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研
究
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中
国
古
代
の
地
理
思
想
の
思
想
史
的
研
究

薄

|
|
「
推
南
子
」
地
形
訓
と
「
漢
童
三
地
理
志
に
つ
い
て

i
i

は
じ
め
に

「
地
理
」
と
い
う
語
は
、
語
義
的
に
は
土
地
な
い
し
は
大
地
の
す
じ
め
、
も

し
く
は
そ
の
状
態
、
「
あ
り
ょ
う
」
を
意
味
す
る
。
海
野
一
隆
民
は
、
こ
の
「
地

理
」
な
る
語
を
調
名
に
冠
す
る
中
国
の
古
典
籍
は
内
容
的
に
大
き
く
ニ
つ
に
分

け
ら
れ
る
と
す
る
.
」
つ
は
客
観
的
記
述
を
旨
と
す
る
地
誌
の
類
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
ト
占
的
な
内
容
の
風
水
書
で
あ
る
9

そ
し
て
こ
う
し
た
内
容
上
回
差

異
は
、
土
地
の
「
あ
り
ょ
う
」
の
ど
ん
な
点
に
着
目
す
る
か
に
よ
る
と
さ
れ
る
。

氏
の
言
を
今
少
し
広
げ
て
い
う
左
、
客
観
的
な
地
誌
も
ト
占
的
な
風
水
書
も
古

め
、
土
地
の
「
あ
り
ょ
う
」
を
記
し
た
も
の
が
地
理
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
盛
ら

れ
て
い
る
土
地
の
「
あ
り
ょ
う
」
に
関
す
る
学
問
思
想
を
地
理
学
・
地
理
思

想
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
学
問
や
思
想
活
動
と
い
う
も
り
は
、
そ
れ
が
あ
る
時
代
、
地
域
、

社
会
に
特
有
の
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
も
っ
と
普
遍
的
な
問
題
で
あ
れ
、
解

決
さ
る
べ
き
何
か
の
問
題
、
克
服
さ
る
べ
き
課
題
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
解
決
、

克
服
し
よ
う
と
し
て
進
め
ら
れ
深
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
学
聞

や
思
想
が
解
決
を
め
ざ
し
て
い
た
も
の
、
又
は
与
え
ら
れ
て
い
た
課
題
、
荷
っ

井

俊

て
い
た
役
割
り
は
何
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
白
だ
が
、
こ
の
点
地
理
思
想
の

場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ぽ
海
野
氏
は
、
先
の
二
種
類
の
地
理
香
に
つ
い
て
、
客
観
的
地
誌
は
、

主
に
政
治
・
軍
事
の
資
料
と
し
て
国
土
の
記
述
を
念
頭
に
お
い
た
も
白
で
、
い

わ
ば
官
の
立
場
か
ら
の
地
理
書
で
あ
る
。
風
水
害
四
方
は
、
主
に
家
相
・
墓
相

を
考
え
る
手
だ
て
と
し
て
の
土
地
の
た
た
ず
ま
い
に
注
目
し
た
、
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
民
の
立
場
か
ら
の
地
理
書
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

筆
者
は
氏
自
分
析
を
大
枠
に
お
い
て
妥
当
と
考
え
る
が
、
個
々
白
地
理
思
想
、

地
理
書
に
つ
い
て
は
尚
検
討
白
余
地
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
本
稿
は
中
国
古

代
田
地
理
思
想
、
地
理
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
と
ん
な
役
割
り
を
荷
い
、
ま
た

何
を
意
図
し
て
作
ら
れ
た
の
か
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
そ
の
地
理
思
想
、
地
理

書
が
ど
ん
な
意
味
を
持
ち
、
当
時
の
思
想
界
平
社
会
全
体
の
中
に
ど
う
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

き
て
中
国
古
代
の
地
理
書
と
い
え
ば
、
ま
ず
「
尚
書
」
百
円
貢
篇
と
「
山
海

経
」
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
本
来
な
ら
ば
こ
の
高
名
な
三
つ
の
資
料
か
ら
検
討

を
始
め
る
べ
き
で
あ
る
う
が
、
両
書
と
も
そ
の
成
立
年
代
や
作
者
像
に
つ
い
て

あ
ま
り
に
も
問
題
が
多
す
ぎ
る
。
そ
こ
で
両
書
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
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今
回
は
比
較
的
素
性
の
明
ら
か
な
資
料
で
あ
る
「
推
南
子
」
地
形
訓
と
「
漢

