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封
印
を
継
承
す
る
者
た
ち
（
１
） 

―
―
―
陶
淵
明
「
責
子
」
を
贋
作
し
た
明
末
の
数
学
者 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
海
道
倶
知
安
高
等
学
校
数
学
科 

原
田 

牧
夫 

次
に
掲
げ
る
の
は
陶
淵
明
の
詩
「
責
子
」
で
す
。 

                    

［
岩
波
文
庫
「
陶
淵
明
全
集(

上)

」
松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
訳
注 p.248~250

］
の
訳
は
次
の
通
り 

 

白
髪
は
左
右
の
鬢
を
覆
い
、
皮
膚
も
も
う
皺
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
男
の
子
は
五
人
も
い
る
の
に
、
そ

ろ
い
も
そ
ろ
っ
て
勉
強
が
き
ら
い
と
き
て
い
る
。
長
男
の
阿
舒(

あ
じ
ょ)

は
十
六
歳
に
も
な
る
が
、
無
類
の
怠
け

も
の
だ
。
次
男
の
阿
宣(

あ
せ
ん)

は
や
が
て
十
五
歳
を
迎
え
よ
う
と
い
う
の
に
、
文
章
学
問
の
道
が
好
き
で
な
い
。 

そ
の
下
の
雍(

よ
う)

と
端(

た
ん)

は
、
ふ
た
り
と
も
十
三
歳
だ
が
、
ま
だ
六
と
七
と
の
区
別
も
つ
か
な
い
。
末
っ

子
の
通(

と
お)

も
も
う
す
ぐ
九
歳
に
な
る
と
い
う
の
に
、
梨
だ
の
栗
だ
の
を
ね
だ
る
ば
か
り
だ
。
だ
が
こ
れ
も
ま

あ
運
命
な
ら
ば
、
あ
き
ら
め
て
、
酒
で
も
飲
む
こ
と
に
し
よ
う
。 

  

「
年
十
三
不
識
六
与
七
」
の
箇
所
を
「
十
三
歳
だ
が
、
ま
だ
六
と
七
と
の
区
別
も
つ
か
な
い
」
と
し
て
い
ま

す
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
い
く
ら
勉
強
嫌
い
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
十
三
歳
に
も
な
っ
て
「
六
と
七

と
の
区
別
も
つ
か
な
い
」
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
六
と
七
と
の
区
別
」
は
勉
強
で
覚
え
る
と
い
う
よ
り
、
生
活
・

遊
び
の
中
で
身
に
付
い
て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
す
。
じ
つ
は
「
識
」
に
は
、「
見
分
け
る
」
と
い
う
他
に
「
悟
る
・

気
が
付
く
」
と
い
う
字
義
も
あ
る
の
で
す
。「
年
十
三
不
識
六
与
七
」
の
訳
は
、
「
十
三
歳
に
も
な
る
の
に
、
六
と

七
と
で(

た
す
と)

自
分
の
歳
に
な
る
こ
と
す
ら
気
が
付
か
な
い
」
と
解
す
る
の
が
正
し
い
は
ず
で
す
。
…
…
父
と

子
の
会
話
の
中
で
、
「
お
ま
え
た
ち
が
６
歳
の
時
に
○
○
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
が
、
も
う
あ
れ
か
ら
７
年
も
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た
つ
の
だ
な
あ
」
と
言
う
父
の
言
葉
に
対
し
て
、
「
ア
レ
レ
？
ボ
ク
今
い
く
つ
だ
っ
け
」
と
聞
き
返
す
子
ど
も
。

ア
ン
ポ
ン
タ
ン
な
息
子
に
深
い
た
め
息
を
つ
く
父
…
…
そ
う
い
っ
た
の
ど
か
な
情
景
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か

な
い
、
と
て
も
巧
み
な
表
現
な
の
で
す
。
読
み
下
す
な
ら
ば
、
「
六
と
七
と
を
識(

し)

ら
ず
」
で
は
な
く
、
「
六
と

七
を
識(

し)

ら
ず
」
が
正
し
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
作
品
に
は
、
二
×
八
＝
十
六 

と
い
う
か
け
算
以
外

に
、
十
三
＝
六
＋
七 
と
い
う
足
し
算
も
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
実
は
数
に
関
す
る
細
工
は
こ
れ
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
下
に
「
責
子
」
に
み
ら
れ
る
数
遊
び
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。 

本
文
中
、
数
の
箇
所
は
次
の
枠
の
と
お
り
で
す
。 

                    

数
は 

二 

三 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

の
計
８
個
が
登
場
し
て
い
ま
す
。 

「
雍
端
年
十
三
」
の
「
十
三
」
は
、
位
取
り
の
表
記
に
直
せ
ば
「
一
三
」
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら 

「
雍
端
年
十
三
」
の
「
十
」
の
一
字
に
「
十
」
と
「
一
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
与
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る

と
、
こ
の
二
つ
の
意
味
を
意
識
す
れ
ば
、
登
場
す
る
数
は
、
一 

二 

三 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

の

計
９
個
と
解
せ
ま
す
。
こ
こ
で
四
の
欠
如
を
、
「
匹
」
↓
「
四
」
と
変
え
て
補
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
「
匹
」

を
「
四
」
の
欠
画
表
記(

欠
画
文
字
の
使
用
は
、
漢
籍
で
は
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん)

の
よ
う
に
と
ら
え
な
お
す
と

い
う
ウ
イ
ッ
ト
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
、
と
解
し
て
み
る
の
で
す
。 

す
る
と
当
然 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

と
出
揃
い
ま
す
。
つ
ま
り
出
揃
う
よ
う
に

す
る
た
め
に 

 

①
「
十
」
の
一
字
に
「
十
」
と
「
一
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
与
え
る 

 

②
「
匹
」
↓
「
四
」
と
変
え
る 

 

と
い
う
二
つ
の
操
作
を
勝
手
に
行
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
操
作
が
、
作
者
の
期
待
通
り
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
し
て
わ
か
り
ま
す
。 
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い
ま
、
①
と
②
の
二
操
作
を
込
め
た
形
で
テ
キ
ス
ト
を
再
掲
し
ま
す
。 

                          

テ
キ
ス
ト
の
横
１
０
行
を
順
に
上1

～
下5

と
し
ま
し
ょ
う
。 

 

上
４
で
は 

二
＋
九
＝
十
一 

十
＝
十
と
一
の
二
義
＝
十
＋
一
＝
十
一 

 

上
５
行
で
は 

八
＋
三
＝
＝
十
一 

 

さ
ら
に
下
５
行
で
も 

四(

匹)

＋
七
＝
十
一 

 

で
す
。
さ
ら
に 

 

上
３
行
と
下
３
行
を
あ
わ
せ
た
形
で 

五
＋
六
＝
十
一 
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で
あ
り
、
一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

