
紹

介

近
年
の
中
囲
古
典
文
学
研
究
に
関
す
る
一
見
解

張

伯

偉
南

京大挙

楕
垣
裕
史

詳

京
都
大
学

近
代
だ
け
眺
め
て
も
､
中
囲
古
典
文
学
の
研
究
は
す
で
に
百
年
の

時
を
経
て
い
る
｡
研
究
の
現
状
に
向
き
合
う
と
き
'
如
何
な
る
問
題

が
検
討
に
値
す
る
の
か
､
そ
の
感
じ
方
は
人
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
こ
の
場
を
借
-
､
い
ま
だ
煮
詰
ま
ら
ぬ
私
見
を
述
べ
て
'
国

内
外
の
同
学
と
意
見
交
換
を
し
て
み
た
い
｡
各
位
の
御
批
判
と
御
指

ま
す

正
と
を
仰
ぎ
､
｢香
草

商
量
す
れ
ば

加

ま

す
遠
密
に
し
て
､
新
知

う
た

培
養
す
れ
ば
樽
た
深
沈
た
-
｣
(末
葉

｢穂
湖
寺
和
隆
子
寿
｣
詩
'
『晦

庵
集
』
巻
四
)
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

紹

介

歴
史
的
に
み
れ
ば
'
学
術
の
馨
展
は
循
環
の
過
程
で
あ
る
｡
漠
代

に
は
経
書
の
注
輝
が
十
分
に
鷺
達
し
'
と
も
す
れ
ば

一
経
を
論
ず
る

の
に
数
百
寓
言
を
費
や
し
て
､
煩
頂
の
極
み
で
あ
っ
た
｡
こ
の
た
め

魂
晋
に
な
る
と
'
玄
撃
が

｢意
を
得
れ
ば
言
を
忘
る
｣
を
主
張
し
た
｡

湯
用
彫
氏
の
表
現
を
借
り
れ
ば
'
王
弼
は
い
わ
ゆ
る
オ
ッ
カ
ム
の
剃

刀

(O
c
k
h
a
m

〉s
r
a
z
o

r)
を
使
っ
て
蕪
雑
な
漢
学
に
大
銘
を
ふ
る
っ
た

①

の
で
あ
る
｡

こ
れ

が

い
わ
ば
最
初
の
大
き
な

〟消
化
″

で
あ
っ
た
｡

し
か
し
'
そ
う
な
れ
ば
消
化
不
良
か
ら
徐
々
に
葉
養
失

調
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
｡
イ
ン
ド
の
価
教
学
が
ど
っ
と
博
来
し
'
多
-
の
翻
詳

大
師
が
出
現
し
て
大
量
の
文
献
を
蓄
積
し
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
っ
た
｡

蓄
積
が
多
-
な
れ
ば
ま
た
も
消
化
不
良
を
も
た
ら
す
｡
そ
こ
で
碍
宗

が
現
れ
､
厄
介
な
文
字
を

一
掃
し
た
｡
そ
の
刺
激
と
影
響
と
を
受
け

た
宋
儒
は
も
っ
ぱ
ら
心
性
に
つ
い
て
講
究
し
た
が
､
講
究
し
す
ぎ
て

や
は
り
空
疎
に
流
れ
て
し
ま
い
'
い
ま

一
度
薯
譜
的
な
学
問
に
よ
っ

て
挽
回
し
よ
う
と
す
る
｡
晴
代
に
入
る
と
'
乾
嘉
学
派
が

｢賓
事
求

し
る
し

是
｣
｢

徴

無

-
ん
ば
信
ぜ
ず
｣
を
主
張
し
た
｡
経
撃
ひ
と
す
じ
幾
十

年
､
学
術
と
現
賓
と
は
日
増
し
に
乗
離
し
て
い
っ
た
た
め
､
康
有
為

ら
が
経
世
致
用
の
学
問
を
新
た
に
打
ち
出
し
'
そ
の
影
響
は
五
四
期

_7),7'



中
国
文
学
報

第
七
十
五
冊

ま
で
績
い
た
｡

消
極
的
な
見
方
を
す
れ
ば
'
こ
こ
百
年
の
中
囲
学
術

は
消
化
不
良
で
も
あ
-
､
柴
養
失
調
で
も
あ
る
｡
学
術
の
循
環
は
､

あ

緯
宗
の
語
録
に
い
う

｢薬
病
相

い
治
す
｣
(
『臨
済
録
』)
に
似
て
い
る
｡

薬
は
病
を
治
す
も
の
で
あ
る
が
'
治
れ
ば
必
要
な
い
'
よ
っ
て
逆
説

的
に
言
え
ば
病
も
ま
た
薬
を
治
す
も
の
で
あ
る
t
と
い
う
意
味
で
あ

る
｡
中
国
古
典
文
学
研
究
の
現
状
は
､
条
養
不
良
な
の
か
'
そ
れ
と

も
消
化
不
良
な
の
か
｡

筆
者
が
数
年
前
に
こ
の
間
題
を
提
起
し
た
と
き
に
は
栄
養
失
調
の

②

ほ
う
が
由
々
し
く
思
わ
れ
た
｡
は
た
し
て
現
在
､
こ
の
状
況
に
蟹
化

は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
悲
観
的
な
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
'
以
下
の

二
つ
の
原
因
に
よ
-
事
態
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
よ
う
で
あ
る
｡

第

一
に
'
学
風
の
問
題
｡
こ
の
間
題
は
す
で
に
中
囲
学
術
界
で
大

き
な
注
目
を
集
め
て
お
-
'
学
術
合
議
で
は
ほ
ぼ
毎
回
'
憂
う
べ
き

学
風
に
つ
い
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
学
風
の
問
題
が
取
-
沙
汰