書
」
地
理
志
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

「
潅
南
子
」
地
形
訓

中国古代の地理思想の思想史的研究

筆
者
は
以
前
「
推
南
子
」
地
形
訓
の
地
理
恩
想
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行

な
い
、
あ
ら
ま
し
次
の
結
論
を
え
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
大
地
の
表
面
に
関
す

る
議
論
」
と
い
う
名
の
一
篇
は
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
初
に
か
け
て
生
み
出
さ
れ

た
様
々
の
地
理
、
地
形
に
関
す
る
思
想
、
伝
承
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
は
無
目
的
に
雑
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
①
「
地
の

全
体
像
」
・
②
「
地
表
上
の
諸
原
理
」
・
③
「
地
理
的
知
識
」
と
い
う
三
つ
の

テ
i
マ
に
従
っ
て
配
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
三
つ
の
小
テ

1
マ
か
ら
「
地
の
こ

と
」
と
い
う
大
テ
l
マ
を
照
ら
し
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
。
も
う
少

し
詳
し
く
い
え
ば
、
①
は
大
地
の
中
心
、
同
心
円
的
構
造
、
方
位
な
ど
地
上
世

界
を
構
造
的
に
把
握
し
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
。
②
は
地
表
に
存
す
る
諸
物

ぞ
地
形
の
差
異
・
変
化
の
様
を
述
べ
、
併
せ
て
そ
れ
を
も
た
ら
す
要
因
・
原
理

を
お
さ
え
た
も
の
で
、
地
表
の
諸
原
理
か
ら
地
上
世
界
を
説
明
把
握
し
よ
う
と

し
た
も
の
。
③
は
異
域
誌
・
博
物
誌
・
河
川
誌
と
い
っ
た
地
誌
的
な
も
の
で
、

記
述
す
る
内
容
の
量
を
誇
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
様
々
な
地
理
上
の
知
識
を
備
え

て
い
る
こ
と
で
世
界
を
担
握
し
て
い
る
と
す
る
も
自
で
あ
る
。
そ
し
て
地
形
訓

全
体
で
目
指
し
た
も
の
は
、
地
理
的
世
界
を
様
々
な
角
度
か
ら
'
と
ら
え
、
そ
れ

に
よ
っ
て
世
界
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
説
明
し
把
握
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
.

次
に
地
形
訓
の
意
図
を
右
の
よ
う
に
み
る
私
見
を
裏
づ
け
る
為
に
、
「
推
南

子
」
全
体
に
視
野
を
広
げ
て
み
よ
う
。
「
准
南
子
」
の
総
序
と
言
え
る
要
略
で
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は
、
原
道
以
下
泰
族
に
至
る
=
十
篇
の
内
容
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
述
ベ

e
b
 

た
後
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
故
に
書
二
十
篇
を
著
し
て
、
則
ち
天
地
の
理
究
ま

り
、
日
川
町
の
事
出
血
わ
り
、
帝
王
の
道
備
わ
る
」
、
と
。
郎
ち
こ
白
書
に
は
、
天
地

自
然
、
人
間
社
会
、
理
想
的
政
治
実
現
の
手
だ
て
総
γ

て
が
備
わ
っ
て
い
る
と
す

る
。
続
い
て
「
太
公
の
謀
」
か
ら
「
商
鞍
の
法
」
に
至
る
諸
思
想
・
著
述
の
意

義
を
説
き
、
そ
れ
ら
を
超
え
て
「
劉
氏
の
書
」
こ
そ
天
地
古
今
の
事
に
通
じ
、

「
以
て
夫
下
を
統
べ
、
万
物
を
理
め
、
変
化
に
応
じ
、
殊
類
に
通
じ
た
」
も
の

だ
と
す
る
。
つ
ま
り
「
推
南
子
」
は
天
地
古
今
万
物
の
こ
と
を
そ
の
変
化
と
も

併
せ
て
説
明
し
き
っ
て
い
る
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
網
羅
的
、
包
括
的
に

把
握
し
て
い
る
べ
と
い
う
の
で
あ
る
。

更
に
金
谷
治
氏
は
「
准
南
子
」
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
を
、
本
書
に
お
い
て

初
め
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
豆
涯
を
中
心
と
し
て
諸
思
想
を
折
衷
的
に
包
摂
し