の
総
和
で
あ
る
五
十
五
が
、
見
事
に
十
一
ず
つ
に

分
割
さ
れ
た
配
置
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
十
一
と
い
う
数
は
①
の
操
作
で
登
場
し
た
十
と
一

と
い
う
数
と
符
合
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
次
の
２
点
に
お
い
て
不
完
全
で
す
。
つ
ま
り 

 

（
あ
）
五
＋
六
＝
十
一
に
つ
い
て
は
、
他
の
場
合
と
異
な
り
、
上
３
行
と
下
３
行
を
あ
わ
せ
た
形
と
な
っ
て 

 
 
 
 

い
て
、
同
一
行
の
和
で
は
な
い
。 

 

（
い
）
②
に
関
す
る
符
号
が
何
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。 

  

で
は
次
に
（
あ
）
と
（
い
）
の
解
決
策
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。（
あ
）
を
解
決
す
る
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り

は
、
五
＋
六
＝
十
一
の
計
算
を
同
一
行
で
行
え
る
よ
う
な
手
段
を
捜
す
こ
と
で
す
。
上
３
行
の
五
の
隣
の
「
已
」

は
「
巳(

へ
び)

」
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
「
巳(

へ
び)
」
は
干
支
の
六
番
目
で
す
。
で
あ
れ
ば
「
匹
」
↓
「
四
」
と

同
様
に 

 

③
「
已
」
↓
「
巳(

へ
び)

」 
 

と
す
る
こ
と
で 

 

「
已
」
↓
「
巳(

へ
び)

」
＝
六 

 

つ
ま
り 

 

上
３
行
内
で 

 

五
＋
巳
＝
五
＋
六
＝
十
一 

 

と
な
り
ま
す
。
こ
の
解
釈
は
な
ん
と
３
つ
の
符
合
を
得
ま
す
。 

 

符
合
の
一
つ
目
は
、
動
物
で
あ
る
「
巳(

へ
び)

」
と
「
六
」
と
い
う
数
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
、
②
に
お
い
て
動
物
に
関
す
る
「
匹
」
が
数
「
四
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

符
合
の
二
つ
目
は
、
も
っ
と
巧
妙
で
す
。 

五
＋
六
＝
十
一
と
い
う
上
３
行
と
下
３
行
を
あ
わ
せ
た
形
を
、
他
の
同
一
行
の
和
に
対
抗
さ
せ
る
手
法
は
、
上

の
五
つ
の
行
と
下
の
五
つ
の
行
と
を
対
比
さ
せ
る
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
、
我
々

が
数
に
関
し
て
着
目
し
た
箇
所
を
、
上
の
五
行
と
下
の
五
行
と
で
対
比
さ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。 
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今
度
は
、
下
段
で
数
に
着
目
し
た
箇
所
に
該
当
す
る
上
段
の
文
字
と
、
上
段
で
数
に
着
目
し
た
箇
所
に
該
当

す
る
下
段
の
文
字
と
を
太
字
で
強
調
し
て
い
ま
す
。
い
ま
議
論
し
た
「
五
」
「
已
」
「
六
」
の
３
文
字
に
対
応
す

る
太
字
は
、
上
段
の
「
年
」
と
下
段
の
「
好
」「
故
」
で
す
。「
好
」
「
故
」
の
２
文
字
は
並
ん
だ
順
に
た
ど
れ
ば
、

「
好
故
」
つ
ま
り
「
故(

し
き
た
り)

を
好
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
と
「
年
」
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、

「
年
」
に
関
す
る
「
故(

し
き
た
り)

を
好
む
」
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
前
述
の
干
支
「
巳(
へ
び)
」
＝
六
、
の
登

場
と
符
合
し
ま
す
。
残
り
の
３
つ
の
太
字
「
無
」
「
与
」
「
与
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
三
つ
目

の
符
合
を
得
る
た
め
に
縦
の
列
の
数
の
和
を
考
え
ま
し
ょ
う
。 

終
わ
り
か
ら
第
３
列
目
の
「
雍
端
年
十
三 

不
識
六
与
七
」
中
で
は
前
述
の
通
り
上
の
十
三
と
、
下
の
六
＋
七

＝
十
三
と
が
一
致
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
縦
の
和
を
と
る
と
き
に
は
①
の
よ
う
に
は
考
え
ず
に
、
「
十
」
は
十

の
ま
ま
で
扱
う
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
ま
す
。
こ
の
列
は
上
下
あ
わ
せ
る
と 

 
 

十
三
＋
六
＋
七
＝
二
十
六 

 
 

で
す
。
一
方
３
列
目
で
は
、 

 

「
已
」
↓
「
巳(

へ
び)

」
＝
六 

「
二
八
」 

「
匹
」
↓
「
四
」 

 

が
登
場
し
て
い
ま
す
。
詩
の
内
容
か
ら
考
え
て
「
阿
舒
已
二
八
」
の
「
二
八
」
は
二
十
八
才
で
は
な
く
、 

二
×
八
＝
十
六
才 

と
解
す
の
は
当
然
で
す
。 

す
る
と
こ
の
第
３
列
で
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六
＋
十
六
＋
四
＝
二
十
六 

 

と
い
う
数
が
得
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た 

 

十
三
＋
六
＋
七
＝
二
十
六 

 

と
一
致
し
て
い
ま
す
。 

で
は
最
後
に
３
つ
の
太
字
「
無
」
「
与
」「
与
」
に
つ
い
て
で
す
。
「
与
」
は
英
語
のand

と
同
義
。
「
与
」
の
一

文
字
に
よ
っ
てand this place
つ
ま
り
「
与
」
の
こ
の
場
所
も
ま
た
、
上
段
と
下
段
の
対
比
に
お
い
て
注
目

さ
れ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
の
た
、
と
い
う
意
味
合
い
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り

「
与
」
が
こ
の
箇
所
に
配
さ
れ
る
こ
と
で
、
上
段
と
下
段
を
対
比
す
る
見
方
へ
の
符
合
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
で
は
太
字
「
無
」
の
存
在
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 
十 

の
総
和
で
あ
る
五
十
五
は
、
見
事
に
十
一
ず
つ
に
分
割

さ
れ
た
配
置
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
「
十
」
個
の
数
と
「
十
一
」
に
よ
る
分
割
、
と
い
う
の
は
ど
う
も
格
好
悪
い
。

し
か
し
「
無
」
＝
ゼ
ロ 

で
あ
れ
ば
、
「
十
一
」
個
の
数 
０ 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

の
和
の
「
十
一
」
に
よ
る
分
割
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
「
「
十
」
個
の
数
と
「
十
一
」
に
よ
る

分
割
で
は
格
好
悪
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
作
者
が
本
当
に
０
使
用
の
提
唱
を
し
て
い
る
の
だ
、
と

い
う
こ
と
の
論
拠
と
し
て
は
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
じ
つ
は
０
使
用
の
提
唱
の
符
号
は
、
我
々
の
解

