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ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ッ
シ
ュ
の
「
東
林
書
院
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」

葛
谷
　
登

以
下
に
掲
げ
る
拙
訳
は
、H

einrich
B

usch,
"T

he
T

ung-lin
A

cadem
y

and
the

C
atholic

C
hurch"(M

onum
enta

Serica,
V

ol.14,
1949-1955,

pp.156-163)

の
翻
訳
で
あ
る
。
訳
出
に
あ
た
っ
て
はS

ankt
A

ugsustin

のM
onum

enta

S
erica

Institut

か
ら
承
諾
を
い
た
だ
い
た
の
で
、"R

eprinted
by

perm
ission

of
M

onum
enta

S
erica

Institute"

と
記

す
。
本
稿
の
全
体
は
訳
文
、
原
注
（
586
な
ど
の
数
字
）、
訳
注
（
傍
注(

１)

な
ど
）、「
ブ
ッ
シ
ュ
神
父
と
モ
ニ
ュ
メ
ン

タ
・
セ
リ
カ
」
か
ら
な
る
。
訳
者
補
注
は
〔
〕
で
記
し
た
。
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東
林
書
院
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ッ
シ
ュ

葛
谷
　
登
訳

「
明
末
思
潮
の
由
来
」（W

hence
the

P
hilosophic

M
ovem

ent
at

the
C

lose
of

the
M

ing?

）
585
と
い
う
論
文
の
中
で
、
イ
エ

ズ
ス
会
士
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
（

H
enri

B
ernard

）
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
ダ
ニ
エ
ロ
・
バ
ル
ト
リ
（D

aniello
B

artoli,

一
六
〇
八
〜

一
六
八
五
）
著
『
イ
エ
ズ
ス
会
史
』（Istoria

della
C

om
pania

di
G

esu

）
586
の
中
の
東
林
書
院
及
び
東
林
書
院
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

に
対
す
る
態
度
に
関
す
る
一
節
に
注
目
し
た
。
そ
の
文
章
は
、
以
下
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
る
。

数
年
前
に
、
南
京
に
程
近
い
都
市
のV

usuie

587
に
道
徳
的
徳
目
、
あ
る
い
は
民
衆
の
統
治
に
最
適
に
し
て
最
有
用
の
方
法
に
関
す

る
議
論
を
す
る
た
め
に
集
ま
っ
て
い
た
文
人
が
、
有
名
な
書
院
を
建
設
し
た
。
そ
の
長
所
は
非
常
に
明
白
で
、
ま
た
非
常
に
素
晴

ら
し
い
評
判
が
広
ま
っ
た
の
で
、
書
院
は
他
の
都
市
に
も
増
え
広
が
っ
た
。
す
べ
て
の
（
書
院
）
の
会
員
は
、
自
分
た
ち
を
同
一

の
団
体
に
属
す
る
者
と
考
え
た
。
そ
し
て
逸
材
が
輩
出
し
学
問
が
盛
ん
な
四
つ
の
省
、
す
な
わ
ち
南
京
、
浙
江
、
福
建
、
江
西
で

は
著
名
な
官
僚
は
ほ
と
ん
ど
書
院
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
の
博
士
た
ち
、
レ
オ
〔
霊
名
、
良
〕、
パ
ウ
ロ
〔
霊
名
、
保

禄
〕、
ミ
カ
エ
ル
〔
霊
名
、
彌
格
子
〕
588
は
そ
れ
ら
の
書
院
の
幾
つ
か
を
主
宰
し
て
い
た
。
神
父
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が

書
院
制
度
か
ら
得
ら
れ
る
大
き
な
利
益
の
た
め
に
、
書
院
を
肯
定
的
に
見
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
こ
れ
ら

の
書
院
の
会
員
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
法
に
大
い
に
共
感
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。（
神
の
掟
を
含
め
て
）
キ
リ
ス
ト
教
の
法
は
、

書
院
の
会
員
も
ま
た
実
践
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
同
一
の
道
徳
的
徳
目
を
公
に
唱
え
、
か
つ
教
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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わ
た
し
た
ち
は
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
働
き
お
よ
び
別
の
よ
り
高
貴
な
教
え
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
徳
目
を
実
践
す
る
。
こ
の
運
動
が

日
ご
と
に
広
が
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
書
院
の
一
つ
〔
首
善
書
院
〕
が
つ
い
に
ま
た
北
京
の
宮
廷
に
建
て
ら
れ
た
。
会
合
の
場

所
と
し
て
、
す
べ
て
の
点
で
見
事
な
荘
厳
で
美
し
い
建
物
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
潤
沢
な
資
金
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
書
院
を
装
飾
す
る
調
度
品
は
（
外
側
）
と
よ
く
合
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
塀
の
周
囲
は
す
べ
て
縁
に
黄
金
の
飾
り
が
つ
き
、

美
し
く
下
塗
り
さ
れ
た
木
製
の
板
が
垂
れ
下
が
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
そ
の
時
々
に
様
々
な
徳
目
を
称
え
た
文
章
が
、
そ
の
時
代

の
最
高
の
文
人
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
他
の
す
べ
て
の
者
が
父
と
し
て
、
ま
た
師
し
て
と
仰
ぐ
葉
向
高
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た

(

1)

。

こ
の
の
ち
、
バ
ル
ト
リ
の
著
書
で
は
、「
書
院
の
会
員
」
と
宦
官
魏
忠
賢
と
の
衝
突
に
関
す
る
記
述
が
続
く
。

こ
の
書
院
に
属
す
る
一
人
の
重
要
な
地
位
に
い
る
高
官
が
、
い
ま
や
一
つ
に
は
公
共
の
福
祉
へ
の
熱
意
か
ら
、
ま
た
無
知
無
学
な

宦
官
が
政
府
を
運
営
す
る
こ
と
に
対
す
る
公
の
恥
辱
に
駆
ら
れ
て
…
…
国
王
に
上
疏
を
提
出
し
た

(

2)

。

上
疏
で
展
開
さ
れ
た
批
判
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
を
主
犯
と
し
て
譴
責
し
な
い
た
め
に
批
判
を

公
に
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
国
王
は
、
沈
黙
を
守
っ
た
。
こ
の
沈
黙
と
い
う
方
法
は
、「
提
案
さ
れ
た
意
見
が
国
王
の
目
に
留
ま

ら
ず
、
官
僚
に
忝
く
も
答
え
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
で
官
僚
の
面
子
を
潰
す
と
き
に
宮
廷
で
よ
く
取
ら
れ
た
」

(

3)

方
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
同
じ
官
僚
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
一
層
厳
し
い
調
子
の
上
疏
は
再
び
、
国
王
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
た
。
こ
の
上
疏
文
の
作
成
に

関
わ
っ
た
多
く
の
高
官
は
、
国
王
か
ら
の
回
答
の
拒
絶
に
対
し
て
大
い
に
憤
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
辞
任
を
願
い
出
た
け
れ
ど
も
、
国

王
か
ら
認
め
ら
れ
ず
、
罰
せ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
宦
官
魏
忠
賢
は
、
書
院
に
対
し
て
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
憎
悪
を
抱
き
、
書
院
を
文
人
の
集
ま
り
と
し
て
で
は
な
く
、
過
去
の
世

紀
と
同
様
に
哲
学
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
書
院
の
会
員
自
身
が
中
国
の
支
配
権
を
皇
帝
か
ら
奪
取
し
自
ら
の
手
中
に
入
れ
よ
う
と
企
む
と

こ
ろ
の
叛
逆
者
の
集
ま
り
と
し
て
言
及
し
た
。
宦
官
魏
忠
賢
に
与
す
る
官
僚
た
ち
は
、
こ
の
「
書
院
」
に
対
し
て
激
し
い
攻
撃
を
開
始
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し
、
書
院
に
対
し
て
幾
百
も
の
中
傷
的
な
上
疏
を
提
出
し
た
。

続
い
て
北
京
中
が
二
つ
の
派
閥
に
分
か
れ
た
。「
南
部
」
の
書
院
に
反
発
し
て
「
北
部
」
の
書
院
と
名
づ
け
ら
れ
た
対
抗
書
院
が

設
立
さ
れ
た
。
双
方
の
書
院
と
も
設
立
場
所
に
基
づ
い
て
名
づ
け
ら
れ
た

(

4)

。

六
名
の
書
院
の
会
員
が
監
獄
で
虐
殺
さ
れ
た
。
よ
り
高
い
地
位
に
あ
る
別
の
会
員
は
公
開
処
刑
さ
れ
、
遺
体
は
犬
の
餌
食
に
さ
れ
た
。

そ
の
直
後
に
、
同
様
の
運
命
を
免
れ
る
べ
く
、
多
数
の
「
書
院
の
会
員
」
が
毒
を
仰
い
だ
り
、
自
ら
縊
れ
て
命
を
絶
っ
た
。
北
京
で
職

を
失
っ
た
官
僚
に
加
え
て
、
各
省
で
は
免
職
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
平
民
の
地
位
に
落
と
さ
れ
た
官
僚
が
三
五
〇
人
ほ
ど
い
た
。
幾

人
か
の
犠
牲
者
の
執
り
成
し
の
た
め
に
働
い
た
三
人
の
閣
老
も
ま
た
そ
の
職
を
奪
わ
れ
た
。

北
京
で
降
格
さ
れ
た
者
の
中
に
パ
ウ
ロ
博
士
〔
徐
光
啓
〕
と
ミ
カ
エ
ル
博
士
〔
楊
廷
●
〕
が
い
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
迫
害
さ
れ
た
書
院
の
こ
の
二
人
の
支
持
者
に
対
し
て
降
格
以
外
の
こ
と
は
想
像
で
き
な
か
っ
た

(

5)

。

こ
の
書
院
は
キ
リ
ス
ト
教
の
法
の
教
義
に
よ
く
合
致
し
て
い
た
の
で
、
自
ら
を
守
る
た
め
に
拠
り
所
と
す
る
こ
と
の
出
来
る
友
人

が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
状
況
で
は
、
偶
像
教
徒
の
大
軍
が
、
あ
る
者
は
印
刷
物
に
よ
り
、
ま
た
あ
る
者
は
国
王
に
提
出
さ
れ

る
上
疏
に
よ
り
、
わ
た
し
た
ち
を
背
後
か
ら
押
し
倒
そ
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
徐
々
に
屈
す
る
形
の
下
り
坂
に
自
分
た
ち
が
置

か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る

(

6)

589
。

バ
ル
ト
リ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
東
林
党
の
歴
史
に
関
す
る
幾
つ
か
の
出
来
事
、
例
え
ば
無
錫
の
東
林
書
院
の
設
立
、
著
名
な
官
僚
に
よ

る
文
章
の
中
で
も
内
閣
大
学
士
葉
向
高
に
よ
る
記
念
碑
的
文
章
を
含
め
て
、
北
京
の
首
善
書
院
の
設
立
、
楊
漣
に
よ
る
宦
官
魏
忠
賢
批

判
の
上
疏
お
よ
び
魏
忠
賢
の
東
林
派
に
敵
対
す
る
官
僚
と
の
連
合
、
楊
漣
と
彼
の
五
人
の
友
人
、
い
わ
ゆ
る
「
天
啓
六
君
子
」
の
殺
害
、

熊
廷
弼
の
処
刑
（
処
刑
に
際
し
て
楊
漣
と
彼
の
友
人
は
反
対
派
の
策
謀
に
巻
き
込
ま
れ
た
）
こ
と
な
ど
を
正
確
に
記
録
し
て
い
る
。
正

確
さ
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
す
な
わ
ち
楊
漣
の
上
疏
に
関
し
て
、
皇
帝
が
沈
黙
を
守
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
は
、
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皇
帝
は
、
魏
忠
賢
の
一
党
で
あ
る
内
閣
大
学
士
魏
廣
微
に
楊
漣
を
厳
し
く
指
弾
し
た
詔
勅
を
作
成
さ
せ
、
楊
漣
の
上
疏
に
答
え
て
い
る

の
で
あ
る
590
。
バ
ル
ト
リ
の
記
述
の
中
で
中
国
側
の
資
料
と
照
合
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
け
「
書
院
の
会
員
」
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
夥
し
い
数
の
自
殺
、
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
「
北
部
書
院
」
の
設
立
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

東
林
書
院
に
関
し
て
、
バ
ル
ト
リ
は
、
定
期
的
な
会
合
で
の
道
徳
と
政
治
の
結
合
と
い
う
特
徴
を
正
確
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、バ
ル
ト
リ
が
東
林
書
院
を
模
し
て
設
立
さ
れ
た
切
れ
目
な
く
増
加
す
る
書
院
の
連
合
体
と
し
て
東
林
党
を
記
し
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
東
林
党
の
一
員
を
書
院
の
会
員
と
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
正
確
性
を
欠
く
。
東
林
党
の
面
々
が
す
べ
て
書
院
に
お
い
て
活
躍

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
（
例
え
ば
黄
尊
素
な
ど
の
よ
う
に
、
幾
人
か
は
書
院
を
軽
視
し
て
い
た
591
）。
ま
た
、
東
林
党
に
共
感
し
た

書
院
の
す
べ
て
が
そ
の
設
立
を
東
林
書
院
か
ら
迸
り
出
る
威
勢
に
負
う
も
の
で
は
な
い
。
事
実
、
そ
の
よ
う
に
東
林
書
院
に
淵
源
す
る

も
の
と
し
て
わ
た
く
し
が
知
っ
て
い
る
書
院
そ
の
も
の
は
、
無
錫
の
近
隣
地
域
に
あ
る
書
院
、
す
な
わ
ち
武
進
、
宜
興
、
金
壇
、
常
熟

に
あ
る
も
の
で
あ
る
592
。
北
京
の
首
善
書
院
の
建
設
さ
え
、
東
林
書
院
の
直
接
的
な
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
首
善
書
院
の
性
格

は
、
完
全
に
非
政
治
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
東
林
書
院
の
性
格
と
異
な
っ
て
い
た
593
。

こ
こ
で
、
わ
た
し
た
ち
の
主
た
る
関
心
と
な
る
問
い
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
林
党
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
対

し
て
好
意
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
と
い
う
バ
ル
ト
リ
の
一
般
的
な
陳
述
は
、
西
洋
側
と
中
国
側
の
他
の
資
料
に
確
認
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
。
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
あ
る
い
は
宣
教
師
と
東
林
書
院
周
辺
の
学
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
資

料
を
、
西
洋
側
に
も
中
国
側
に
も
全
然
発
見
で
き
な
い
で
い
る
。

顧
憲
成
と
高
攀
龍
は
、
確
か
に
い
ず
れ
も
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
の
知
人
で
あ
る
郭
正
域
や
蔡
獻
臣
594
の
よ
う
な
友
人
を
介
し
て
宣

教
師
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
。
高
攀
龍
の
ほ
う
は
、
の
ち
に
北
京
で
の
個
人
的
な
観
察
に
よ
っ
て
宣
教
師
に
関
す
る
知
識
を
増
や
し
て

い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顧
憲
成
の
『
顧
端
文
公
遺
書
』
と
高
攀
龍
の
『
高
子
遺
書
』
に
宣
教
師
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
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楊
廷
●
が
洗
礼
前
に
草
創
期
の
東
林
書
院
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
例
外
と
し
て
595
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
東
林
書
院
と
の
間
に
い

か
な
る
関
係
も
わ
た
く
し
は
見
出
せ
な
い
。
バ
ル
ト
リ
に
よ
れ
ば
李
之
藻
、
徐
光
啓
と
楊
廷
●
の
活
躍
の
場
で
あ
っ
た
様
々
な
書
院
、

お
よ
び
こ
れ
ら
の
書
院
と
東
林
書
院
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
情
報
は
い
さ
さ
か
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
東
林
党
と
の
関
係
に
関
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
言
う
こ
と
は
充
分
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
宣
教
師

の
最
良
の
友
人
の
う
ち
の
幾
人
か
は
東
林
党
に
属
し
て
い
た
こ
と
、
彼
を
最
も
脅
か
す
敵
は
東
林
派
官
僚
の
敵
対
者
で
あ
っ
た
こ
と
、

こ
う
し
た
、
ま
た
他
の
理
由
に
よ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
官
僚
は
東
林
派
に
共
感
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
内
閣
大
学
士
首
輔
（
一
六
〇
八
年

か
ら
一
六
一
四
年
、
な
ら
び
に
一
六
二
一
年
か
ら
一
六
二
四
年
）

(

7)

の
葉
向
高
は
、
東
林
派
官
僚
人
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
宣

教
師
の
保
護
者
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
は
実
際
は
教
会
の
門
を
く
ぐ
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
対
し
て
か
な
り
好

意
的
な
態
度
を
示
し
た
。

他
方
、
一
六
一
六
年
に
南
京
に
お
い
て
、
宣
教
師
と
彼
ら
の
活
動
に
対
し
て
容
赦
な
い
弾
圧
を
開
始
し
た
沈
●
（
一
五
九
二
年
の
進

士
、
一
六
二
三
年
死
去
）
は
東
林
党
の
敵
で
あ
っ
た
し
、
同
僚
に
あ
た
る
首
輔
（
一
六
一
四
年
か
ら
一
六
二
〇
年
）

(

8)

で
、
東
林
党
の
対

立
者
に
味
方
し
た
方
從
哲
を
支
え
た
。
沈
●
は
一
六
二
一
年
か
ら
一
六
二
二
年
ま
で
内
閣
に
あ
っ
た
。
彼
は
内
閣
に
お
い
て
宦
官
魏
忠

賢
を
熱
烈
に
支
持
し
、
ま
た
徐
光
啓
と
李
之
藻
が
西
洋
の
大
砲
と
砲
手
を
遼
東
の
不
安
定
な
前
線
に
配
備
し
よ
う
し
た
こ
と
に
反
対
し

た
596
。『
明
史
紀
事
本
末
』
は
、
一
六
二
二
年
に
い
わ
ゆ
る
「
紅
丸
」、「
移
宮
」

(

9)

事
件
へ
の
方
從
哲
の
対
応
ぶ
り
が
問
題
で
あ
る
と
し

て
、
方
從
哲
を
弾
劾
し
た
東
林
派
官
僚
の
中
に
李
之
藻
の
名
を
挙
げ
て
い
る
597
。

徐
光
啓
は
、
東
林
派
官
僚
の
追
放
の
犠
牲
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
悪
名
高
き
追
従
者
の
智
●
が
一
六
二
五
年
に
非
難
さ
れ
る
と
、
彼

は
役
職
を
奪
わ
れ
自
宅
に
引
き
こ
も
っ
た
598
。
李
之
藻
は
一
六
二
三
年
に
公
職
か
ら
引
退
し
て
い
た
の
で
処
罰
は
免
れ
た
よ
う
で
あ
る

599
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
誰
も
一
六
二
六
年
の
始
め
に
公
表
さ
れ
た
公
式
の
追
放
者
名
簿
で
あ
る
『
東
林
党
人
榜
』

(

10)

に
は
名
を
列
ね
な
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か
っ
た
。
た
だ
李
之
藻
が
、
後
に
瞿
式
耜
が
私
的
な
東
林
党
の
名
簿
の
一
つ
に
名
を
載
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
600
。

葉
向
高
お
よ
び
他
の
東
林
派
官
僚
と
カ
ト
リ
ッ
ク
官
僚
お
よ
び
宣
教
師
と
の
間
に
生
じ
た
友
好
的
な
関
係
が
東
林
派
仲
間
の
多
く
が

教
会
に
対
し
て
、
友
好
的
な
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
中
立
的
な
態
度
を
取
ら
せ
る
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
相
当
程
度
有
り
得
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
」
東
林
派
の
面
々
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
対
し
て
強
く
魅
か
れ
た
と

い
う
バ
ル
ト
リ
の
記
述
は
、
楽
観
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
印
象
を
抱
く
。
も
ち
ろ
ん
、（
と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
「
南
京
教
難
」
以
前
に
は
）

多
く
の
儒
教
徒
が
原
初
の
儒
教
は
大
き
く
見
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
重
な
る
と
い
う
点
で
、
リ
ッ
チ
と
意
見
の
一
致
を
見
て
い
る
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
北
京
の
首
善
書
院
の
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
有
名
な
儒
教
徒
で
あ
る
鄒
元
標
（
一
五
五
一
年
―
一

六
二
四
年
）
の
返
書
が
こ
う
し
た
見
解
の
典
型
で
あ
る
。
彼
は
リ
ッ
チ
の
「
兄
弟
」
が
「
天
主
学
」
を
中
国
に
広
め
よ
う
と
す
る
努
力

を
称
え
、
そ
の
教
義
は
「
わ
が
国
の
聖
賢
の
言
葉
」
と
異
な
ら
ず
、
ま
た
両
者
の
わ
ず
か
の
差
異
は
慣
習
（
習
尚
）
の
結
果
に
過
ぎ
な

い
と
述
べ
る
601
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
儒
教
徒
が
外
国
か
ら
来
た
儒
教
の
競
争
相
手
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
親
近
感
を
覚
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え

ば
、
最
も
尊
敬
さ
れ
た
東
林
派
官
僚
の
一
人
で
あ
り
鄒
元
標
と
同
じ
く
首
善
書
院
の
創
設
者
で
あ
っ
た
馮
從
吾
（
一
五
五
六
年
―
一
六

二
七
年
）
は
、
断
固
と
し
て
外
国
の
教
義
を
拒
否
し
て
い
る
。
一
六
二
一
年
か
ら
一
六
二
二
年
の
間
に
書
か
れ
た
彼
の
『
都
門
語
録
』

602
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

あ
る
人
が
、「
リ
ッ
チ
の
天
主
の
説
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。
わ
た
く
し
は
、「
道
の
大
本
が
天
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
た
ち
儒
教
徒
の
教
え
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
天
を
主
と
見
な
さ
な
い
」
な
ど
と
は

ど
う
し
て
言
え
ま
し
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
わ
た
し
た
ち
は
堯
と
舜
の
遺
産
を
受
け
継
ぎ
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
（
祖

述
堯
舜
）
こ
と
を
し
な
い
で
、
た
だ
天
だ
け
に
言
及
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
ば
わ
た
し
た
ち
は
孔
子
の
跡
に
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倣
い
た
い
か
ら
で
す
603
。
堯
と
舜
の
遺
産
を
受
け
継
ぎ
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
ま
さ
し
く
天
を
敬
う
方
法
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
堯
と
舜
、
孔
子
と
孟
子
を
打
ち
捨
て
て
天
主
だ
け
を
取
り
上
げ
ま
す
。
―
―
彼
ら
は
天
子
を
押
え

て
（
天
子
の
名
に
お
い
て
）
封
建
領
主
に
命
令
を
発
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
命
令
は
わ
た
し
た
ち
の
教
義
に
お
い
て
は
（
曹
）
操
と

（
王
）
莽
の
教
え
と
な
り
ま
す
。
こ
の
世
に
そ
の
よ
う
な
無
法
な
人
々
が
い
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
人
間
は
処
刑
さ
れ
、
彼
ら
の

書
い
た
書
物
は
焼
か
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
彼
ら
の
誤
っ
た
教
え
が
人
々
の
間
に
根
づ
く
こ
と
を
恐
れ
ま
す
。
ま
し
て
、
況
や
そ
の

よ
う
な
教
え
を
広
め
る
こ
と
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
し
ょ
う
か
。「
知
天
」、「
事
天
」、「
畏
天
」
と
言
い
ま
す
が
、

（
そ
の
よ
う
な
重
要
な
原
則
を
持
っ
た
）
わ
た
し
た
ち
儒
教
徒
が
、
ど
う
し
て
天
を
主
と
見
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
ら
の
人
々
〔
リ
ッ
チ
た
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
〕
は
た
だ
軽
薄
に
も
わ
た
し
た
ち
の
教
え
と
の
違
い
を
追
求
し
て
い

る
だ
け
な
の
で
す
。
張
子
604
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
道
は
そ
れ
自
身
で
充
分
で
あ
る
。
他
に
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
探
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
も
ま
た
、「
わ
た
し
た
ち
の
道
は
そ
れ
自
身
、
完
全
（
精
）
で
す
。
他

に
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
言
う
も
の
で
す
。

馮
從
吾
の
よ
う
な
著
名
な
講
学
の
師
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
間
違
い
な
く
共
感
を
可
能
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

―
―
そ
れ
は
外
国
の
教
義
に
敵
対
的
な
東
林
党
の
面
々
に
よ
っ
て
崇
禎
年
間
に
著
わ
さ
れ
た
二
編
の
文
章
か
ら
窺
え
る
。
そ
の
二
編

は
一
六
三
九
年
に
徐
昌
治
605
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
反
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
関
係
の
論
文
集
、『
破
邪
集
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

一
編
は
、
一
六
三
二
年
に
福
建
に
僉
都
御
史
と
し
て
赴
任
し
た
鄒
維
●
606
（
一
六
〇
七
年
の
進
士
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
激
越
な
調
子

の
文
章
で
あ
り
、
も
う
一
編
は
巡
海
道
で
あ
っ
た
施
邦
曜
（
一
五
八
五
年
―
一
六
四
四
年
）
607
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
一
六
三
七
年
付
け

の
布
告
で
あ
り
、
そ
れ
は
住
民
が
外
国
の
宗
教
に
入
ら
な
い
よ
う
に
警
告
す
る
文
章
で
あ
っ
た
608
。

バ
ル
ト
リ
の
文
章
に
触
発
さ
れ
、
べ
ル
ナ
ー
ル
は
上
記
の
彼
の
論
文
の
中
で
バ
ル
ト
リ
の
文
章
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
る
形
で
の
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若
干
の
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
翻
訳
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
バ
ル
ト
リ
の
テ
キ
ス
ト
の
書
き
換
え
は
、「
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
博
士
た
ち
」
が
東
林
書
院
に
関
係
す
る
他
の
書
院
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
あ
た
か
も
東
林
書
院
自
身
の
会
合
を
時
折
主
宰

し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
609
。
彼
は
そ
の
文
章
か
ら
、「
彼
の
（
す
な
わ
ち
、
リ
ッ
チ
の
）
忠
実
な
弟
子
た
ち
は
東
林
派
、
す

な
わ
ち
無
錫
派
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」
610
と
結
論
づ
け
る
。
そ
し
て
、「（
東
林
派
の
）
最
後
の