た
統
一
の
ば
を
構
成
し
」
て
、
「
統
一
王
朝
の
出
現
に
と
も
な
う
統
一
理
論
を

要
請
す
る
大
き
な
歴
史
的
要
求
」
に
対
し
て
「
道
家
の
立
場
か
ら
提
出
さ
れ
た

試
み
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
.
こ
の
試
み
が
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
成
功
し
た
か
は
お

く
と
し
て
、
前
漢
王
朝
体
制
を
支
え
る
統
一
的
世
界
像
を
思
想
の
側
か
ら
作
り

出
そ
う
と
し
た
も
町
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

「
推
南
子
」
全
書
の
性
格
、
意
味
が
以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

が
先
に
検
討
し
た
地
形
割
の
そ
れ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
即
ち
前
漢
王
朝
体
制
を
支
え
る
統
一
理
論
の
提
供
を
ね
ら
い
、
世
界
を

包
括
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
「
准
南
子
」
全
書
中
に
あ
っ
て
、
地
形
訓
は
地

表
の
こ
と
、
地
理
の
面
か
ら
世
界
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
説
明
し
よ
う
と
し
た

も
白
な
の
で
あ
る
。
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「
漢
書
」
地
理
志

後
漢
の
班
園
町
著
述
し
た
「
漢
書
」
に
は
、
主
に
前
漢
の
地
理
に
つ
い
て
述

べ
た
地
理
志
と
い
う
名
の
一
篇
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
専
論
が
二
、

三
あ
る
が
、
筆
者
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
地
理
志
を
と
り
あ
げ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
ず
「
漢
書
」

全
体
の
問
題
か
ら
考
察
を
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

「
漢
書
」
は
一
般
に
、
前
漢
一
代
の
歴
史
を
記
述
し
た
断
代
史
と
さ
れ
る
が
、

L
後
漢
書
」
班
固
伝
に
よ
っ
て
そ
の
成
立
の
経
緯
を
述
べ
る
と
次
白
如
く
で
あ

る
.
光
武
帝
建
武
三
十
年
(
五
四
)
、
父
町
班
彪
が
死
ぬ
と
、
震
闘
は
郷
里
に
帰

り
、
父
の
遺
作
で
あ
っ
た
前
史
(
「
史
記
」
を
継
寸
前
漢
の
通
史
)
を
完
成
さ
せ

る
べ
く
著
述
扇
動
に
専
念
す
る
。
と
こ
ろ
が
明
帝
の
時
に
な
り
、
班
固
が
国
史

を
勝
手
忙
書
き
換
え
て
い
る
と
謹
告
す
る
も
白
が
あ
り
、
彼
は
獄
に
下
さ
れ
て

し
ま
う
。
し
か
し
間
も
な
く
出
獄
す
る
と
、
彼
の
異
材
を
奇
と
し
た
明
帝
に
よ

り
秘
書
官
校
典
す
る
蘭
台
帝
史
に
任
用
さ
れ
、
今
度
は
勅
命
に
よ
り
国
史
を
編

纂
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
二
十
年
余
り
の
歳
月
を
か
け
、
章
帝
の
建
初
中

(
七
六

5
八
=
ロ
に
歪
り
一
応
白
完
成
を
み
た
と
い
う
。

で
は
班
固
の
「
漢
書
」
著
述
の
目
的
、
漢
国
家
が
彼
に
描
か
せ
よ
う
と
し
た

も
の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
右
に
み
た
よ
う
に
「
後
漢
書
」
は
父
白
遺
業
を

継
い
だ
も
の
と
い
い
、
ま
た
班
固
自
身
も
叙
伝
に
お
い
て
、
「
史
記
」
は
武
帝
の

太
初
以
降
の
記
事
を
欠
く
の
で
そ
れ
を
補
っ
た
の
だ
と
い
う
@
そ
し
て
「
漢

書
」
と
は
前
漢
十
三
代
、
二
百
三
十
年
間
に
つ
い
て
「
其
の
行
事
を
綜
ベ
、

あ
ま
ね

穿
く
五
経
を
貫
き
、
上
下
治
く
通
じ
」
て
本
紀
以
下
の
項
目
を
立
て
て
記
述

し
た
と
い
う
。
そ
の
史
実
を
客
観
的
に
伝
え
る
と
い
う
姿
勢
は
、
司
馬
還
に
も

通
ず
る
史
官
と
し
て
の
意
識
を
示
し
て
い
よ
う
し
、
五
経
に
言
及
す
る
と
こ
ろ

に
は
儒
者
と
し
て
の
自
覚
が
伺
え
る
。
か
く
史
官
と
儒
者
と
い
う
彼
の
立
場
は

わ
か
る
も
の
の
、
こ
の
謙
虚
な
序
文
の
み
で
は
「
漢
書
」
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