読
の
端
緒
に
潜
ん
で
い
る
の
で
す
。
我
々
の
解
読
は
「
十
三
」
を
位
取
り
表
記
の
「
一
三
」
に
直
す
こ
と
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
数
の
位
取
り
表
記
が
０
を
必
要
と
す
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
事
実
で
す(

た
と
え
ば
「
百
」
や
「
百
一
」
を
位
取
り
表
記
で
表
す
こ
と
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い)

。 
 

下
４
と
下
５
の
二
行
に
お
い
て
、
い
ま
ま
で
に
注
目
し
た 

無
・
与
・
与
・
匹
・
七 

の
五
文
字
以
外
を
横

に
た
ど
る
と
、 

 

「
復
紙
文
中
実
筆
術
栗
物
」
＝
「
復
紙
文
中
実
筆
術
慄
物
」 

 

「
紙
文
中
」
つ
ま
り
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
「
筆
術
慄
物
」
が
「
実(

ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
る)
」
で
あ
る
、

と
解
せ
ま
す
。「
筆
術
慄
物
」
と
は
解
く
と
戦
慄
が
は
し
る
よ
う
な
凄
い
「
筆
術
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ

ま
り
今
ま
で
の
結
果
意
外
に
も
他
の
凄
い
符
合
が
潜
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
以
下
で
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
探
索
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

唐
突
で
す
が
、
説
文
解
字
（
漢
代
）
に
よ
れ
ば
「
士
」
＝
「
十
」
＋
「
一
」
で
す
。
「
士
」
は
男
子
。
つ
ま
り

「
十
一
」
＝
「
士
」
＝
「
男
子
」
と
解
せ
ま
す
。
「
雖
有
五
男
児
」
、
つ
ま
り
陶
淵
明
に
は
五
人
の
男
子
の
子
が

い
ま
す
。
そ
し
て
彼
も
無
論
「
男
子
」
。
つ
ま
り 

        

こ
の
こ
と
は
「
無 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
と
い
う
「
十
一
」
個
の
数
の
和
を
五
個

の
「
十
一
」
に
分
割
す
る
こ
と
と
符
合
し
ま
す
。
さ
ら
に
五
人
の
息
子
の
う
ち
雍
と
端
の
二
人
だ
け
が
同
い
年
、

 
 

┐ 

舒 
 
 

┬ 

宣 

淵
明
┼ 

雍 
 
 

┬ 

端 
 
 

┌ 

通 

 
 

┐ 

士 
 
 

┬ 

士 
 

士
┼ 

士 
 
 

┬ 

士 
 
 

┌ 

士 

 
 

┐ 

十
一 

 
 

┬ 

十
一 

十
一
┼ 

十
一 

 
 

┬ 

十
一 

 
 

┌ 

十
一 
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つ
ま
り
双
子
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
に
一
緒
に
登
場
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
我
々
の
五
つ
の
「
十
一
」
に
つ
い

て
も
、
上
４
に
お
い
て
の
み
「
十
一
」
が
二
つ
現
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
「
十
一
」
は
テ
キ
ス
ト
の
「
十
」

に
「
十
」
と
「
一
」
の
二
重
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
わ
け
で
す
が
、
テ
キ
ス
ト
の
「
十
」

の
箇
所
で
あ
る
上
４
行
を
左
か
ら
た
ど
る
と
、
「
如
九
十
志
二
男
両
」
で
す
。
こ
の
七
文
字
を
両
端
か
ら
中
心
の

「
志
」
に
向
か
う
よ
う
に
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
七
文
字
の
中
心
「
志
」
に
含
ま
れ
る
「
心
」
を
、
両
端
か

ら
中
心
の
「
志
」
に
向
か
う
よ
う
に
た
ど
れ
、
と
い
う
指
示
と
解
し
て
み
る
の
で
す
。
ま
ず 

 

「
如
九
十
志
二
男
両
」 

 

に
お
い
て
指
示
と
解
し
た
「
志
」
の
下
の
「
心
」
の
部
分
を
除
い
て
み
る
と 

 

「
如
九
十
志
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
二
男
両
」
で
す
。 

さ
ら
に 

 

「
如
九
十
志
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
」
＋
「
士
二
男
両
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓
「
如
九
十
士
」
＋
「
両
男
二
士
」 

 

「
両
男
」
と
は
、
て
ん
び
ん
ば
か
り
で
つ
り
あ
う
よ
う
に
ま
っ
た
く
お
な
じ
、
で
あ
る
男
子
。 

「
両
男
二
士
」
と
は
、
そ
っ
く
り
な
男
子
が
二
つ
の
「
士
」
に
該
当
す
る
、
と
解
せ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
雍
と

端
に
二
つ
の
「
士
」
を
充
て
た
と
す
る
我
々
の
解
釈
と
符
合
し
ま
す
。
さ
ら
に
「
如
九
十
士
」
は
、
「
如
九
、
十
、

十
一
」
、
つ
ま
り 

 

「
士
」
＝
「
十
一
」 

 

だ
、
と
い
う
こ
と
と
解
せ
ま
す
。 

つ
ま
り
双
子
の
雍
と
端
は
二
つ
の
「
士
」
に
該
当
し
、「
士
」
＝
「
十
一
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
我
々
の

推
察
と
完
全
に
符
合
し
ま
す
。
「
両
男
二
士
」
と
「
士
」
＝
「
十
一
」
に
対
す
る
符
合
は
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。

前
述
の
第
３
列
と
第
５
列
の
縦
計
二
十
六
に
対
し
て
、
そ
の
間
に
あ
る
第
４
列
に
つ
い
て
は 

 

「
志
学
」
＝
十
五
（
歳
） 

 

の
わ
け
で
す
が
、
（
こ
れ
は
孔
子
の
「
志
学
」
に
因
ん
だ
表
現
で
あ
り
、
「
好
故
」
と
「
年
」
と
に
符
合
し
て
い

ま
す
。
）
さ
ら
に
十
五
を
表
す
「
志
学
」
の
「
志
」
に
含
ま
れ
る
「
士
」
を
「
十
一
」
と
解
す
る
こ
と
で
や
は
り

縦
計
二
十
六
を
得
る
と
い
う
符
合
を
得
ま
す
。
こ
の
場
合
の
二
十
六
の
得
ら
れ
方
は
、
他
の
２
つ
の
縦
列
の
場

合
と
は
異
な
り 

 

「
志
学
」
↓
「
志
学
」
＆
（
「
志
」
の
）「
士
」
↓
十
五
＋
十
一
＝
二
十
六 

 

と
い
う
、
「
志
」
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
「
士
」
の
二
重
使
用
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
一
見
す
る
と
不
規
則
に
も

思
え
る
こ
の
二
重
使
用
は
、
前
出
の
「
両
男
二
士
」
の
「
士
」
が
双
子
の
「
士
」
を
表
し
て
い
た
こ
と
と
の
、