さ
れ
る
原
因
と
し
て
'
も
ち
ろ
ん
学
者
個
人
の
資
質
の
撃
化
が
あ
る

の
だ
が
'
よ
-
重
大
な
の
は
学
術
制
度
で
あ
る
｡
近
年
の
中
国
学
術

は
'
表
面
上
は
非
常
な
活
況
を
呈
L
t
そ
の
成
果
は
ま
さ
に
汗
牛
充

棟
'
か
つ
て
は

｢十
年

一
剣
を
磨
-
｣
と
教
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
､

現
在
は
と
も
す
れ
ば

｢十
年
十
剣
を
磨
-
｣
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
｡

昔
は
百
冊
請
人
で

l
冊
の
本
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
が
'
今
や

1
冊
謹

ん
で
十
冊
書
-
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
見
せ
か
け
の

活
況
は

『華
厳
経
』
に
い
う

｢禰
勤
の
楼
閣
｣
の
よ
う
な
も
の
で
'

一
見
壮
麗
で
も
'
そ
の
じ
つ
杢
虚
に
等
し
い
｡
こ
の
よ
う
な
学
術
成

･〔ノ

果
は

｢多
-
て
漆
せ
と
ぶ
｣
も
の
で
あ
-

(諸
法
-

｢多
而
涼
｣
は
清

朝
の
皇
族
多
爾
表
の
も
じ
-
)､
異
の
学
術
的
蓄
積
に
は
な
-
得
な
い
.

第
二
に
'
電
子
テ
ク
ス
ト
の
問
題
｡
こ
れ
は
二
十
世
紀
末
に
登
場

し
た
俸
達

･
閲
覧
の
新
し
い
形
式
で
あ
る
｡
か
つ
て
は
論
文
を
書
き

資
料
を
捜
す
に
は
'
長
い
時
間
を
か
け
て
大
量
の
文
献
に
目
を
通
す

必
要
が
あ
っ
た
が
'
今
や
い
-
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
力
し
さ
え

す
れ
ば
'
関
係
資
料
が
瞬
時
に
眼
前
に
列
挙
さ
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
研

究
者
の
時
間
を
大
幅
に
節
約
し
て
-
れ
る
か
ら
､
電
子
テ
ク
ス
I
の

利
用
を
拒
む
者
は
め
っ
た
に
な
い
｡
し
か
し
'
こ
の
方
法
は
新
た
な

問
題
を
も
も
た
ら
し
た
｡
利
用
者
は
思
わ
ず
知
ら
ず
､
検
索
時
の
閲

覧
を
謹
書
の
代
用
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
第

一
の
問
題
と
関
連
す

は
や

り
つぱ

むだ
な

る
が
､
こ
れ
は

｢多
-

快

-

好

に

省

-

｣
論
文
を
濫
造
す
る
の
に

一
役
買

っ
て
い
る

(詩
法
-

｢多
快
好
省
｣
は
新
中
園
に
お
け
る
標
語
の
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一

つ

)

｡
そ
う
し
た
論
文
の
引
用
す
る
資
料
は
見
た
と
こ
ろ
豊
富
だ

が
'

常
に
二
つ
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
｡
ひ
と
つ
は
テ
ク
ス
ー
の

正
確
さ
で
あ
る
｡
電
子
テ
ク
ス
ー
に
は
作
成
時
に
生
ず
る
誤
謬
が
付

き
物
で
あ
り
'
よ
-
踏
み
込
ん
だ
校
正
が
必
要
だ
が
'
慌
た
だ
し
い

現
代
人
に
は
そ
の
鎗
裕
が
な
い
｡
ふ
た
つ
め
は
'
引
か
れ
る
資
料
は

多
い
が
､
資
料
間
の
関
連
性
に
乏
し
い
こ
と
が
よ
-
あ
る
｡
ひ
と
つ

の
文
章
に
列
挙
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
'
い
わ
ば
烏
合
の
衆
で
あ

る
か
ら
､
問
題
を
理
想
的
に
説
明

･
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
眺
め
て
-
る
と
消
化
不
良
の
よ
う
だ
が
'
本
を
正
せ
ば

や
は
-
薬
養
失
調
な
の
だ
｡

で
は
'
こ
れ
ら
の
問
題
を
い
か
に
解
決
す
べ
き
か
｡
思
う
に
'
新

し
い
意
義
に
お
い
て
倖
銃
撃
間
の
方
法
へ
回
韓
す
れ
ば
よ
い
｡
電
子

テ
ク
ス
ト
は
必
要
な
資
料
に
素
早
-
昔
れ
る
よ
う
に
は
し
て
-
れ
る
｡

し
か
し
収
集
し
た
資
料
は
'
そ
れ
を
本
来
の
上
下
の
文
脈
へ
戻
し
'

じ
っ
く
り
と
謹
み
解
い
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
が
来
貢
の
読

書
法
で
あ
っ
た
｡
『朱
子
語
類
』
巻
八

｢経
論
篤
学
之
方
｣
に
次
の

ご
と
く
い
う
｡

学
問
を
す
る
人
の
勉
強
は
'
た
と
え
ば
丹
薬
の
精
製
で
あ
っ

紹

介

て
'
大
量
の
炭
火
で
ひ
と
し
き
り
炊
い
て
'
頃
合
い
に
な
っ
た

ら
と
ろ
火
で
熟
成
し
て
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
今
の

人
は
大
量
の
炭
火
で
炊
こ
う
と
も
せ
ず
に
弱
火
で
熟
成
し
ょ
う

と
す
る
け
れ
ど
も
'
ど
う
し
て
出
来
る
も
の
か
ね
｡

さ
て
学
問
と
い
え
ば
､
ち
ょ
う
ど
物
を
煮
る
よ
う
な
も
の
で
'