代
表
者
は
明
国
か
ら
逃
走
し
、
日
本
に
渡
っ
て
王
陽
明
の
思
想
を
普
及
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
彼
ら
の
余
儀
な
く
課
せ
ら
れ
た

閑
暇
を
漢
の
古
代
の
経
典
本
文
へ
の
回
帰
に
集
中
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
611
と
あ
る
よ
う
に
、
東
林
派
は
の
ち
に
〔
清
代
〕
漢
学
派
〔
考

証
学
〕
を
誕
生
さ
せ
た
と
考
え
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
東
林
派
は
後
半
の
活
動
に
お
い
て
、
中
国
の
古
典
の
解
釈
を
注
釈
よ
り
は
む
し

ろ
じ
か
に
経
典
本
文
に
依
拠
し
た
リ
ッ
チ
に
影
響
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
述
べ
る
。
彼
は
「
こ
の
よ
う
に
し
て
中
国
の
学
者
に
示
さ

れ
た
聖
書
釈
義
学
の
方
法
の
絶
対
的
に
革
命
的
な
性
格
」
612
を
取
り
上
げ
る
。
科
学
的
方
法
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
影
響
に
加
え
て
、

彼
は
思
想
の
分
野
に
お
け
る
他
の
影
響
を
認
め
る
。

明
代
と
清
代
の
孔
子
学
派
へ
の
西
洋
思
想
の
あ
る
種
の
浸
透
は
、
あ
り
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
製
図
法
や
暦
法
同
様
に
、

新
漢
学
思
想
は
中
西
の
協
力
の
賜
物
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
影
響
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
と
っ
て
、「
新
漢

学
派
の
す
べ
て
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
学
者
―
―
と
り
わ
け
東
林
派
に
敵
対
的
な
学
派
さ
え
も
含
め
て
―
―
が
、
イ
エ
ズ
ス

会
士
に
よ
っ
て
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
数
学
と
い
う
学
問
体
系
を
通
過
し
た
こ
と
も
ま
た
確
実
で
あ
る
」
613
以
上
、
一
層
あ
り
得
べ
き

こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

西
洋
思
想
の
観
念
が
東
林
派
の
思
想
に
広
く
伝
わ
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
東
林
派
の
思
想
が
〔
清
代
の
〕
漢
学
派
の
起
源

に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
わ
た
く
し
は
実
証
で
き
な
い
で
い
る
。
東
林
書
院
と
は
結
び
つ

き
の
な
い
東
林
党
の
面
々
が
西
洋
の
観
念
に
影
響
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
漢
学
の
起
源
に
影
響
力
を
行
使
し
た
か
ど
う
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か
と
い
う
問
い
は
、
こ
こ
で
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
直
接
の
関
心
事
項
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
く
し
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
が

示
唆
し
た
こ
と
が
ら
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
感
想
と
し
て
述
べ
て
み
た
い
。
わ
た
く
し
は
古
典
の
経
典
本
文
に
直
接
依
拠
す

る
と
い
う
リ
ッ
チ
の
方
法
が
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
そ
う
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
新
奇
で
あ
り
、
あ
る
い
は
漢
学
の
起
源
に
と
り

わ
け
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
確
証
は
持
て
な
い
。
古
典
を
自
分
の
見
解
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
注
釈
を
す
べ
て
捨
て
去
っ
た
焦

●
や
管
志
道
614
の
よ
う
な
過
激
な
人
物
の
著
作
は
言
う
に
及
ば
ず
、
古
典
の
経
典
本
文
そ
の
も
の
に
回
帰
す
る
こ
と
を
常
と
し
た
陳
第

（
一
五
四
一
年
―
一
六
一
七
年
）
615
の
よ
う
な
学
者
の
著
作
も
折
に
触
れ
て
読
ま
れ
知
ら
れ
て
い
る
。
陳
第
は
朱
子
の
注
釈
と
そ
の
学

派
の
権
威
を
拒
否
し
た
―
―
リ
ッ
チ
の
方
法
の
本
質
も
注
釈
の
拒
否
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
―
―
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
陳
第
だ

け
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
こ
こ
で
は
思
想
的
に
東
林
派
に
属
す
る
学
者
と
し
て
二
名
だ
け
挙
げ
る
に
と
ど
ま
る

が
、
錢
一
本
と
孫
愼
行
な
ど
は
古
典
に
お
け
る
「
性
」
と
い
う
語
の
朱
子
の
解
釈
616
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
。
宋
学
の
拒
否
は
〔
清

朝
〕
漢
学
の
誕
生
に
与
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
要
因
の
一
つ
で
し
か
な
か
っ
た
。
古
代
に
よ
り
近
い
と
い
う
意
味
で
、
一
層
信
頼
の
置
け
る

漢
代
の
注
釈
の
体
系
的
な
探
索
は
、
同
様
に
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
顧
炎
武
（
一
六
一
三
年
―
一
六
八
二
年
）、
胡
渭
（
一
六

三
三
年
―
一
七
一
四
年
）、
閻
若
●
（
一
六
三
六
年
―
一
七
〇
四
年
）
617
や
そ
の
他
の
学
者
、
そ
し
て
彼
ら
よ
り
以
前
に
お
い
て
す
ら
、

リ
ッ
チ
の
同
時
代
人
で
あ
る
陳
第
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
た
文
献
学
的
で
歴
史
的
な
比
較
帰
納
法
も
、
ま
た
同
様
に
極
め
て
重
要
で
あ
っ

た
。
こ
の
陳
第
は
『
詩
経
』
の
韻
を
再
現
す
る
た
め
に
帰
納
的
な
方
法
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
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原
注

585

B
ulletin

of
the

C
atholic

U
niversity

of
P

eking,N
o.8,D

ec.1931,67-73.

586

L
a

C
ina,terza

parte
dell'A

sia.

わ
た
く
し
は
一
八
五
九
年
の
ナ
ポ
リ
版
を
使
用
し
た
。

587

W
u-hsi

〔
無
錫
〕.

588

李
之
藻
、
徐
光
啓
、
楊
廷
●
。

589

バ
ル
ト
リ
、
前
掲
書
、
第
六
巻
〔
第
一
八
巻
あ
る
い
は
第
四
冊
の
誤
り
で
あ
ろ
う
〕、
六
一
―
七
〇
頁
。

590

『
明
史
』「
楊
漣
伝
」、
巻
二
四
四
、
七
六
八
〇
頁
／
一
段

(

11)

。

591

〔
ブ
ッ
シ
ュ
「
東
林
書
院
と
そ
の
政
治
的
及
び
思
想
的
意
義
」、M

onum
enta

Serica,V
ol.14

〕
七
四
頁
参
照

(

12)

。

592

〔M
onum

enta
Serica,V

ol.14

〕
四
四
頁
参
照

(

13)

。

593

〔M
onum

enta
Serica,V

ol.14

〕
六
二
頁
参
照

(
14)
。

594

郭
正
域
に
関
し
て
は
、F

ontiR
icciane,N

o.533
〔V

ol.2,p.43,n.1

に
は
、"E

gliriem
piva

precisam
ente

questa
carica

quando
nelfebbraio

1599
ando

a
far

visita
al

R
icci

in
N

anchino"

と
い
う
一
節
が
あ
る
〕,

N
o.620

〔V
ol.2,

p.158

〕。
蔡
獻
臣
（"Z

ai
H

iuthai"

）
に
つ
い

て
は
、
同
書N
o.602ff.

〔V
ol.2,pp.136-137,n.3

〕。

595

〔M
onum

enta
Serica,V

ol.14

〕
四
三
頁
、152

参
照

(

15)

。

596

陳
垣
「
李
之
藻
伝
」、『
国
学
月
刊
』
第
一
巻
、
第
三
号
、
一
九
二
六
年

(
16)

。

597

『
明
史
紀
事
本
末
』
巻
六
八
〔「
三
案
」〕、
第
二
部

(

17)

。

598

こ
の
点
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
リ
は
『
明
史
』
巻
二
五
一
の
「
徐
光
啓
伝
」、
七
六
九
九
頁
／
一
段
〔
中
華
書
局
本
『
明
史
』
二
一
冊
、
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六
四
九
三
―
六
四
九
五
頁
〕
の
記
述
（
一
六
二
五
年
）、「
魏
忠
賢
党
智
●
劾
之
、
落
職
間
住
」（
六
四
九
三
頁
）
と
正
確
に
符
合
す
る

(

18)

。

599
F

onti
R

icciane,V
ol.2,p.170,n.

〔3

〕

(

19)

.
600

李
之
藻
の
名
前
は
「
盗
柄
東
林
夥
」

(

20)

の
名
簿
に
現
れ
る
。『
酌
中
志
余
』
の
版
（
巻
上
、
四
四
葉
表
）
参
照

(

21)

。

601

『（
鄒
子
）
願
学
集
』〔
出
版
時
期
に
関
す
る
記
述
な
し
。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
巻
三
上
、
四
四
葉
表

(

22)

〕
参
照

(

23)

。『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』

巻
一
七
二
、
三
六
九
二
頁
〔
商
務
印
書
館
、
一
九
三
三
年
版
。
数
字
は
商
務
印
書
館
本
の
頁
数
〕
に
よ
れ
ば
、
原
版
は
一
六
一
九
年

以
前
に
出
版
さ
れ
た

(
24)

。

602

『
馮
少
墟
集
』（
一
六
七
三
年
の
再
版
）『
続
集
』
巻
一
五
、
一
一
葉
表
裏
参
照

(

25)

。

603

『
中
庸
』
第
三
〇
章
第
一
節;

L
egge,

C
lassics

I,
427

〔T
he

C
hinese

C
lassics

w
ith

a
translation,

critical
and

exegenetical
notes

prolegom
ena,and

copious
indexes

by
Jam

es
L

egge,second
edition,reivised,V

ol.1,O
xford,1893

〕

(

26)

.

604

恐
ら
く
著
名
な
新
儒
学
の
学
者
で
あ
る
張
載
（
一
〇
二
〇
年
―
一
〇
七
七
年
）
を
指
す
で
あ
ろ
う

(

27)

。

605

F
onti

R
icciane,V

ol.2,p.84,n.6 (

28).

606

鄒
維
●
に
関
し
て
は
、『
明
史
』
巻
二
三
五
、
七
六
五
八
頁
／
四
段
〔
中
華
書
局
本
第
二
〇
冊
、
六
一
三
七
―
六
一
三
九
頁
〕
お
よ
び

『
東
林
列
伝
』
巻
一
九
、
五
―
九
葉
〔
明
文
書
局
本(
二)
、
二
三
一
―
二
三
九
頁
〕
を
参
照

(

29)

。

607

施
邦
曜
に
関
し
て
は
、『
明
史
』
巻
二
六
五
、
七
七
三
八
頁
／
三
段
〔
中
華
書
局
本
第
二
二
冊
、
六
八
五
一
―
六
八
五
二
頁
〕
お
よ
び

『
東
林
列
伝
』
巻
一
〇
、
一
―
四
葉
〔
明
文
書
局
本(

一)

、
四
九
三
―
四
九
八
頁
〕
参
照

(

30)

。

608

陳
垣
「
従
教
外
典
籍
見
明
末
清
初
之
天
主
教
」（B

ulletin
of

the
N

ational
L

ibrary
of

P
eiping,

V
ol.8,

N
o.2,

M
arch-A

pril

1934

〔『
国
立
北
平
図
書
館
刊
』
第
八
巻
、
第
二
号
、
一
九
三
四
年
三
・
四
月
、
下
編
、「
十
　
奉
教
之
熱
誠
」（
中
華
書
局
『
陳
垣
学
術
論
文
集
』

第
一
集
、
二
二
〇
―
二
二
一
頁
）〕

(

31)

。
陳
受
頤"T

he
E

arly
Jesuits'

C
onception

of
C

onfucianism
and

its
R

epercussins
in

C
hina",



141

K
uohsüe

chi-k'an

『
国
学
季
刊
』,V

ol.5,N
o.2,1935,pp.1-64 (

32)

。

609

ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
バ
ル
ト
リ
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
英
訳
し
て
い
る
。"A

few
years

before,
there

had
been

instituted
at

W
usih

a
fam

ous
academ

y
of

scholars
w

ho
uesd

to
m

eet
in

order
to

discuss
som

etim
es

m
oral

virtues,
at

other
tim

es
the

m
ost

appropriate
and

useful
m

eans
to

obtain
a

good
governm

ent
for

the
people.

A
ll

the
scholaras

of
any

renow
n

in
the

provinces
of

N
anking,

of
C

hekiang,
of

F
ukien,and

of
K

iangsi
form

ed
part

of
this

A
cadem

y.O
ur

C
hristian

D
octors,

L
eo

(
L

i
C

hih-tsao

〔
李
之
藻
〕),

P
aul

(
H

su
K

uang-ch'I

〔
徐
光
啓
〕,

and
M

ichael
(

Y
ang

T
'ing-chun

〔
楊
廷
●
〕)[sic]

w
ere

its

presidents
several

tim
es".H

enri
B

ernard,"W
hence

the
P

hilosophic
M

ovem
ent

at
the

C
lose

of
the

M
ing?",p.68.

610

同
ベ
ル
ナ
ー
ル
論
文
、
七
三
頁

(
33)

。

611

同
論
文
、
七
三
頁

(

34)

。

612

同
論
文
、
七
一
頁

(

35)

。

613

同
論
文
、
七
三
頁

(

36)

。

614

M
onum

enta
Serica,V

ol
.14,p.85 (

37).

615

陳
第
に
関
し
て
は
、
金
雲
銘
『
陳
第
年
譜
』、
福
州
、
福
建
大
学
、
一
九
四
六
年

(

38)

。
ま
た
、
前
掲
容
肇
祖
『
明
代
思
想
史
』
第
八

章

(

39)

。

616

M
onum

enta
Serica,V

ol.14,p.91ff.
(

40)

617

顧
炎
武
、
胡
渭
、
閻
若
●
に
関
し
て
は
、E

m
inent

C
hinese

of
the

C
h'ing

P
eriod

〔『
清
代
名
人
伝
略
』edited

by
A

rthru
W

.

H
um

m
el;

W
ashington,U

nited
S

tates
G

overnm
ent

P
rinting

O
ffice,V

ol.1,1943,vol.2,194

〕
参
照

(

41)

。
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訳
注

(
1)

"E
rasi

da
pochi

anni
addietro

instituita
in

V
usuie,città

presso
à

N
anchìn,

una
fam

osa
A

ccadem
ia

di
L

etterati,che
si

adunavano
a

ragionare
or

delle
virtù

m
orali,or

de'm
odi

più
acconci

ed
utili

al
buon

governo
de'popoli:e

n'era
ilpro

sìm
anifesto,e

la
fam

a
che

ne
correva

sì
gloriosa,che

in
brieve

spazio
si

m
ultiplicò

in
altre

città;
e

gli
A

cadem
ici

di
tutte

insiem
e

si
avean

per
un

m
edesim

o
corpo;

nè
quasi

v'era
M

ondarino
di

nom
e

nelle
quattro

P
rovincie

dove
più

fioriscono
gl'ingegnie

glistudj,N
anchì-n,C

echìan,Fochièn,C
hiansì(

tutte
nella

parte
australe

della
C

ina
),

che
non

vi
fosse

ascritto.
I

D
ottori

nostri,L
ione,Paolo,M

ichele,presederono
in

alcune;
e

i
Padri

ne
com

m
endavano

l'instituto,per
lo

grand'
utile

che
ne

traeva
la

F
ede:

perochè
quasi

tutti
quegli

A
ccadem

ici
si

affezionavano
in

gran
m

aniera
alla

L
egge

cristiana,
la

quale
(

oltre
alle

divine
)

professa
e

insegna
quelle

m
edesim

e
virtù

m
orali,che

anche
èssi

prendevano
a

praticare:
anzi

noi
in

opere
più

illsutri,è
con

m
aniere

d'altro
più

nobile
insegnam

entò.C
osì

ogni
dì

più
dilatandosi,venne

a
fondarsi

una
di

queste
A

ccadem
ie

nella
C

orte
di

Pechìn;
e

per
lo

dove
adunarsi,

v'ebbe
in

abbondanza
danajo

ad
alzare

tutta
di

piantauna
fabrica

m
aestosa

e
bella,

l'uno
e

l'altro
a

m
araviglia;

e
conveniente

ad
essa

l'arredo,
con

che
addobarla;

cioè,
per

tutto
intorno

alle
m

ura,
tavole

di
bel

fondo,
con

fregi
d'ordo

al
lem

bo;
e

dentr,
in

lode
qual

d'una
e

qual
d'altra

virtù,
com

ponim
enti

di
èlevatissim

o
stile,

sì
com

e
d'uom

ini
in

professione
de

lettere
i

m
igliori

di
quell'età,

è
singolarente

del
C

olao
Iè,

cui
tutti

gli
altri

rispettavano
com

e
padre

e
m

aestro
".(

B
rescia,

L
ibro4,

pp.
66-67.

1838
).

葉
向
高
は
、
首
善
書
院
に
関
し
て
「
新
建
首
善
書
院
記
」
と
い
う
文

章
を
記
し
て
い
る
（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
蒼
霞
余
草
』
巻
二
、
一
葉
表
―

三
葉
裏
）。

(

2)
"O

r
di

questa
A

ccadem
ia

v'ebbe
un

gravissim
o

M
andarino,

che
tocco

parte
dal

zelo
del

ben
com

une,
parte

della
vergogna

d'un
sì

publico
vitupero,com

'era,che
un

ignorante
E

unuco
avesse

eglisolo
in

capo
la

m
achina

che
non

vi
capiva,

......
presento

al
R

e
un

m
em

oraiale,...;"
(

idem
,p.68

).
(

3)
"ivi

consueta
usarsi,

quando
le

proposte
non

piacciono;
e

in
tal

m
odo,punir

nell'onore
il

M
andarino,non

degnando
rispondergli."

(
idem

,p.68
).

(

4)
"C

on
ciò

tutta
Pechìn

fu
divisa

in
due

parti,
e

vi
si

rizzo
una

C
ontraccadem

ia,
intitolata

del
S

ettentrione,
all'

aposto
dell'altra

ch'era
del

M
ezzodì,

per
cagion

delle
parti

dove
si

erano
istituìte."

(
idem

,p.72
).

(

5)
T

ra'degradati
in

Pechìn,
son

da
raccordarsi

i
D

ottori
Paolo

e
M

ich
ele;

n
è

altro
era

d
a

sp
erarsi

d
i

d
u

e
m

an
ten

ito
ri

d
ella

perseguitata
A

ccadem
ia."

(
idem

,p.73
).

(

6)
"

N
oi,

per
la

stessa
cagione

dell'A
ccadem

ia
sì

favorale
alla

dottrina
della

L
egge

cristiana,
fum

m
o

in
su

lo
sdrucciolo

all'ingiù;
è

con
dietro

à
sospingerci

una
calca

di
nem

ici
Idolatri,chi

con
libri

in
istm

pa,
chi

con
m

em
oriali

al
R

e;
e

con
sì

pochi
am

ici
al

cui
patrocinio

ricorrere
per

difesa,......"
(

idem
,p.74

).
(

7)
『
明
史
』
巻
一
一
〇
の
「
宰
輔
年
表
二
」
に
よ
れ
ば
、
葉
向
高
が

首
輔
で
あ
っ
た
の
は
、
一
六
一
三
年
か
ら
一
六
一
四
年
、
な
ら
び
に
一

六
二
一
年
か
ら
一
六
二
四
で
あ
る
（
中
華
書
局
本
、
第
一
一
冊
、
三
三
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七
五
、
三
三
七
七
、
三
三
七
九
頁
）。

(

8)
『
明
史
』
巻
一
一
〇
の
「
宰
輔
年
表
二
」
に
よ
れ
ば
、
方
從
哲
が

首
輔
で
あ
っ
た
の
は
一
六
一
五
年
か
ら
一
六
二
〇
年
で
あ
る
（
中
華
書

局
本
、
第
一
一
冊
、
三
三
七
六
頁
）。

(

9)

「
梃
撃
」
を
含
め
て
こ
れ
ら
を
「
三
案
」
と
い
う
。「
紅
丸
」
と
は
、

「〔
一
六
〕
二
〇
年
…
…
泰
昌
帝
の
即
位
後
、
…
…
李
可
灼
の
す
す
め
た

紅
丸
を
の
ん
で
急
死
し
た
。
そ
こ
で
東
林
派
の
楊
漣
・
左
光
斗
や
高
攀

竜
ら
が
、
…
…
李
ら
を
弾
劾
し
た
」
事
件
で
あ
り
、「
移
宮
」
と
は

「
楊
漣
ら
は
皇
長
子
を
奪
回
し
て
慈
慶
宮
に
移
し
、
…
…
皇
長
子
を
即

位
さ
せ
た
」
事
件
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
は
「
魏
忠
賢
ら
の
内

官
派
に
よ
る
政
権
の
掌
握
に
対
し
、
東
林
派
が
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と

し
た
も
の
」
で
あ
っ
た
（
東
京
創
元
社
『
新
編
東
洋
史
辞
典
』、
三
四

二
頁
）。

(

10)

小
野
和
子
『
明
季
党
社
考
』（
同
朋
社
、
一
九
九
六
年
）「
東
林
党

関
係
者
一
覧
」
に
よ
れ
ば
、「
東
林
党
人
榜
」
と
は
、
一
六
二
五
年
一

二
月
、「
閹
党
の
盧
承
欽
の
上
奏
に
よ
っ
て
、
処
分
の
対
象
と
な
る
べ

き
東
林
党
三
〇
九
人
の
姓
名
を
公
布
し
た
も
の
」（
二
五
頁
）
で
あ
る
。

(

11)

一
七
三
九
年
武
英
殿
刊
本
の
復
刻
本
で
あ
る
開
明
書
店
発
行
（
一

九
三
四
年
の
序
）
の
『
二
十
五
史
』
の
頁
数
と
段
数
を
示
す
。
以
下
同

じ
。
中
華
書
局
本
『
明
史
』
第
二
一
冊
、
六
三
一
九
―
六
三
二
九
頁
が

対
応
す
る
。
そ
の
中
に
は
「
其
党
王
体
乾
及
客
氏
力
為
保
持
、
遂
令
魏

広
微
調
旨
切
責
漣
」（
六
三
二
八
頁
）
と
あ
る
。
ブ
ッ
シ
ュ
の
述
べ
る

よ
う
に
、
天
啓
帝
が
楊
漣
の
上
疏
に
答
え
た
の
で
は
な
く
、
魏
忠
賢
一

派
が
魏
廣
微
に
偽
り
の
勅
諭
を
書
か
せ
て
楊
漣
を
責
め
た
の
が
真
相
に

近
い
で
あ
ろ
う
。

(

12)
M

onum
enta

Serica,
V

ol.
14

、
七
四
頁
、「
東
林
書
院
と
実
際
に
関

係
し
た
こ
れ
ら
の
幾
人
か
の
学
者
〔
顧
憲
成
、
高
攀
龍
、
錢
一
本
、
孫

愼
行
、
顧
允
成
、
史
孟
麟
、
劉
永
澄
、
薛
敷
教
、
葉
茂
才
、
許
世
●
、

耿
橘
、
劉
元
珍
、
呉
桂
森
、
呉
鐘
巒
、
華
允
誠
、
陳
龍
正
等
〕
に
加
え

て
、
黄
宗
羲
は
彼
の
父
で
あ
り
、
東
林
党
の
著
名
な
一
員
で
あ
る
黄
尊

素
（
一
五
八
五
―
一
六
二
六
）
の
名
前
を
加
え
た
。
し
か
し
、
黄
尊
素

が
東
林
書
院
に
出
か
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

ま
た
概
し
て
講
学
を
ほ
と
ん
ど
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
306
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
黄
尊
素
は
高
攀
龍
と
劉
宗
周
と
い
う
時
代
の
傑
出
し
た
儒

教
徒
の
二
人
と
良
い
関
係
に
あ
り
、
社
会
に
対
す
る
責
任
を
重
視
す
る

彼
の
道
徳
観
は
307
、
顧
憲
成
と
そ
の
友
人
の
道
徳
観
に
近
い
も
の
が
あ

っ
た
308
」。

同
頁
脚
注
部
分

306

黄
宗
羲
は
自
分
の
父
親
が
講
学
に
一
度
も
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
、

お
よ
び
彼
が
北
京
に
首
善
書
院
を
建
設
し
た
年
長
の
友
人
鄒
元
標
に

対
し
て
、
首
善
書
院
で
の
講
学
は
善
人
と
悪
人
の
入
れ
乱
れ
た
集
ま

り
で
あ
り
、
講
学
が
良
い
統
治
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
疑
わ
し

い
こ
と
を
語
っ
た
（『
明
儒
学
案
』
巻
六
二
、
東
林
学
案
四
、
一
九

三
九
年
商
務
書
館
本
第
五
版
、
第
一
二
冊
、
一
八
―
一
九
頁
。〔
中

華
書
局
本
下
、
一
四
八
九
頁
〕。『
明
史
』
巻
二
四
五
、
七
九
八
四

頁
／
二
段
〔
中
華
書
局
本
第
二
一
冊
、
六
三
六
三
頁
〕
に
よ
れ
ば
、

黄
尊
素
は
「
首
都
は
哲
学
研
究
の
た
め
の
土
地
で
は
な
い
（
都
門
非

講
学
地
）」
と
述
べ
、
内
閣
大
学
士
徐
階
が
一
五
五
三
年
か
ら
一
五

五
四
年
の
間
に
北
京
で
講
学
を
推
進
し
た
こ
と
に
よ
り
、
激
し
い
批

判
が
触
発
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
鄒
元
標
に
講
学
を
や
め
る
よ
う

に
勧
め
た
が
、
失
敗
し
た
。

307

『
明
儒
学
案
』
巻
六
一
、
第
一
二
冊
、
一
九
頁
〔
中
華
書
局
本
下
、

一
四
八
九
―
一
四
九
〇
頁
〕。

308

黄
尊
素
は
周
順
昌
と
そ
の
受
難
の
仲
間
と
獄
死
す
る
前
に
講
学
の

時
を
持
っ
た
（『
東
林
列
伝
』
巻
四
、
一
四
葉
表
〔
明
文
書
局
本

(

一)