つ
ま
り
は
２
人
分
の
「
士
」
を
表
し
て
い
た
こ
と
と
の
符
合
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、
整
合
性
を
得
ま
す
。 

説
文
解
字
（
漢
代
）
に
あ
っ
て
は
、
「
志
」
＝
「
之
」
＋
「
心
」
で
あ
り
、
「
士
」
＋
「
心
」
で
は
な
い
こ
と

に
は
注
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
陶
淵
明
の
時
代
す
で
に
存
在
し
た
隷
書
の
表
記
で
は
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」



8／60  封印を継承する者たち（１）－陶淵明「責子」を贋作した明末の数学者 5e 最終印刷日時：2005/01/25 午後 11 時 22 分makio harada   
 

は
「
志
」
で
あ
り
、
彼
が
「
志
」
↓
「
士
」
＋
「
心
」
と
い
う
ウ
イ
ッ
ト
を
得
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
ま
た
、
「
如

九
十
志
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
二
男
両
」
に
際
し
て
「
志
」
に
含
ま
れ
る
「
心
」
が
除
か
れ
た
こ
と
は
、
前

出
の
「
復
紙
文
中
実
筆
術
栗
物
」
＝
「
復
紙
文
中
実
筆
術
慄
物
」
に
お
い
て
、
「
栗
」
↓
「
慄
」
と
し
た
の
と
も

符
合
し
ま
す
。
つ
ま
り
「
志
」
↓
「
士
」
に
お
い
て
余
っ
た
「
心
」
が
「
栗
」
↓
「
慄
」
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
五
人
の
子
ど
も
の
名
前
に
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
隠
れ
て
い
ま
す
。 

 

舒 

心
中
の
思
い
を
の
べ
る
＝
叙 

 

宣 

述
べ
る 

雍 

ふ
さ
ぐ 

端 

は
し 

通 

つ
ら
ぬ
き
と
お
す
・
す
ら
す
ら
と
事
が
は
こ
ぶ
・
つ
か
え
る
こ
と
が
な
い
さ
ま 

 

雍
・
端
は
続
け
て
読
め
ば
、
雍
端
、
「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
で
す
。
つ
ま
り
「
匹
」
↓
「
四
」
と
「
已
」
↓
「
巳
」
に

符
合
し
ま
す
。「
匹
」
↓
「
四
」
の
操
作
は
、
「
二
三
五
六
七
八
九
十
」
↓
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
と
す
る
、

つ
ま
り
は
「
つ
か
え
る
こ
と
が
な
い
さ
ま
」
に
す
る
操
作
で
し
た
。
一
方
、
「
已
」
↓
「
巳
」
の
操
作
は
、
同
一

行
で
の
「
五
」
＋
「
巳
」
と
い
う
足
し
算
を
可
能
に
し
、
つ
ま
り
は
「
す
ら
す
ら
と
事
が
は
こ
ぶ
」
よ
う
に
し

た
操
作
で
し
た
。
し
か
し
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
で
は
「
つ
ら
ぬ
き
と
お
す
」
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
さ
ら

に
「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
「
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
と
い
う
「
端

を
ふ
さ
ぐ
」
操
作
の
か
わ
り
に
、
「
二
三
四
五
六
七
八
九
士
」
、
つ
ま
り
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
」
と
い
う

操
作
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
操
作
が
「
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
で
あ
っ
た
な

ら
ば
、
結
果
と
し
て
「
一
」
と
「
十
」
と
い
う
端
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
我
々
の
得
た
「
二
三
四
五

六
七
八
九
士
」
す
な
わ
ち
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
」
で
は
、
「
十
」
と
「
一
」
は
一
文
字
「
士
」
と
し
て
強

く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
強
い
結
び
つ
き
は
、
我
々
の
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
」
が
単
な
る
直
線
的

な
配
列
で
は
な
く
、 

 
 

 
 

三 
 

 

二 
  
 

四 

一 
 
 
 

  
  

五 

十 
 
 
 

  
  

六 

九 
 

  

七 
 
 
 

 

八  

と
い
う
輪
の
配
列
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
気
付
か
せ
ま
す
。
輪
の
形
に
配
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
端
」

は
完
全
に
消
滅
し
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
と
い
う
操
作
が
完
全
に
遂
行
さ
れ
た
こ
と
と
な

る
の
で
す
。 

 

以
上
の
完
全
な
符
合
の
中
で
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、 

       

で
す
。
こ
れ
は
前
述
の
と
お
り
、
「
無 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
と
い
う
こ
と
と
完

 
 

┐ 

十
一 

 
 

┬ 

十
一 

十
一
┼ 

十
一 

 
 

┬ 

十
一 

 
 

┌ 

十
一 
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全
に
符
合
し
ま
す
。
「
責
子
」
の
作
者
が
零
に
数
と
し
て
の
市
民
権
を
与
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
は
確

か
で
す
。 

 

０
の
意
味
合
い
を
「
無
」
と
し
て
表
記
し
な
が
ら
も
、
０
と
い
う
モ
ノ
を 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十 
等
の
数
の
仲
間
に
含
め
て
扱
う
発
想
に
作
者
は
気
付
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
０
に
も
数

と
し
て
の
市
民
権
を
与
え
る
こ
と
で
、
位
取
り
表
記
が
常
に
可
能
に
な
る
、
と
い
う
の
は
前
述
の
と
お
り
で
す

が
、「
責
子
」
の
作
者
が
残
し
た
位
取
り
の
例
は
「
十
三
」
↓
「
一
三
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
の
「
十
」

に
「
一
」
と
い
う
意
味
を
付
加
す
る
操
作
に
お
い
て
得
ら
れ
た
「
十
一
」
は
、
「
十
」
の
右
隣
の
「
志
」
に
含
ま

れ
る
「
士
」
の
姿
と
酷
似
し
て
お
り
、
同
様
に
「
志
」
か
ら
「
士
」
↓
「
十
一
」
↓
「
一
一
」
と
し
て
得
ら
れ

た
「
一
一
」
は
、
「
志
」
の
右
隣
の
「
二
」
の
姿
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
す
。
「
十
一
」
と
「
士
」
、
「
一
一
」
と

「
二
」
と
い
う
２
組
は
、
横
棒
の
長
さ
の
僅
か
な
違
い
に
至
る
ま
で
符
合
し
て
い
ま
す
。 

実
は
注
意
深
く
数
の
配
置
を
眺
め
る
こ
と
で
「
十
」
に
対
し
て
そ
の
位
取
り
表
記
「
一
無
」（
つ
ま
り
現
代
の

「
一
〇
」
）
を
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
次
の
よ
う
に
し
て
解
り
ま
す
。 

                   

右
に
再
掲
す
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
「
三
」
か
ら
順
に
数
を
た
ど
る
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
「
三 