は
読
み
と
り
難
い
。
し
か
も
「
史
記
」
の
欠
を
補
う
と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
と

の
重
複
を
含
ん
で
前
漢
一
代
を
通
じ
て
記
述
り
対
象
と
す
る
な
ど
矛
盾
点
も
あ

る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
考
え
る
為
に
、
「
漢
書
」
著
述
当
時
の
思
想
界
に
目
を

転
じ
て
み
よ
う
。

主

辺
土
名
朝
邦
氏
は
、
光
武
・
明
・
章
帝
三
代
の
治
世
を
後
漢
前
期
と
L
、
こ

り
時
期
に
思
想
界
で
重
要
で
あ
っ
た
劉
漢
主
義
・
識
緯
・
礼
教
主
義
の
問
題
は
、

章
帝
期
に
入
っ
て
結
び
つ
き
、
漢
礼
制
定
の
動
き
を
た
か
め
て
い
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
領
漢
主
義
と
結
び
つ
い
た
礼
治
主
義
の
具
体
的
な
動
き
と
し
て
、
白
虎

観
論
義
と
曹
褒
に
よ
る
漢
札
草
稿
の
起
草
が
あ
る
と
さ
れ
る
.

さ
て
こ
の
白
虎
観
論
義
だ
が
、
こ
れ
は
章
帝
建
初
四
年
(
七
九
)
、
未
央
殴
の

白
虎
観
に
諸
儒
を
集
め
五
径
の
異
聞
を
論
義
さ
せ
た
、
御
前
学
術
討
論
会
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
前
漢
宣
帝
期
の
石
渠
閣
論
義
を
継
ぐ
も
の
と
さ
れ
、

漢
代
思
想
史
上
の
重
大
事
業
の
一
つ
と
い
え
る

E

結
局
意
見
の
一
致
を
み
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
町
、
一
応
議
論
の
内
容
が
ま
と
め
ら
れ
て
章
帝
の
決

裁
を
受
け
る
.
そ
し
て
そ
の
折
の
上
奏
、
「
白
虎
議
奏
」
を
勅
命
に
よ
り
班
固
が

ま
と
め
た
の
が
「
白
虎
通
義
」
で
あ
る
。
こ
の
白
虎
観
論
義
と
「
白
虎
通
義
」

の
思
想
史
的
意
味
に
つ
い
て
町
田
三
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

『
白
虎
通
義
』
は
、
従
来
の
経
学
説
に
大
巾
に
議
緯
説
を
と
り
込
ん
で
皇
帝

を
絶
対
化
神
秘
化
し
つ
つ
そ
れ
に
見
合
っ
た
世
界
構
想
、
秩
序
を
社
会
の
あ

ら
ゆ
る
階
級
事
物
に
ふ
り
あ
て
て
説
明
し
(
中
略
)
ひ
と
ま
ず
こ
う
し
た
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形
で
後
漢
王
朝
の
体
制
の
完
整
性
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と

も
か
く
も
世
界
の
説
明
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
前
漢
末
主
鳳
ら
の
意
識

に
あ
っ
た
「
六
経
は
世
界
の
す
べ
て
に
責
任
を
負
い
う
る
」
と
す
る
主
張
の

流
れ
を
引
き
つ
い
で
、
し
か
も
よ
り
精
密
に
解
答
を
形
而
上
学
的
展
開
に
お

い
て
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
.

長
々
と
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
が
、
こ
れ
を
筆
者
の
立
場
か
ら
大
ざ
っ
ぱ
に
ま
と

め
る
と
次
回
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
「
白
虎
通
義
」
と
は
、
皇
帝
を
頂
点
と
す
る

礼
教
的
画
家
の
理
想
像
、
後
漢
王
朝
体
制
下
の
調
和
し
た
世
界
を
描
こ
う
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
漢
末
上
り
後
漢
前
期
に
か
け
て
儒
教
内
部
で
行
わ

れ
て
き
た
、
儒
教
の
立
場
か
ら
の
世
界
の
説
明
、
把
握
の
試
み
の
一
つ
の
結
実

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
盟
国
の
命
ぜ
ら
れ
た
任
務
は
、
こ
う
し
た
儒
教
に
よ
る

世
界
把
握
の
試
み
を
と
り
ま
と
め
る
と
い
う
、
極
め
て
重
要
な
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
.