〕）。
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ハインリッヒ・ブッシュの「東林書院とカトリック教会」
(

13)
M

onum
enta

Serica,
V

ol.
14

、
四
三
―
四
五
頁
、「
東
林
書
院
で
の

集
ま
り
に
定
期
的
に
出
席
し
、
言
わ
ば
「
内
輪
」（inner

circles

）
を
形

成
し
た
最
も
重
要
な
人
物
は
無
錫
と
近
隣
の
地
区
出
身
で
、
そ
の
多
く

は
罷
免
さ
れ
た
役
人
で
構
成
さ
れ
る
「
正
義
派
」（righteous

circles

）

の
面
々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
重
要
な
人
物
の
う
ち
と
り
わ
け
目
だ
っ

た
者
は
、
東
林
書
院
の
建
設
に
貢
献
し
た
者
に
加
え
て
、
武
進
出
身
の

薛
敷
教
（
一
六
一
三
年
卒
。
五
九
歳
）、
孫
愼
行
（
一
五
六
五
―
一
六

三
六
年
）、
宜
興
出
身
の
張
納
陛
（
一
六
〇
九
年
卒
）、
金
壇
の
数
あ
る

名
門
の
一
つ
の
出
で
あ
る
于
孔
兼
（
一
六
一
三
年
卒
）
で
あ
っ
た
156
。

無
錫
に
東
林
書
院
が
建
設
さ
れ
た
直
後
の
数
年
間
に
、
そ
れ
に
な
ら
っ

て
近
隣
地
区
に
幾
つ
か
の
書
院
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
内

輪
」
の
会
員
の
主
導
や
彼
ら
の
積
極
的
な
協
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

157
。
武
進
で
は
、
錢
一
本
が
知
県
の
歐
陽
東
鳳
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
先

賢
祠
と
結
ば
れ
て
い
る
経
正
堂
を
建
て
た
158
。
宜
興
で
は
、
史
孟
麟
が

私
財
を
用
い
て
明
道
書
院
を
建
て
た
159
。
金
壇
で
は
、
志
矩
堂
が
建
て

ら
れ
た
160
。
常
熟
で
は
、
一
六
〇
六
年
に
顧
憲
成
の
も
と
で
学
ん
だ
観

察
御
史
耿
橘
161
が
虞
山
書
院
を
復
興
し
た
〔
内
閣
文
庫
所
蔵
『
顧
端
公

文
集
』
巻
一
〇
「
虞
山
書
院
記
」
に
は
、
建
設
協
力
者
と
し
て
東
林
書

院
同
様
、
周
孔
教
、
楊
廷
●
、
蔡
獻
臣
の
三
者
が
名
を
列
ね
て
い
る

（
九
葉
裏
、
一
〇
葉
表
）〕
162
。
東
林
書
院
は
、
こ
れ
ら
の
書
院
の
導
き

手
と
見
な
さ
れ
た
。
東
林
書
院
の
会
員
は
、
書
院
で
の
会
合
に
集
う
の

を
常
と
し
た
し
、
東
林
書
院
の
指
導
者
で
あ
る
顧
憲
成
は
し
ば
し
ば
書

院
の
大
会
に
招
待
さ
れ
、
大
会
を
主
宰
し
講
義
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら

の
講
義
は
大
抵
書
き
留
め
ら
れ
、
顧
憲
成
に
よ
っ
て
校
正
さ
れ
、
商
語

と
し
て
出
版
さ
れ
た
163
」。

同
頁
脚
注
部
分

156

〔
ブ
ッ
シ
ュ
「
東
林
書
院
と
そ
の
政
治
的
及
び
思
想
的
意
義
」
の
〕

附
録
〔
一
「
東
林
派
士
人
と
支
持
者
の
略
歴
（B

iographical
N

otes

on
M

em
bers

and
Friends

of
the

T
ung-lin

C
ircle

）」
一
三
四
―
一

五
六
頁
〕
に
収
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
人
物
の
生
涯
の
概
略
に
つ
い
て

記
さ
れ
た
箇
所
参
照
〔
薛
敷
教
は
一
三
九
―
一
四
〇
頁
、
孫
愼
行
は

一
四
九
―
一
五
一
頁
、
張
納
陛
は
一
三
四
―
一
三
五
頁
、
于
孔
兼
は

一
五
四
―
一
五
五
頁
〕。

157

新
設
さ
れ
た
書
院
が
『
明
儒
学
案
』
巻
五
八
、
第
一
一
冊
、
五
〇

頁
〔
中
華
書
局
本
下
、
一
三
七
七
頁
「
端
文
顧
●
陽
先
生
」〕
の
顧

憲
成
の
生
涯
に
関
す
る
記
述
の
中
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

158

『
明
儒
学
案
』
巻
五
九
、
第
一
一
冊
、
九
五
頁
〔
中
華
書
局
本
下
、

一
四
三
五
頁
「
御
史
錢
啓
新
先
生
一
本
」〕
に
よ
れ
ば
、
錢
一
本
が

書
院
を
建
て
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
東
林
列
伝
』
の
中
の
「
錢

一
本
伝
」（
巻
二
一
、
一
七
葉
表
〔
明
文
書
局
本(

二)

、
三
四
七
頁
〕

に
よ
れ
ば
、
歐
陽
東
鳳
が
建
て
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
東
林
列

伝
』
の
記
述
は
一
八
七
九
年
〔
湯
成
烈
等
纂
修
〕
の
『
武
進
陽
湖
県

志
』（
巻
一
八
、
五
三
葉
表
）
の
版
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

書
院
は
以
前
に
建
て
ら
れ
た
龍
城
書
院
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
て
お

り
、
経
正
堂
の
他
に
伝
是
堂
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
た
。

159

『
東
林
列
伝
』
巻
二
二
、
一
〇
葉
表
〔
明
文
書
局
本(

二)

、
三
八

七
頁
〕。

160

『
東
林
列
伝
』
巻
二
一
、
三
葉
表
〔
明
文
書
局
本(

二)

、
三
一
九

頁
〕
に
よ
れ
ば
、
志
矩
堂
は
于
孔
兼
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。

161

『
顧
端
文
公
年
譜
』
巻
三
、
一
二
葉
表
〔
東
洋
文
庫
所
蔵
顧
允
成

『
顧
端
文
公
遺
書
』
で
は
「
顧
端
文
公
年
譜
」
巻
四
と
な
っ
て
い
る
。

「
三
十
四
年
丙
午
五
十
七
歳
　
…
…
三
月
…
…
嘗
熟
令
耿
橘
来
問
学
。

公
以
耿
為
鄰
邑
父
母
、
却
其
贄
。
有
所
請
教
、
則
剖
示
切
直
、
儼
然

以
師
道
自
居
」（
一
二
葉
表
）。「
万
暦
三
四
年
、
顧
憲
成
五
七
歳
。

…
…
三
月
、
…
…
常
熟
知
県
の
耿
橘
が
顧
憲
成
公
を
訪
れ
、
教
え
を

請
う
た
。
し
か
し
憲
成
公
は
耿
橘
を
隣
里
の
父
母
と
し
て
敬
い
、
弟
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子
と
し
て
の
謝
礼
を
退
け
た
。
た
だ
尋
ね
ら
れ
る
と
ず
ば
り
と
答
え
、

あ
た
か
も
師
と
し
て
接
し
た
」
と
あ
り
、
一
六
〇
六
年
に
常
熟
の
知

県
耿
橘
が
顧
憲
成
を
訪
れ
彼
に
学
問
上
の
質
問
を
し
た
。
こ
の
文
を

も
っ
て
耿
橘
が
顧
憲
成
の
も
と
で
学
ん
だ
と
い
う
ブ
ッ
シ
ュ
の
記
述

は
、
些
か
言
い
過
ぎ
の
嫌
い
が
あ
ろ
う
。
こ
の
頃
か
ら
耿
橘
は
顧
憲

成
と
の
学
問
上
の
交
わ
り
を
開
始
し
、
翌
年
の
虞
山
書
院
の
設
立
後
、

耿
橘
は
顧
憲
成
を
講
学
の
師
と
し
て
招
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
顧
憲
成
の
「
虞
山
商
語
」
は
そ
の
成
果
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
〕。

162

『
明
儒
学
案
』
巻
六
〇
、
第
一
二
冊
、
一
二
葉
〔
耿
庭
懷
先
生
橘
、

中
華
書
局
本
下
冊
、
一
四
八
二
頁
〕。『
明
儒
学
案
』
巻
五
八
、
第
一

一
冊
、
五
〇
葉
〔
顧
憲
成
、
中
華
書
局
本
下
冊
、
一
三
七
七
頁
〕
に

は
、
書
院
の
名
前
は
文
学
書
院
と
し
て
出
て
い
る
。
一
六
八
七
年
、

錢
陸
燦
等
纂
集
の
『
常
熟
県
志
』
巻
四
、
二
三
葉
表
に
よ
れ
ば
、
耿

橘
は
従
来
の
書
院
を
再
建
し
、
そ
れ
に
虞
山
書
院
と
い
う
新
し
い
名

を
付
し
た
。
弦
歌
楼
と
呼
ば
れ
る
そ
の
孔
子
廟
に
は
、
聖
人
と
そ
の

仲
間
の
見
事
な
石
造
り
の
像
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
内
閣
文

庫
所
蔵
『
顧
端
文
公
集
』
巻
一
〇
に
よ
れ
ば
、
虞
山
書
院
の
設
立
に

は
周
孔
教
、
楊
廷
●
、
蔡
獻
臣
も
あ
ず
か
っ
て
い
る
（
九
葉
裏
、
一

〇
葉
表
、
一
二
葉
裏
―
一
三
葉
裏
）〕。

163

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
虞
山
商
語
は
三
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、

一
六
〇
六
年
の
二
回
の
大
会
と
一
六
〇
八
年
の
大
会
で
の
講
義
内
容

を
、
経
正
堂
商
語
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
一
六
〇
八
年
と
一
六

〇
九
年
の
大
会
で
の
講
義
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
記
す
。
ま
た
明
道
商
語

は
一
六
一
〇
年
の
、
志
矩
商
語
は
一
六
一
一
年
の
大
会
で
の
講
義
内

容
を
そ
れ
ぞ
れ
記
す
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
幾
年
に
も
わ
た
っ
た
東

林
商
語
、
一
六
〇
八
年
か
ら
の
嘉
興
〔
浙
江
の
嘉
興
で
は
な
く
江
西

の
吉
水
で
は
な
い
か
〕
に
あ
る
仁
文
書
院
で
の
議
論
で
あ
る
仁
文
商

語
、
同
年
の
南
岳
書
院
で
の
大
会
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
南
岳
商
語

等
が
あ
る
。
明
道
商
語
を
例
外
と
し
て
、
商
語
は
す
べ
て
『
顧
端
文

公
遺
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
〔
東
洋
文
庫
所
蔵
の
顧
允
成
『
顧
端

文
公
遺
書
』
明
〔
崇
禎
〕
刊
の
第
一
冊
に
、「
虞
山
商
語
」
三
巻
、

「
仁
文
商
語
」
一
巻
、「
経
正
堂
商
語
」
一
巻
、「
志
矩
堂
商
語
」
一

巻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
〕。

(

14)
M

om
unenta

Serica,
V

ol.
14

、
六
一
―
六
二
頁
、「
東
林
書
院
に
加

え
て
、
そ
れ
よ
り
知
名
度
の
低
い
新
儒
学
の
書
院
は
、
こ
の
年
月
の
間

に
東
林
党
の
強
み
で
あ
り
、
東
林
政
治
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
容
易
に
推

測
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
書
院
が
そ
の
性
格
上
、
東
林
書
院
運
動
の
目

的
に
共
鳴
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
新
儒
学
的
な
学
問
研
究
に
傾
倒

し
て
い
た
多
く
の
役
人
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
東
林
党
の
一
員
で
あ
っ
た

り
、
支
持
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
237
。
宮
廷
に
お
け
る
三
人
の
指
導
的

な
東
林
派
の
役
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
鄒
元
標
238
、
馮
從
吾
（
一
五
五
六

―
一
六
二
六
）
239
と
高
攀
龍
は
当
時
最
も
傑
出
し
た
新
儒
学
の
思
想
家

に
属
し
た
。
鄒
元
標
と
馮
從
吾
は
、
首
都
に
お
い
て
さ
え
「
講
学
」
の

方
式
を
導
入
し
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
壮
麗
な
首
善
書
院
を
建
て
た
の

で
あ
る
240
。
政
治
は
厳
し
く
そ
の
講
学
の
集
ま
り
か
ら
排
除
さ
れ
た
け

れ
ど
も
241
、
集
ま
り
に
出
席
し
た
役
人
集
団
は
大
体
東
林
党
に
与
す
る

者
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
」。

同
頁
脚
注
部
分

237

例
え
ば
、
曹
于
●
（
一
五
五
八
―
一
六
三
四
〔
巻
五
四
、
諸
儒
学

案
〕）
と
彼
の
友
人
の
馮
應
京
（
一
五
五
五
―
一
六
〇
六
〔
巻
二
四
、

江
右
王
門
学
案
〕）、
支
持
者
孟
化
鯉
（
一
五
四
五
―
一
五
九
七
〔
巻

二
九
、
北
方
王
門
学
案
〕）
と
孟
秋
（
一
五
二
五
―
一
五
八
九
〔
巻

二
九
、
北
方
王
門
学
案
〕）、
呂
維
祺
（
一
五
八
七
―
一
六
四
一
〔
巻

五
四
、
諸
儒
学
案
〕）、
鹿
善
継
（
一
五
七
五
―
一
六
三
六
〔
巻
五
四
、

諸
儒
学
案
〕）、
孫
奇
逢
（
一
五
八
五
―
一
六
七
五
〔
巻
五
七
、
諸
儒
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学
案
〕）。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
い
ず
れ
も
黄
宗
羲
の
『
明
儒
学
案
』

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
東
林
派
の
反
対
派
は

誰
一
人
『
明
儒
学
案
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
多
分
一
つ
の

主
張
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

238

『
明
史
』
巻
二
四
三
の
伝
記
〔
中
華
書
局
本
第
二
一
冊
、
六
三
〇

一
―
六
三
〇
六
頁
〕、『
明
儒
学
案
』
巻
二
三
の
伝
記
〔
中
華
書
局
本

上
冊
「
江
右
王
門
学
派
　
八
」、
五
三
三
―
五
三
六
頁
〕。

239

『
明
史
』
巻
二
四
三
の
伝
記
〔
中
華
書
局
本
第
二
一
冊
、
六
三
一

五
―
六
三
一
七
頁
〕、『
明
儒
学
案
』
巻
四
一
の
伝
記
〔
中
華
書
局
本

下
冊
、
九
八
四
―
九
八
五
頁
〕。

240

首
善
書
院
に
関
す
る
短
い
記
述
が
イ
エ
ズ
ス
会
士
バ
ル
ト
リ
（
一

六
〇
八
―
一
六
八
五
）
の
『
中
国
史
』（
ナ
ポ
リ
、
一
八
五
九
年
、

第
四
冊
、
第
一
部
、
六
二
頁
〔
訳
注(

１)

参
照
〕）
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。

241

『
馮
少
虚
集
』
第
一
六
冊
、「
都
門
語
録
」
五
〇
葉
表
裏
〔
内
閣
文

庫
所
蔵
『
馮
少
虚
続
集
』
巻
三
、
五
〇
葉
表
裏
〕。

(

15)
M

onum
enta

Serica,
V

ol.
14

、
四
二
―
四
三
頁
、「
新
た
に
設
立
さ

れ
た
東
林
書
院
は
、
地
域
と
省
の
レ
ベ
ル
の
権
威
か
ら
好
意
を
も
っ
て

見
ら
れ
た
。
巡
撫
周
孔
教
自
身
、
多
く
の
役
人
を
引
き
連
れ
て
足
し
げ

く
大
会
に
出
席
し
て
い
る
。
彼
は
顧
憲
成
と
高
攀
龍
と
交
友
関
係
に
あ

っ
た
。
彼
は
頻
繁
に
顧
と
高
と
相
談
の
時
を
持
ち
、「
上
疏
」
の
草
案

を
彼
ら
に
書
き
送
っ
た
152
」。

四
二
―
四
三
頁
部
分
脚
注

152

周
孔
教
の
伝
記
は
『
東
林
書
院
志
』（
巻
九
、
四
二
葉
〔
高
世
泰

「
周
懷
魯
先
生
伝
」、
●
承
祖
等
撰
（
一
七
三
三
年
刊
）
劉
徳
麟
・
朱

慧
編
集
『
東
林
書
院
志
　
上
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
三
八

〇
―
三
八
一
頁
）〕
参
照
〔
小
野
和
子
『
明
季
党
社
考
』（
一
四
三
頁
）

は
、
他
に
『
東
林
列
伝
』
二
一
、『
神
宗
実
録
』
二
九
七
（
万
暦
二

四
年
（
一
五
九
六
年
）
五
月
丁
卯
）、
顧
憲
成
「
周
中
丞
疏
稿
序
」

を
挙
げ
る
。『
東
林
列
伝
』
に
は
「
与
顧
憲
成
、
高
攀
龍
為
石
交
、

毎
事
諮
詢
。
以
是
善
政
満
江
左
」（
明
文
書
局
本
（
一
）、
三
五
四
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
周
孔
教
は
東
林
派
の
領
袖
顧
憲
成
、
高
攀
龍
と
近

か
っ
た
。
ま
た
、
内
閣
文
庫
所
蔵
『
高
子
遺
書
』
に
は
周
孔
教
宛
て

の
書
簡
「
致
周
懷
魯
中
丞
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
（
巻
八
上
、
七
〇

葉
表
―
七
一
葉
裏
）、
一
六
〇
八
年
の
南
畿
水
害
へ
の
対
策
に
つ
い

て
周
孔
教
へ
の
助
言
が
記
さ
れ
、
善
政
を
期
待
さ
れ
そ
れ
に
応
え
得

る
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
る
〕。

『
東
林
書
院
志
』
に
は
、
周
孔
教
の
あ
と
に
つ
い
て
、
東
林
書
院

を
訪
れ
た
役
人
の
中
に
福
建
の
同
安
の
出
身
で
あ
る
観
察
蔡
獻
臣
の

名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
〔
中
華
書
局
本
上
、
三
八
〇
頁
〕。
彼
は
林

采
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
碑
文
（『
東
林
書
院
志
』
巻
一
五
、
一
二
葉

―
一
三
葉
〔「
重
建
道
南
祠
記
」、
中
華
書
局
本
下
、
六
〇
〇
―
六
〇

二
頁
〕）
に
、
道
南
祠
の
建
設
に
貢
献
し
た
人
物
の
一
人
「
観
察
同

安
蔡
公
虚
台
」
と
し
て
登
場
す
る
〔
中
華
書
局
本
下
、
六
〇
二
頁
に

は
、「
若
督
撫
中
丞
獲
鹿
曹
公
嗣
山
、
直
指
御
史
霊
寿
馬
公
起
●
、

督
学
御
史
余
姚
楊
公
意
白
、
備
兵
観
察
使
余
姚
鄒
公
龍
望
、
同
安
蔡

公
、
虚
台
太
府
潜
江
欧
楊
公
宜
諸
、
各
捐
俸
銭
以
佐
畚
●
、
費
金
三

百
七
十
有
奇
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
蔡
公
、
虚
台
太
府
」
は
「
蔡
公

虚
台
、
太
府
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
〕。
こ
れ
ら
の
資
料
は
リ
ッ
チ

の
伝
記
の
中
に
登
場
す
る"Z

aihiuthai"

の
資
料
（F

onti
R

icciane,
V

ol.
2,

N
o.

602sq.

〔pp.136-137.

耶
●
会
羅
馬
档
案
館
『
明
清
天
主

教
文
献
』
第
一
二
冊
、
艾
儒
略
『
大
西
西
泰
利
先
生
行
蹟
』
二
一
一

―
二
一
二
頁
に
「
蔡
と
呼
ぶ
福
建
出
身
の
役
人
で
こ
の
任
に
あ
っ
た

も
の
を
中
国
側
資
料
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
二
九
年
林
学
増
等
纂
修
『
同
安
県
志
（
二
）』

（
成
文
出
版
社
、
九
〇
九
―
九
一
〇
頁
）
巻
二
八
「
郷
賢
録
」
に
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「
蔡
獻
臣
…
…
遷
礼
部
主
客
郎
中
、
四
方
朝
貢
一
依
典
礼
」
と
あ
る
〕）、

お
よ
び
一
八
八
五
年
〔
一
八
八
六
年
重
刊
、
一
七
九
八
年
、
呉
堂
等

纂
集
。
ブ
ッ
シ
ュ
が
一
八
八
五
年
と
し
て
い
る
の
は
、
重
刊
の
四
つ

の
序
の
最
初
の
二
つ
が
一
八
八
五
年
だ
か
ら
で
あ
る
〕
の
『
同
安
県

志
』（
巻
二
一
、
三
五
葉
裏
―
三
六
葉
表
）
に
登
場
す
る
蔡
獻
臣
の

資
料
と
も
符
合
す
る
の
で
、
デ
リ
ア
がZ

aihiutai

を
蔡
獻
臣
に
暫
定

的
に
同
定
し
た
こ
と
（F

onti
R

icciane,V
ol.2,136,n.3.

デ
リ
ア
は

蔡
？
？

(

マ
マ)

が
黄
輝
の
友
人
と
い
う
こ
と
で
、
一
五
八
九
年
の
科
挙
の
同

期
に
蔡
杲
、
蔡
獻
臣
、
蔡
懋
賢
の
三
名
を
挙
げ
、
同
安
県
の
出
身
の

蔡
獻
臣
と
蔡
懋
賢
に
絞
り
、
蔡
獻
臣
が
軍
人
の
家
柄
で
あ
る
の
で
蔡

獻
臣
の
可
能
性
が
高
い
と
し
た
。
さ
ら
に
、
一
五
八
六
年
の
科
挙
に

同
県
出
身
で
軍
人
の
家
柄
の
蔡
守
愚
が
合
格
し
て
い
る
が
、
兄
弟
関

係
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
、「
蔡
？
？
」
を
蔡
獻
臣
と
推
定
す

る
。
蔡
獻
臣
は
一
六
〇
一
年
の
後
半
に
は
リ
ッ
チ
の
良
き
友
人
の
一

人
に
な
っ
た
と
す
る
）
は
正
し
い
こ
と
を
物
語
る
。

彼
は
獻
臣
と
い
う
名
と
と
も
に
、
蔡
虚
臺
と
い
う
形
で
も
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
彼
の
官
僚
と
し
て
の
経
歴
に
関
し
て
、
沈
徳
符
に
よ
っ

て
一
六
〇
六
年
に
書
か
れ
た
『
野
獲
編
』（
巻
四
、
三
七
葉
〔
中
華

書
局
本
『
万
暦
野
獲
編
』
上
冊
、
一
二
六
、
一
二
七
頁
「
蔡
虚
臺
弁

疏
」〕）
の
中
に
若
干
記
述
が
あ
る
〔
中
華
書
局
本
、
一
二
六
頁
〕。

沈
徳
符
は
、
蔡
獻
臣
が
郭
正
域
の
支
持
者
と
首
輔
の
沈
一
貫
の
支
持

者
と
の
間
で
闘
わ
さ
れ
た
、
楚
王
と
そ
の
親
族
に
関
す
る
論
争
（
楚

案
）
に
お
い
て
、
郭
正
域
の
側
に
立
っ
て
出
し
た
上
疏
を
引
用
し
て

い
る
〔
中
華
書
局
本
一
二
六
―
一
二
七
頁
。
ま
た
内
閣
文
庫
所
蔵

『
高
子
遺
書
』
巻
八
下
に
は
高
攀
龍
か
ら
の
返
書
「
荅
蔡
虚
臺
」
が

収
め
ら
れ
て
お
り
（
二
一
葉
表
裏
）、
正
義
派
官
僚
と
し
て
蔡
獻
臣

が
公
正
の
実
現
に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
蔡
獻
臣
が
東
林
派
に
近
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
〕。

―
一
六
一
一
年
に
故
郷
の
杭
州
で
洗
礼
を
受
け
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
史
で
は
「
ミ
カ
エ
ル
楊
博
士
」
と
し
て
知
ら
れ
る
楊
廷
●
（
一
五

五
七
―
一
六
二
七
年
、
一
五
九
二
年
の
進
士
）
も
、
ま
た
多
分
東
林

書
院
の
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
楊
廷
●
は
、
科
挙
の
座

師
孫
繼
皐
に
寄
付
を
依
頼
す
る
形
で
東
林
書
院
の
設
立
に
関
心
を
示

し
た
。
孫
繼
皐
は
、
顧
憲
成
の
門
人
で
、
一
五
七
四
年
に
第
一
位
で

進
士
に
合
格
し
、
吏
部
の
侍
郎
、
銓
事
に
ま
で
昇
進
し
た
。
楊
廷
●

の
孫
繼
皐
へ
の
手
紙
の
「
上
孫
伯
潭
少
宰
書
」
は
、『
東
林
書
院
志
』

（
巻
一
七
、
三
葉
表
〔
中
華
書
局
本
下
、
六
七
一
―
六
七
二
頁
〕）
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。
楊
廷
●
の
名
前
は
、
ま
た
東
林
書
院
の
寄
付
者

の
名
簿
に
も
登
場
す
る
（『
東
林
書
院
志
』
巻
一
、
四
葉
表
〔
中
華

書
局
本
上
、
六
頁
〕）。
楊
廷
●
は
「
淇
園
」
と
い
う
号
の
形
で
出
て

い
る
。
楊
廷
●
は
、
一
六
〇
六
年
に
近
隣
の
県
で
あ
る
蘇
州
と
松
江

の
巡
按
に
な
っ
た
の
で
（cf.F

onti
R

icciane,
V

ol.
3,

p.
13,

n.
3

〔F
o

n
ti

R
iccia

n
e

の
本
文
で
は
楊
廷
●
は
「
楊
学
院D

iretto
re

p
ro

v
in

cialle
d

ell'E
d

u
cazio

n
e

」
と
記
さ
れ
、
注
の
部
分
に
、

"C
om

m
isario

di
S

oochow
e

S
ungkiagn

巡
按
蘇
松
　nell'attuale

K
iangsu

(1606)"

と
記
さ
れ
る
。
こ
のF

onti
R

icciane

の
本
文
は
王

應
麒
に
よ
る
「
欽
勅
大
西
洋
国
士
葬
地
居
舎
碑
文
」
の
漢
文
と
伊
訳

文
を
併
記
し
て
い
る
〕）、
東
林
書
院
の
大
会
に
参
加
し
て
い
た
可
能

性
は
高
い
で
あ
ろ
う
〔『
東
林
書
院
志
』
巻
九
『
周
懷
魯
先
生
伝
』

の
中
に
も
「
公
偕
督
学
楊
公
、
観
察
蔡
公
過
東
林
、
率
諸
士
大
夫
講

「
正
心
修
身
」
之
学
」（
中
華
書
局
本
上
、
三
八
〇
頁
）
と
記
さ
れ
て

い
る
の
で
、
楊
廷
●
が
周
孔
教
、
蔡
獻
臣
と
と
も
に
積
極
的
に
東
林

書
院
の
講
学
活
動
に
参
加
し
た
の
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
〕。

(

16)
『
陳
垣
学
術
論
文
集
』
第
一
集
（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
、
七

一
―
七
九
頁
）「
浙
西
李
之
藻
伝
」。
特
に
、
七
五
―
七
六
頁
。

(

17)

三
民
書
局
本
（
下
）、
七
六
〇
ー
七
六
一
頁
。
こ
の
う
ち
李
之
藻
を
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含
め
、
王
紀
、
汪
應
蛟
、
陳
大
道
、
李
宗
延
、
張
經
世
、
陳
邦
瞻
、
蕭

近
高
、
孫
居
相
、
周
起
元
、
滿
朝
薦
、
熊
明
遇
、
黄
龍
光
、
高
攀
龍
、

劉
弘
化
、
霍
守
典
、
將
允
儀
が
小
野
和
子
作
成
「
東
林
党
関
係
者
一
覧
」

（『
明
季
等
社
考
』
所
収
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(

18)

楊
廷
●
に
関
し
て
も
、『
国
●
』
巻
八
七
「
熹
宗
天
啓
五
年
」
の
二

月
の
条
（
中
華
書
局
本
、
第
六
冊
、
五
二
九
九
頁
）、
ま
た
陳
繼
儒
の

『
白
石
樵
眞
稿
』
巻
八
「
祭
楊
淇
園
侍
御
」
に
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り

一
六
二
五
前
後
に
故
郷
に
帰
還
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
こ
の
資
料
に

つ
い
て
は
梁
家
勉
編
著
『
徐
光
啓
年
譜
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八

一
年
、
一
五
四
頁
、
お
よ
び
楊
振
鍔
『
楊
淇
園
先
生
年
譜
』
商
務
院
書

館
、
一
九
三
四
年
、
五
一
頁
、
に
教
え
ら
れ
た
）。

(

19)
"Il

L
ingozuon

è
della

città
di

H
anceo

della
provincia

di
C

echian."
(

p.170
)

と
い
う
本
文
に
付
さ
れ
た
一
六
八
頁
か
ら
一
七
一

頁
に
至
る
三
番
目
の
注(

n.
3

)

は
、
李
之
藻
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
ブ
ッ
シ
ュ
の
主
張
の
根
拠
と
な
る
箇
所
が
、"Finalm

ente
nel

1623
si

ritiro
definitivam

ente
dalla

vita
publica,

e
passo

gli
ultim

i
anni

della
sua

vita
nello

studio
e

nella
publicazione

di
libri

di
scienza

o
diapologetica."