四 

五 

六
」
を
「
三 

匹 

五 

已
」
と
し
て
た
ど
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。「
五
六
」
と
せ

ず
に
「
五
已
」
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
文
字
が
隣
り
合
わ
せ
に
位
置
す
る
か
ら
で
す
が
、
せ
っ
か
く
ま
と
も

な
「
六
」
も
あ
る
の
で
す
か
ら
、
「
已
」
に
「
六
」
を
続
け
て
「
三 

匹 

五 

已 

六
」
と
た
ど
っ
て
み
ま
し

ょ
う
。「
三 

匹 

五 

已 

六
」
は
実
線
の
矢
印
で
示
し
た
よ
う
に
た
ど
ら
れ
ま
す
。
で
は
次
に
同
様
の
こ
と

を
「
七
」
以
降
に
つ
い
て
も
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。「
七 

八 

九 

十
」
を
破
線
の
矢
印
で
示
す
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。「
三
匹
」
と
「
七
八
」
に
つ
い
て
は
、
上
下
左
右
の
見
事
な
対
称
を
得
ま
す
。
ま
た
、
「
五
已
」
と
「
九

十
」
に
つ
い
て
も
行
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
左
右
対
称
の
配
置
で
す
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
手
掛
か
り
に
し

て
、
「
三 

匹 

五 

已 

六
」
と
同
様
に
「
七 

八 

九 

十
」
に
つ
い
て
も
、
も
う
一
字
だ
け
延
長
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
「
五 

已 

六
」
と
同
様
の
形
に
「
九
十
」
を
延
長
す
る
と
、
右
の
よ
う
に
「
九 

十 

無
」
を
得

ま
す
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
「
三 

匹 

五 

已 

六
」
と
「
七 

八 

九 

十 

無
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。 

 
 

責 

子 
 
 
 
 

 

白 

髪 

被 

両 

鬢 
 
 

肌 
膚 

不 

復 

実 

雖 

有 

五 

男 

児 
 
 

総 

不 
好 

紙 

筆 

阿 

舒 

已 

二 

八 
 
 

懶 

惰 

故 
無 

匹 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 

不 

愛 
文 
術 

雍 

端 

年 

十 

三 
 
 

不 

識 

六 

与 
七 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 

梨 

与 

栗 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 

中 

物 
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「
三 
匹 

五 

已 

六
」
と
い
う
の
は
、
「
匹
↓
四
」
「
已
↓
巳
↓
六
」
を
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
「
三 

匹 

五 

已 

六
」
の
最
後
の
二
文
字
「
已
六
」
は
「
六
」
が
二
つ
続
く
も
の

と
見
な
せ
ま
す
。
で
は
「
七 

八 

九 

十 

無
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
「
匹
↓
四
」
「
已
↓
巳
↓

六
」
は
、「
一 
二 
三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
を
す
べ
て
揃
え
、
さ
ら
に
行
の
和
を
十
一
に
揃
え

る
た
め
に
行
わ
れ
た
操
作
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
揃
え
る
操
作
の
中
で
「
十
」
を
「
十
と
一
」
と
し
て
扱
っ
た
の
を

思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と 

 

「
三 

匹 

五 

已 

六
」
↓
「
三 

四 

五 

六 

六
」 

 

に
は 

 

「
七 

八 

九 

十 

無
」
↓
「
七 

八 
九 
十 

一 

無
」 

 

が
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
三 
四 

五 

六 

六
」
の
「
六
六
」
に
対
応
す
る
の
は
、

「
七 

八 

九 

十 

一 

無
」
の
「
十
一
無
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
六
六
」
が
「
六
」
の
連
続
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と 

 

「
十
一
無
」
＝
「
十
十
」 

 

つ
ま
り
は
、 

 

「
一
無
」
＝
「
十
」 

 

と
い
う
帰
結
を
得
る
の
で
す
。
「
一
無
」
＝
「
十
」
の
提
示
に
際
し
て
作
者
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
手
の
込
ん
だ
方

法
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
の
腕
前
を
持
つ
作
者
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
早
い
段
階
に
提
示
す
る
よ

う
な
設
定
が
可
能
だ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

ゼ
ロ
の
概
念
を
持
た
な
い
読
者
に
と
っ
て
、「
一
無
」
＝
「
十
」
は
い
き
な
り
提
示
さ
れ
て
理
解
で
き
る
も
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。
作
者
は
「
一
無
」
＝
「
十
」
を
、「
十
三
」
↓
「
一
三
」、「
十
一
」
↓
「
一
一
」
と
い
っ
た
提

示
と
、「
無 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
と
い
う
十
一
個
の
数
字
と
い
う
認
識
を
経
て
初

め
て
受
容
で
き
る
も
の
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
聡
明
な
作
者
は
、
我
々
の
解
読
が
段
階
的
に
進
む
も
の
だ
と
い

う
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
、
活
用
し
て
も
い
る
の
で
す
。
実
際
、
「
三 

匹 

五･
･
･
･
･
･

」
と
「
三
」
か
ら
順
に

進
む
以
前
に
、「
一
」
と
「
二
」
の
連
鎖
に
つ
い
て
は
「
一
」
の
発
生
箇
所
か
ら
始
ま
る 

 

「
十
」
↓
「
十
一
」
＝
「
士
」
↓
「
一
一
」
＝
「
二
」 

 が
得
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。「
七 

八 

九 

十 

無
」
に
「
一
」
が
付
加
さ
れ
る
際
に
「
七 

八 

九 

一 

十 

無
」
で
は
な
く
「
七 

八 

九 

十 

一 

無
」
と
な
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
連
鎖
か
ら
解
り
ま

す
。 「

一
無
」
＝
「
十
」
を
得
た
解
読
者
に
と
っ
て
、
十
一
個
の
数
字
「
無 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
の
う
ち
の
「
十
」
は
不
要
に
な
り
ま
す
。
あ
る
べ
き
数
字
の
個
数
は
十
一
個
か
ら
十
個
に
減
り
、

解
読
の
端
緒
と
な
っ
た
「
十
」
↓
「
十
一
」
は
、
新
た
な
意
味
合
い
を
帯
び
て
「
十
一
」
↓
「
十
」
と
回
帰
し

た
か
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
こ
の
時
点
で
解
読
は
一
区
切
り
を
迎
え
ま
す
。 

こ
う
し
て
０
に
も
数
と
し
て
の
市
民
権
を
与
え
る
こ
と
で
、
位
取
り
表
記
が
常
に
可
能
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
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に
も
「
責
子
」
の
作
者
が
気
付
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
責
子
」
が
本
当
に
陶
淵
明
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、

そ
し
て
彼
の
生
き
た
時
代
が
西
暦3

5
6

～4
2
7

年
頃
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
数
遊
び
」
の
存

在
は
彼
の
意
外
な
側
面
を
語
る
に
留
ま
ら
ず
中
国
の
数
学
史
に
お
い
て
も
、
重
要
な
こ
と
で
す
。 

 