ま
た
こ
れ
よ
り
少
し
後
の
、
曹
褒
の
漢
礼
起
草
由
時
に
も
班
固
が
関
わ
っ
て

い
る
.
「
後
漢
書
」
曹
褒
伝
一
二
五
に
よ
る
と
二
五
和
二
年
(
八
五
)
の
詔
に
よ
り

章
帝
に
漢
礼
制
定
の
意
志
が
あ
る
と
み
た
曹
褒
は
、
再
三
正
わ
た
る
上
奏
を
行

な
い
、
遂
に
章
和
一
五
年
(
八
七
)
勅
命
を
受
け
漢
礼
百
五
十
篇
を
起
草
す
る
。

こ
れ
は
結
局
、
翌
年
二
月
の
章
帝
の
死
に
よ
り
陽
の
目
を
見
ず
に
終
る
が
、
こ

の
間
班
固
が
数
々
舞
台
に
登
場
し
て
い
る
。
元
和
一
一
一
年
に
は
皇
帝
の
下
聞
を
う

け
、
「
宜
し
く
広
く
(
京
都
の
諸
儒
を
)
招
集
し
て
共
に
得
失
を
議
す
ベ

L
」
と

助
言
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
翌
年
に
は
叔
孫
通
の
「
漢
儀
」
十
二
篇
を
章
帝
に

た
て
ま
つ
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
伺
え
る
の
は
、
後
漢
前
期
、
そ
れ
も
章
帝
期
ご
ろ
に
は
、

新
し
い
礼
制
国
家
礼
教
的
世
界
構
想
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
、
班
固
が
そ
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の
た
だ
中
に
い
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
.

き
て
後
漢
王
朝
と
班
国
を
め
ぐ
る
状
況
が
右
の
如
く
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
と
班
固
の
「
漢
書
」
著
述
左
の
聞
に
何
ら
か
の
関
連
性
が
見
出
せ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
個
つ
宮
り
一
方
で
新
し
い
世
界
構
想
が
進

め
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
動
き
と
し
て
、
か
つ
て
存
在
し
た

世
界
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

即
も
、
「
白
虎
遇
議
」
の
よ
う
な
礼
教
秩
序
と
い
う
新
し
い
世
界
把
握
の
試
み

と
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
、
現
王
朝
と
関
連
の
深
い
前
代
の
世
界
、
即
ち
前
漢

王
朝
支
配
下
の
世
界
を
、
儒
教
の
立
場
か
ら
把
握
し
て
お
こ
う
と
す
る
動
き
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
そ
し
て
こ
う
し
た
儒
教
の
立
場

か
ら
白
世
界
把
握
の
試
み
と
、
史
実
を
記
録
す
る
と
い
う
史
官
町
立
場
と
が
結

び
つ
い
た
も
の
が
、
班
園
田
「
漢
書
」
著
述
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
班
回
目
「
漢
書
」
著
述
の
目
的
は
、
前
漢
主
朝
支
配
下
の
世
界

を
儒
教
の
立
場
か
ら
把
握
し
説
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

で
あ
れ
ば
、
「
漢
書
」
が
前
漢
一
代
を
記
述
の
対
象
に
し
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
も
、

「
史
記
」
と
の
重
複
を
敢
え
て
し
た
こ
と
も
説
明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

で
は
次
に
、
「
漢
書
」
著
述
の
目
的
は
前
漢
王
朝
支
配
下
の
世
界
を
と
ら
え

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
る
右
の
仮
説
に
立
っ
て
、
「
漢
書
」
全
書
、
ま
た
地
理
志

の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
漢
書
」
全
体
だ
が
、
「
本
紀
」
は
、
世
界

。
絶
対
的
支
配
者
で
あ
る
高
皇
帝
よ
り
孝
平
皇
帝
に
至
る
十
二
人
の
皇
帝
達
昭

事
蹟
を
述
、
へ
た
も
白
と
い
え
る
。
吏
に
彼
ら
は
常
に
世
界
に
唯
一
人
の
存
在
で

あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
は
世
界
を
通
時
的
に
み
て
ゆ
く
時
四
基
準
と
な
る
。

つ
ま
り
「
本
紀
」
は
、
世
界
の
時
聞
を
漢
の
皇
帝
の
も
と
に
統
一
し
た
も
の
と
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も
な
っ
て
い
る
。
次
の
「
異
姓
諸
侯
表
」
か
ら
「
百
官
公
卿
表
」
ま
で
四
七
つ