(
p.170

)

で
あ
ろ
う
。

(

20)

小
野
和
子
『
明
季
党
社
考
』
所
収
の
「
東
林
党
関
係
者
一
覧
」
に

よ
れ
ば
、「
盗
柄
東
林
夥
」
と
は
「
東
林
党
の
初
期
、
盛
期
、
中
期
、

晩
期
な
ど
、
お
お
ま
か
な
時
代
別
に
東
林
党
人
を
列
挙
し
た
も
の
」

（
二
六
頁
）
で
あ
る
。

(

21)

『
酌
中
志
余
』
巻
上
「
東
林
盗
柄
夥
」
の
「
東
林
盛
」（
四
四
葉
表
）

に
は
「
李
之
藻
工
部
郎
加
太
僕
少
●
」
と
あ
り
、「
東
林
晩
」（
五
五
葉

表
）
に
は
「
瞿
式
耜
知
県
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
酌
中
志
余
』
巻
上

「
東
林
同
士
録
」
の
「
藩
●
郡
邑
二
十
六
人
」（
二
八
葉
裏
）
に
瞿
式
耜

の
名
が
出
て
く
る
。「
東
林
党
関
係
者
一
覧
」
に
よ
れ
ば
、「
東
林
同
士

録
」
と
は
、
東
林
党
リ
ス
ト
の
一
つ
で
あ
る
「『
東
林
点
将
録
』
の
不

備
を
補
う
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
…
…
官
職
別
に
東
林
党
人

の
姓
名
を
掲
げ
る
」（
二
五
頁
）
も
の
で
あ
る
。

(

22)

内
閣
文
庫
所
蔵
本
に
関
し
て
は
、
一
六
一
九
年
の
周
汝
登
、
一
六

〇
七
年
の
黄
鳳
翔
、
一
六
一
〇
年
の
蔡
國
珍
、
一
六
一
四
年
の
廬
陵
劉
、

一
六
一
九
年
の
龍
遇
奇
、
一
六
一
四
年
の
李
日
宣
の
順
に
、
複
数
の
時

期
に
わ
た
っ
た
「
序
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(

23)

「
答
西
国
利
瑪
竇
」（
内
閣
文
庫
本
、
巻
三
、
三
七
葉
裏
―
三
八
葉

表
）
に
は
、
東
林
派
の
顧
憲
成
、
銭
一
本
や
リ
ッ
チ
と
交
渉
の
あ
っ
た

馮
應
京
へ
の
書
簡
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
原
注
594
の
関
係
す
る
本
文
で

は
、
顧
憲
成
や
高
攀
龍
は
郭
正
域
や
蔡
獻
臣
等
の
友
人
を
通
し
て
リ
ッ

チ
を
知
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
が
、『
願
学
集
』
を
見
る
と
こ
ろ
で
は
、

鄒
元
標
が
馮
應
京
を
通
じ
て
リ
ッ
チ
を
知
り
、
そ
の
後
で
鄒
元
標
を
通

じ
て
顧
憲
成
が
リ
ッ
チ
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。

(

24)

『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
一
七
二
、
集
部
、
別
集
類
二
五
（
中
華
書

局
本
下
冊
、
一
五
一
四
頁
）。

(

25)

内
閣
文
庫
本
、
康
熙
一
四
年
刊
『
続
集
』
巻
二
、
一
一
葉
表
裏

「
都
門
稿
　
語
録
」、「
問
、
利
瑪
竇
天
主
之
説
何
如
。
曰
、
道
之
大
原

出
於
天
。
吾
儒
之
学
何
甞
不
以
天
為
主
。
然
又
未
甞
専
言
天
而
不
祖
述

堯
舜
願
学
孔
子
也
。
祖
述
堯
舜
願
学
孔
子
、
正
是
尊
天
処
。
彼
置
堯
舜

孔
孟
而
専
言
天
主
、
是
挟
天
子
以
令
諸
侯
。
乃
吾
道
中
之
操
莽
也
。
世

間
有
此
不
軌
之
徒
、
即
誅
其
人
火
其
書
、
猶
恐
滋
蔓
。
況
従
而
羽
翼
之

乎
。
知
天
・
事
天
・
畏
天
、
吾
儒
何
甞
不
以
天
為
主
而
沾
沾
求
異
為
也
。

張
子
曰
、
吾
道
自
足
、
何
旁
求
。
余
亦
曰
、
吾
道
自
精
、
何
事
旁
求
」。

ブ
ッ
シ
ュ
は
、「
吾
儒
何
甞
不
以
天
為
而
沾
沾
求
異
也
」
の
「
而
」
の

上
の
動
詞
「
為
」
の
主
語
を
「
吾
儒
」、
下
の
動
詞
「
求
」
の
主
語
を

「
利
瑪
竇
」
に
当
て
て
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、「
求
」
の
主
語

も
「
吾
儒
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
異
」
の
中
味
は
、「
置
堯
舜
孔
孟

・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
　
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

゜
゜
゜
゜
゜
゜
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而
専
言
天
主
、
是
挟
天
子
以
令
諸
侯
」
で
あ
ろ
う
。
わ
が
中
国
の
儒
教

徒
は
リ
ッ
チ
た
ち
の
よ
う
に
堯
舜
と
孔
孟
の
よ
う
な
君
子
、
聖
人
の
伝

統
を
無
視
し
た
天
の
祭
り
方
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

(

26)

「
三
十
章
一
節：

仲
尼
、
祖
述
堯
舜
、
憲
章
文
武
、
上
律
天
時
、

下
襲
土
。C

hap.X
X

X
.1.C

hung-nihanded
dow

n
the

doctrines
of

Y
aô

and
Shun,

as
if

they
had

been
his

ancestors,
and

elgantly
displayed

the
regulations

of
W

an
and

W
û,

taking
them

as
his

m
odel.

A
bove,

he
harm

onized
w

ith
the

tim
es

of
heaven,

and
below

,
he

w
as

conform
ed

to
the

w
ater

and
land.

」。
中
華
書
局
本
『
四
書
章
句
集
注
』

（
三
七
頁
）「
中
庸
章
句
」
第
三
十
章
一
節
の
箇
所
の
最
初
に
、「
仲
尼
、

祖
述
堯
舜
、
憲
章
文
武
、
上
律
天
時
、
下
襲
水
土
」
と
あ
る
。『
集
注
』

は
「
祖
述
者
、
遠
宗
其
道
」
と
す
る
。
金
谷
治
は
、「〔
君
子
と
し
て
学

ん
で
聖
人
と
な
ら
れ
た
〕
仲
尼
は
、〔
聖
天
子
の
〕
堯
・
舜
の
道
を
根

源
と
し
て
う
け
つ
ぎ
」（
岩
波
文
庫
　
金
谷
治
訳
注
『
大
学
・
中
庸
』

二
三
三
頁
）
と
訳
す
。
ブ
ッ
シ
ュ
は
「
未
甞
専
言
天
而
不
祖
述
堯
舜
願

学
孔
子
也
」（
訳
注(

25)

の
引
用
文
中
の
圏
点
の
部
分
）
の
「
願
学
孔
子
」

を
「
祖
述
堯
舜
」
と
分
け
て
、
原
因
理
由
の
句
と
し
て
「
何
故
な
ら
ば

わ
た
し
た
ち
は
孔
子
の
跡
に
倣
い
た
い
か
ら
で
す
」
と
訳
し
て
い
る
。

こ
れ
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
祖
述
堯
舜
」
と
「
願

学
孔
子
」
は
並
列
で
あ
り
、
こ
の
文
は
「
わ
が
儒
学
で
は
天
だ
け
を
取

り
上
げ
る
だ
け
で
、
堯
舜
の
跡
を
語
ら
な
い
こ
と
も
な
く
、
孔
子
に
倣

う
こ
と
を
願
わ
な
い
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

(

27)

張
載
の
代
表
的
著
作
『
正
蒙
』
や
『
横
渠
易
説
』、『
経
学
理
窟
』、

『
張
子
語
録
』
等
の
収
め
ら
れ
た
中
華
書
局
『
張
載
集
』（
一
九
七
八
年
）

の
中
に
は
「
吾
道
自
足
、
何
事
旁
求
」（
訳
注(

25)

傍
線
部
）
と
い
う
語

句
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

(

28)

本
文
は
、"per

esser
in

luogo
alto,dove

non
arriva

l'acquia
nelle

inondazioni
che

sogliono
essere

in
quella

città,
presso

del
palazzo

del
R

e
e

tra
gente

nobile
e

principale,con
stantie

e
sale

m
olto

nove
e

belle
et

sufficienti
per

stare
otto

o
dieci

Padri,
senza

fargli
altro

beneficio".

で
あ
る
。n.

6

は
、"D

alla
C

ollezione
degli

errori
putridi

『
破
邪
集
』

di
S

i
IÜ

C
IA

M
C

E
[H

S
Ü

C
H

'A
N

G

ーC
H

IH
]

徐
昌
治,

edita
nel

1639,veniam
o

a
sapere

il
luogo

esatto
di

questa
residenza

di
N

anchino......"

（
徐
昌
治
に
よ
っ
て
一
六
三
九
年
に
編
集
さ
れ
た

『
破
邪
集
』
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
南
京
の
住
院
の
正
確
な
場
所
を

知
る
）
と
な
っ
て
い
る
。
徐
昌
治
編
『
聖
朝
破
邪
集
』
に
収
め
ら
れ
た

沈
●
の
一
六
一
六
年
八
月
の
「
再
参
遠
夷
疏
」（
巻
一
、
一
一
葉
裏
、

一
二
葉
表
裏
）
に
は
、「
而
豊
肅
神
姦
、
公
然
潜
住
正
陽
門
裏
、
洪
武

岡
之
西
。
…
…
城
内
住
房
既
拠
洪
武
岡
王
地
、
而
城
外
又
有
花
園
壱
所
、

正
在
孝
陵
衛
之
前
」（
近
世
漢
籍
叢
刊
一
四
、
柴
田
篤
解
題
、
中
文
出

版
社
、
一
一
〇
九
四
、
一
一
〇
九
五
―
一
一
〇
九
六
頁
）
と
あ
る
よ
う

に
、
南
京
教
会
の
位
置
を
示
す
記
述
が
あ
る
の
で
、F

onti
R

icciane

の

こ
の
箇
所
で
便
宜
的
に
『
聖
朝
破
邪
集
』
が
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
こ
こ
の
注
で
は
『
聖
朝
破
邪
集
』
本
来
の
性
格
を
問
題
に
し
て

取
り
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
柴
田
篤
の
「
解
題
」
に
よ

れ
ば
、「
徐
昌
治
は
始
め
鹽
官
で
あ
っ
た
が
、
崇
禎
元
年
（
一
六
二
八
）

金
栗
寺
の
密
雲
圓
悟
に
参
じ
、
そ
の
法
嗣
石
単
通
乘
の
鉗
鎚
を
受
け
、

同
十
一
年
圓
悟
の
嗣
費
隠
通
容
に
従
っ
て
天
童
山
に
居
住
し
、
順
治
十

三
年
（
一
六
五
六
）
春
、
虞
山
維
摩
堂
に
て
通
容
よ
り
付
法
を
受
け
、

無
依
道
人
と
号
し
た
。
…
…
こ
の
『
聖
朝
破
邪
集
』
は
、
徐
昌
治
が
既

に
破
邪
論
を
著
し
て
い
た
圓
悟
の
意
を
受
け
、
師
通
容
の
命
に
よ
っ
て

編
集
し
た
も
の
で
あ
る
」（「『
聖
朝
破
邪
集
』
解
題
」、
二
頁
）。
こ
こ

に
徐
昌
治
と
『
聖
朝
破
邪
集
』
の
関
係
が
簡
明
適
切
に
記
さ
れ
て
い

る
。
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29)

『
東
林
列
伝
』
巻
一
九
に
は
、
鄒
維
●
が
楊
漣
の
側
に
立
っ
て
魏

忠
賢
と
勇
敢
に
闘
っ
た
様
子
が
『
明
史
』
巻
二
三
五
よ
り
も
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
明
史
』（
中
華
書
局
本
、
第
二
〇
冊
、
六
一
三

八
頁
）
は
、
福
建
巡
撫
で
あ
っ
た
と
き
、
オ
ラ
ン
ダ
の
中
国
で
の
通
商

と
侵
略
行
為
の
現
実
に
直
面
し
、
鄭
芝
龍
の
協
力
を
得
て
こ
れ
と
戦
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
福
建
地
方
が
オ
ラ
ン
ダ
の
侵
入
に

悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
の
時
期
の
明
王
朝
に
と
っ
て
周
知
の
難
題

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
明
史
』
巻
二
六
〇
「
熊
文
燦
伝
」、
中
華
書

局
本
、
第
二
二
冊
、
六
七
三
四
頁
）。
東
林
派
の
大
物
官
僚
の
葉
尚
高

も
「
中
丞
二
太
南
公
平
紅
夷
碑
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
蒼
霞
余
草
』
巻

一
、
一
葉
表
）
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
万
暦
末
年
以
降
の
福
建
進
出
を
問
題

に
し
て
い
る
。
果
た
し
て
オ
ラ
ン
ダ
は
、
一
六
〇
二
年
に
東
イ
ン
ド
会

社
を
設
立
し
て
ア
ジ
ア
侵
出
を
本
格
的
に
開
始
し
、「
タ
イ
オ
ワ
ン

（
台
湾
）
に
も
一
六
二
四
年
進
出
し
、
…
…
こ
こ
を
対
中
貿
易
の
拠
点

と
し
た
」（
佐
藤
弘
幸
「
第
二
部
　
オ
ラ
ン
ダ
」
第
二
章
「
オ
ラ
ン
ダ

の
海
外
進
出
と
共
和
国
の
凋
落
」、
森
田
安
一
編
『
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル

ク
ス
史
』、
山
川
出
版
社
、
二
八
二
頁
）
の
で
あ
っ
た
。
鄒
維
●
は
、

対
内
的
に
は
反
宦
官
の
立
場
を
貫
き
、
対
外
的
に
は
オ
ラ
ン
ダ
勢
力
の

侵
出
に
抗
し
た
。
そ
れ
が
東
林
派
と
し
て
の
特
徴
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

(

30)

施
邦
曜
も
ま
た
宦
官
魏
忠
賢
に
敵
対
的
な
立
場
を
持
し
た
様
子
が
、

『
東
林
列
伝
』
巻
一
〇
に
お
い
て
『
明
史
』
巻
二
六
五
よ
り
も
詳
し
く

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
彼
は
明
朝
最
後
の
皇
帝
崇
禎
帝
に
も
忠
節
を

尽
く
し
た
。
な
お
『
明
史
』
巻
二
六
五
（
中
華
書
局
本
、
第
二
二
冊
、

六
八
五
一
頁
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
施
邦
曜
は
鄒
維
●
と
連
携
し
て
海

上
防
衛
に
努
め
た
。
施
邦
曜
は
、
宦
官
魏
忠
賢
に
敵
対
的
な
態
度
を
取

っ
た
こ
と
、
お
よ
び
海
上
防
備
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
に
お
い
て
鄒
維

●
と
政
治
的
な
姿
勢
を
同
じ
く
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

(

31)

こ
こ
で
は
、
福
建
の
生
員
層
に
天
主
教
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
を

述
べ
る
『
聖
朝
破
邪
集
』
巻
二
に
収
め
ら
れ
た
施
邦
曜
の
「
福
建
巡
海

道
告
示
」（
三
二
葉
表
―
三
四
葉
表
、
近
世
漢
籍
叢
刊
一
四
、
一
一
二

〇
三
―
一
一
二
〇
七
頁
）
に
、
要
約
さ
れ
た
形
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(

32)

陳
受
頤
「
明
末
清
初
耶
●
会
士
的
儒
教
観
及
其
反
応
」、『
国
学
季

刊
』
第
五
巻
、
第
二
期
、
一
―
六
四
頁
。
陳
受
頤
論
文
は
、(

一)

「
緒

論
」、(

二)

「
耶
●
会
士
的
儒
教
観
」、(

三)

「
中
国
的
士
夫
的
反
応:

同

意
的
方
面
」、（
四
）「
中
國
士
夫
的
反
応:

反
対
的
方
面
」
の
四
つ
の
部

分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、（
四
）
で
は
、
●
宏
、
晏
文
輝
、

王
啓
元
、
●
●
●
、
黄
貞
、
鄒
維
●
、
黎
遂
球
、
黄
宗
羲
、
楊
光
先
、

張
潮
と
い
う
反
天
主
教
の
立
場
を
取
る
一
〇
名
の
見
解
に
つ
い
て
記
さ

れ
て
い
る
。
六
番
め
の
鄒
維
●
（
五
六
―
五
七
頁
）
の
場
合
は
、『
聖

朝
破
邪
集
』
巻
六
に
収
め
ら
れ
た
鄒
維
●
の
「
闢
邪
管
見
録
」
の
二
箇

所
の
部
分
（
八
葉
表
裏
、
九
葉
表
。
近
世
漢
籍
叢
刊
一
四
、
一
一
四
五

五
―
一
一
四
五
六
、
一
一
四
五
七
頁
）
が
紹
介
さ
れ
る
。
引
用
さ
れ
た

部
分
は
、
陳
受
頤
に
よ
れ
ば
『
破
邪
集
』
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
論
旨

で
あ
る
。
さ
ら
に
陳
受
頤
は
、「
闢
邪
管
見
録
」
に
は
他
に
中
国
社
会

の
祭
祀
活
動
へ
の
参
加
を
禁
止
し
た
ス
ペ
イ
ン
の
ド
ミ
ニ
コ
会
士
を
批

判
す
る
箇
所
も
あ
る
が
、
論
文
の
対
象
を
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
限
定
し
て

い
る
た
め
、
そ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
と
す
る
（
五
七

頁
）。
し
か
し
「
闢
邪
管
見
録
」
に
は
ド
ミ
ニ
コ
会
士
へ
の
批
判
と
特

定
さ
れ
得
る
記
述
は
な
い
。

ド
ミ
ニ
コ
会
士
へ
の
批
判
と
見
ら
れ
る
記
述
は
、『
聖
朝
破
邪
集
』

巻
二
所
収
の
施
邦
曜
の
「
福
建
巡
海
道
告
示
」
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

告
示
は
「
欽
差
巡
視
海
道
兼
理
辺
儲
福
建
布
政
使
司
左
布
政
使
兼
按
察

司
副
使
施
為
拿
獲
通
夷
事
」（『
聖
朝
破
邪
集
』
巻
二
、
三
〇
葉
表
。
近

世
漢
籍
叢
刊
一
四
、
一
一
一
九
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
六
三
七
年

の
秋
に
外
国
人
に
内
通
し
た
と
い
う
嫌
疑
で
西
洋
人
宣
教
師
と
中
国
人
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天
主
教
徒
が
逮
捕
さ
れ
た
事
件
を
報
告
し
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

「
該
本
道
査
是
呂
宋
夷
利
瑪
竇
一
派
、
専
講
天
主
者
」（
三
一
葉
裏
。
近

世
漢
籍
叢
刊
一
四
、
一
一
二
〇
二
頁
））
と
あ
る
よ
う
に
、
逮
捕
さ
れ

た
宣
教
師
は
ル
ソ
ン
渡
来
の
、
す
な
わ
ち
ス
ペ
イ
ン
の
布
教
保
護
下
に

あ
る
修
道
会
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
彼
ら
は
イ
エ
ズ
ス
会
士

で
は
な
か
っ
た
。
矢
沢
利
彦
『
中
国
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
近
藤
出
版
社
、

一
九
七
二
年
、
七
〇
―
七
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
施
邦
曜
が
対
峙
し
た
相

手
は
、
伝
統
的
な
中
国
の
習
俗
に
非
妥
協
的
な
ド
ミ
ニ
コ
会
士
で
あ
っ

た
。「
告
示
」
に
「
独
有
天
主
為
至
尊
、
親
死
不
事
哭
泣
之
哀
、
親
●

不
修
追
遠
之
節
、
此
正
孟
子
所
謂
無
父
無
君
人
道
而
禽
獣
者
也
」（
三

二
葉
表
、
近
世
漢
籍
叢
刊
一
四
、
一
一
二
〇
三
頁
）、
あ
る
い
は
「
且

極
詆
中
国
親
死
追
薦
之
非
、
既
従
天
主
便
生
天
堂
、
春
秋
祭
祀
倶
属
非

礼
。
是
則
借
夷
教
以
乱
聖
道
、
真
為
名
教
罪
人
」（
さ
ら
に
は
中
国
の

伝
統
的
な
親
を
葬
る
儀
式
や
祖
先
祭
祀
の
欠
点
を
酷
評
す
る
に
と
ど
ま

ら
ず
、
天
主
を
信
じ
従
う
以
上
、
天
国
に
生
れ
る
の
だ
か
ら
、
春
と
秋

の
伝
統
的
な
祭
祀
を
儀
礼
と
し
て
一
切
認
め
な
い
。
こ
れ
は
野
蛮
な
外

国
の
教
え
に
よ
っ
て
聖
な
る
中
国
の
道
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま

ぎ
れ
も
な
く
名
教
の
罪
人
で
あ
る
）」（
三
二
葉
裏
、
近
世
漢
籍
叢
刊
一

四
、
一
一
二
〇
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
逮
捕
さ
れ
た
天
主
教
徒

は
祖
先
祭
祀
を
せ
ず
、
儒
教
の
季
節
の
儀
礼
も
否
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
逮
捕
さ
れ
た
天
主
教
徒
に
生
員
が
多
い
の
も
、
読
書
人
重
視
の

伝
道
方
針
の
イ
エ
ズ
ス
会
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
生
員
は
明
王
朝
体

制
の
支
配
の
基
層
に
あ
っ
て
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
持
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
が
儒
教
の
伝
統
的
な
祭
祀
を

拒
否
す
る
と
な
れ
ば
、
支
配
の
基
層
に
ひ
び
割
れ
が
入
る
こ
と
に
な
ろ

う
。福

建
の
生
員
の
間
に
天
主
教
に
入
教
す
る
者
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、

他
方
天
主
教
の
伝
播
に
危
機
感
を
覚
え
、
こ
れ
に
連
帯
し
て
反
対
す
る

者
も
生
員
の
間
に
現
れ
た
。
施
邦
曜
に
よ
っ
て
宣
教
師
な
ら
び
に
天
主

教
徒
の
生
員
が
逮
捕
さ
れ
た
翌
年
の
一
六
三
八
年
の
秋
に
は
、
福
州
の

左
右
中
三
衛
千
百
戸
の
効
用
兵
を
司
る
役
人
李
維
垣
等
、
生
員
陳
圻
等

が
翰
林
院
左
春
坊
●
●
●
に
宛
て
て
「
攘
夷
報
国
公
掲
」（
巻
六
、
一

〇
葉
表
―
一
一
葉
裏
、
近
世
漢
籍
叢
刊
、
一
一
四
五
九
―
一
一
四
六
二

頁
）
を
提
出
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
天
主
教
徒
が
外
国
の
侵
略
勢
力
に