ま
ず
強
火
を
お
こ
し
て
煮
て
､
そ
う
し
て
弱
火
で
ゆ
っ
-
り
煮

込
む
｡
ず
っ
と
弱
火
ば
か
-
使

っ
て
い
て
は
､
ど
う
し
て
煮
え

る
も
の
か
ね
｡

た
と
え
ば
薬
を
煎
ず
る
と
き
'
ま
ず
は
強
火
で
煎
じ
て
'
が

ら
が
ら
と
沸
か
し
､
薬
致
成
分
が
染
み
出
し
て
来
た
ら
'
そ
の

後
は
ゆ
る
い
火
で
者
註
和
め
て
や
れ
ば
よ
い
｡

ま
ず
い
曝
え
を
す
る
な
ら
'
電
子
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
集
め
た
資
料

を
上
下
の
文
脈
に
戻
し
て
通
謹
す
る
の
は
'
ち
ょ
う
ど
朱
子
の
い
う

｢強
火
｣
で
ま
ず
煮
込
む
の
に
あ
た
る
｡
そ
し
て
資
料
の
要
の
部
分

を
熟
議
玩
味
す
る
の
は
'
朱
子
の
い
う

｢弱
火
｣
で
ゆ
っ
-
-
熟
成

さ
せ
る
の
に
あ
た
る
｡
朱
子
の
主
張
は
前
者
に
重
心
が
置
か
れ
て
い

る
よ
う
だ
が
'
今
日
の
中
囲
古
典
研
究
者
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
後

者
に
他
な
ら
な
い
｡
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な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
う
の
か
と
い
え
ば
'
半
世
紀
に
わ
た
る
中
園

の
文
学
研
究
を
回
顧
す
る
に
'
五
十
年
代
に
強
調
さ
れ
た
の
は
階
級

闘
争
と
文
学
の
人
民
性
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は

｢政
治
的
基
準
が
第

一
｣
か
ら

｢政
治
的
基
準
が
唯

一
｣
ま
で
接
充
さ
れ
た
｡
六
十
年
代

の
初
め
に
は
文
学
そ
の
も
の
に
封
す
る
研
究
が
な
さ
れ
'
美
学
の
方

面
で
も
自
然
美
に
関
す
る
討
論
が
行
わ
れ
た
り
も
し
た
が
､
好
ま
し

い
状
況
は
長
-
積
か
ず
'
文
化
大
革
命
が
始
ま
っ
た
｡
文
学
は
､

｢革
命
装
置
全
膿
の
構
成
部
品
の
ひ
と
つ
で
あ
り
､
人
民
を
圏
結
さ

せ
'
人
民
を
教
育
し
'
敵
を
撃
ち
､
敵
を
滅
す
る
有
力
な
武
器
と

な
｣
-

(毛
滞
東

｢在
廷
安
文
蛮
座
談
倉
上
的
講
話
｣)'
文
学
研
究
も
完

全
に
政
治
闘
争
の
道
具
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
｢武
訓
俸
｣
｢海
瑞
罷

官
｣
や

『水
前
博
』
を
め
ぐ
る
議
論
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
｡
八
十

年
代
に
入
-
､
学
術
界
は

｢文
革
｣
の
悪
夢
か
ら
目
覚
め
る
｡
文
学

研
究
に
お
い
て
は
'
文
学
自
鰹
の
特
徴
を
尊
重
し
､
文
学
を
文
学
と

し
て
研
究
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
は
じ
め
る
｡
八
十
年
代
中
期
に
な

る
と
'
｢方
法
論
｣
ブ
ー
ム
が
学
術
界
を
席
巻
す
る
｡
｢新
し
い
方

法
｣
(賓
際
に
は
自
然
科
学
で
い
う

｢シ
ス
テ
ム
論
｣
｢情
報
論
｣

｢制
御

論

｣

の

､
い
わ
ゆ
る

｢三
論
｣)
を
用
い
て
人
文
学
を
研
究
す
る
こ
と

が
謡
わ
れ
､
古
典
文
学
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
か
っ
た
｡
こ
れ
に
績
い

た
の
が

｢
カ
ル
チ
ャ
ー

･
ブ
ー
ム
｣
で
あ
る
｡
文
化
的
背
景
か
ら
文

学
的
現
象
を
解
碍
し
ょ
う
と
す
る
も
の
だ
が
､
｢文
化
｣
の
概
念
は

ほ
ど
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
括
L
t
際
限
を
定
め
が
た
い
｡
率
直

に
言
え
ば
'
自
然
科
学
の
方
法
論
を
用
い
た
文
学
研
究
は
現
在
に
至

る
ま
で
確
立
さ
れ
て
い
な
い
｡

一
万
㌧
政
治

･
制
度

･
宗
教

･
学
術
'

そ
し
て
文
人
の
精
細
生
活
な
ど
'
文
化
的
背
景
か
ら
の
研
究
は
確
か

に
大
き
な
成
果
を
お
さ
め
て
お
-
'
近
年
の
各
大
学
に
お
け
る
古
典

文
学
専
攻
生
の
博
士
論
文
に
つ
い
て
調
べ
て
み
れ
ば
､
こ
の
種
の
題

目
が
い
ま
な
お
最
も
突
出
し
て
い
る
｡
以
上
の
ご
と
-
駆
け
足
で
回

顧
し
て
き
た
学
術
史
に
'
我
々
は
何
を
兄
い
だ
す
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ

は
文
学
自
膿
が
'
文
学
研
究
の
中
で
主
導
的
地
位
を
占
め
て
い
な
い

と
い
う
事
賓
で
あ
る
｡
今
日
の
文
学
研
究
に
お
け
る
最
大
の
紋
鮎
は
'

文
学
的
現
象
か
ら
ま
す
ま
す
離
れ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
の
本
質
か

ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
半
世
紀
'

学
術
界
は
園
外

(五
十
年
代
は
ソ
連
､
八
十
年
代
以
降
は
欧
米
)
か
ら
絶

え
ず
新
し
い
理
論
を
輸
入
す
る
の
に
熱
心
で
あ
る
｡
そ
れ
は
専
門
用

語

･
概
念

･
方
法
な
ど
を
含
め
多
様
に
髪
化
し
'
陸
棲
と
し
て
塞
き
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る
こ
と
が
な
い
｡
積
極
的
な
意
義
か
ら
言
え
ば
､
こ
れ
ら
は
博
続
的