の
表
は
、
王
朝
の
も
と
に
あ
る
主
侯
・
公
卿
・
官
僚
達
の
構
成
を
表
の
形
に
ま

と
め
た
も
の
。
残
る
「
古
今
人
表
」
は
、
こ
の
幅
を
広
げ
、
つ
ま
り
前
漢
主
朝

下
に
直
属
し
な
い
人
も
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
・
時
代
に
わ
た
っ
て
人
々
を

網
羅
的
に
集
め
、
一
定
の
基
準
の
も
と
に
階
級
づ
け
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
世
界
を
構
成
す
る
人
々
を
、
漢
の
政
治
制
度
、
ま
た
儒
教
的
価
値
観
の
も
と

に
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
「
志
」
は
、
律
暦
・
礼
楽
・
刑
法
と
い
っ
た
十

の
理
論
、
学
術
、
学
聞
を
述
ベ
た
も
の
だ
が
、
い
わ
ば
こ
う
し
た
多
く
の
部
門

を
通
し
て
、
世
界
を
多
方
面
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
り
で
あ
る
.
こ
の
中

に
は
対
象
と
す
る
分
野
の
、
前
漢
世
界
に
至
る
変
遷
・
流
れ
を
視
野
に
入
れ
て

考
察
し
よ
う
と
す
る
為
、
秦
以
前
の
事
に
言
の
及
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
。
最

後
四
七
十
「
列
伝
」
は
、
前
漢
世
界
に
生
き
た
様
々
な
個
人
の
事
蹟
を
、
中
国

外
の
異
民
族
も
世
界
構
成
の
一
員
と
み
て
含
め
て
、
記
述
し
た
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
.

次
に
地
理
志
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
そ
の
本
文
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ

る
が
、
そ
り
内
容
は
あ
ら
ま
し
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
段
は
、
黄
帝
の
時
代
か
ら
説
き
お
こ
し
、
尭
の
時
代
の
再
の
治
蹟
(
「
尚

書
」
属
貢
が
資
料
と
し
て
全
文
引
か
れ
る
)
、
周
初
の
諸
制
度
(
行
政
制
度
と
し

て
「
周
礼
」
職
方
氏
が
、
ま
た
保
障
氏
が
引
か
れ
る
〉
、
春
秋
戦
国
時
代
の
諸
侯

国
割
拠
の
有
様
、
秦
の
統
一
か
ら
漢
の
成
立
、
武
帝
の
十
三
部
刺
史
の
設
置
ま

で
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
理
国
自
身
は
こ
の
部
分
を
ま
と
め
て
、
「
先
王
の

迩
既
に
速
く
、
地
名
も
又
数
々
改
易
さ
れ
」
て
い
る
の
で
、
「
旧
聞
を
采
獲
し
、

詩
書
を
考
迩
L
、
山
川
を
推
表
し
、
以
て
属
貢
、
周
官
、
春
秩
を
綴
り
、
下

戦
国
秦
漢
に
及
ん
だ
」
も
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
太
古
よ
り
漢
帝
国
に
至
る
帝

王
た
も
の
支
配
と
、
そ
の
手
だ
て
と
し
て
の
行
政
地
理
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ

る。
第
二
段
は
、
前
漢
時
代
に
存
し
た
「
京
兆
ヂ
」
か
ら
「
長
沙
国
」
ま
で
の
百

三
の
郡
固
と
、
そ
れ
に
分
属
す
る
千
三
百
四
十
六
の
県
道
の
簡
単
な
沿
革
を
述

、
そ
れ
ら
に
故
蹟
、
山
川
、
物
産
、
人
口
、
塩
鉄
官
の
所
在
な
ど
を
付
記
し

た
も
の
で
あ
る
。
吏
に
末
尾
に
は
秦
か
ら
前
漢
代
を
通
じ
て
の
郡
国
数
の
推
移
、

平
帝
末
期
の
元
始
三
年
竺
一
〉
の
資
料
に
基
く
国
土
と
墾
田
の
面
積
、
総
人
口

が
記
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ぽ
郡
国
表
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
、
後
世
の

E
史

の
郡
県
志
、
州
郡
志
の
類
は
こ
の
体
裁
を
襲
っ
て
い
る
。

第
一
一
一
段
は
、
漢
代
の
行
政
区
画
で
あ
る
郡
国
制
を
離
れ
、
前
漢
時
代
の
全
版

図
を
十
一
二
の
地
域
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
風
俗
、
産
物
、
歴
史
を