内
応
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
み
て
、
宣
教
師
の
追
放
を
中
央
政
府
に
訴
え

出
た
の
で
あ
る
。
福
建
に
お
い
て
イ
エ
ズ
ス
会
と
ド
ミ
ニ
コ
会
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
た
天
主
教
は
、
伝
統
的
な
儒
教
の
支
配
の
基
層
か
ら
す
れ

ば
侮
り
が
た
い
ほ
ど
に
増
え
広
が
っ
て
い
た
。

こ
の
事
件
は
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
ま
で
波
及
し
た
。
フ
ィ
ス
テ
ル

（A
loys

Pfister

）
の
『
入
華
耶
●
会
士
列
伝
』（
馮
承
鈞
訳
、
台
湾
商
務

印
書
館
、
一
五
五
頁
）
に
は
、
第
三
九
「
艾
儒
略
伝
」
に
「
一
六
三
八

年
に
突
然
迫
害
が
起
き
、
諸
神
父
は
追
放
さ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

施
邦
曜
の
「
福
建
巡
海
道
告
示
」
を
受
け
て
出
さ
れ
た
徐
世
蔭
に
よ
る

「
提
刑
按
察
司
告
示
」
に
は
、「
除
將
天
主
教
首
、
楊
瑪
諾
艾
儒
畧
等
、

駆
逐
出
境
、
外
合
行
出
示
禁
諭
」（
巻
二
、
三
六
葉
裏
、
近
世
漢
籍
叢

刊
、
一
一
二
一
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
福
建
で
伝
道
し
て
い
た
デ
ィ

ア
ス
と
ア
レ
ニ
は
追
放
処
分
指
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
レ
ニ
は
、
一

六
二
五
年
に
福
州
に
入
り
、
福
建
の
実
力
者
葉
向
高
に
援
助
さ
れ
な
が

ら
教
勢
を
拡
大
し
て
行
っ
た
（
フ
ィ
ス
テ
ル
、
一
五
四
頁
）。
矢
沢
利

彦
「
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
来
華
と
カ
ト
リ
ッ
ク
布
教
の
展
開
」（
榎
一
雄

編
『
西
欧
文
明
と
東
ア
ジ
ア
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
、
一
八
五
頁
）

に
よ
れ
ば
、「
読
書
人
か
ら
『
西
来
孔
〔
子
〕』、
す
な
わ
ち
西
方
の
孔

子
と
よ
ば
れ
た
こ
の
人
は
、
す
ぐ
に
土
地
の
官
吏
た
ち
の
信
任
を
獲
得

し
た
。
澎
湖
諸
島
を
占
領
し
て
事
実
上
海
賊
と
し
て
行
動
し
て
い
た
オ

ラ
ン
ダ
人
に
対
す
る
民
衆
の
憎
し
み
の
念
が
同
じ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ

る
彼
を
い
ろ
い
ろ
困
ら
せ
た
け
れ
ど
も
、
彼
は
結
局
福
州
府
に
根
を
は
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る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
、
一
六
二
五
年
に
は
毎
年
八
百
人
か
ら
九
百

人
の
信
者
に
洗
礼
を
施
し
て
い
る
と
報
告
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
」
と

あ
る
よ
う
に
、
土
地
の
行
政
担
当
者
か
ら
の
信
頼
を
勝
ち
取
っ
て
地
道

に
伝
道
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ド
ミ
ニ
コ
会
は
、
ア
レ
ニ
等
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
後
に

福
建
に
入
っ
て
伝
道
し
た
。
彼
ら
に
は
ア
レ
ニ
の
よ
う
に
大
物
官
僚
の

助
力
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
伝
道
方
針
は
両
者
は
対
立
関
係
に
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
中
国
の
官
憲
に
と
っ
て
は
両
者
と
も
天
主
教
で
あ
る

以
上
、
修
道
会
の
差
異
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
習
俗
に
対
し
て
非
妥
協
的
な
ド
ミ
ニ
コ
会
の
伝
道
の
発
展
と
と

も
に
、
適
応
方
針
を
取
る
イ
エ
ズ
ス
会
ま
で
も
伝
道
が
禁
止
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。
矢
沢
利
彦
に
よ
れ
ば
、「
一
六
三
九
年
〔
一
六
三

八
年
？
〕
に
は
マ
ニ
ラ
か
ら
や
っ
て
来
た
新
た
な
宣
教
師
た
ち
が
、
ま

た
も
や
同
じ
布
教
方
法
を
と
っ
た
の
で
、
今
度
も
迫
害
が
発
生
し
た
。

役
人
た
ち
の
き
び
し
い
布
告
が
は
り
出
さ
れ
、
教
会
は
没
収
さ
れ
、
信

者
た
ち
は
迫
害
を
受
け
た
。
ア
レ
ニ
と
デ
ィ
ア
ス
自
身
も
一
時
姿
を
か

く
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
」（
前
掲
書
、
一
八
五
頁
）
と
あ
る
よ

う
に
、
こ
れ
は
清
代
の
典
礼
問
題
の
前
哨
戦
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た

重
要
な
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

結
局
、
施
邦
曜
は
、「
該
地
方
尚
有
私
習
此
教
者
、
左
道
惑
衆
之
罪
、

悉
帰
其
身
、
一
年
無
犯
、
許
令
自
新
。
該
道
即
於
通
行
保
甲
中
厳
飭
此

款
、
講
読
郷
約
、
候
●
文
頒
布
●
、
蒙
此
合
行
厳
禁
、
為
此
示
仰
地
方

軍
民
人
等
知
悉
。
凡
有
天
主
教
夷
人
在
於
地
方
倡
教
煽
惑
者
、
即
速
挙

首
駆
逐
出
境
、
不
許
潜
留
。
如
保
甲
内
有
士
民
私
習
其
教
者
、
令
其
悔

改
自
新
。
如
再
不
悛
、
定
処
以
左
道
惑
衆
之
律
。
十
家
連
坐
并
究
、
決

不
軽
貸
。
須
至
示
者
」（
巻
二
、
三
四
葉
裏
―
三
五
葉
表
、
近
世
漢
籍

叢
刊
、
一
一
二
〇
八
―
一
一
二
〇
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、『
明
律
』

巻
一
一
「
礼
律
　
一
」「
祭
祀
」
一
八
一
「
禁
止
師
巫
邪
術
」
の
「
一

応
左
道
乱
正
之
術
、
或
隱
蔵
図
像
、
焼
香
集
衆
、
夜
聚
暁
散
、
佯
修
善

事
、
扇
惑
人
民
、
為
首
者
絞
、
為
従
者
、
各
杖
一
百
、
流
三
千
里
」

（
懐
效
鋒
点
校
『
大
明
律
』
遼
瀋
書
社
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
八
七
頁
）、

お
よ
び
こ
の
律
に
関
す
る
「
万
暦
問
刑
條
例
」
の
二
款
の
二
番
目
、

「
凡
左
道
惑
衆
之
人
、
或
焼
香
集
徒
、
夜
聚
暁
散
、
為
従
者
、
及
称
為

善
友
、
求
討
布
施
、
至
十
人
以
上
、
并
軍
民
人
等
、
不
問
来
歴
窩
蔵
接

引
、
或
寺
観
住
持
、
容
留
披
剃
冠
簪
、
探
聴
境
内
事
情
、
及
被
誘
軍
民
、

捨
与
応
禁
鉄
器
等
項
、
事
発
、
属
軍
衛
者
、
倶
発
辺
衛
充
軍
、
属
有
司

者
、
発
口
外
為
民
」（
黄
彰
健
編
著
『
明
代
律
例
彙
編
（
下
）』
中
央
研

究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
七
九
年
、
五
九
一
―
五
九
二
頁
）
に
基

づ
い
て
天
主
教
の
禁
令
を
福
建
の
住
民
に
通
告
し
た
の
で
あ
る
。

鄒
維
●
の
「
闢
邪
管
見
録
」
で
は
、「
謬
以
天
主
合
経
書
之
上
帝
。

夫
既
明
知
上
帝
●
見
於
六
経
、
郊
社
所
以
祀
上
帝
、
則
至
尊
在
上
帝
可

見
矣
」（
巻
六
、
八
葉
表
裏
、
近
世
漢
籍
叢
刊
、
一
一
四
五
五
―
一
一

四
五
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
儒
教
の
経
典
に
出
て
来
る
「
上
帝
」
と

い
う
語
を
「
天
主
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、「
終
托
漢

時
西
国
之
兇
夫
耶
●
、
為
天
主
応
運
設
教
、
是
其
標
大
題
、
潜
大
号
、

不
惟
呵
仏
罵
老
、
且
凌
駕
於
五
帝
三
王
周
孔
之
上
、
従
来
大
変
未
有
甚

於
此
者
」（
巻
六
、
八
葉
裏
〔
漢
籍
叢
刊
、
一
一
四
五
六
頁
〕）
と
あ
る

よ
う
に
、
天
主
は
漢
の
時
代
の
西
洋
の
悪
人
を
意
味
し
、
そ
の
よ
う
な

悪
人
を
仏
教
、
道
教
の
み
な
ら
ず
儒
教
の
聖
人
君
子
の
上
に
置
く
こ
と

は
儒
教
の
根
幹
を
な
す
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
と
捉
え
、「
但
云
我
以

天
主
為
父
、
万
民
為
子
而
仁
孝
転
大
、
世
間
君
父
同
為
兄
弟
、
何
足
事

哉
。
噫
逆
亦
甚
」（
巻
六
、
八
葉
裏
―
九
葉
表
、
近
世
漢
籍
叢
刊
、
一

一
四
五
六
―
一
一
四
五
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
万
民
を
天
主
の
も
と

に
水
平
、
平
等
に
見
な
す
天
主
教
は
、
親
親
差
等
の
愛
を
唱
え
る
儒
教

道
徳
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
適
応

主
義
を
取
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
と
西
洋
的
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
取
っ
た
ド



153

ミ
ニ
コ
会
と
の
双
方
に
対
し
て
、
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
一
君
万
民
の
秩

序
を
絶
対
視
す
る
儒
教
の
立
場
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
本
質
的
批
判

で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

33)
"It

is
not

any
less

certain
that

his
faithful

diciples
ecercised

a
great

influence
on

the
school

of
T

ung-ling
or

of
W

ushi".

下
線
部
は

ブ
ッ
シ
ュ
の
引
用
文
で
は
欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
論
文
の
結

論
で
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
胡
適
の
文
を
引
用
し
た
の
ち
に
胡
適
の
文
意
を
明

確
に
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
た
三
点
の
う
ち
の
二
番
目
の
点
に
位
置
す

る
。

(

34)
"w

hose
last

representatives
fleeing

from
the

M
ings,

passed
to

Japan
w

here
they

popularlized
the

thought
of

W
ang

Y
ang-m

ing
(

O
yom

ei
),or

rather
devoted

their
enforced

leisure
to

a
return

to
the

ancient
texts

of
the

H
ans".(

L
oc.C

it.p.73
)

下
線
部
は
ブ
ッ
シ
ュ
引

用
文
に
は
な
い
。
こ
の
文
は
原
注
610
の
引
用
文
の
直
後
に
接
続
す
る
文

で
あ
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
胡
適
の
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
に
挙
げ
た

二
番
目
の
点
の
残
り
の
部
分
で
あ
る

(

35)
"T

he
m

issionaries,contem
porary

to
or

im
m

ediattely
succeeding

R
icci,

w
ere

not
m

istaken
about

the
absolutely

revolutionary
character

of
the

m
ethod

of
exegesis

thus
proposed

to
the

scholars
of

C
hina".

(
L

oc.cit.
p.

71
)

下
線
部
が
ブ
ッ
シ
ュ
が
引
用
し
た
ベ
ル
ナ
ー

ル
の
文
章
の
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
文
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
論
文
の'T

h
e

R
ebuttalof

the
O

pponents
of

R
icci'

の
節
の
中
に
あ
る
文
で
あ
る
。

(

36)
"3.Itis

also
certain

thatall,or
nearly

all,the
scholars

of
the

neo-
H

an
school,

―even
those

especially
hostile

to
the

school
of

T
ung-

ling

―,
passed

through
the

discipline
of

the
m

athem
atical

sciences
brought

to
C

hina
by

the
Jesuits.

S
ince

that
tim

e
a

question
is

persistently
raised

―that
I

declare
m

yself
incapable

of
answ

ering
at

present
and

on
w

hich
I

ask
the

advice
of

those
m

ore
learned

than

m
yself:

C
ould

there
not

have
been

a
sort

of
transfusion

of
W

estern
thought

in
the

C
onfucianistic

schools
of

the
M

ings
and

of
the

T
s'ings,

and,
as

in
the

case
of

cartography
of

of
the

calendar,
m

ay
not

the
philosophy

of
the

neo-H
ans

have
been

the
result

of
a

sino-
E

uropean
collaboration?

"
(

L
oc.

cit.
p.

73
)

ベ
ル
ナ
ー
ル
論
文
で
は

細
線
部
が
先
に
、
太
線
部
が
後
に
来
て
い
る
が
、
ブ
ッ
シ
ュ
論
文
で
は

順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

(

37)
M

onum
ennta

Serica,
V

ol.
14

、
八
四
ー
八
五
頁
、「
し
か
し
こ
れ

ら
の
仲
間
〔
王
学
左
派
、
泰
州
学
派
〕
に
対
す
る
仏
教
の
影
響
、
及
び

そ
れ
よ
り
少
な
い
程
度
で
あ
る
が
、
道
教
の
影
響
は
修
養
の
方
法
に
限

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
王
畿
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
涅
槃
や
輪
廻
な

ど
の
よ
う
な
特
殊
仏
教
的
な
教
義
を
高
く
掲
げ
た
。
後
に
王
学
の
過
激

派
が
当
時
流
行
し
て
い
た
三
教
帰
一
の
温
床
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
羅

汝
芳
な
ど
は
若
い
時
分
に
仏
教
と
道
教
の
双
方
を
学
び
、
仏
教
の
僧
侶

と
道
教
の
道
士
と
自
由
に
交
わ
っ
た
。
羅
汝
芳
の
見
解
は
少
な
く
と
も

或
る
程
度
ま
で
こ
う
し
た
交
わ
り
の
色
に
染
ま
っ
た
。
羅
汝
芳
の
弟
子

の
周
汝
登
は
儒
教
と
仏
教
は
互
い
に
和
合
す
る
と
確
信
し
た
の
で
、
そ

れ
ゆ
え
「
禅
に
類
す
る
昔
の
儒
学
者
の
語
類
を
こ
と
ご
と
く
集
め
て
、

「
聖
学
宗
伝
」
を
編
集
し
た
」〔「
汝
登
更
欲
合
儒
釈
而
会
通
之
、
輯
聖

学
宗
伝
、
尽
採
千
儒
語
類
禅
者
以
入
」、『
明
史
』
巻
二
八
三
「
羅
汝
芳

伝
」、
中
華
書
局
本
、
第
二
十
四
冊
、
七
二
七
六
頁
〕
の
で
あ
る
。
焦

●
も
ま
た
三
教
の
無
矛
盾
性
を
支
持
し
た
が
、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』

に
よ
れ
ば
、
彼
は
仏
教
と
道
教
が
儒
教
に
優
越
す
る
か
の
よ
う
に
説
い

た
。
焦
●
は
ま
た
仏
教
を
批
判
す
る
程
●
の
議
論
を
論
駁
し
よ
う
と
努

め
、
儒
教
の
古
典
を
「
二
教
」
の
文
書
の
力
を
借
り
て
、
ま
た
そ
れ
ら

の
言
葉
を
駆
使
し
て
解
釈
し
た
。
も
う
一
人
王
学
左
派
の
典
型
的
な
信

奉
者
で
三
教
合
一
論
者
で
あ
っ
た
の
が
、
管
志
道
で
あ
っ
た
。
顧
憲
成

が
王
学
の
過
激
派
に
対
し
て
議
論
を
展
開
し
た
の
は
、
主
に
管
志
道
と
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の
論
争
に
お
い
て
で
あ
っ
た
」。

(
38)

金
雲
銘
『
陳
第
年
譜
』
は
、
の
ち
に
台
湾
銀
行
経
済
研
究
室
編
輯

に
な
る
台
湾
銀
行
発
行
の
台
湾
文
献
叢
刊
の
中
の
第
三
〇
三
種
と
し

て
、
一
九
七
二
年
に
出
て
い
る
。
全
一
四
八
頁
で
あ
る
。
世
宗
嘉
靖
二

〇
年
の
一
歳
か
ら
神
宗
萬
暦
四
五
年
の
七
七
歳
ま
で
に
至
る
詳
細
な
年

譜
で
あ
る
。
附
録
と
し
て
『
連
江
県
志
』「
儒
林
伝
」
を
入
れ
る
。

(

39)

「
考
証
学
与
反
玄
学
―
―
陳
第
」（
上
海
書
店
民
国
叢
書
、
第
二
編

７
、
二
七
〇
―
二
八
三
頁
）。
容
肇
祖
が
言
っ
て
い
る
の
は
、「
陳
第
は

多
く
の
大
き
な
証
拠
に
よ
っ
て
確
か
で
間
違
い
の
な
い
古
音
を
明
ら
か

に
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
に
唐
宋
以
来
の
経
学
や
理
学
を
排
撃
し

た
こ
と
で
あ
る
」（
二
八
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
陳
第
は
実
証
的
な

方
法
に
よ
っ
て
主
知
主
義
的
な
宋
代
の
理
学
を
批
判
し
、
清
代
の
考
証

学
の
先
蹤
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
注
釈
に
拠
ら
な
い

で
本
文
そ
の
も
の
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
を
自
ら
の
方
法
と
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
彼
は
「
字
音
の
歴
史
的
変
化
の
認
識
、
一
字
一
音
の
原
則
、

学
問
的
命
題
は
事
例
全
体
の
調
査
に
よ
っ
て
証
拠
づ
け
る
べ
き
だ
と
い

う
方
法
的
態
度
」（
木
下
鉄
也
「
陳
第
」、
日
原
利
国
編
『
中
国
思
想
辞

典
』
研
文
出
版
社
、
三
一
〇
頁
）
を
確
立
し
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
グ
ッ
ド
リ
ッ
チ
の
『
明
代
名
人
伝
』（

D
ictionry

of
M

ing
B

iography
1368-1644,

edited
by

L
.

C
arrington

G
oodrich,

C
olum

bia
U

niversity
P

ress,
1976

）
に
はC

haoying
F

ang
執
筆
の

「
陳
第
」
の
項
目
（
第
一
巻
、
一
八
〇
―
一
八
四
頁
）
が
あ
る
。
そ
こ

に
は
、「
多
分
こ
れ
ま
で
提
出
さ
れ
て
い
な
い
議
論
の
余
地
の
あ
る
問

い
が
あ
る
。
陳
第
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
関
係
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
持
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
音
韻
学
の
研
究
は
ど
の
よ
う
な
具

合
に
西
洋
の
学
問
に
影
響
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
彼
が
一
五

九
八
年
か
ら
一
六
〇
〇
年
の
間
、
広
東
と
江
西
を
旅
行
し
た
と
き
、
イ

エ
ズ
ス
会
の
拠
点
を
す
べ
て
通
過
し
た
か
ら
に
は
、
外
国
人
の
こ
と
を

認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
極
め
て
考
え
に
く

い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
彼
は
一
六
〇
四
年
か
ら
一
六
一
四
年
の
間
、

お
も
に
南
京
に
居
住
し
て
い
た
。
南
京
に
は
、
一
五
九
八
年
に
イ
エ
ズ

ス
会
士
が
教
会
を
建
設
し
て
い
る
。
第
三
に
、
南
京
で
の
彼
の
友
人
で

宿
の
提
供
者
で
も
あ
る
焦
●
は
、
宣
教
師
の
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
が

南
京
を
訪
れ
た
と
き
（
一
五
九
九
―
一
六
〇
〇
年
）
に
リ
ッ
チ
と
面
識

を
持
っ
た
。
リ
ッ
チ
が
、
漢
字
の
ロ
ー
マ
字
表
記
に
関
す
る
論
文
『
西

字
奇
跡
』
を
出
版
し
た
の
は
一
六
〇
五
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
出
版

に
至
る
相
当
前
の
段
階
で
リ
ッ
チ
は
、
自
著
の
内
容
に
つ
い
て
中
国
人

の
学
者
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
か

ら
説
明
を
受
け
た
中
国
人
学
者
の
一
人
に
焦
●
が
い
た
可
能
性
が
高

い
。
陳
第
が
広
東
か
ら
帰
っ
て
す
ぐ
に
『
毛
詩
古
音
考
』
を
書
き
始
め

た
こ
と
、
焦
●
が
リ
ッ
チ
と
知
り
合
っ
て
間
も
な
い
頃
の
一
六
〇
四
年

か
ら
一
六
〇
六
年
に
焦
●
の
屋
敷
で
同
書
を
書
き
著
し
た
こ
と
は
、
西

洋
音
韻
学
の
書
物
と
陳
第
の
古
代
音
韻
学
研
究
に
対
す
る
方
法
論
と
の

間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
り
得
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
」（
一
八
三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
陳
第
の
音
韻
学
研
究
の
方
法
が

西
洋
音
韻
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

天
主
教
が
東
林
派
の
枠
を
超
え
て
中
国
の
思
想
と
交
渉
を
持
っ
た
こ
と

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、F

onti
R

icciane

に
、"A

m
bedue

questi
letterati

fecero
m

olta
accoglienza

al
Padre".

(
V

ol.
2,

p.68
)

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
焦
●
と
李
卓
吾
は
リ
ッ
チ
を
好
意
的
に
迎

え
、
交
渉
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
焦
●
は
天
主
教
士
人

徐
光
啓
の
一
五
九
七
年
の
順
天
府
郷
試
の
座
師
で
あ
る
か
ら
、
リ
ッ
チ

の
南
京
滞
在
の
時
期
だ
け
で
な
く
、
リ
ッ
チ
を
始
め
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教

師
と
は
そ
の
後
も
何
ら
か
の
交
渉
を
持
続
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
『
明
代
名
人
伝
』
に
あ
るC

haoying
Fang

の
推
測
は
事
実
に
近
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い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
陳
第
年
譜
』

を
見
る
限
り
、『
毛
詩
古
音
考
』
の
成
立
過
程
に
お
い
て
―
―
焦
●
が

同
書
の
序
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
―
―
一
六
〇
四
年
か
ら
一

六
〇
六
年
に
至
る
期
間
、
焦
●
の
占
め
る
位
置
は
大
き
か
っ
た
こ
と
が

分
か
る
（
台
湾
文
献
叢
刊
本
、
九
二
―
一
〇
〇
頁
）。

他
に
、
日
本
の
歴
史
学
者
宮
崎
市
定
な
ど
も
、
天
主
教
士
人
李
之
藻

の
仲
間
に
属
し
た
許
胥
臣
の
『
四
書
人
物
考
訂
補
』
を
一
例
と
し
て
挙

げ
、「
考
証
的
学
風
は
…
…
新
た
に
接
触
し
始
め
た
西
洋
の
学
術
か
ら

の
影
響
で
あ
る
」（「
論
語
の
新
研
究
」『
宮
崎
市
定
全
集
』
四
、
岩
波

書
店
、
五
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
西
洋
の
学
問
の
中
国
の
考
証
学
へ

の
影
響
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
許
胥
臣
は
、
宮
崎
市
定
の
述
べ
る
よ
う

に
、
浙
江
省
錢
塘
県
の
人
で
天
文
学
に
通
じ
て
い
た
。
阮
元
の
『
疇
人

伝
』
巻
三
三
に
「
伝
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
世
界
書
局
『
疇
人
伝
彙

編
』
上
、
四
一
八
頁
）。

(

40)
M

onum
enta

Serica,
V

ol.
14

、
九
一
―
九
二
頁
、「
既
述
の
よ
う

に
、
東
林
派
の
思
想
家
は
王
学
派
の
自
由
主
義
者
に
対
し
て
統
一
戦
線

を
展
開
し
た
け
れ
ど
も
、
朱
子
学
派
と
王
陽
明
学
派
と
い
う
競
合
す
る

二
つ
の
学
派
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
分
裂
し
た
。
こ
れ
は
彼
ら
が
互

い
に
論
争
に
明
け
暮
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
し
、
彼
ら
の
間
に
重
大

な
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
す
ら
多
分
意
味
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
間
に
見
ら
れ
る
相
対
立
す
る
態
度
と
は
、
む
し
ろ

彼
ら
が
取
り
扱
う
問
題
に
関
す
る
―
―
大
ま
か
に
言
え
ば
―
―
強
調
の

差
異
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
総
じ
て
朱
子
学
派
の
側
に
立

つ
顧
憲
成
と
高
攀
龍
に
よ
っ
て
取
ら
れ
た
立
場
は
以
下
に
若
干
詳
し
く

取
り
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
他
の
二
名
の
代
表
的
な
東
林
派

で
あ
る
錢
一
本
と
孫
愼
行
に
注
目
す
る
。
彼
ら
は
朱
子
学
派
と
王
陽
明

学
が
基
本
概
念
の
「
性
」
に
関
し
て
持
っ
て
い
る
異
な
る
見
解
を
議
論

し
て
、
王
学
派
に
組
し
た
の
で
あ
る
374
」。

脚
注
部
分

374

錢
穆
は
〔
大
学
叢
書
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
上
海
商
務
院
書

館
、
一
九
三
七
年
、
九
―
一
四
頁
〕、
東
林
派
の
思
想
家
に
特
徴
的

な
三
つ
の
教
義
と
し
て
、
無
善
無
悪
説
の
拒
否
、
本
体
へ
の
沈
潜
に

抗
し
て
工
夫
の
強
調
、
そ
し
て
朱
子
学
派
に
お
け
る
義
理
の
性
と
気

質
の
性
の
区
別
の
拒
絶
〔
こ
こ
は
ブ
ッ
シ
ュ
の
英
語
原
文
は'th

e
rejection

of
the

C
hu

H
si

School's
distinction

betw
een

ideal
and

m
aterial

nature'