な
研
究
方
法
の
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
'
文
学
的
現

象
そ
の
も
の
を
離
れ
て
し
ま
え
ば
'
理
論
を
め
ぐ
る
議
論
は
概
念
上

③

の
ゲ
ー
ム
に
陥
っ
て
し
ま
う

｡

文
学
研
究
者
の
中
に
は
'
文
学
作
品

を
め
っ
た
に
謹
ま
な
い
'
な
い
し
全
-
謹
ま
な
い
者
が
い
る
｡
ま
た

作
品
の
背
景
を
研
究
す
る
の
に
執
心
な
あ
ま
-
聾
術
的
感
得
を
な
い

が
し
ろ
に
L
t
そ
の
能
力
を
徐
々
に
失

っ
て
し
ま
っ
た
者
も
あ
る
｡

こ
う
し
た
現
状
を
純
粋
学
術
の
立
場
か
ら
言
い
換
え
る
な
ら
ば
､
今

日
の
古
典
文
学
研
究
が
面
し
て
い
る
の
は
唯
理
性
主
義
と
唯
科
学
主

義
か
ら
の
挑
戦
で
あ
る
と
い
え
る
｡
そ
し
て
そ
の
解
決
策
は
'
文
学

そ
の
も
の
に
立
ち
返
-
､
文
学
作
品
を
じ
っ
-
-
謹
み
解
-
こ
と
に

あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
｡

唯
理
性
主
義
の
文
学
研
究
に
お
け
る
特
徴
は
'
抽
象
概
念
と
理
論

に
依
摸
し
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
鉄
鮎
に
つ
い
て
は
国
内
外
を

問
わ
ず
批
判
が
あ
-
'
多
-
の
学
者
が
文
学
理
論
の
誕
生
と
馨
展
へ

お
よ
び
賓
際
の
文
学
作
品
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
｡
前
世
紀
の
六
十
年
代
'
ア
メ
リ
カ
の
ル
ネ

･
ウ
エ
レ
ッ

ク

(R
enか
W

eLLek)
は

｢文
学
理
論

･
文
学
批
評

･
文
学
史
｣
の
中

紹

介

で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
｡

文
学
理
論

･
文
学
原
理

･
文
学
基
準
は
'
｢寅
室
の
中
｣
に

締
着
す
る
こ
と
は
あ
-
え
な
い
｡
歴
史
上
の
批
評
家
は
み
な

-
-
具
憶
的
な
聾
術
作
品
へ
接
近
し
っ
つ
'
そ
の
理
論
を
沓
展

さ
せ
て
き
た
｡
ひ
と
-
の
批
評
家
が
持
つ
文
学
的
見
解
'
作
品

に
封
す
る
許
慣
う
そ
の
優
劣
の
判
断
は
自
身
の
理
論
に
よ
っ
て

補
強
さ
れ
'
確
認
さ
れ
､
馨
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
そ
し

て
そ
の
理
論
も
ま
た
作
品
の
中
か
ら
引
き
出
さ
れ
'
作
品
に

④

よ
っ
て
支
持
さ
れ
-
-
る
こ
と
で
説
得
力
を
持
つ
｡

八
十
年
代
'
わ
が
師
程
千
帆
も
ま
た
'
古
典
文
学
研
究
に
お
け
る

に
ほ
ん

あ
し

あ
る
いてゆ

｢
南

保

の

腿

｣

で

走

路

-

方
法
を
説
い
て
い
る

(詳
注
-

｢用
南
保

腿
走
路
｣
は
新
中
園
に
お
け
る
標
語
の
一
つ
)｡

理
論
の
側
か
ら
古
典
文
学
を
研
究
す
る
に
は
'
二
本
の
足
で

歩
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ひ
と
つ
は

｢古
代
の
文
学
理

論
｣
'
ふ
た
つ
め
は

｢古
代
文
学
の
理
論
｣
で
あ
る
｡
前
者
は

現
在
の
学
者
が
力
を
入
れ
て
取
-
組
ん
で
い
る
も
の
で
'
圭
に

古
代
の
文
学
理
論
家
の
作
物
を
封
象
と
し
て
い
る
｡
後
者
は
古

人
が
力
を
入
れ
て
取
-
組
ん
で
来
た
も
の
で
'
圭
に
作
品
を
研
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⑤

究
L
t

作
品
か
ら
文
学
の
法
則
と
蛮
術
の
方
法
と
を
締
約
す
る

｡

両
氏
の
見
解
は
共
通
し
て
お
-
'
今
な
お
学
界
の
木
鐸
た
る
に
足
る
｡

唯
科
挙
主
義

の
文
学
研
究
に
お
け
る
特
徴
は
'
研
究
の

｢科
学

化
｣
に
力
を
注
ぐ
こ
と
で
あ
る
｡
八
十
年
代
中
期
に
は
自
然
科
学
の

方
法
論
を
用
い
た
研
究
が
試
み
ら
れ
た
が
､
こ
れ
は
失
敗
に
終
わ

っ

た
｡
そ
し
て
九
十
年
代
以
降
'
中
国
古
典
文
学
研
究
に
お
い
て
文
献

資
料
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る
と
し
て
'
｢賓
謹
｣
的
な
方
法
が