相
互
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
記
述
し
た
も
り
で
あ
る
。
い
わ
ば
風
俗
地
理
説

と
で
も
よ
び
う
る
も
の
で
、
劉
向
が
前
漢
成
帝
の
時
に
言
上
し
た
星
分
に
よ
っ

て
地
域
を
区
分
す
る
分
野
説
を
も
と
に
、
「
史
記
」
貨
殖
列
伝
の
記
事
や
成
帝

期
に
朱
鵠
輔
が
条
し
た
風
俗
資
料
を
班
固
が
複
合
し
て
作
っ
た
も
の
ら
し
い
。
こ

の
第
三
の
部
分
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
史
実
を
述
べ
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の

姿
勢
を
や
や
離
れ
、
観
念
的
に
作
ら
れ
た
地
理
説
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
班
屈
が

こ
の
部
分
の
序
文
で
孝
経
の
「
移
嵐
易
俗
、
莫
善
於
楽
」
を
引
き
、
こ
れ
に
対

し
て
「
聖
王
上
に
在
り
て
人
倫
を
統
理
し
、
必
ず
其
白
本
を
移
し
て
、
其
の
末

を
易
う
。
此
れ
天
下
を
混
同
し
て
中
和
に
一
に
し
、
然
る
後
主
教
成
る
」
と
述

べ
て
、
こ
民
で
い
う
風
俗
を
礼
教
に
よ
っ
て
教
化
す
る
対
象
と
と
ら
え
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
り
部
分
は
、
前
漢
世
界
を
舞
台
と
し
な
が
ら
も
、
礼

教
的
秩
序
を
前
提
と
し
た
地
理
説
を
構
想
し
て
い
る
わ
け
で
、
い
わ
ば
世
界
把
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握
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
ベ
て
き
た
地
理
志
の
内
容
を
、
先
に
検
討
し
た
「
漢
書
」
全
書
の
意

図
1
i
l
前
漢
王
朝
支
配
下
の
世
界
を
把
握
説
明
す
る
こ
と
ー
ー
に
沿
っ
て
ま
と

め
て
み
る
と
こ
う
な
る
。
つ
ま
り
、
空
ず
国
土
を
い
か
に
し
て
統
治
し
て
き
た

か
、
言
い
換
え
る
と
地
理
的
世
界
を
ど
う
把
握
し
て
き
た
か
の
歴
史
を
お
さ
え
、

次
に
前
漢
王
朝
支
配
下
町
世
界
を
、
そ
の
支
配
形
態
で
あ
る
郡
国
制
の
フ
ィ
ル

タ
ー
を
還
し
て
と
ら
え
、
最
後
に
礼
教
的
国
家
を
目
指
す
後
漢
王
朝
が
と
る
べ

き
支
配
の
仕
方
、
世
界
把
握
の
仕
方
を
考
え
る
一
試
案
と
し
て
、
風
俗
地
理
説

を
提
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
地
理
志
は
、
こ
う
し
た
三
方

面
か
ら
地
理
的
に
世
界
を
と
ら
え
、
世
界
の
把
握
、
説
明
を
行
な
お
う
と
し
た

も
の
な
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

中国古代の地理思想の思想史的研究

本
稿
は
、
地
理
思
想
白
荷
っ
て
い
た
役
割
り
、
持
っ
て
い
た
意
図
を
、
そ
れ

が
存
し
た
思
想
界
、
社
会
全
体
主
の
関
わ
り
の
中
で
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
は
「
准
南
子
」
地
形
訓
と
「
漢
書
」
地
理
志
に
対
す
る
簡
単
な
検
討
に
留

ま
っ
た
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
二
書
に
共
通
し
て
伺
え
る
こ
と
を
ま
と
め
、
む

す
び
と
す
る
。
そ
れ
は
政
治
思
想
と
し
て
の
地
理
思
想
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
論
で
み
て
き
た
よ
う
に
地
形
訓
も
地
理
志
も
、
地
表
、
あ
る
い
は
地
理
の
面

か
ら
世
界
を
把
握
、
説
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
は
こ
の
世
界
を

把
握
す
る
と
い
う
意
図
は
、
皇
帝
や
王
朝
、
国
家
自
統
治
者
と
し
て
の
重
み
に

関
わ
る
政
治
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
港
南
千
」
は
准
南
王
劉
安
と