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
錢
穆
の
著
書
で
は
、「
与

弁
工
夫
本
体
大
意
相
近
者
、
尚
有
気
質
之
性
与
義
理
之
性
之
弁
。
蓋

蔑
気
質
而
空
言
義
理
、
正
与
蔑
棄
工
夫
而
高
談
本
体
同
病
、
説
雖
高

而
不
免
於
懸
虚
、
若
求
切
実
工
夫
処
、
捨
気
質
莫
由
也
」（
一
三
頁
）

と
な
っ
て
い
る
。
錢
穆
は
朱
子
に
な
ら
い
、
気
質
の
性
と
義
理
の
性

を
峻
別
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
気
質
の
性
は
不
完
全
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
に
工
夫
を
施
す
必
要
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
錢
穆
は
義
理
の
性
と
気
質
の
性
の
区
別
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ

う
〕
を
あ
げ
る
。
最
後
の
三
番
目
は
、
錢
一
本
と
孫
愼
行
に
の
み
特

徴
的
な
も
の
で
あ
る
〔
錢
穆
の
著
書
で
は
、
東
林
派
の
講
学
は
王
学

末
流
の
弊
害
を
是
正
し
よ
う
と
し
て
、
期
せ
ず
し
て
王
学
か
ら
朱
子

学
へ
の
回
帰
の
傾
向
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
前

の
部
分
で
、
宋
学
が
気
質
の
性
を
新
た
に
儒
教
概
念
と
し
て
設
け
た

こ
と
を
批
判
す
る
錢
一
本
と
孫
愼
行
の
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
一
三
頁
か
ら
一
四
頁
ま
で
の
箇
所
は
、
前
後
の
接
続
が

不
分
明
な
形
で
錢
穆
の
論
旨
が
展
開
さ
れ
て
い
る
〕。
顧
憲
成
と
高

攀
龍
は
、
こ
の
三
番
目
の
問
題
に
関
し
て
真
剣
に
取
り
組
ま
な
か
っ

た
よ
う
に
見
え
る
〔
錢
穆
は
高
攀
龍
と
顧
憲
成
に
は
言
及
し
て
い
な

い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
〕。

(

41)

顧
炎
武
に
関
し
て
は
、Fang

C
hao-ying

執
筆
（『
清
代
名
人
伝
略
』

第
一
巻
、
四
二
一
―
四
二
六
頁
）。「
顧
炎
武
の
影
響
の
も
と
に
出
現
し
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た
学
派
は
、
漢
代
の
注
釈
を
尊
重
し
た
た
め
に
、
後
に
「
漢
学
派
」
と

し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
…
…
漢
学
派
は
当
時
の
中
国
の
学
者

が
関
心
を
示
し
た
歴
史
的
な
本
文
批
評
、
音
韻
学
、
語
源
学
の
分
野
で

適
用
さ
れ
た
「
考
拠
」
或
い
は
「
考
証
」
と
し
て
知
ら
れ
る
帰
納
的
な

方
法
を
代
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
…
…
古
代
の
音
韻
の
再
現
の
た
め

に
こ
の
方
法
を
最
初
に
用
い
た
の
が
、
福
建
省
連
江
県
の
人
で
薊
鎮
游

撃
将
軍
の
陳
第
（
字
、
季
立
、
号
、
一
斎
。
一
六
二
〇
年
あ
る
い
は
一

六
一
七
年
死
去
。
七
七
歳
）
で
あ
っ
た
。
…
…
顧
炎
武
は
彼
の
多
方
面

に
わ
た
る
音
韻
研
究
に
お
い
て
陳
第
の
方
法
を
採
用
し
た
。
彼
は
陳
第

の
方
法
の
応
用
性
を
示
す
た
め
に
よ
り
多
く
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
方
法
を
広
く
知
ら
し
め
た
の
で
、
清
代
の
学
問
に
お
い
て
陳

第
の
方
法
は
最
も
有
効
的
な
方
法
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」（
四

二
三
―
四
二
四
頁
）
と
あ
る
。

胡
渭
に
関
し
て
はJ

C
.Y

ang

執
筆
（『
清
代
名
人
伝
略
』
第
一
巻
、

三
三
五
頁
―
三
三
七
頁
）。「
胡
渭
の
時
代
ま
で
六
百
年
の
間
、
宋
の
学

者
の
見
解
が
中
国
の
思
想
界
を
支
配
し
て
い
た
。「
易
」
に
関
し
て
は

彼
ら
の
解
釈
が
権
威
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
卦
は
古
代
、
伝
説
的
皇
帝

の
伏
羲
の
時
代
に
す
ら
遡
る
と
さ
れ
た
。
胡
渭
は
卦
の
実
際
の
起
源
を

明
ら
か
に
し
、「
易
」
の
本
文
と
の
相
違
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
宋

の
新
儒
教
の
宇
宙
論
に
大
打
撃
を
加
え
、
こ
う
し
て
「
易
」
の
研
究
を

論
拠
の
し
っ
か
り
し
た
歴
史
的
基
礎
の
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

た
」（
三
三
六
頁
）
と
あ
る
。

閻
若
●
に
関
し
て
は
、S.H

.C
hi

執
筆
（『
清
代
名
人
伝
略
』
第
二
巻
、

九
〇
八
―
九
一
〇
頁
）。「
宋
代
に
お
い
て
呉
●
（
字
、
才
老
。
一
一
二

四
年
、
進
士
）
や
朱
熹
、
他
の
学
者
は
四
世
紀
の
文
献
の
信
憑
性
に
疑

問
を
投
げ
か
け
た
。
そ
し
て
一
五
四
三
年
に
梅
●
（「
孫
星
衍
」
の
項

参
照
〔『
清
代
名
人
伝
略
』
第
二
巻
、
六
七
六
―
六
七
七
頁
〕）
は
『
古

文
尚
書
考
異
』
を
世
に
出
し
た
。
し
か
し
、
長
き
に
わ
た
っ
て
流
布
し

た
文
献
の
信
憑
性
は
多
く
の
人
々
の
間
で
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
閻
若
●
は
二
十
歳
に
な
る
ま
で
に
そ
の
信
憑
性
を
疑
い
始
め
、
の

ち
の
三
十
年
間
と
い
う
も
の
を
そ
の
問
題
に
関
す
る
徹
底
的
な
調
査
研

究
に
費
や
し
た
。
そ
の
結
実
が
上
記
の
『
尚
書
古
文
疏
証
』
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
説
得
的
な
証
拠
と
賢
明
な
議
論
に
よ
っ
て
千
年
の
間
流
布
し

て
い
た
「
古
文
」
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
が
疑
い
の
余
地
な
く
証
明
さ
れ

た
。
学
者
の
中
に
は
閻
の
結
論
に
異
議
を
唱
え
る
者
も
い
た
が
（「
毛

奇
齡
」
の
項
参
照
〔『
清
代
名
人
伝
略
』
第
一
巻
、
五
六
四
頁
〕）、
大

方
の
漢
学
派
（「
顧
炎
武
」
の
項
参
照
〔『
清
代
名
人
伝
略
』
第
一
巻
、

四
二
三
頁
〕）
の
徒
は
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
を
見
出
さ
な
か
っ
た
。

閻
の
発
見
が
中
国
に
お
け
る
歴
史
的
批
評
に
と
っ
て
持
っ
て
い
る
重
要

性
は
ど
れ
だ
け
強
調
さ
れ
て
も
よ
い
。
そ
れ
に
よ
り
長
い
こ
と
敬
意
を

集
め
て
い
た
古
典
が
引
き
摺
り
下
ろ
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
古
典
の
作

品
―
―
ど
れ
ほ
ど
聖
な
る
も
の
で
あ
れ
―
―
の
す
べ
て
を
批
判
的
に
検

証
す
る
道
が
開
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
」（
同
、
第
二
巻
）。
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ブ
ッ
シ
ュ
神
父
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
・
セ
リ
カ

一

後
藤
基
巳
著
『
明
清
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
研
文
出
版
、
一
九
七
九
年
）
の
中
に
、「
明
末
儒
教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
道
」
と
い
う
東

西
の
思
想
交
渉
に
関
す
る
洞
察
に
富
ん
だ
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
も
と
『
白
百
合
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
輯
（
一
九

五
七
年
二
月
）
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一
般
に
明
末
、
と
い
う
よ
り
明
代
中
葉
以
降
の
儒
教
思
想
界
の
主
流
を
な
す
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
王
学
（
陽
明
学
）
で
あ
る
。
…

…
さ
ら
に
そ
の
後
学
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
左
派
王
学
・
新
陽
明
学
の
名
を
以
て
よ
ば
れ
る
一
群
の
思
想
家
た
ち
は
、
師
説
を
極
端

に
ま
で
お
し
す
す
め
て
ま
す
ま
す
観
念
論
的
色
彩
を
濃
く
し
、
人
間
の
自
然
本
能
的
欲
望
を
積
極
的
に
肯
定
し
、
こ
れ
と
対
立
す

る
外
的
規
範
の
束
縛
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
、
名
教
倫
理
を
蔑
棄
し
て
、
終
に
は
儒
教
思
想
の
埒
外
に
逸
脱
し
て
、
こ
れ
を
鋭
い

対
立
を
示
す
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
〈
王
学
末
流
の
氾
濫
〉
と
い
う
現
象
で
、
十
六
世
紀
の
後
半
に
は
そ
の
風
潮
が
最
も

著
し
い
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
よ
う
な
自
由
思
想
の
横
溢
と
攻
勢
に
対
し
て
は
、
伝
統
的
儒
教
思
想
の
陣
営
に
お
い
て
も
真
剣
な

自
己
批
判
と
、
そ
れ
に
本

(

マ
マ)

づ
く
反
攻
護
教
運
動
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
事
実
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
時
期

に
お
け
る
新
し
い
儒
教
主
義
的
反
攻
護
教
運
動
の
生
起
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
東
林
の
講
学
は
そ
の
風
気
の
中
心
を
な

し
、
ま
た
た
く
間
に
江
南
諸
省
（
江
蘇
・
浙
江
・
江
西
）
の
著
名
な
る
学
士
文
人
を
多
く
こ
れ
に
饗
応
せ
し
め
て
蔚
然
た
る
勢
力

を
張
る
に
至
っ
た
。
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…
…

東
林
学
を
中
心
と
す
る
儒
教
革
新
運
動
は
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
道
に
対
す
る
肯
定
受
容
的
関
心
と
容
易
に
結
び
つ
き
得
る
。
す
な
わ
ち

反
儒
教
的
自
由
思
想
の
横
溢
と
攻
勢
に
対
し
て
、
新
し
い
護
教
理
論
の
展
開
を
冀
求
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
派
の
人
々
に
と
っ
て
、

…
…
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
説
は
、
奉
教
士
人
と
同
じ
く
、
そ
の
教
う
る
と
こ
ろ
が
儒
教
聖
賢
の
本
義
に
悖
ら
ず
、
し
か
も
清
新
緻
密

な
論
理
的
思
弁
力
を
備
え
た
点
に
お
い
肯
定
受
容
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
（
同
、
一
〇
〇
―
一
〇
二
頁
）。

後
藤
基
巳
は
、
王
学
末
流
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
道
徳
的
ア
ノ
ミ
ー
状
態
に
抗
し
て
、
秩
序
回
復
を
志
向
し
た
講
学
運
動
と
し

て
の
東
林
派
と
王
学
末
流
と
結
合
し
た
仏
教
と
道
教
と
の
思
想
的
決
別
を
宣
言
す
る
天
主
教
と
が
親
和
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
、「
東

林
学
・
東
林
的
風
気
に
お
け
る
カ
ト
ッ
リ
ク
伝
道
の
影
響
を
肯
定
的
に
推
定
し
た
い
」（
同
、
一
〇
二
頁
）
と
す
る
。
そ
し
て
、
後
藤

基
巳
は
、
自
分
の
考
え
と
同
じ
側
に
立
つ
イ
エ
ズ
ス
会
士
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ナ
ー
ルH

enri
B

ernard

と
反
対
の
見
解
を
持
す
神
言
会
士
ハ

イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ッ
シ
ュH

einrich
B

usch
の
見
解
を
紹
介
す
る
。

近
時
に
お
け
る
明
末
伝
道
史
お
よ
び
リ
ッ
チ
史
伝
の
権
威
あ
る
研
究
者
と
し
て
精
力
的
な
業
績
を
示
さ
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
ア
ン

リ
・
ベ
ル
ナ
ー
ルH

enri
B

ernard

師
も
、
そ
の
い
く
つ
か
の
著
書
・
論
文
の
中
で
バ
ル
ト
リ
師
の
こ
の
記
事
を
有
力
な
根
拠
と

し
て
、
東
林
学
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
道
の
影
響
に
肯
定
的
な
推
定
を
下
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
証
的
資
料
の
欠
乏
に
つ

い
て
は
、
…
…
嘆
じ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
さ
き
ご
ろ
東
林
学
に
つ
い
て
の
力
作
の
研
究T

he
T

ung-lin
S

hu-yuan
and

Its

P
olitical

and
P

hilosophical
S

ignificance
(

M
onum

enta
Serica,

V
ol.

14)

を
発
表
さ
れ
た
神
言
会
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ッ

シ
ュH
einrich

B
usch

師
は
、
そ
の
巻
末
に
「
東
林
学
院
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
と
い
う
参
考
論
文
を
附
し
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
師
の

見
解
お
よ
び
そ
の
本
と
な
っ
た
バ
ル
ト
リ
師
の
記
事
を
批
判
し
な
が
ら
、「
西
洋
側
・
中
国
側
い
ず
れ
の
資
料
か
ら
も
、
教
会
ま

た
は
宣
教
師
と
東
林
学
派
の
学
者
の
間
の
関
係
を
実
証
す
べ
き
証
拠
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
否
定
的
見
解
に
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到
達
さ
れ
て
い
る
（
同
、
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
）。

つ
ま
り
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
東
林
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
に
親
和
関
係
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
証
性
の
点
で
不
充
分

で
あ
り
、
ブ
ッ
シ
ュ
は
豊
富
な
資
料
を
論
拠
に
東
林
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
に
相
関
関
係
を
認
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
ベ
ル
ナ
ー
ル
と
同
様
に
両
者
の
間
に
親
和
関
係
を
見
出
す
後
藤
基
巳
は
、
反
証
と
し
て
宣
教
師
と
親
し
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
葉
向
高
、
鄒
元
標
、
馮
應
京
、
張
問
達
、
左
光
先
等
、
東
林
派
や
そ
れ
に
近
い
人
々
の
例
を
挙
げ
る
。
後
藤
基
巳
の
ブ
ッ
シ
ュ
へ
の

反
論
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
し
い
と
す
れ
ば
、
東
林
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
に
明
確
な
親
和
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。し

か
し
そ
れ
は
東
林
派
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
戦
後
日
本
の
東
林
派
研
究
の
記
念
碑
的
業
績

は
、
小
野
和
子
の
「
東
林
派
と
そ
の
政
治
思
想
」（『
京
都
東
方
学
報
』
第
二
八
冊
、
一
九
五
八
年
）
で
あ
り
、
金
字
塔
的
業
績
は
溝
口

雄
三
の
「
い
わ
ゆ
る
東
林
派
人
士
の
思
想
―
―
前
近
代
期
に
お
け
る
中
国
思
想
の
展
開
（
上
）
―
―
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第

七
五
冊
、
一
九
七
八
年
）
で
あ
ろ
う
。
両
者
も
後
藤
基
巳
の
視
点
に
加
え
て
、
社
会
思
想
的
視
点
を
も
っ
て
出
身
階
層
に
目
を
留
め
東

林
派
の
思
想
史
的
意
味
を
考
察
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

す
で
に
後
藤
基
巳
の
引
用
文
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
東
林
書
院
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
と
い
う
論
文
は
、
モ
ニ
ュ

メ
ン
タ
・
セ
リ
カM

onum
enta

Serica

第
一
四
巻
に
載
せ
た
ブ
ッ
シ
ュ
の
「
東
林
書
院
と
そ
の
政
治
的
及
び
思
想
的
意
義
」(

T
he

T
ung-L

in
A

cadem
y

and
Its

P
olitical

and
P

hilosophical
S

ignificance
)

（
一
―
一
三
三
頁
）
と
い
う
大
部
の
論
文
に
附
さ
れ
た
二

つ
の
補
助
論
文
―
―
第
一
が
「
東
林
派
と
そ
の
仲
間
の
伝
記
的
注
釈
」(

B
iographical

N
otes

on
M

em
bers

and
F

riends
of

the

T
ung-lin

C
ircle

)

（
一
三
四
―
一
五
六
頁
）、
第
二
が
「
東
林
書
院
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」（
一
五
六
―
一
六
三
頁
）
―
―
の
一
つ
で

あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
あ
く
ま
で
附
録
（A

P
P

E
N

D
IX

）
な
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
シ
ュ
の
言
う
東
林
派
の
実
態
と
本
質
を
知
る
た
め
に
は
、
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主
論
文
を
読
み
込
む
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ブ
ッ
シ
ュ
の
東
林
派
に
関
す
る
論
文
は
、
小
野
論
文
、
溝
口
論
文
以
前
に
出
さ

れ
た
偉
業
で
あ
っ
て
、
開
拓
者
的
業
績
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
は
た
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
国
学
の
権
威
で
コ
レ
ー

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
名
誉
教
授
ジ
ャ
ッ
ク
・
ジ
ェ
ル
ネ

Jacques
G

ernet

が
ブ
ッ
シ
ュ
論
文
を
東
林
派
研
究
の
中
で
「
古
典
的
地

位
を
確
立
し
た
研
究
」（une

étude
devenue

classíque

）

(

1)

と
評
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

二

ま
ず
こ
の
論
文
が
記
載
さ
れ
たM

onum
enta

Serica

第
一
四
巻
に
着
目
し
た
い
。
こ
れ
は
一
九
四
九
―
一
九
五
五
年
に
当
た
る
も

の
で
あ
る
。
単
年
度
の
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
五
四
年
ま
で
、
こ
の
雑
誌
は
休
刊
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
一
九
四
九
年
と
は
中
華
人
民
共
和
国
が
誕
生
し
た
年
で
あ
る
。
雑
誌
の
冒
頭
の
編
者
挨
拶
（E

ditorial
N

ote

）
は
以
下
の
よ
う

に
記
す
。

中
国
共
産
党
が
北
京
の
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
（
輔
仁
大
学
）
を
五
年
前
に
占
拠
し
た
と
き
、
大
学
の
中
国
学
の
専
門
雑
誌
で
あ
る
と

こ
ろ
のM

onum
enta

Serica

も
ま
た
停
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

し
ば
ら
く
前
、
輔
仁
大
学
を
運
営
し
て
い
た
神
言
会
は
、
雑
誌
の
出
版
を
再
開
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
知
ら
せ
は

M
onum

enta
Serica

の
か
つ
て
の
寄
稿
者
と
支
援
者
す
べ
て
か
ら
喜
ば
れ
た
。

そ
の
と
き
以
来
、
編
集
委
員
会
は
新
し
い
環
境
に
適
応
す
る
よ
う
に
組
織
が
再
編
さ
れ
た
し
、
編
集
事
務
局
も
不
完
全
な
が
ら
設

置
さ
れ
た
。M

onum
enta

Serica

は
よ
う
や
く
こ
こ
に
再
び
極
東
の
地
に
お
い
て
姿
を
見
せ
、
そ
の
創
刊
者
で
あ
る
神
言
会
の

ビ
ア
ラ
ス
神
父
（F

r.X
.B

iallas,S
.V

.D
.

）
を
通
し
て
一
九
三
五
年
に
託
さ
れ
た
使
命
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
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わ
た
し
た
ち
は
中
国
学
の
豊
か
な
伝
統
を
持
つ
こ
の
新
し
い
国
で
の
客
分
と
し
てM

onum
enta

Serica

が
、
過
去
に
お
い
て
中

国
文
化
の
真
っ
只
中
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
齎
し
た
若
干
の
利
点
を
今
後
も
享
受
し
、
そ
れ
ら
の
利
点
を
今
度
は
寄
稿
者
と
読

者
に
供
与
し
続
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

発
行
人
（F

o
u

n
d

er

）
に
は
ビ
ア
ラ
ス
（F

r.X
.B

iallas

）、
編
集
員
（E

d
ito

r

）
に
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（H

ein
rich

B
usch

）、
准
編
集
員
（A

ssociate
E

ditors

）
に
は
エ
ー
ダ
ー
（M

atthias
E

der

）、
フ
ァ
イ
フ
エ
ル
（E

ugen
F

eifel

）、
コ
ス
タ
ー

（H
erm

ann
K

oster

）、
ク
ロ
ー
カ
ー
（E

duard
K

roker

）、
マ
リ
ン
ガ
ー
（Johannes

M
aringer

）、
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
（G

erhard

S
chreiber

）
の
六
名
が
名
を
列
ね
て
い
る
。
い
ず
れ
も
神
言
会
の
会
員
で
あ
る
。

神
言
会
は
「
一
八
七
五
年
九
月
八
日
ヤ
ン
セ
ン
に
よ
っ
て
ス
タ
イ
ル
に
創
設
さ
れ
た
最
初
の
ド
イ
ツ
宣
教
寛
律
修
道
会
」

(

2)

で
あ
り
、

一
八
八
二
年
に
山
東
省
の
南
部
に
お
い
て
布
教
が
開
始
さ
れ
た
。
同
会
は
異
教
地
布
教
を
そ
の
使
命
と
し
、
言
語
学
、
民
俗
学
を
宗
教

お
よ
び
宗
教
学
と
の
関
係
に
お
い
て
研
究
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た

(

3)

。
輔
仁
大
学
は
、
一
九
二
七
年
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
に
よ
っ
て
北

京
に
創
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
一
九
三
三
年
に
経
営
が
神
言
会
に
委
譲
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
二
九
年
よ
り
中
国
人
歴
史
学
者
の

陳
垣
が
校
長
を
務
め
、
日
中
戦
争
以
降
の
困
難
な
時
期
（
一
九
三
七
―
一
九
四
五
年
）
も
活
動
を
発
展
さ
せ
た
。
一
九
四
八
年
に
は
、

文
学
院
、
理
学
院
、
農
学
院
か
ら
成
る
総
合
大
学
の
観
を
呈
し
て
い
た
。
一
九
四
九
年
に
中
国
共
産
党
が
政
権
を
取
り
、
中
華
人
民
共

和
国
が
成
立
し
て
か
ら
、
神
言
会
に
よ
る
経
営
が
困
難
と
な
り
、
一
九
五
〇
年
に
中
国
共
産
党
政
府
に
接
収
さ
れ
、
一
九
五
二
年
に
公

式
に
閉
鎖
さ
れ
た
。

輔
仁
大
学
で
は
一
九
二
九
年
以
降
、『
輔
仁
学
誌
』F

u
Jen

Sinological
Journal

が
中
国
語
で
年
二
回
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
・
セ
リ

カM
onum

enta
Serica

（『
華
裔
学
志
』）
が
一
九
三
五
年
以
降
、
英
仏
独
語
で
発
行
さ
れ
た

(

4)

。
輔
仁
大
学
の
接
収
は
、
こ
れ
ら
の
雑
誌

の
発
行
の
中
断
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
前
一
九
四
八
年
の
第
一
三
巻
を
も
っ
て
雑
誌
の
発
行
は
停
止
し
た

(

5)

。
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し
か
し
、「
編
者
挨
拶
」
に
あ
る
よ
う
に
、
一
九
三
五
年
に
輔
仁
大
学
の
中
国
学
の
専
門
誌
と
し
て
発
刊
さ
れ
たM

o
n

u
m

en
ta

Serica

は
、
日
本
の
東
京
の
神
言
会
の
日
華
文
化
研
究
所
（S

.V
.D

.
R

esearch
Institute

of
O

riental
C

ultures

）
を
事
務
局
と
し
て
、

一
九
五
五
年
に
日
本
に
拠
点
を
移
し
て
再
刊
さ
れ
た
。
そ
の
再
刊
後
、
最
初
の
記
念
す
べ
き
巻
に
、
神
言
会
の
ブ
ッ
シ
ュ
が
東
林
派
研

究
の
大
作
を
世
に
問
う
た
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
系
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
白
百
合
女
子
短
期
大
学
教
授
の
後
藤
基
巳
も
ま
た
、

こ
の
一
四
巻
に
、"S

tudies
in

C
hinese

P
hiosophy

in
P

ostw
ar

Japan"

（
戦
後
日
本
に
お
け
る
中
国
思
想
研
究
）
と
い
う
論
文
を
載

せ
て
い
る
。
後
藤
基
巳
は
、
一
九
三
九
年
五
月
か
ら
一
九
四
〇
年
ま
で
二
ヵ
年
に
わ
た
り
、
外
務
省
の
第
三
種
補
給
生
と
し
て
北
京
に

留
学
し
て
い
る

(

6)

。
後
藤
基
巳
は
北
京
留
学
時
代
、
恐
ら
く
は
中
国
研
究
の
名
門
輔
仁
大
学
を
尋
ね
た
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
一
九
三

九
年
一
一
月
に
北
京
に
到
着
し
た
ブ
ッ
シ
ュ
と
な
に
が
し
か
の
接
点
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
縁
由
か
ら
こ
の
論
文

を
知
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
高
田
淳
に
よ
れ
ば
、
後
藤
基
巳
の
関
心
は
「
異
な
っ
た
文
化
伝
統
を
も
つ
中
国
の
知
識
人
が
い
か

に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
獲
得
す
る
か
と
い
う
点
に
在
っ
た
」

(

7)

の
で
、
知
り
得
た
ブ
ッ
シ
ュ
の
論
文
を
自
ら
進
ん
で
手
に
取
り
、
こ
れ

に
言
及
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
下
に
ブ
ッ
シ
ュ
論
文
の
内
容
目
次
を
示
す
。