強
調
さ
れ
る
｡
こ
れ
が
良

い
傾
向
で
あ
る
の
は
疑
い
を
容
れ
な
い
｡

し
か
し
'
こ
う
し
た
研
究
に
も
偏
向
は
ひ
そ
ん
で
い
る
｡
唯
科
挙
主

義
は
'
文
学
の

｢技
術
化
｣
に
重
き
を
置
-
か
ら
だ
｡
文
学
批
評
に

お
け
る

｢唯
科
学
｣
の
起
源
は
古
-
'
中
園
で
は
末
代
ま
で
潮
る
｡

そ
の
特
徴
は
､
賓
諾
主
義
の
態
度
を
も

っ
て
文
学
的
形
象
に
臨
む
と

こ
ろ
に
あ
る
｡
宋
人
詩
話
に
'
よ
-
知
ら
れ
た
二
つ
の
議
論
が
あ
る
｡

ひ
と

つ
は
'
張
継

｢楓
橋
夜
泊
｣
詩
'
｢姑
蘇
城
の
外

寒
山
寺
'

夜
半
の
鐘
聾

客
船
に
到
る
｣
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
｡
欧
陽
情
は
'

三
更
は
鐘
を

つ
-
時
刻
で
は
な
い
と
考
え
､
｢理
と
し
て
通
ぜ
ざ
る

有
-
'
亦
た
語
病
な
-
｣
(
コ
ハ
一
詩
話
』
)
と
し
た
｡

一
方
'
こ
の
詩

の
肯
定
波
は
'
夜
半
に
鐘
を
つ
-
事
害
は
確
か
に
存
在
す
る
と
主
張

し
てい
る｡
ふた
つ
め
は
､
杜
甫

｢吉
相
行
｣
の

｢霜
皮

雨
を

したた溜らす
四十囲
'

黛
色

天
に
参
ず
二
千
尺
｣
を
め
ぐ
る
議
論
で

あ
る
｡
沈
括

『夢
渓
筆
談
』
巻
二
三
は
'
四
十
園
を
二
千
尺
に
組
み

合
わ
せ
た
の
で
は
木
が
あ
ま
-
に
細
長
す
ぎ
る
t
と
し
た
｡

一
方
'

黄
朝
英

『細
素
雑
記
』
は
沈
括
の
説
に
反
駁
し
､
杜
甫
の
用
い
た
の

は
昔
の
尺
貫
法
で
あ
る
か
ら
'
｢則
ち
径
四
十
尺
'
其
の
長
二
千
尺

b
ペ

は
な
は

な
る
は

宜

な

る
か
な
｡
山豆
に

太

だ

細
長
な
る
を
以
て
之
を
護
る
を

得
ん
や
｣
(
『有
漢
漁
隠
叢
話
』
前
集
巻
八
引
)
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の

よ
う
な
文
学
世
界
を
現
賓
世
界
に
等
置
し
'
史
学
の
方
法
を
文
学
の

方
法
に
置
き
換
え
る
傾
向
は
'
現
代
に
お
い
て
も
絶
え
て
し
ま

っ
た

た
わ
け
で
は
な
い
｡
文
化
的
背
景
の
研
究
で
十
分
と
考
え
た
-

(例

え
ば

『紅
楼
夢
』
研
究
に
お
け
る

｢曹
畢
｣
)'
現
賓
世
界

(文
化
的
背

景
)
と
作
品
世
界
と
を
混
同
し
た
-
し
て
は
文
学
研
究
の
自
己
異
化

に
行
き

つ
-
の
が
関
の
山
で
'
斐
術
作
品
を
歴
史
上
の
化
石
と
み
な

す
の
に
等
し
い
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
十
九
世
紀
に
文
学
研
究
に
お
い
て

流
行
し
た
唯
科
学
主
義
は
'
二
十
世
紀
半
ば
に
お
い
て
も
様
々
な
表

れ
方
を
し
て
い
る
｡
ウ
エ
レ
ッ
ク
は

｢近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
研

究
に
お
け
る
賓
諾
主
義

へ
の
反
抗
｣
に
お
い
て
'
次
の
よ
う
に
指
摘
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し
て
い
る
｡

ひ
と
つ
は
'
客
観
的
に
庭
理
L
t
個
性
を
交
え
ず
'
確
謹
性

を
備
え
る
と
い
う
科
挙
の

一
般
的
な
理
想
に
な
ら
お
う
と
す
る

も
の
｡
つ
ま
-
科
学
以
前
の
事
案
尊
重
主
義
を
支
持
す
る
立
場

で
あ
る
｡
そ
し
て
'
自
然
科
学
の
肇
み
に
倣
い
'
系
譜
と
起
源

を
研
究
す
る
も
の
｡
あ
ら
ゆ
る
関
係
性
に
つ
い
て
'
時
系
列
の

な
か
で
可
能
な
か
ぎ
り
追
跡
す
る
の
を
旨
と
し
て
い
る
｡
さ
ら

に
厳
め
し
い
や
-
方
は
､
経
済
的

･
融
合
的

･
政
治
的
な
要
因

を
見
き
わ
め
'
科
学
の
因
果
律
に
よ
っ
て
文
学
的
現
象
を
説
明

し
ょ
う
と
す
る
も
の
｡
な
か
に
は
統
計

･
囲
表

･
グ
ラ
フ
な
ど
､

科
学
で
い
う
定
量
分
析
法
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
学
者
さ
え
あ

る
｡
最
後
は
'
生
物
学
の
概
念
を
用
い
て
文
学
の
蓉
展
を
た
ど

る
'
最
も
野
心
的
な

一
派
に
よ
る

一
大
賓
験
で
あ
る
｡
-
-
読

解
を
恐
れ
ず
言
え
ば
'
今
日
の
ア
メ
リ
カ
や
他
の
地
域
に
'
そ

⑥

の
遺
風
は
い
ま
な
お
滞

っ
て
い
る
｡

唯
科
挙
主
義
は
し
ば
し
ば
文
筆
研
究
の

｢技
術
化
｣
を
尊
ぶ
｡
こ
う

し
た
研
究
は
文
学
的
現
象
か
ら
離
れ
て
は
い
な
い
し
､
な
か
に
は

ニ
ュ
ー
･
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
よ
う
に
'
テ
ク
ス
ト
の
猫
立
性
を
掲