い
う
漢
王
朝
の
中
枢
か
ら
や
や
は
ず
れ
た
存
在
の
も
と
で
、
「
漢
書
」
は
明

章
帝
と
い
う
宮
ぎ
れ
も
な
い
漢
の
皇
帝
の
あ
と
お
し
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
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で
あ
る
。
い
ず
れ
も
漢
の
皇
帝
、
王
朝
町
世
界
支
配
を
支
え
よ
う
と
す
る
思
想

活
動
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
書
で
、
世
界
の
こ

と
を
昔
ね
く
お
さ
え
て
い
る
、
世
界
を
把
握
し
て
い
る
と
す
る
の
は
、
世
界
の

統
治
者
支
配
者
と
し
て
の
漢
の
皇
帝
と
壬
朝
白
完
全
性
、
完
壁
性
を
求
め
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
政
治
思
想
と
し
て
の
地
理
思
想
の
意
味
が
あ
り
、
こ

れ
が
官
の
地
理
の
も
う
一
つ
の
役
割
り
な
の
で
あ
っ
た
。

注(
l
)

海
野
一
隆
「
漢
民
族
の
地
理
思
想
」
(
京
都
大
学
文
学
部
地
理
学
研

究
室
扇
『
地
理
の
思
想
』
所
収
、
地
入
書
房
、
一
九
人
二
)
。

(
2
)

拙
稿
「
准
南
子
地
形
訓
の
基
礎
的
研
究
」
(
「
中
国
哲
学
論
集
」
九
大

中
国
哲
学
研
究
会
、
第
十
号
、
一
九
八
四
〉
。

(
3
〉
金
谷
治
『
秦
漢
思
想
史
研
究
』
第
五
章
「
月
准
南
子
』
の
研
究
」
(
日

本
学
術
振
興
会
、
一
九
六

O
)。

(
4
)

岡
崎
文
夫
「
漢
書
地
理
志
に
就
い
て
」
(
「
支
那
学
」
第
二
巻
第
二
号
、

一
九
三
一
〉
。
五
井
直
弘
「
漢
書
地
理
志
の
一
考
察
」
(
中
国
古
代
史
研

究
会
編
『
中
国
古
代
史
研
究
』
所
収
、
一
九
五
六
三
江
畑
武
「
『
漢

書
』
地
理
志
田
地
理
思
想
」
(
「
文
化
史
学
」
二
一
一
一
号
、
一
九
六
八
三

(
5
)

班
画
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
田
村
実
造
「
班
家
の
人
び
と
」
〈
「
龍
谷

史
壇
」
六
人
・
六
九
、
一
九
七
四
〉
に
詳
し
い
。

(
6
)

辺
土
名
朝
邦
「
後
漢
前
期
間
思
想
昇
の
諸
問
題
に
つ
い
て
」
(
「
九
州
中

国
学
会
報
」
十
第
二
回
巻
、
一
九
八
三
三

(
7
)

町
田
三
郎
「
後
漢
思
想
吏
研
究
の
た
め
の
序
」
〈
「
東
方
学
会
創
立
四

十
周
年
記
念
東
方
学
論
集
」
、
一
九
八
七
)
。
ま
た
町
田
氏
。
こ
の
所
説
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は
、
辺
土
名
朝
邦
「
『
白
虎
通
義
』
研
究
序
説
|
|
新
た
な
視
座
を
求
め

て
i
|
」
(
『
荒
木
教
授
退
休
記
念
中
国
哲
学
史
研
究
論
集
』
所
収
、
葦

書
房
、
一
九
八
一
〉
を
下
敷
き
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
8
〉
こ
の
第
三
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
(
4
)
に
あ
げ
た
、

江
畑
武
氏
の
見
解
に
大
い
に
教
え
を
う
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
に

班
固
の
創
意
、
な
い
し
は
彼
の
地
理
思
想
を
伺
い
う
る
と
す
る
氏
の
説

は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
を
地
理
志
の
中
心
課
題
と
す
る
意
見
に

は
従
い
難
い
。
「
漢
書
」
全
体
の
意
図
か
ら
考
え
て
、
こ
の
部
分
は
あ
く

ま
で
一
試
案
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
張
が
前
田
二
つ
の
部

分
町
内
容
に
ま
で
及
び
、
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
三
者
は
、
一
応
独
立
し
た
も
の
と
と
ら
え
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。