第
一
章
　
東
林
書
院
と
そ
の
政
治
活
動

予
備
的
覚
書
―
万
暦
期
以
前
の
東
林
書
院

一
、
政
治
的
党
派
の
勃
興
と
顧
憲
成
の
公
的
経
歴

ａ
、「
正
義
派
」
と
内
閣

ｂ
、
宮
廷
に
お
け
る
「
正
義
派
」
の
領
袖
と
し
て
の
顧
憲
成

二
、
東
林
書
院
の
復
興
と
そ
の
組
織
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ａ
、
書
院
の
建
設

ｂ
、
書
院
の
建
物

ｃ
、
書
院
の
規
則

（
一
）
総
則

（
二
）
手
続
き
上
の
規
則

ｄ
、
書
院
に
関
連
す
る
諸
活
動
―
教
育
、
歌
唱
、
犠
牲

三
、
東
林
派
と
政
治

ａ
、
政
治
的
批
判
と
扇
動
の
拠
点
と
し
て
の
東
林
派

ｂ
、「
東
林
党
」
の
名
称
の
由
来

ｃ
、
東
林
派
及
び
魏
忠
賢
に
よ
る
東
林
書
院
の
破
壊

小
結
―
東
林
書
院
の
復
興
と
そ
の
後
の
歴
史

第
二
章
　
東
林
派
の
思
想

一
、
東
林
派
の
人
物
と
一
般
的
な
特
徴

二
、
東
林
派
の
思
想
の
概
括

ａ
、
東
林
派
と
王
陽
明
学
派
の
過
激
派

（
一
）
王
陽
明
学
派
の
主
観
主
義
と
仏
教
的
傾
向

（
二
）
保
守
派
儒
教
の
拠
点
と
し
て
の
東
林
派

ｂ
、
東
林
派
の
思
想
家
と
新
儒
学
の
二
大
学
派
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三
、
顧
憲
成
の
思
想

ａ
、
一
般
的
な
位
置
と
主
要
な
問
題

ｂ
、
反
王
学
主
観
主
義

ｃ
、
反
無
善
無
悪
思
想

ｄ
、
顧
憲
成
の
基
本
原
則

ｅ
、
反
当
下
的
道
徳

ｆ
、
顧
憲
成
と
王
陽
明
の
修
養
方
法

ｇ
、
顧
憲
成
と
朱
熹
の
修
養
方
法

ｈ
、「
主
静
」
と
「
静
坐
」

ｉ
、
小
結

四
、
高
攀
龍
の
思
想

ａ
、
一
般
的
な
位
置

ｂ
、
精
神
修
養
の
方
法

ｃ
、
敬
、
主
静
、「
静
坐
」

ｄ
、
悟
り

ｅ
、
気
一
元
論

ｆ
、
小
結
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本
来
な
ら
ば
、
こ
の
本
編
を
訳
出
し
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
い
う
東
林
派
と
は
何
で
あ
る
か
を
了
解
し
た
う
え
で
、
果
た
し
て
東
林
派
と
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
間
に
は
さ
し
た
る
関
係
が
見
出
せ
な
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
編
が
大
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ

こ
で
は
訳
出
す
る
こ
と
を
諦
め
、
わ
た
く
し
の
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
の
「
東
林
書
院
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
の
部
分
に
限
定
し
て
訳
出

を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。

三

ブ
ッ
シ
ュ
は
、
本
論
文
を
通
し
て
、
東
林
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
間
に
親
和
関
係
の
な
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
。
附
録
論

文
と
い
う
に
は
頗
る
奥
行
き
の
あ
る
論
文
で
あ
り
、
汲
み
尽
せ
ぬ
多
く
の
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
て
い
る
。

ブ
ッ
シ
ュ
は
、
天
主
教
に
反
発
す
る
東
林
派
士
人
と
し
て
、
馮
從
吾
、
鄒
維
●
、
施
邦
曜
を
挙
げ
る
。
馮
從
吾
は
正
統
と
異
端
の
区

別
を
重
ん
ず
る
講
学
運
動
の
旗
頭
で
あ
る
。
彼
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
か
ら
、
理
論
面
で
天
主
教
を
正
統
の
側
か
ら
拒
否
す
る
も
の

で
、
道
徳
秩
序
の
再
興
を
追
求
し
た
東
林
派
と
し
て
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、
後
ろ
の
二
者
は
、
福
建
と
い
う
中
心
か
ら
離
れ
た
周
縁

の
地
で
、
し
か
も
倭
寇
を
始
め
と
し
て
外
的
勢
力
の
侵
入
を
受
け
や
す
い
地
で
、
天
主
教
の
伝
道
が
イ
エ
ズ
ス
会
と
ド
ミ
ニ
コ
会
の
二

つ
の
修
道
会
に
よ
っ
て
大
々
的
に
推
進
さ
れ
る
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
儒
教
文
化
に
適
応
的
な
伝
道
方
針
を
取
る
イ

エ
ズ
ス
会
と
、
儒
教
文
化
と
の
対
決
姿
勢
が
目
立
つ
ド
ミ
ニ
コ
会
が
伝
道
し
た
の
で
あ
る
が
、
中
国
の
知
識
人
か
ら
見
れ
ば
、
あ
く
ま

で
イ
エ
ズ
ス
会
も
ド
ミ
ニ
コ
会
も
同
じ
教
え
の
仲
間
と
し
て
映
る
。
ド
ミ
ニ
コ
会
の
伝
道
が
前
進
す
れ
ば
、
そ
れ
は
天
主
教
そ
れ
自
身

が
儒
教
に
対
抗
す
る
教
え
と
し
て
自
ら
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
と
ド
ミ
ニ
コ
会
を
並
列
視
す
る
の
で
は
な
く
、

イ
エ
ズ
ス
会
と
ド
ミ
ニ
コ
会
を
潜
伏
形
態
と
顕
在
形
態
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
特
に
ド
ミ
ニ
コ
会
の
伝
道
に
よ
っ
て
、
明
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代
に
お
い
て
た
び
た
び
反
秩
序
の
動
き
を
示
し
た
支
配
階
層
の
底
部
に
位
置
し
、
支
配
の
位
階
を
支
え
る
生
員
層
に
信
徒
が
広
ま
っ
た

の
だ
か
ら
、
秩
序
の
維
持
安
定
を
志
向
す
る
東
林
派
士
人
か
ら
す
れ
ば
、
驚
愕
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
こ
れ
は
極
め

て
東
林
派
に
と
っ
て
本
質
的
な
見
方
に
根
ざ
し
た
反
応
で
あ
っ
て
、
東
林
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
間
に
、
座
標
軸
で
は
マ
イ
ナ
ス
に

位
置
す
る
も
の
の
絶
対
値
で
は
大
き
な
強
い
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
親
和
関
係
と
対
立
関
係
は
、
陰
陽
逆
転
の
世
界
で
あ
る
。
高
瀬

弘
一
郎
『
モ
ン
ス
ー
ン
文
書
と
日
本
―
―
十
七
世
紀
ポ
ル
ト
ガ
ル
公
文
書
集
―
―
』
の
第
四
三
書
簡
の
「
一
六
一
五
年
二
月
二
一
日
付

け
リ
ス
ボ
ン
発
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
王
の
イ
ン
デ
ィ
ア
副
王
書
簡
」
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
利
益
の
追
求
か
ら
マ
カ
オ
の
要
塞
化
が
暗
暗

裡
に
指
示
さ
れ
て
い
る

(

8)
。
中
国
の
領
土
に
侵
入
し
、
自
己
の
国
益
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
外
国
勢
力
の
存
在
が
、
南
京
教
難
の
一
年
前

に
書
簡
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
だ
か
ら
、マ
カ
オ
か
ら
中
国
に
入
る
宣
教
師
た
ち
に
東
林
派
の
士
人
が
警
戒
す
る
こ
と
は
、

あ
る
意
味
で
は
至
極
当
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
林
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
実
は
東
林
派
の
中
に
反
天
主
教
の
士
人
が
存
在
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
本
来
秩
序

の
安
定
と
再
興
を
志
向
す
る
東
林
派
の
中
に
明
王
朝
体
制
の
礼
教
秩
序
を
侵
し
得
る
天
主
教
を
肯
定
的
に
受
容
し
よ
う
と
す
る
士
人
が

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
末
当
時
、
天
主
教
は
宗
教
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
共
に
も
た
ら
さ
れ
た
十
六
世
紀
、

十
七
世
紀
の
西
洋
の
自
然
科
学
と
人
文
科
学
を
も
意
味
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
明
末
の
東
林
派
士
人
が
宗
教
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク

に
共
鳴
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
西
洋
の
自
然
科
学
が
彼
ら
に
与
え
た
意
味
が
大
き
い
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

ブ
ッ
シ
ュ
は
、
親
天
主
教
士
人
と
し
て
郭
正
域
、
葉
向
高
、
鄒
元
標
の
例
を
挙
げ
る
。
鄒
元
標
に
関
し
て
は
、
文
集
か
ら
の
引
用
も

示
す
。
し
か
し
、
顧
憲
成
や
高
攀
龍
な
ど
東
林
派
の
領
袖
の
文
集
に
宣
教
師
と
天
主
教
に
関
す
る
記
述
が
な
い
こ
と
を
、
東
林
派
と
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
に
親
和
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
の
有
力
な
根
拠
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
当
時
、
多
く
の
中
国
の
知
識
人



167

が
宣
教
師
と
交
渉
を
持
っ
て
い
る
。
現
在
残
さ
れ
て
い
る
東
林
派
士
人
の
文
集
に
天
主
教
に
関
す
る
好
意
的
な
記
述
が
余
り
認
め
ら
れ

な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
ら
が
宣
教
師
と
天
主
教
に
対
し
て
親
和
的
関
係
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
現
に
宣
教

師
と
深
い
交
渉
の
あ
っ
た
東
林
派
の
高
官
の
葉
向
高
の
文
集
で
あ
る
『
蒼
霞
草
』
二
〇
巻
、『
続
草
』
二
二
巻
、『
余
草
』
一
四
巻
の
内
、

天
主
教
関
係
の
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
三
番
目
の
『
余
草
』
で
あ
る
。「
西
学
十
誡
初
解
序
」
が
巻
五
（
二
二
葉
表
―
二
三
葉

裏
）、
そ
し
て
「
職
方
外
紀
序
」
も
巻
五
（
二
四
葉
表
―
二
五
葉
表
）
に
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
「
職
方
外
紀
序
」
は
、
台

湾
学
生
書
局
本
『
天
学
初
函
』
所
収
の
『
職
方
外
紀
』
に
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
●
刻
本
に
は
入
っ
て
い
る

(

9)

。
し
た
が
っ
て
現
在
の
文

集
に
見
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
当
時
彼
ら
が
著
し
た
文
章
の
中
に
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
後
の
政
治
状
況
の
変

化
等
か
ら
、
本
人
で
は
な
く
後
の
者
の
都
合
か
ら
も
と
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
文
章
を
外
し
た
可
能
性
が
低
く
な
い
と
言
え
る
。
少
な
く
と

も
東
林
派
士
人
の
現
在
残
さ
れ
た
文
章
に
、
天
主
教
に
対
し
て
親
和
的
な
文
章
が
寥
寥
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
東
林
派
士
人
と
天

主
教
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
に
親
和
的
な
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
の
説
得
的
な
論
拠
に
は
な
り
に
く
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

ブ
ッ
シ
ュ
は
、
楊
廷
●
と
共
に
東
林
書
院
の
復
興
の
と
き
に
協
力
し
て
や
ま
な
か
っ
た
周
孔
教
を
紹
介
し
て
い
る
（
四
二
頁
）。
周

孔
教
は
「
自
ら
出
講
す
る
な
ど
東
林
の
講
学
活
動
に
深
く
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
」

(

10)

の
で
あ
る
。
彼
は
水
利
改
革
に
熱
心
で
あ
り

(

11)

、

「
里
甲
正
役
の
銀
納
化
」
に
も
肯
定
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

(

12)
。
つ
ま
り
銀
経
済
が
席
巻
し
、
中
間
支
配
層
た
る
自
分
た
ち
の
財
政
基

盤
が
動
揺
し
て
い
る
そ
の
最
中
に
、
存
立
基
盤
を
鍛
え
な
お
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
東
林
派
の
存
在
理
由
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
得
な
い
が
、
そ
う
し
た
動
揺
し
て
不
安
定
な
中
間
支
配
層
た
る
東
林
派
士
人
は
、
必
死
に
打
開
策
を

模
索
す
る
途
上
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
西
洋
文
明
の
一
体
と
な
っ
た
天
主
教
に
出
会
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
親
天
主
教
、
或
い
は

反
天
主
教
で
あ
れ
、
天
主
教
に
対
す
る
彼
ら
の
態
度
は
、
東
林
派
士
人
の
存
在
理
由
と
深
く
関
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
の
も
の
で
あ
る
と
言
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う
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

四

本
論
文
の
著
者
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ッ
シ
ュ
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
ン
・
マ
ー
レ
クR

om
an

M
alek

の"In
m

em
o

ria
m

H
einrich

B
usch

(
1912-2002

)
und

E
ugen

F
eifel

(
1902-1999

)"

に
基
づ
い
て
述
べ
る

(

13)

。
ブ
ッ
シ
ュ
は
、
一
九
一
二
年
一
二
月
一
七
日
に
西

南
ド
イ
ツ
の
ザ
ー
ル
ラ
ン
ドS

aarland

のB
ildstock

に
生
ま
れ
た
。
一
九
三
二
年
に
ザ
ン
ク
ト
・
ア
ウ
グ
ス
チ
ンS

ankt
A

ugsutin

に

て
神
言
会
に
入
会
し
、
哲
学
を
学
ん
だ
。
一
九
三
二
年
に
初
誓
願
を
立
て
た
。
一
九
三
五
年
に
は
神
学
の
学
習
の
た
め
に
ロ
ー
マ
へ
派

遣
さ
れ
た
。
一
九
三
八
年
に
は
終
生
請
願
を
立
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ク
ム
（G

erm
anicum

）、
す
な
わ
ち
在
ロ
ー
マ
ド
イ
ツ
人
司
祭
養
成
神

学
校
に
て
司
祭
に
叙
階
さ
れ
た
。
そ
の
ま
ま
神
学
の
学
習
を
続
け
、
一
九
三
九
年
に
修
士
の
学
位
（L

izentat

）
を
取
得
し
た
。
同
年

に
神
言
会
の
本
部
か
ら
中
国
の
北
京
に
あ
っ
た
輔
仁
大
学
に
派
遣
さ
れ
た
。シ
ベ
リ
ア
横
断
鉄
道
を
通
っ
て
同
年
に
輔
仁
大
学
に
着
き
、

中
国
語
を
学
ん
だ
の
ち
、
ド
イ
ツ
語
の
授
業
を
担
当
し
、
中
国
語
で
西
洋
哲
学
を
講
じ
た
。

ブ
ッ
シ
ュ
が
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
背
景
に
は
、
日
中
戦
争
の
勃
発
が
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
大
学
の
「
内
陸
部
移
転
を
余
儀
な
く
し
、

近
代
中
国
に
お
け
る
学
術
発
展
を
減
速
さ
せ
た
」

(

14)

。
他
方
経
営
母
体
の
修
道
会
の
本
部
が
日
本
の
敵
対
国
に
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
り
、

そ
の
財
産
は
保
護
さ
れ
る
大
学
も
出
た
。
日
本
と
ド
イ
ツ
と
の
間
に
は
、
一
九
三
六
年
一
一
月
二
五
日
に
日
独
防
共
協
定
が
調
印
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
ド
イ
ツ
に
拠
点
を
置
く
神
言
会
が
経
営
す
る
輔
仁
大
学
は
、
後
者
に
属
し
た
。
一
九
四
〇
年
九
月
二
七
日
に
は
ベ
ル
リ

ン
で
イ
タ
リ
ア
が
加
わ
っ
て
日
独
伊
三
国
軍
事
同
盟
が
締
結
さ
れ
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
結
束
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
た
。
一
九
四
一
年

一
二
月
八
日
に
日
中
戦
争
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
拡
大
し
、
輔
仁
大
学
は
大
学
教
育
に
関
係
す
る
人
員
を
米
国
人
神
父
か
ら
ド
イ
ツ
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人
神
父
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
枢
軸
国
の
大
学
と
し
て
の
体
面
を
保
っ
た

(

15)

。
し
か
し
、
す
で
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
突
入

す
る
三
年
前
の
一
九
三
八
年
五
月
に
は
、
燕
京
大
学
、
輔
仁
大
学
の
両
大
学
と
北
京
日
本
大
使
館
と
の
間
に
協
定
が
結
ば
れ
、
日
本
人

教
授
を
招
聘
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
お
り
、
輔
仁
大
学
・
燕
京
大
学
と
と
も
に
は
大
学
の
存
続
の
た
め
に
対
日
協
力
の
道
を
進
ま
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
に
は
輔
仁
大
学
に
教
員
や
学
生
の
抗
日
闘
争
を
推
進
さ
せ
る
た
め
に
大
衆
的
な
秘
密
組
織
を
結
成
し
て
い
た
国
民
党
の

北
京
地
下
工
作

(

16)

へ
の
対
抗
の
意
味
あ
い
も
あ
っ
た
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
輔
仁
大
学
の
学
長
ル
ド
ル
フ
・
ラ
ー
マ
ンR

udolf
R

ahm
an

と
校
務
長
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ァ
イ
フ
ェ
ル
は
共
産
主
義
撲
滅
運
動
の
必
要
性
に
限
っ
て
は
日
本
と
目
的
意
識
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う

(

17)

。

ブ
ッ
シ
ュ
は
、
対
日
協
力
を
選
択
し
た
輔
仁
大
学
に
お
い
て
中
国
思
想
を
研
究
し
、
論
文"H

sün
Y

üeh

荀
悦,

ein
D

enker
am

H
ofe

des
letzten

H
ans-K

aisers"
(

M
onum

enta
Serica,

vol.
10,

〔1945

〕,
pp.58-90

)

に
て
輔
仁
大
学
よ
り
修
士
の
学
位

（M
agistergrad

）
を
得
た
。
一
九
四
七
年
に
は
、
中
国
学
の
研
究
の
た
め
に
米
国
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
派
遣
さ

れ
、
教
授
グ
ッ
ド
リ
ッ
チ
（L
.

C
arrington

G
oodrich

（
一
八
九
四
年
―
一
九
八
七
年
）、『
明
代
名
人
伝
』
の
編
者
と
し
て
有
名
）
の

指
導
を
受
け
た
。
一
九
五
三
年
に
論
文"T

he
T

ung-lin
A

cdem
y

and
its

P
olitical

and
P

hilosohical
S

ignificance"
(

M
onum

enta

Serica,
vol.

14,

〔1949-1955

〕,pp.
1-163.

但
し
、
同
誌
に
は
ブ
ッ
シ
ュ
の
同
論
文
の
全
文
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い)

に
て
博
士
の

学
位
を
得
た
。
し
か
し
、
帰
る
べ
き
中
国
は
、
一
九
四
九
年
に
は
中
国
共
産
党
が
中
華
人
民
共
和
国
を
成
立
さ
せ
た
の
で
、
も
は
や
戻

る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
輔
仁
大
学
に
あ
っ
たM

onum
enta

Serica
の
編
集
室
も
日
本
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
ブ
ッ
シ
ュ
は

東
京
に
神
言
会
の
日
華
文
化
研
究
所

(
R

esearch
Institute

of
O

riental
C

ulture
)

の
運
営
を
任
さ
れ
た
。
一
九
五
四
年
に
は
、
ブ
ッ

シ
ュ
はM

onum
enta

Serica

の
編
集
長
を
任
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
五
五
年
に
わ
た
る
分
を
一
冊
に
ま
と
め
る
と

い
う
不
規
則
な
形
で
、
一
九
五
五
年
に
す
で
に
廃
刊
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
たM

onum
enta

Serica

が
復
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
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記
念
す
べ
き
号
に
ブ
ッ
シ
ュ
の
論
文
「
東
林
書
院
と
そ
の
政
治
的
及
び
思
想
的
意
義
」(

T
he

T
ung-lin

S
hu-yün

and
Its

P
olitical

and
P

hilosophical
S

ignificance
)

が
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
な
お
、
同
号
に
は
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
か
ら
一
九
五

四
年
に
認
め
ら
れ
た
博
士
論
文
「
前
燕
朝
史
」(

T
he

H
istory

of
the

F
orm

er
Y

en
D

ynasty
)

も
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
三
七
四
―
四

八
〇
頁
））。

一
九
五
七
年
に
は
、M

onum
enta

Serica

の
編
集
室
は
、
神
言
会
の
経
営
す
る
南
山
大
学
の
あ
る
名
古
屋
に
移
さ
れ
た
。
そ
れ
に

は
、
一
九
五
三
年
に
米
国
か
ら
来
日
し
た
ブ
ッ
シ
ュ
を
神
戸
港
に
迎
え
た
神
言
会
会
員
で
民
族
学
者
の
沼
沢
喜
市
が
一
九
五
七
年
四
月

に
南
山
大
学
の
第
二
代
学
長
に
就
任
し
た
こ
と
も
あ
ず
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
ブ
ッ
シ
ュ
は
北
京
の
輔
仁
大
学
同
様
、
南
山

大
学
滞
在
時
も
日
本
語
の
習
得
に
努
め
た
の
で
は
な
い
か
。（
ブ
ッ
シ
ュ
の
離
日
前
半
年
ほ
ど
ブ
ッ
シ
ュ
と
神
言
会
の
神
学
院
で
暮
ら

し
た
こ
と
の
あ
る
青
山
玄
神
父
の
話
で
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
と
の
会
話
は
も
っ
ぱ
ら
ド
イ
ツ
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）。
た
だ
、
日
本
語

で
中
国
思
想
や
西
洋
哲
学
を
講
じ
、
ド
イ
ツ
語
を
教
え
た
形
跡
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
古
屋
で
はM

onum
enta

Serica

の
編
集
室
は
、
南
山
大
学
と
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
た
ら
し
く
、
そ
こ
に
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
複
雑
な
事
情
が

あ
る
よ
う
だ
。
ブ
ッ
シ
ュ
等
、M

onum
enta

Serica

の
ス
タ
ッ
フ
は
依
然
と
し
て
神
言
会
の
中
国
管
区
に
属
し
て
お
り
、
日
本
管
区

に
属
す
る
神
言
会
の
会
員
と
組
織
と
の
間
で
指
揮
命
令
系
統
を
異
に
し
た
こ
と
も
プ
ラ
ス
に
は
働
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
五
七
年
に
は
、
南
山
大
学
の
学
長
沼
沢
喜
市
は
、
神
言
会
総
会
長
の
命
令
に
よ
り
文
学
部
の
中
国
文
学
科
の
学
生
募
集
を
停
止

し
、
一
九
六
二
年
に
は
中
国
文
学
科
を
廃
止
し
た
。
そ
れ
に
符
牒
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
等
、M

onum
enta

Serica

の
ス
タ
ッ
フ
は
こ
の
年
の
暮
れ
に
米
国
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
に
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
（U

C
L

A

）
に
移
っ
た
。
こ
の
移
転
に
際
し

力
の
あ
っ
た
の
は
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
で
あ
っ
た
（M

onum
enta

Serica,
vol.30

、
表
紙
裏
人
物
写
真
解
説
）。
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
は
、
一
九

五
九
年
六
月
か
ら
一
九
六
〇
年
五
月
ま
で
南
山
学
園
理
事
、
そ
し
て
一
九
六
〇
年
五
月
か
ら
一
九
六
三
年
五
月
ま
で
南
山
学
園
理
事
長
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と
い
う
要
職
に
あ
っ
た
の
で

(

18)

、
外
部
と
の
移
転
交
渉
の
上
で
力
が
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に
伴
い
ブ
ッ
シ
ュ
等
、M

onum
enta

Serica
の
ス
タ
ッ
フ
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
東
洋
語
学
部(

D
epartm

ent
of

O
riental

S
tudies

)

で
教
鞭
を
執
る
こ
と
に
な
っ
た
。

中
国
語
学
中
国
文
学
科
廃
止
と
ブ
ッ
シ
ュ
な
ら
び
にM

onum
enta

Serica

の
ス
タ
ッ
フ
の
米
国
移
動
と
の
間
に
何
等
か
の
関
係
は

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
五
八
年
一
二
月
一
三
日
の
南
山
大
学
評
議
会
で
、
突
然
の
よ
う
に
一
九
五
九
年
度
か
ら
中
国
語
学
中
国
文

学
科
の
学
生
募
集
は
行
な
わ
な
い
と
報
告
さ
れ
、
同
月
一
八
日
に
は
学
長
か
ら
学
生
会
幹
部
に
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
、
日
華
文
化
研

究
所
の
廃
止
も
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
国
語
学
中
国
文
学
科
に
は
、M

onum
enta

Serica

の
ス
タ
ッ
フ
の
フ
ァ
イ
フ
ェ
ル
が

専
任
教
員
と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
辞
職
し
て
非
常
勤
講
師
と
し
て
中
国
文
学
史
の
講
義
を
継
続
し
て
担
当
し
て
い

た

(

19)

。
フ
ァ
イ
フ
ェ
ル
の
後
任
の
不
補
充
が
い
き
な
り
中
国
語
学
中
国
文
学
科
の
廃
止
に
急
展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
。M

o
n

u
m

en
ta

Serica

の
他
の
関
係
者
、
例
え
ば
エ
ー
ダ
ー
等
は
中
国
語
学
中
国
文
学
科
で
は
な
く
、
人
類
学
科
所
属
の
教
員
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日

華
文
化
研
究
所
の
蔵
書
も
人
類
学
専
攻
博
士
課
程
の
設
置
基
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
お
り
、
物
的
資
産
も
ま
た
人
類
学

科
に
継
承
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た

(

20)

。M
onum

enta
Serica

の
ス
タ
ッ
フ
と
中
国
語
学
中
国
文
学
科
を
独
り
で
つ
な
い
で
い
た
「
フ
ァ

イ
フ
ェ
ル
の
辞
職
は
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
・
セ
リ
カ
と
中
国
語
学
中
国
文
学
科
の
廃
止
に
直
接
影
響
す
る
問
題
で
あ
っ
た
」

(

21)