紹

介

げ
て
そ
の
客
観
的
意
義
を
追
求
し
'
形
あ
る
言
語

･
意
象

･
象
徴
の

分
析
を
通
じ
て
批
評
の
客
観
基
準
を
う
ち
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
さ

え
あ
る
｡
し
か
し
賓
際
に
は
､
そ
れ
ら
も
唯
科
挙
主
義
の
産
物
で
あ

る
｡
文
学
研
究
の
客
観
化

(科
学
化
へ
と
美
禰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
)

を
追
求
す
る
い
か
な
る
試
み
も
､
す
べ
て
は
文
学
の
本
質
か
ら
遠
ざ

か
っ
て
い
る
｡

ウ
エ
レ
ッ
ク
は
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢文
学
研
究
が
歴

史
研
究
と
異
な
る
の
は
'
扱
う
べ
き
封
象
が
文
献
で
は
な
-
'
不
朽

⑦

の
作
品
で
あ
る
と
こ
ろ
だ
｣
と

｡

古
典
文
学
研
究
に
つ
い
て
言
う
な

ら
ば
'
｢扱
う
べ
き
封
象
が
文
献
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
｣
t
と
言
い
換

え
て
や
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
歴
史
文
献
に
封
す
る
考
護

の
必
要
性
は
疑
う
べ
く
も
な
い
が
'
そ
れ
は
文
筆
研
究
に
お
け
る
外

在
的
な
障
碍
を
取
-
除
-
た
め
の
作
業
に
過
ぎ
な
い
｡
寅
の
文
学
研

ひ
ら

究
と
は
'
そ
の
基
礎
か
ら
進
ん
で

｢文
を

披

い

て
以
て
情
に
入
｣

(
『文
心
髄
龍
』
知
音
篇
)
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
文
学
創
作
は
感
情
の

波
が
外
面
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
寅
の
文
学
に
は
作
家
の
生
命
の

躍
動
が
必
ず
内
包
さ
れ
て
い
る
.
な
ら
ば
'
巌
の
文
学
研
究
も
純
粋

な
理
知
の
活
動
で
は
あ
り
得
な
い
｡
王
褒

｢四
子
講
徳
論
｣
(
『文
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選
』
巻
五
こ

に
'

｢詩
人
は
感
じ
て
後
思
い
'
思
い
て
後
積
み
'
積

み
て
後
満
ち
､
満
ち
て
後
作
る
｣
と
あ
る
｡
唐
人
の
顧
非
熊
の
詩
に
､

｢情
有
-
天
地
の
内
'
多
-
感
ず
る
は
是
れ
詩
人
｣
(｢落
第
後
腹
同

居
友
人
｣'
『全
唐
詩
』
巻
五
〇
九
)
と
あ
る
｡
創
作
が
こ
う
し
た
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
'
文
学

･
蛮
術
に
お
け
る
賓
際
の
批
評
の
う
ち
､
作

み

す
なわ

品
に
封
す
る
感
じ
方
､
つ
ま
り

｢文
を
観

れ
ば

靴

ち

其
の
心
を
見

ひら

る
｣
(『文
心
離
龍
』
知
音
篇
)'
｢封
を
披

き

速
を
観
る
'
欣
ぶ
こ
と
曾

面
す
る
が
如
し
｣
(張
懐
球

｢書
断
序
｣)
な
ど
は
'
革
に
鑑
賞
の
起
鮎

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
'
同
時
に
研
究
の
起
鮎
で
も
あ
る
｡
｢詩
人
は

感
じ
て
後
思
い
'
思
い
て
後
積
み
'
積
み
て
後
満
ち
､
満
ち
て
後
作

る
｣
も
'
詩
人
の
精
神
状
態
を
描
菊
す
る
だ
け
で
な
-
'
同
時
に
批

評
家
の
精
神
状
態
を
描
寓
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
'

賞
賛
を
探
し
'
衆
人
を
驚
か
す
深
み
を
湛
え
'
心
を
博
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
｡

文
学
そ
の
も
の
に
話
を
戻
す
と
'
作
品
を
じ
っ
-
り
謹
み
解
-
こ

と
は
作
品
と
作
者
に
封
す
る
尊
敬
を
意
味
す
る
｡
元
好
間

｢張
仲
傑

郎
中
と
文
を
論
ず
｣
詩
に
い
う
｡

､J･

文
章
は
苦
心
に
出
ず
る
も
'
誰
か
苦
心
を
以
て
為
ら
ん
や
｡

正
に
苦
心
有
る
人
の
'
世
を
挙
げ
て
幾
人
を
か
知
ら
ん
｡
-
-

す
ペから

文
は

須

-

字
字
作
る
べ
-
'
亦
た
字
字
讃
む
を
要
す
｡
岨
曝

ま
こと

し
て
徐
味
有
る
や
'
百
過
す
る
も

良

に
未
だ
足
ら
ず
｡
(『連

山
詩
集
山
巻
二
)

こ
れ
は

中
園

の
文

学批評
の
博枕

を

代
表す
る
も
の
で
､
よ

-
古

典

むか

的
な
言

葉
で

い
え
ば
｢意

を以て
志
を

逆
う
｣
(『孟
子
』
寓

車
上
)

で
あ
る
｡
こ
う
し
た
文
学
批
評
は
あ
る
種

の
態
度
を
示
し
て
い
る
｡

つ
ま
-
'
謹
書
の
な
か
で
ま
ず
作
者
の
心
の
呼
び
聾
に
耳
を
傾
け
'

そ
の
理
解
を
作
品
評
債
の
前
提
と
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
他
者
の

作
品
を
借
-
て
個
人
的
感
想
を
述
べ
る
あ
-
か
た
は
､
そ
の
言
葉
が

ど
れ
ほ
ど
華
麗
で
感
動
的
で
あ
ろ
う
と
､
そ
の
じ
つ
文
学
作
品
そ
の

も
の
と
は
関
係
が
な
い
｡
よ
っ
て
､
文
学
そ
の
も
の
に
立
ち
返
-
'