田
園
で
の
生
活
の
中
で
、
周
囲
に
自
分
ほ
ど
の
知
識
人
が
居
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
零
の
使
用
に
よ
る

数
の
位
取
り
表
記
を
提
唱
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
然
る
べ
き
地
位
の
者
た
ち
の
中
に
す
ら
そ
の
値
打
ち
を
理
解

す
る
ほ
ど
の
人
物
が
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
自
分
の
素
晴
ら
し
い
発
案
を
詩
に
託
し
た

こ
と
に
も
納
得
が
い
き
ま
す
。 

「
責
子
」
の
作
者
が
「
無
」
と
し
て
記
し
て
い
る
数
字
は
、
今
日
で
は
「
〇
」
と
記
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
こ

の
「
〇
」
の
表
記
は
、
陶
淵
明
よ
り
も
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
実
は
我
々
は
「
無
」

＝
「
〇
」
に
対
す
る
符
合
と
も
解
せ
る
も
の
を
既
に
得
て
い
る
の
で
す
。 

我
々
が
今
ま
で
に
出
会
っ
た
数
は
、
「
無
」
と
「
一
」
か
ら
「
十
一
」
ま
で
の
数
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
既
出

の
数
の
配
置 

  
 

 
 

三 
 

 

二 
  
 

四 

一 
 
 
 

  
  

五 

十 
 
 
 

  
  

六 

九 
 

  

七 
 
 
 

 

八  
 

に
お
い
て
は
、
輪
を
形
成
す
る
の
は
「
一
」
か
ら
「
十
一
」
ま
で
の
数
で
あ
り
（
「
十
一
」
は
完
成
さ
れ
た
輪
に

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
が
、
輪
の
配
置
を
導
く
た
め
に
「
士
」
と
い
う
形
で
登
場
し
ま
し
た
）
、
「
無
」
は
含
ま
れ
て

は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
ま
で
の
解
読
を
通
し
て
、
我
々
が
「
無
」
を
数
と
し
て
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
「
一
」

か
ら
「
十
一
」
ま
で
の
数
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
数
と
し
て
の
「
無
」
は
、「
一
」
か
ら
「
十
一
」
ま

で
の
数
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
「
一
」
か
ら
「
十
一
」
ま
で
の
数
が
「
輪
」

を
形
成
す
る
こ
と
と
、
「
無
」
＝
「
〇
」
と
が
見
事
に
符
合
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
奇
妙
な
符
合
は
、「
責
子
」

が
陶
淵
明
よ
り
も
ず
っ
と
後
の
、
数
「
〇
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

を
考
え
さ
せ
ず
に
は
お
き
ま
せ
ん
。
陶
淵
明
よ
り
も
後
の
時
代
も
含
め
て
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
責

子
」
の
暗
号
の
構
造
的
性
格
、
つ
ま
り
符
合
に
よ
っ
て
解
読
が
段
階
的
に
進
展
す
る
と
い
う
構
造
が
、
陶
淵
明
の

時
代
か
ら12

00

年
ほ
ど
後
に
作
ら
れ
たBa

co
n

＝ Sh
a
ke
sp
e
a
re

の
暗
号
（
拙
著
『
薔
薇
の
封
印
』
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
）
の
構
造
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
［
解
読
者
が
同
一
で
あ
る
た
め
、
解
読
者
の
個
人
的

妄
想
の
所
産
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
理
性
的
な
読
者
で
あ

れ
ば
す
ぐ
に
納
得
が
で
き
る
も
の
と
思
い
ま
す
］
。 

 

先
に
得
ら
れ
て
い
た 

 

「
三 

匹 

五 

已 

六
」
↓
「
三 

四 

五 

六 

六
」 

「
七 

八 

九 

十 

無
」
↓
「
七 

八 

九 

十 

一 

無
」 

 

の
二
つ
に
見
ら
れ
る
微
妙
な
差
異
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。「
三 

匹 

五 

已 

六
」
の
最
後
の
「
六
」
が
、
「
三 

四 

五 

六 

六
」
の
最
後
の
「
六
」
に
そ
の
ま
ま
該
当
す
る
一
方
で
、
「
七 

八 

九 

十 

無
」
の
最
後
の

「
無
」
は
「
七 

八 

九 

十 

一 

無
」
の
最
後
の
数
で
あ
る
「
一 

無
」
の
半
分
に
し
か
該
当
し
て
い
ま

せ
ん
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
九 

十 

無
」
の
形
態
を
「
五
已
」
の
配
置
と
と
も
に
記
す
と
次
の
通
り
で
す
。 
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五 已 
 
 

 
 
 
 
 
 

無 

  

十 

 

九 

  
 
 
 
∥ 

□ □ 
 
 

 
 
 
 
 
 

⊿ 

  

□ 

 

□ 

 

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
の
形
態
が
テ
キ
ス
ト
中
の
５
つ
の
「
不
」
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
正
確
に
言
う
な
ら
ば
４
つ
の

「
不
」
と
、
「
杯
」
に
ふ
く
ま
れ
る
半
分
の

．
．
．
「
不
」
で
す
。 

                   

「
一
無
」
を
得
た
時
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
「
不
」
に
つ
い
て
も
「
数
を
順
に
数
え
る
」
と
い
う
操
作
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。
４
つ
の
「
不
」
の
何
文
字
後
に
数
が
現
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
と 

    
 

責 

子 
 
 
 
 

 

白 

髪 

被 

両 

鬢 
 
 

肌 

膚 

不 
復 

実 

雖 

有 

五 

男 

児 
 
 

総 

不 

好 
紙 
筆 

阿 

舒 

已 

二 

八 
 
 

懶 

惰 

故 

無 
匹 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 

不 

愛 

文 

術 

雍 

端 

年 

十 

三 
 
 

不 

識 

六 

与 

七 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 

梨 

与 

栗 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 

中 

物 
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Ａ 
白
髮
被
兩
鬢
肌
膚 

 
 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧ 

Ｂ 

不
復
實
雖
有
五
男
兒
總 

 
 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲ 

Ｃ 

不
好
紙
筆
阿
舒
已
二
八
懶
惰
故
無
匹
阿
宣
行
志
學
而 

 
 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧ 

Ｄ 

不
愛
文
術
雍
端
年
十
三 

 
 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
○

21 

Ｅ 

不
識
六
與
七
通
子
垂
九
齡
但
覓
梨
與
栗
天
運
苟
如
此
且
進 

 
 

①
② 

Ｆ 

杯
中
物 

 

Ｂ
と
Ｃ
の
「
⑤
五
」
と
「
⑧
八
」
の
一
致
は
、
番
号
と
数
の
符
号
に
気
付
か
せ
ま
す
。
さ
ら
に
番
号
と
数
の
符

号
を
考
え
る
以
上
、
ゼ
ロ
を
意
味
し
た
「
無
」
は
除
外
し
て
考
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
「
⑥
已
」
は
、
「
已
」