の
で
あ
る
。

南
山
大
学
史
料
室
所
蔵
の
一
九
五
七
年
の
南
山
大
学
の
『
学
生
便
覧
』
に
よ
れ
ば
、
中
国
語
学
中
国
文
学
科
の
ス
タ
ッ
フ
は
学
科

長
・
教
授
藤
木
敦
実
（
中
国
語
史
）、
教
授
フ
ァ
イ
フ
ェ
ル
（
中
国
文
学
史
）、
助
教
授
古
屋
二
夫
（
中
国
語
文
法
）、
助
教
授
柴
垣
芳

太
郎
（
中
国
文
学
）、
講
師
丁
秀
山
（
中
国
語
会
話
）、
非
常
勤
講
師
近
藤
春
雄
（
中
国
文
学
史
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
専
任
日
本

人
ス
タ
ッ
フ
の
藤
木
、
古
屋
、
柴
垣
は
い
ず
れ
も
東
京
外
語
の
卒
業
生
で
あ
る
。
南
山
大
学
の
語
学
教
育
の
特
徴
は
実
用
語
学
教
育
で

あ
り

(

22)

、
東
京
外
語
の
卒
業
生
を
中
心
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
は
こ
の
実
用
語
学
教
育
と
い
う
目
的
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ

れ
で
は
な
お
の
こ
と
学
科
の
廃
止
は
理
解
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
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わ
た
く
し
は
水
墨
画
家
の
三
好
道
氏
に
尋
ね
る
こ
と
に
し
た
。
三
好
氏
は
一
九
五
六
年
の
中
国
語
中
国
文
学
科
の
入
学
生
で
あ
る
。

授
業
で
は
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
聴
き
取
り
な
ど
を
し
た
そ
う
で
あ
る
。
三
好
氏
が
入
学
し
た
一
九
五
六
年
は
、
中
国
で
「
百
家
争
鳴
」

が
提
唱
さ
れ
、
二
年
生
の
一
九
五
七
年
は
中
国
で
反
右
派
闘
争
が
始
め
ら
れ
、
三
年
生
の
一
九
五
八
年
は
五
月
に
日
本
で
長
崎
国
旗
事

件
が
起
き
た
年
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
よ
り
中
国
側
か
ら
日
中
民
間
貿
易
協
定
の
契
約
は
破
棄
さ
れ
、
日
中
関
係
は
全
面
的
な
冷
却
期

間
に
入
っ
た

(

23)
。
こ
の
年
に
学
生
募
集
停
止
の
決
定
が
報
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
聴
き
取
り
そ
れ
自
体
は
実
用
語
学
教
育
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
聴
き
取
る
内
容
は
中
国
共
産
党
政
府
下
の
中
国
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
人
民
中
国
の
宣
伝
を
兼
ね
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
中
国
共
産
党
政
府
に
対
立
す
る
立
場
に
あ
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
教
育
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し

て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

廃
止
の
年
の
一
九
六
二
年
ま
で
の
政
治
情
勢
を
見
て
み
よ
う
。
三
好
氏
が
四
年
生
の
一
九
五
九
年
に
は
、
砂
川
事
件
伊
達
判
決
が
出
、

戦
後
最
大
の
三
池
争
議
が
起
き
た
。
三
好
氏
が
卒
業
し
た
一
九
六
〇
年
に
は
、
岸
内
閣
の
も
と
で
新
安
保
条
約
が
発
効
し
、
池
田
内
閣

の
も
と
で
所
得
倍
増
政
策
が
発
表
さ
れ
た
。
一
九
六
一
年
に
は
、
ソ
連
が
核
実
験
を
実
施
し
、
炭
労
大
手
一
三
社
が
合
理
化
反
対
で
ス

ト
ラ
イ
キ
に
訴
え
た
。
中
国
語
学
中
国
文
学
科
廃
止
の
年
の
一
九
六
二
年
に
は
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
が
起
き
、
高
崎
達
之
助
と
廖
承
志
が

「
日
中
長
期
総
合
貿
易
覚
書
」
に
調
印
し
い
わ
ゆ
る
Ｌ
Ｔ
貿
易
が
始
ま
っ
た

(

24)

。
時
代
は
プ
レ
高
度
経
済
成
長
期
に
位
置
し
、
労
働
運
動
、

言
い
換
え
れ
ば
社
会
主
義
運
動
が
高
揚
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
は
経
済
的
に
貧
し
く
、
保
守
政
権
に
対
し
て
革
新
側
か
ら

攻
勢
が
仕
掛
け
ら
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

柴
垣
に
は
『
最
新
日
中
貿
易
通
信
文：

読
み
方
と
書
き
方
』（
丁
秀
山
と
の
共
著
、
江
南
書
院
、
一
九
五
七
年
）、『
中
国
語
会
話
入

門
』（
丁
秀
山
、
香
坂
順
一
と
の
共
著
、
江
南
書
院
、
一
九
五
六
年
）、『
中
国
語
基
本
語
彙
』（
江
南
書
院
、
一
九
五
六
年
）
と
い
う

よ
う
な
実
用
語
学
の
著
書
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
同
じ
く
南
山
大
学
中
国
語
学
中
国
文
学
科
専
任
ス
タ
ッ
フ
の
丁
秀
山
と
の
共
著
に
な
る
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『
中
国
語
会
話
入
門
』
を
見
て
み
る
と
、
中
身
は
単
な
る
語
学
の
学
習
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
思
想
教
育
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。

「
ま
え
が
き
」
に
は
、「『
や
さ
し
く
て
面
白
い
会
話
書
』、
こ
の
実
現
の
た
め
に
香
坂
氏
と
わ
た
く
し
は
た
び
た
び
意
見
を
交
換
し
、

い
ろ
い
ろ
と
計
画
を
練
っ
た
。
そ
し
て
ほ
ぼ
成
案
の
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
丁
氏
に
中
国
文
の
作
成
を
依
頼
し
た
」（
一
頁
）
と
あ
る
。

文
面
か
ら
「
ま
え
が
き
」
の
作
者
は
柴
垣
で
あ
る
。
柴
垣
が
主
導
的
立
場
に
あ
り
、
香
坂
順
一
と
日
本
語
で
最
初
に
会
話
文
を
作
成
し

た
の
ち
、
丁
秀
山
が
中
国
語
に
訳
し
た
よ
う
で
あ
る
。
内
容
に
関
し
て
は
、
柴
垣
が
自
覚
的
に
構
想
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
本
書

に
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
を
推
進
す
る
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
と
い
っ
て
も
良
い
も
の
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
特
に
問
題

と
さ
れ
る
の
は
、
第
五
〇
課
の
「
人
間
の
力
が
一
番
大
き
い
ん
だ
わ
！
」（
一
一
二
―
一
一
三
頁
）
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
以
下
に
日

本
語
の
部
分
（
一
一
三
頁
）
を
記
す
。

祖
母：

お
前
さ
ん
た
ち
は
ま
だ
小
さ
い
か
ら
ね
。

姉：

小
さ
い
つ
て
こ
と
が
、
迷
信
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
？

祖
母：

信
仰
つ
て
こ
と
が
ま
だ
わ
か
ら
な
い
ん
だ
よ
。

小
苹：

先
生
が
、「
世
界
に
神
様
は
な
い
」
つ
て
云
つ
て
た
よ
。

祖
母：

無
茶
を
云
つ
ち
や
い
け
な
い
よ
！

姉：

人
類
の
先
祖
は
猿
で
、
神
様
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
。

祖
母：

神
様
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
人
間
が
で
き
た
ん
だ
よ
。

小
苹：

ち
が
う
よ
！
神
様
は
人
間
が
い
い
加
減
に
こ
し
ら
え
た
も
の
だ
よ
。

姉：

人
間
の
力
が
一
番
大
き
い
ん
だ
わ
！

こ
の
本
の
姉
妹
編
と
も
言
う
べ
き
『
新
し
い
中
国
語
会
話
』（
江
南
書
院
、
一
九
五
五
年
）
は
、
香
坂
順
一
と
丁
秀
山
の
共
著
で
あ
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る
が
、
そ
こ
に
も
「『
新
中
国
は
た
し
か
に
幸
福
な
社
会
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
わ
た
く
し
の
古
い
中
国
観
は
、
完
全

に
誤
り
で
し
た
。
…
…
そ
れ
に
、
こ
の
社
会
は
日
本
で
考
え
て
い
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
日
本
で
宣
伝

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
」（
一
三
二
―
一
三
三
頁
）
と
社
会
主
義
中
国
を
肯
定
し
宣
伝
す
る

文
章
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
会
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
伝
道
の
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
圧
制
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
古
屋
二
夫

の
『
簡
明
中
国
語
解
釈
』（
Ⅰ
）（
Ⅲ
）（
江
南
書
院
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
五
六
年
、
一
九
五
七
年
）
も
ま
た
前
二
著
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

「
わ
た
く
し
た
ち
は
マ
ル
ク
ス
レ
ー
ニ
ン
主
義
で
武
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
Ⅰ
、
七
二
頁
）、「
社
会
主
義
建
設
を
自
己
の
任
務

と
す
る
」（
Ⅰ
、
七
九
頁
）、「
資
本
主
義
は
ま
も
な
く
消
え
る
だ
ろ
う
」（
Ⅰ
、
一
二
九
頁
）、「
労
働
者
だ
っ
た
ら
、
区
へ
行
っ
て
証

明
を
貰
え
ば
、
手
術
費
は
払
わ
な
い
で
い
い
」（
Ⅲ
、
一
五
二
頁
）、「
新
中
国
は
変
わ
っ
た
、
い
や
変
わ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
一
個
の

完
全
に
新
し
い
国
家
が
誕
生
し
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
」（
Ⅲ
、
一
六
五
頁
）、「
小
資
産
階
級
の
文
学
は
、
社
会
の
客
観
的
現
象
を

暴
露
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
う
え
客
観
的
心
理
を
歪
曲
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」（
Ⅲ
、
一
七
〇
頁
）
な
ど
の
よ
う
な
社

会
主
義
中
国
の
正
当
性
を
主
張
す
る
文
章
が
載
せ
て
あ
る
。
古
屋
の
『
簡
明
中
国
語
解
釈
』
は
、
現
に
あ
る
作
品
の
文
を
用
例
と
し
て

載
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
本
は
例
外
で
な
く
、
一
般
的
で
あ
っ
て
、
当
時
の
中
国
語
の
教
科
書
は
、
全
体
と
し
て
人
民
中
国
に

関
す
る
も
の
を
必
ず
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ら
は
、
人
間
は
神
の
像
に
似
せ
て
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
存
在
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
は
根
本
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
を
標
榜
す
る
南
山
大
学
に
お
い
て
、
中
国
語
の
授
業
と
い
う
形
式
で
社
会
主
義
的
無
神
論
の
内
容
が
教
え

ら
れ
る
と
す
れ
ば
看
過
し
難
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
は
単
に
南
山
大
学
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
日
本
に
お
け
る
中
国
語

教
育
は
日
中
学
院
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
教
え
る
側
も
教
え
ら
れ
る
側
も
社
会
主
義
中
国
へ
の
共
鳴
と
憧
憬
を
有
し
、
教
え
る
側
は

人
民
中
国
の
熱
気
を
伝
え
、
教
え
ら
れ
る
側
は
人
民
中
国
の
理
想
に
鼓
舞
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
単
な
る
ス
タ
ッ
フ
の
入
れ
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替
え
で
は
解
決
さ
れ
得
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
戦
前
期
、
日
本
の
中
国
侵
略
に
協
力
し
た
と
言
っ
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
日
本
の
中
国

語
教
育

(
25)

は
、
戦
後
一
転
し
て
社
会
主
義
中
国
の
宣
伝
に
協
力
し
た
観
を
呈
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

加
え
て
柴
垣
は
魯
迅
、
老
舎
を
講
じ
た
。
柴
垣
の
老
舎
研
究
は
、
後
年
『
老
舎
と
日
中
戦
争
』（
東
方
書
店
、
一
九
九
五
年
）
と
し

て
結
実
す
る
（
表
表
紙
と
裏
表
紙
の
絵
は
三
好
氏
が
描
い
て
い
る
）。「
一
九
三
七
年
は
、
日
中
両
国
に
と
っ
て
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た

忘
れ
ら
れ
な
い
年
で
あ
る
が
、
筆
者
に
と
っ
て
も
、
東
京
外
国
語
学
校
支
那
語
部
へ
入
学
し
て
中
国
と
の
戦
争
が
始
ま
っ
た
忘
れ
る
こ

と
の
で
き
な
い
重
要
な
年
で
あ
る
」

(

26)

と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
語
の
学
習
の
開
始
が
日
中
戦
争
の
勃
発
と
重
な
る
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
っ

た
柴
垣
に
と
っ
て
、
戦
後
の
中
国
語
教
育
と
中
国
学
は
日
本
の
中
国
侵
略
へ
の
深
い
反
省
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

中
国
文
学
の
授
業
で
は
、
魯
迅
、
老
舎
等
の
作
家
の
作
品
を
原
文
で
読
む
こ
と
に
な
り
、
広
い
意
味
で
の
人
民
の
た
め
の
文
学
を
追

求
し
た
そ
れ
ら
の
作
品
は
社
会
主
義
中
国
へ
の
共
感
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
授
業
は
、
人
民
中
国
に
対
立
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
許
さ
れ
ざ
る
社
会
主
義
教
育
の
一
環
と
し
て
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ

ら
に
ま
た
課
外
活
動
と
し
て
南
山
大
学
に
は
中
国
研
究
会
と
い
う
団
体
が
活
発
に
活
動
し
て
い
た
。
こ
の
学
内
の
学
生
組
織
も
ま
た
、

社
会
主
義
中
国
に
対
立
す
る
立
場
の
者
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
主
義
中
国
に
与
す
る
危
険
な
学
内
組
織
と
し
て
映
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
人
民
中
国
誕
生
後
、
接
収
が
決
ま
っ
た
輔
仁
大
学
の
校
務
長
で
あ
っ
た
リ
グ
ニ
ーH

arold
R

egney

は
ス
パ
イ
の
嫌
疑
を

か
け
ら
れ
て
四
年
間
獄
中
に
あ
っ
た

(

27)

。
神
言
会
の
大
学
経
営
者
に
と
っ
て
、
中
国
共
産
党
政
府
は
迫
害
の
主
体
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

朝
鮮
戦
争
が
始
ま
っ
た
一
九
五
〇
年
に
は
中
国
の
教
会
内
部
か
ら
「
三
自
宣
言
」
が
対
外
的
に
発
表
さ
れ
、
外
国
の
伝
道
団
体
は
組
織

的
に
中
国
か
ら
追
放
さ
れ

(

28)

、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
の
文
化
大
革
命
期
に
は
キ
リ
ス
ト
教
会
そ
の
も
の
に
圧
力
が
加
わ
っ
た

(

29)

。
キ
リ

ス
ト
教
の
伝
道
団
体
全
体
に
と
っ
て
、
中
国
共
産
党
は
信
教
の
自
由
を
奪
う
紛
れ
も
な
い
敵
対
者
で
あ
っ
た
。
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神
言
会
の
経
営
す
る
南
山
大
学
の
外
部
に
お
い
て
社
会
主
義
運
動
が
高
揚
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
内
部
に
お
い
て
も
ま
た
こ
れ
に

呼
応
す
る
動
き
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
を
標
榜
す
る
南
山
大
学
が
内
側
か
ら
瓦
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
神
言
会
の

大
学
経
営
陣
は
社
会
主
義
運
動
の
盛
り
上
が
る
時
代
状
況
下
で
、
過
剰
防
衛
的
に
中
国
語
学
中
国
文
学
科
に
―
―
た
と
え
実
態
と
は
異

な
る
に
せ
よ
―
―
そ
の
よ
う
な
内
部
崩
壊
の
要
因
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
中
国
語
学
中
国
文
学
科
の
廃
止
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的

な
組
織
団
体
で
あ
る
経
営
者
の
抱
く
キ
リ
ス
ト
教
的
な
教
育
理
想
を
、
よ
り
確
実
に
達
成
す
る
た
め
」

(

30)

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
こ
の
中
国
語
学
中
国
文
学
科
の
廃
止
は
単
な
る
学
科
の
廃
止
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
本
質
的
に
南
山
大
学
中
国

語
学
中
国
文
学
科
に
勤
め
る
専
任
ス
タ
ッ
フ
の
事
実
上
の
解
任
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
古
屋
二
夫
に
学
ん
だ
南
山

大
学
中
国
語
学
中
国
文
学
科
草
創
期
の
卒
業
生
の
愛
知
大
学
名
誉
教
授
陶
山
信
男
氏
に
も
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
同
氏
は
同
学
科
の
廃
止
に

は
社
会
主
義
中
国
の
台
頭
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
。

し
か
し
、
北
京
の
輔
仁
大
学
か
ら
や
っ
て
来
た
ブ
ッ
シ
ュ
等
、M

onum
enta

Serica

の
ス
タ
ッ
フ
も
ま
た
、
人
民
中
国
を
擁
護
肯

定
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
彼
等
は
共
産
党
政
府
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
形
で
来
日
し
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
大
学
理
事
会
は
中
国
語

学
中
国
文
学
科
を
廃
止
を
打
ち
出
し
た
以
上
、
こ
れ
以
上
中
国
が
学
内
紛
争
の
火
種
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
一
切
の
中
国
関
係
の
研

究
施
設
を
閉
鎖
移
転
さ
せ
よ
う
と
苦
渋
の
決
断
を
下
し
た
の
で
は
な
い
か
。
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五

さ
て
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
に
移
っ
たM

o
n

u
m

en
ta

S
erica

の
編
集
室
は
十
年
後
の
一
九
七
二
年
の
夏
に
、
今
度
は
ド
イ
ツ
の

S
ankt

A
ugsutin

に
移
転
し
た
。
こ
れ
に
は
そ
の
年
の
九
月
一
二
日
に
米
国
移
転
に
尽
力
し
た
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
の
逝
去
が
関
係
す
る
よ

う
で
あ
る
。
彼
の
帰
天
は
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
で
の
人
脈
の
消
滅
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る

(

31)

。M
onum

enta
Serica

の
編
集
室
は
こ
こ
に
拠
点

を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
のS

ankt
A

ugusustin
の
地
で
、
ブ
ッ
シ
ュ
は
精
力
的
に
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
の
文
献
の
蒐
集
に
努
め
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
は
、
論
文

「
東
林
書
院
と
そ
の
政
治
的
及
び
思
想
的
意
義
」
の
後
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
書
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
グ
ッ
ド
リ
ッ
チ
編
の

『
明
代
名
人
伝
』（
一
九
七
六
年
）
第
一
巻
に
「
顧
憲
成
」
の
項
目
（
七
三
六
―
七
四
四
頁
）
を
執
筆
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
ブ
ッ

シ
ュ
は
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
輔
仁
大
学
と
い
う
拠
点
を
失
っ
たM

onum
enta

Serica

を
継
続
さ
せ
、
こ
れ
を
中
国
学
発
展
の

場
と
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
注
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
中
国
と
日
本
の
研
究
業
績
をR

evu
e

B
ib

lio
th

eq
u

e
d

e

Sinologie
(

P
aris

)

等
に
紹
介
し
、
西
洋
に
お
け
る
中
国
学
の
一
層
の
発
展
に
寄
与
し
た
。
馮
友
蘭
、
錢
穆
、
侯
外
盧
等
の
中
国
、
お

よ
び
重
沢
俊
郎
、
友
枝
龍
太
郎
、
守
本
順
一
郎
、
山
田
慶
兒
、
山
根
三
芳
等
の
日
本
の
研
究
者
の
業
績
が
、
西
洋
の
中
国
研
究
者
に
享

受
さ
れ
る
た
め
の
道
備
え
の
役
割
を
ブ
ッ
シ
ュ
は
果
た
し
た
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
一
九
五
五
年
の
同
誌
の
創
刊
号
で
は
ブ
ッ
シ
ュ
論

文
がO

.B
.van

der
S

prenkel

に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
第
四
四
九
番
、
一
六
一
―
一
六
二
頁
））。

ブ
ッ
シ
ュ
の
問
題
関
心
は
新
儒
学
の
観
点
お
よ
び
中
国
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
思
想
家
の
歴
史
の
観
点
か
ら
見
た
中
国
思
想
史
で
あ
っ

た
。
ま
た
彼
の
業
績
は
、
中
国
の
資
料
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
中
国
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
業
績
は
、
ま
さ

に
開
拓
者
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
、'P

ionierleistung'

で
あ
っ
た
。
中
国
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
に
お
け
る
彼
の
方
法
論
は
、
キ
リ
ス
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ト
教
に
関
す
る
中
国
側
史
料
と
中
国
的
対
応
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
はE

rik
Z

ürcher

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に

「
先
駆
者
」（fore-runners

）
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
今
後
彼
の
遺
著
遺
作
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

ブ
ッ
シ
ュ
の
生
涯
を
辿
る
と
き
、そ
こ
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
中
国
学
の
稜
線
が
く
っ
き
り
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

ブ
ッ
シ
ュ
とM

onum
enta

Serica

の
ス
タ
ッ
フ
が
日
本
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
今
日
の
日
本
に
お
け
る

中
国
研
究
も
ま
た
違
っ
た
様
相
を
呈
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
以
っ
て
憾
み
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
中
国
思
想
史
研
究
の
「
先
駆
者
」、「
開
拓
者
」
と
し
て
の
道
を
歩
み
続
け
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ッ
シ
ュ
は

二
〇
〇
二
年
五
月
九
日
、
ド
イ
ツ
の
ザ
ー
ル
ラ
ン
ド
のS

t.W
endel

に
て
天
に
凱
旋
し
た
。
享
年
八
九
歳
で
あ
っ
た
。
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（
付
記
）
以
上
、
ブ
ッ
シ
ュ
に
つ
い
て
略
歴
を
記
す
に
あ
た
り
、
次
の
方
々
と
機
関
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
史
が
専
門
で
ブ
ッ
シ
ュ
と
同
じ
く
神
言
会
に
属
し
て
お
ら
れ
る
青
山
玄
神
父
、
名
古
屋
に
あ
る
神
言
修
道

会
日
本
管
区
　
管
区
セ
ン
タ
ー
、
神
言
会
の
ク
ネ
ヒ
ト
神
父
な
ど
で
あ
る
。
青
山
神
父
は
ブ
ッ
シ
ュ
の
生
涯
の
前
半
を
ご
教
示
下
さ

っ
た
。
管
区
セ
ン
タ
ー
は
所
属
国
別
に
神
言
会
全
会
員
を
掲
載
し
た
名
簿C

A
T

A
L

O
G

U
S

を
一
九
四
〇
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
調

べ
て
ブ
ッ
シ
ュ
の
略
年
譜
を
作
成
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
上
更
に
ブ
ッ
シ
ュ
の
訃
報
を
載
せ
た
神
言
会
総
本
部
発
行
の
会
員
誌

A
R

N
O

L
D

U
S

N
O

T
A

（
発
行
者C

uria
G

eneralitia
S

.V
.D

.

）
二
〇
〇
二
年
版
（
一
〇
―
一
一
頁
）
を
複
写
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
ク

ネ
ヒ
ト
神
父
は
、
管
区
セ
ン
タ
ー
を
介
し
て
ブ
ッ
シ
ュ
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
てR

om
an

M
alek

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン

タ
・
セ
リ
カ
の
独
文
の
記
事
、"In

m
em

oriam
H

einrich
B

usch
(

1912-2002
)

und
E

ugen
F

eifel
(

1902-1999
)",

M
onum

enta

Serica,
V

ol.
54

(
2006

),
pp.491-518

)

を
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
。
以
上
の
ブ
ッ
シ
ュ
の
略
歴
は
、
特
に
こ
のM

onum
enta

Serica

の
記
事
に
基
づ
い
た
。
ま
た
研
究
社
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
三
巻
の
青
山
玄
神
父
執
筆
の
「
沼
沢
喜
市
」（
一
五
六
五
―
一

五
六
六
頁
）
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
独
文
の
論
文
の
読
解
に
際
し
、
ご
教

示
を
仰
い
だ
愛
知
大
学
文
学
部
教
授
土
屋
洋
二
氏
、
貴
重
な
ご
助
言
を
賜
っ
た
愛
知
大
学
文
学
部
教
授
宇
佐
美
一
博
氏
、
翻
訳
を
慫

慂
し
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
京
都
産
業
大
学
教
授
小
林
武
氏
に
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
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them to leave Japan. Fr. Busch moved to Los Angeles and then to Sankt Augustin,

in Germany.

Before and after WW II, researches on China were greatly affected, if not

determined, by international politics. The academic career of Fr. Busch and the

staff of Monumenta Serica reflects the complex history of China before and after

WW II.
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Fr. Heinrich Busch, S.V.D. and Monumenta Serica

KUZUYA Noboru

Abstract

This paper throws light on Fr. Heinrich Busch (S.V.D.) and his relationship to

Monumenta Serica, a periodical focusing on China published by S.V.D. Research

Institute. It explores the reasons why Fr. Busch went to China, moved to Japan,

and then left for the United States.

1. The transfer of Fr. Busch from China to Fu-jen University―a  university run

by S.V.D.―was a consequence of the worsening relations between Japan and

China, and Japan and Western allied countries―especially the United States.

After the occupation of Peking by the Japanese army, the nationality of professors

became an issue. Those who belonged to western allied states were replaced by

members of the axis states. This is the reason why Fr. Busch, a newly ordained

German priest, came to teach in Peking.

2. In 1945, Japan surrendered. About the same time, in China a war broke out

between the Army of the National Party and that of the Communist Party. The

former was defeated and fled to Taiwan. In 1949, the People's Republic of China

was founded by Chinese Communist Party. For Japan, economical recovery after

WW II was a slow and difficult process. The hardships of this period became a

fertile ground for the development of the labor movement.

Not surprisingly, Marxism flourished in the universities, even at Nanzan. In the

Department of Chinese Language and Literature, Maoism was taught by more or

less sympathetic staff. This situation deeply worried the S.V.D. administrators of

the university. At last, the administration decided to close the Department of

Chinese Language and Literature. Though Fr. Busch and the staff of Monumenta

Serica kept themselves out of the fry, the closure of the department compelled