研
究
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
に
重
要
な
地
位
を
輿
え
る
に
は
'
新
た
な

意
義
の
上
で
中
国
文
学
批
評
の
拝
情
の
俸
続

へ
回
蹄
す
る
必
要
が
あ

る
｡
閑
堂

(程
千
帆
)
先
師
は
晩
年
の
講
演
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い

る
｡

胡
小
石
先
生
は
晩
年
'
南
京
大
学
で

｢唐
人
七
絶
詩
論
｣
を

教
え
て
い
ま
し
た
｡
先
生
の
講
義
が
ど
う
し
て
あ
ん
な
に
上
手
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だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
'
自
分
の
心
を
使

っ
て
唐
人
の
心
に
梱

れ
て
い
た
か
ら
で
す
｡
心
と
心
が
通
じ
合
う
と
い
う
の
は
ひ
と

つ
の
精
両
的
交
流
で
あ
っ
て
'
『通
典
』
何
巻
'
『資
治
通
鑑
』

何
巻
と
い
っ
た
冷
や
や
か
な
資
料
に
記
録
で
き
る
感
覚
で
は
あ

-
ま
せ
ん
｡
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
が
'
昔
時
の
胡
先
生
の
心

情
と
態
度
は
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
て
'
私
に
は
学
問
が
進

⑧

む
ま
で
分
か
ら
な
い
こ
と
で
し
た

｡

そ
し
て
閑
堂
先
師
自
身
の
研
究
も
ま
た
'
こ
の
博
続
を
自
覚
的
に
継

承
し
て
い
る
｡

感
動
か
ら
理
解
へ
'
理
解
か
ら
判
断
へ
と
進
む
こ
と
'
こ
れ

は
文
学
研
究
の
整

っ
た
過
程
で
あ
る
｡
-
-
個
人
的
な
経
験
か

ら
言
え
ば
､
私
は
ふ
つ
う
'
作
品
お
よ
び
作
品
の
構
成
す
る
あ

る
種
の
現
象
に
心
を
打
た
れ
て
よ
う
や
-
'
そ
れ
を
は
っ
き
-

さ
せ
る
た
め
に
熟
考
を
重
ね
'
そ
れ
が
結
果
と
し
て
文
章
と
な

⑨る
｡

こ
の
議
論
は
沈
思
に
値
す
る
だ
ろ
う
｡

二
〇
〇
二
年
八
月
に
開
か
れ
た

｢中
国
比
較
文
学
学
舎
第
七
屈
年

およ
び

合

壁

国

際
学
術
研
討
曾
｣
に
お
い
て
､
国
際
比
較
文
学
学
食
主
席

紹

介

の
川
本
暗
嗣

(K
o
ji
K
a

wamoto)氏
は
'
次
の
よ
う
に
力
強
-
述

べ
ら
れ
た
｡

文
学
お
よ
び
そ
の
研
究
は
'
世
界
の
あ
る
地
域
に
お
い
て
は

ま
さ
に
停
滞
期
に
あ
る
よ
う
で
す
｡
し
か
し
文
学
は
精
神
を
奮

い
起
こ
し
'
最
後
に
は
活
力
を
取
-
戻
す
だ
ろ
う
と
確
信
し
て

お
-
ま
す
｡
こ
う
し
た
活
力
が
ど
う
い
っ
た
形
で
現
れ
て
-
る

の
で
あ
れ
､
人
を
感
動
さ
せ
'
他
者
へ
の
同
情
と
共
鳴
を
あ
ら

わ
に
し
､
ま
た
言
葉
に
封
す
る
洞
察
力
を
あ
ら
た
に
揺
り
起
こ

⑲

す
な
ど
の
方
法
を
通
じ
て
'
賓
現
さ
れ
る
で
し
ょ
う

｡

文
学
研
究
の
側
か
ら
見
れ
ば
'
彼
の
掲
げ
た
見
通
し
は
ま
さ
に
作
品

を
中
心
と
し
た
拝
情
的
批
評
の
展
開
で
あ
る
｡

何
年
も
前
の
こ
と
だ
が
､
朝
鮮
時
代
後
期
の
思
想
家

･
李
恒
老

(
1
七
九
二
-

1
八
六
八
)
の

『華
西
先
生
文
集
』
を
謹
ん
だ
お
-
､

そ
の
う
ち
の
一
簾
に
非
常
な
感
銘
を
受
け
た
｡
彼
は

｢季
長
汝
に
答

う
｣
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

夫
れ
四
海
の
蒼
生
'
皆
な
吾
が
同
胞
の
物
な
-
｡
今
の
凍
解

な
んな

し
て
壷
-
る
に
垂

ん
と
L
t
流
離
散
亡
す
る
を
見
る
に
'
挙

さら

げ
て
皆
な
溝
塾
の
中
に
骸
を
暴
し
骨
を
露
わ
に
す
｡
彼
れ
皆
な
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中
国
文
学
報

第
七
十
五
竹

な

重
香
に
勤
勤
し
へ

手
口
共
に
作
L
t
暫
し
も
安
息
せ
ず
'
身
に

ま
つた

完

き

衣
無
-
､
髄
に
完
き
肉
無
し
｡
凡
そ
以
て
君
長
を
養
い

て
鬼
神
に
享
す
る
所
の
者
､
皆
な
此
輩
の
血
よ
り
出
づ
｡
而
る

)
)

い
壬

に

一
た
び
此
に
至
る
こ
と
'
何
ぞ
其
れ
惨
た
る
や
｡
今
也

明

薗
巣
凡
に
'
安
坐
し
て
憂
い
無
し
｡
職
と
す
る
所
を
間
わ
ば
'