↓
「
巳
」
＝
「
六
」
と
も
符
号
し
ま
す
。
し
か
し
「
⑦
二
」
と
「
⑬
匹
」
に
つ
い
て
は
、
一
致
し
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
「
⑬
匹
」
の
⑬
は
Ｄ
の
「
十
三
」
と
符
合
す
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
Ｃ
の
⑬
を
Ｄ
の
２
文
字
「
十
三
」

に
対
応
さ
せ
る
こ
の
符
合
は
、
「
十
三
」
の
番
号
で
あ
る
「
⑦
⑧
」
も
一
ま
と
め
に
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
こ
と

に
気
付
か
せ
ま
す
。
す
る
と
、
Ｄ
の
連
続
す
る
「
⑦
⑧
」
に
対
応
で
き
る
も
の
は
、
Ｃ
の
「
⑦
⑧
」
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
対
応
は
番
号
同
士
の
対
応
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
余
る
Ｃ
の
３
つ
の
数
「
二
」
「
八
」

「
匹
」
＝
「
四
」
は
、
Ｅ
の
「
②
」
「
④
」
「
⑧
」
に
丁
度
対
応
す
る
と
い
う
符
合
を
得
ま
す
。 

 

以
上
の
結
果
と
し
て
、
Ｅ
の
「
六
」
「
七
」
「
九
」
が
余
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
は
こ
の
「
六
」
「
七
」
「
九
」

が
次
の
解
読
へ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
す
。
も
と
の
テ
キ
ス
ト
を
「
六
文
字
・
七
文
字
・
九
文
字
」
ご
と
に

改
行
し
直
し
ま
す
。
す
る
と
４
つ
の
「
不
」
の
う
ち
の
３
つ
と
「
杯
」
と
は
、
次
の
通
り
見
事
に
横
一
列
に
配

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 

○ａ
○ｂ
○ｃ
○ｄ
○ｅ
○ｆ
○ｇ
○ｈ
○ｉ 

白
髮
被
兩
鬢
肌 

膚
不
復
實
雖
有
五 

男
兒
總
不
好
紙
筆
阿
舒 

已
二
八
懶
惰
故 

無
匹
阿
宣
行
志
學 

而
不
愛
文
術
雍
端
年
十 

三
不
識
六
與
七 

通
子
垂
九
齡
但
覓 

梨
與
栗
天
運
苟
如
此
且 

進
杯
中
物 
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「
不
」
と
「
杯
」
の
横
並
び
は
、
先
の
「
不
」
と
「
杯
」
へ
の
着
目
へ
の
符
合
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
新

た
な
文
字
配
列
が
横
に
た
ど
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
事
を
も
示
唆
し
ま
す
。
最
後
の
列
「
進
杯
中
物
」
だ
け
が
「
六

文
字
・
七
文
字
・
九
文
字
」
の
規
則
外
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
列
が
特
別
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も

察
し
が
つ
き
ま
す
。 

右
上
の
「
白
」
か
ら
横
に
追
う
と
、 

 

白
膚
男
已
無
而
三
通
梨
進 

 

を
得
ま
す
。
最
後
の
「
進
」
に
当
っ
た
こ
の
段
階
で
、
前
述
の
と
お
り
「
進
杯
中
物
」
を
特
別
な
も
の
と
し
て

考
え
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り 

 

白
膚
男
已
無
而
三
通
梨 

 

で
一
旦
停
止
し
た
上
で
、
次
に
追
う
文
字
を
「
進
杯
中
物
」
を
手
掛
か
り
に
考
え
ま
す
。「
杯
中
物
を
進
む
」
の

で
は
な
く
、
「
杯
中
物
に
進
む
」
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
「
杯
の
中
の
物
」
を
「
杯
」
と
同
じ
○ｂ
に
並
ぶ
３
つ

の
「
不
」
に
続
く
文
字
と
解
す
と
、
○ｃ
に
お
い
て
右
か
ら
順
に
「
復
」「
愛
」
「
識
」
を
得
ま
す
。
つ
ま
り 

 

白
膚
男
已
無
而
三
通
梨
復
愛
識 

 

接
続
詞
「
而
」
に
注
意
し
て
解
読
す
る
と 

 

白
膚
男
已
無 

而
三
通 

梨
復
愛
識 

白
い
肌
の
男
は
す
で
に
無
く 

そ
し
て
三
が
通
る 

梨
も
ま
た
知
る
こ
と
を
惜
し
む 

 

『
薔
薇
の
封
印
』
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
す
ぐ
に
察
し
が
つ
く
で
し
ょ
う
。［
こ

れ
以
降
の
解
読
の
確
実
な
理
解
に
は
『
薔
薇
の
封
印
』
の
知
識
が
不
可
欠
で
す
。］ 

 

「
白
膚
男
」
＝
「
白
人
の
男
」
↓
「Francis B

acon

」 

「
三
通
」
＝
「
３
が
通
説
に
な
る
」
↓
「first folio 

の
完
成
年
が
（
本
当
は1620

年
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
）1623

年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
通
説
に
な
る
」 

「
梨
」
＝
「pear

」
↓
「W

illiam
 Shakespeare

」 

と
い
う
こ
と
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
成
句
（
白
居
易
に
よ
る
）
で
「
梨
園
」
と
い
え
ば
演
劇
界
の
こ
と
。
つ

ま
り 
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白
膚
男
已
無 

而
三
通 

梨
復
愛
識 

（
あ
の
）
白
人
の
男
は
既
に
こ
の
世
を
去
り 

３
が
通
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る 

演
劇
界
も
ま
た
、
秘
密
を
明
か
し
た
が
ら
な
い 

 

次
に
、
○ｂ
の
「
杯
」
と
「
不
」
以
外
の
箇
所
を
右
か
ら
追
う
と 

 

髮
兒
二
匹
子
與 

 

こ
れ
で
は
意
味
不
通
。
逆
に
左
か
ら
追
う
と 

 

與
子
匹
二
兒
髮 

（
あ
の
）
方
は
２
人
の
児
の
髪
に
匹
敵
す
る
。 

 

「
與
」
と
「
匹
」
と
か
ら
、「
與
子
匹
二
」
ま
で
は
何
と
か
意
味
が
通
じ
ま
す
が
、「
兒
髮
」
は
不
通
。
「
兒
」
と

は
、
そ
も
そ
も
頭
蓋
骨
が
ま
だ
合
わ
さ
ら
な
い
よ
う
な
生
ま
れ
た
て
の
赤
子
の
こ
と
。
「
髮
」
の
上
部
「
髟
」
は
、

そ
れ
自
体
で
長
い
髪
を
意
味
す
る
文
字
。
生
ま
れ
た
て
の
赤
子
に
は
長
い
髪
は
な
い
。
「
兒
」
を
「
髮
」
か
ら
「
髟
」

