
る
。
こ
れ
ら
の
後
件
を
満
た
し
た
上
で
、
名
稗
欲
、
利
害
関
係
、

制
抗
意
識
な
ど
宗
人
共
通
の
利
害
が
一
致
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
修
譜
が
成
立

す
る
と
い
う
。
し
か
し
必
ら
ず
し
も
、
族
門
に
知
識
人
や
富
俗
人
が
な
く
て
も

修
譜
を
行
う
こ
と
は
あ
り
う
る
わ
け
で
、
最
も
必
要
な
僚
件
は
修
譜
に
よ
っ
て

な
ん
ら
か
の
利
盆
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
共
通
の
意
識
が
生
ず
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
係
件
は
通
譜
や
支
詩
の
成
立
に
も
あ
る
程
度
あ
て
は
ま
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
通
譜
の
場
合
は
個
々
の
宗
族
の
結
合
の
強
固
さ
と
、
利
害
関
係

が
よ
り
現
質
的
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
士
又
幣
の
修
部
に
は
本
宗
の
勢

力
や
同
宗
間
の
活
動
が
か
な
り
影
響
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
如
き
成
立

の
事
怖
を
把
値
し
た
上
で
、
個
々
の
宗
盟
問
等
を
有
機
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
っ
て
、
識
の
中
に
示
さ
れ
る
家
規
、
家
訓
等
の
教
育
方
針
、
義
飢
子
記
や

家
塾
記
等
の
同
学
校
総
管
に
闘
す
る
資
料
、
選
準
士
山
や
漉
表
志
等
の
族
人
の
教
育

活
動
、
義
庇
記
や
義
国
記
等
の
夢
校
財
政
資
料
を
騎
使
し
て
、
明
清
時
代
の
族

内
教
育
を
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
山
崎
宏
博
士
は

「隔
朝
の
文
教
政
策
」
と
題
し
て
、
階
の
偶
数
、
道

教
政
策
を
論
じ
、
仰
秋
と
比
較
す
れ
ば
、
質
は
例
数
優
位
の
態
勢
に
あ
っ
た
こ

と
を
強
制
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
と
く
に
追
記
に
も
の
へ
ら
れ
て
い
る
如
く
、

近
世
中
図
の
文
数
政
策
の
二
剛
史
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。

以
上
っ
た
な
い
筆
で
十
筋
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
。
今
こ
れ
を
通
観
し

て
感
ず
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
中
関
数
育
史
の
基
礎
的
研
究
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
、
精
激
な
資
料
の
検
討
と
十
分
な
討
議
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
成
果
を
積
み

重
ね
、
今
後
の
教
育
史
を
充
貸
さ
せ
て
ゆ
く
素
材
と
も
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
近
中
図
で
は
、
質
際
の
師
批
判
教
育
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
中
園
近
代
現
代
教

育
史
な
ど
が
出
て
、
こ
の
方
面
の
研
究
に
貢
献
し
て
い
る
が
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以

前
は
や
は
り
簡
略
な
の
で
、
本
書
の
持
つ
意
義
は
、

甚
だ
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

最
後
に
一
言
希
望
を
の
べ
る
な
ら
ば
、
い
さ
さ
か
誤
植
の
め
だ
つ
こ
と
で
あ
る

が
、
し
か
し
本
警
の
良
債
を
そ
こ
な
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
か
え
っ
て
執
筆

者
諸
氏
の
努
力
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
斯
思
ナ
の
後
展
に
ま
す
ま
す
開
銀

さ
れ
る
よ
う
に
期
待
す
る
攻
第
で
あ
る
。

(

関
野
潜
龍
)
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