わす

文
字
を
謹
み
､
道
理
を
講
ず
る
の
'
才

か

に

一
事
に
過
ぎ
ざ
る

つく

つ〈

な

の
み
｡
此
に
於
て
又
た
心
を

蓋

し

力
を

濁

し

て
倣

す
を
肯
ん
ぜ

ず
'

l
竜
の
閑
散
に
悠
迂
す
る
の
意
思
有
-
て
在
-
｡
山豆
に
怖

暢
側
際
の
本
真
に
蔽
わ
る
る
有
-
て
､
推
廉
売
養
の
賓
力
に
得

る
無
き
に
非
ざ
る
や
｡
願
わ
-
は
座
下

常
に
此
の
念
を
著
し

あ
の

て
旺
裏
に
在
ら
し
め
'
理
を
看
る
こ
と

自

ず

か
ら
切
な
ら
ざ
る

を
得
ず
'
力
を
用
う
る
こ
と
自
ず
か
ら
勤
め
ざ
る
を
得
ざ
ら
ん

こ
と
を
｡

李
恒
老
の
批
判
は
昔
時
の
朝
鮮
の
学
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
明
末

清
初
の
願
炎
武
も
'
常
時
の
中
国
に
お
け
る
南
北
の
学
者
を
批
判
し
'

あ
る
者
は

｢飽
食
す
る
こ
と
終
日
に
し
て
､
心
を
用
う
る
所
無
｣
-
､

あ
る
者
は

｢群
居
す
る
こ
と
終
日
に
し
て
'
言
は
義
に
及
ば
ず
'
小

慧
を
行
う
を
好
む
｣
(
『日
知
録
』
巻

一
三

｢南
北
学
者
之
病
｣)
と
述
べ

て
い
る
｡
今
に
ち
経
済
の
い
ま
だ
充
分
に
馨
達
し
な
い
中
国
に
は
､

苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
民
衆
が
ま
だ
い
く
ら
も
あ
る
｡

1

万
'
学
術
研
究
者
が
享
受
し
て
い
る
の
は

｢明
菌
兼
凡
に
'
安
坐
し

て
憂
い
無
し
｣
で
あ
り
'
従
事
し
て
い
る
の
は

｢文
字
を
謹
み
'
道

理
を
講
ず
る
の
'
才
か
に

一
事
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
｣
で
あ
る
｡
そ
れ

で
い
て
な
お

｢心
を
蓋
し
力
を
濁
し
て
倣
す
を
肯
ん
ぜ
｣
ず
､
怠
-

か
つ
焦
り
'
顧
炎
武
に
批
判
さ
れ
る
者
た
ち
の
よ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
､
天
地
に
悦
ず
る
の
感
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
｡
近
年
の
中
国

古
典
文
学
研
究
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
つ
つ
､
自
ら
を
省
み
る
に

及
ん
で
'
以
上
の
よ
う
な
感
想
を
得
た
｡
こ
こ
に
洩
薄
を
顧
み
ず
､

腹
蔵
な
-
申
し
述
べ
'
各
位
の
御
教
授
を
賜
り
た
い
｡

註①

湯
用
形

｢観
音
玄
畢
輿
文
学
理
論
｣'
『理
学

･
儒
学

･
玄
撃
』
三
一

九
頁
'
北
京
大
学
出
版
社
､
一
九
九
一
年
版
｡

②

張
伯
偉

｢古
代
詩
論
研
究
中
的
文
献
学
問
題
｣､
『中
開
詩
学
研
究
』

三
-

一
〇
頁
'
遼
海
出
版
社
､
二
〇
〇
〇
年
版
｡

③

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
中
国
文
筆
研
究
界
で
反
省
が
な
さ
れ

て
い
る
o
｢二
十

一
世
紀
中
国
文
学
研
究
面
臨
的
挑
戦
-

『新
世
紀

文
学
学
術
戦
略
名
家
論
壇
』
綜
述
｣へ
『文
学
評
論
』
二
〇
〇
〇
年
第

一
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期
を
参
照
｡

④

;L
Lterary
T
h
e
o
ry
,
C
ri
tlCism
〉
an
d
H

I

StOry
",Concep
t
of
C

r
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ticis
m
,
P
P
15
･6
,
Y
ate
U
n
lV
erSLty
P
res
s
,

)96
3
.

⑤

｢古
典
詩
歌
措
寓

輿
結
構
中
的

1輿
多
｣

'
張

伯

偉

編

『程
千
帆
詩

論
選
集
』
四
四
頁
'
山
西
人
民
出
版
社
'

一
九
九
〇
年
版
｡

@

"T
h
e
R
ev
o
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A
g
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st
P
o
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m

ln

R
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n
t
E
u
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e
a
n

L
l
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h
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C
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C
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P
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2
58

0

"
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r
a
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T
h
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,
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,
a
n
d

H
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C

o
n
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t
s
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C
r
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P
P
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.

⑧

｢
両
難
論

-

古

代

文

筆
研
究
方
法
漫
談
｣
'
張
伯
偉
編

『桑
倫
憶

往
』
所
収
'
『程
千
帆
全
集
』
第
十
五
巻

1
七
九
頁
'
河
北
教
育
出
版

融
､
二
〇
〇
〇
年
版
O

⑨

｢答
人
間
治
詩
｣
'
張
伯
偉
編

『程
千
帆
詩
論
選
集
』

1
八
頁
｡

⑲

川
本
略
嗣

｢開
胃
抑
或
倒
胃

‥
東
方
覗
角
下
的
文
学
理
論
｣

(
"O
rec
tLc
or
A
n
o
re
ctlC
:
L
i

tera
ry

T
h
eo
ry
fro
m
an
E
a
ste
rn

p
ersp
e
c
tiv
e")
'

秋

葉
摘
謀
'

注

介
之
･

唐
建

清

主

編

『
跨

文
化

語

境
中
的
比
較
文
筆
L

l
九
頁
'
詳
林
出
版
社
､
二
〇
〇
四
年
版
｡
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