を
取
り
除
く
指
示
と
解
せ
ば
「
二
兒
髮
」
↓
「
二
犮
」
と
な
り
ま
す
。
「
犮
」
＝
「
抜
」
＝
「
抜
き
ん
出
る
」
と

解
せ
ば
「
二
犮
」
は
二
つ
の
抜
き
ん
出
た
才
能
（
の
人
）
、
つ
ま
り
は
２
人
の
天
才
。 

 

與
子
匹
二
兒
髮 

 
 

 

↓ 

與
子
匹
二
犮 

（
あ
の
）
方
は
２
人
の
天
才
に
匹
敵
す
る 

 

と
な
り
ま
す
。
○ｃ
の
「
復
」
「
愛
」
「
識
」
以
外
も
同
様
に
左
か
ら
追
う
と
、
「
栗
垂
」
は
不
通
で
す
が
、 

残
り
は 

 

阿
八
總
被 

 

と
な
り
ま
す
。
こ
の
「
八
」
を
以
前
の
「
巳
」
↓
「
六
」
の
逆
操
作
に
よ
っ
て
「
八
」
↓
「
未
」
と
す
る
と 

 

阿
八
總
被 

 
 

↓ 

阿
未
總
被 

あ
あ
、
ま
だ
総
て
に
は
及
ん
で
い
な
い 

 

を
得
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
後
も
解
読
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
と
い
う
警
告
。
「
栗
垂
」
を
保
留
の
上
で
、
「
阿
八

總
被
」
の
下
を
見
る
と
、
「
兩
鬢
」
の
２
文
字
が
「
髟
」
と
「
２
」
に
関
す
る
文
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
二
兒

髮
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
兩
鬢
」
の
「
鬢
」
に
つ
い
て
、
先
程
と
同
様

に
「
鬢
」
↓
「
賓
」
と
し
た
上
で
、
「
兩
鬢
」
の
配
置
を
意
識
し
て
、
○ｄ
○ｅ
を
ま
と
め
て
縦
２
文
字
ず
つ
右
か
ら
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追
う
と 

 

兩
鬢
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術
六
與
九
齡
天
運 

 
 

 

↓ 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術
六
與
九
齡
天
運 

 
 

 

↓ 

兩
賓
實 

雖
不
好
懶
惰 

宣
行
文
術 

六
與
九
齡
天
運 

 

「
賓
實
」
は
成
句
で
、
「
荘
子
」
の
い
う
「
名
と
実
」
の
こ
と
。
「
兩
」
は
対
を
成
す
も
の
。
「
兩
賓
實
」
と
は
、

つ
ま
り
「
名
実
と
も
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
。「
賓
實
」
と
い
う
成
句
の
存
在
は
、
先
の
我
々
の
「
二
兒
髮
」
＝

「
二
犮
」
の
符
号
に
な
り
ま
す
。 

 

名
実
と
も
に
（
あ
り
） 

怠
け
る
こ
と
を
嫌
う
と
は
い
う
が
、
（
堅
物
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
） 

「
文
術
」
を
広
め
、
（
ま
た
自
ら
も
）
行
い
、 

「
六
與
九
」
の
齡
で
天
運
（
に
よ
っ
て
死
去
さ
れ
た
） 

  

「
六
與
九
」
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
こ
の
箇
所
は
長
く
、
し
か
も
か
な
り
の
部
分
が
そ
の
ま
ま
読
め
ま
す
。 

「
・
・
・
天
運
」
ま
で
追
っ
て
さ
ら
に
上
の
２
文
字
も
同
様
に
右
か
ら
追
う
と 

 

垂
栗 

 

で
す
。
「
栗
」
＝
「
慄
」
は
前
出
。 

 

垂
栗 ↓ 将

慄 

い
ま
に
も
身
震
い
が
く
る 

 

こ
れ
は
暗
号
設
定
の
計
り
知
れ
な
い
精
緻
さ
に
対
す
る
我
々
の
意
識
を
代
弁
し
た
も
の
。
別
の
見
方
を
す
る
な

ら
ば
、
作
者
の
自
慢
で
す
。
つ
ま
り 

 

い
ま
に
も
身
震
い
が
く
る
で
し
ょ
う
よ 

 

と
い
う
意
味
。 

「
六
與
九
」
の
齡
は
簡
単
に
考
え
れ
ば
６
＋
９
＝
１
５
歳
。 Francis B

acon

は
６
５
歳
で
亡
く
な
っ
て
お

り
、
五
十
年
不
足
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
○ｇ
の
右
端
に
「
五
」
を
、
○ｈ
○ｉ
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
配
置
で
、
下

か
ら
上
に
「
十
年
」
を
得
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
○ｇ
を
「
五
」
か
ら
右
へ
追
う
と 

 

五
筆
學
端
覓
如 
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と
な
り
不
通
。
一
方
、
○ｈ
○ｉ
は
「
十
年
」
か
ら
左
に
追
う
と 

十
年
且
此 

 

こ
れ
は
２
文
字
ず
つ
ま
と
め
た
ま
ま
で
左
か
ら
追
う
こ
と
で 

 

十
年
且
此 

 
 

↓ 

且
此
十
年 

 

し
か
も
こ
の
十
年 

 

と
い
う
自
然
な
フ
レ
ー
ズ
を
得
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
○ｇ
は
２
文
字
ご
と
に
分
離
さ
れ
て
お
り
、
「
學
端
」
と

「
十
年
」
、
「
覓
如
」
と
「
且
此
」
は
そ
れ
ぞ
れ
２
つ
の
ま
と
ま
っ
た
配
置
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、「
十

年
且
此
」
↓
「
且
此
十
年
」
と
同
様
に 

 

五
筆 

學
端 

覓
如 

 
 

↓ 

五
筆 

覓
如 

學
端 

 

と
し
ま
す
。
さ
ら
に
間
に
挟
ま
れ
た
「
覓
如
」
の
み
を
逆
読
み
に
す
る
（
こ
の
逆
読
み
の
操
作
は
次
に
符
合
を

得
る
こ
と
に
な
る
）
こ
と
で 

 

五
筆 

學
端 

覓
如 

 
 

↓ 

五
筆 

覓
如 

學
端 

 
 

↓ 

五
筆 

如
覓 

學
端 

五
つ
の
著
作
は
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ 

 

を
得
ま
す
。
先
に
得
ら
れ
た
「
且
此
十
年
」
を
こ
の
前
に
据
え
る
こ
と
で
、 

 

且
此
十
年 

五
筆
如
覓
學
端 

し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は 

学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た 

 

で
す
。
前
出
の
「
六
與
九
」
を
「
六
十
五
」
に
直
せ
ば 

     



18／60  封印を継承する者たち（１）－陶淵明「責子」を贋作した明末の数学者 5e 最終印刷日時：2005/01/25 午後 11 時 22 分makio harada   
 

兩
賓
實 

雖
不
好
懶
惰 

宣
行
文
術 

六
十
五
齡
天
運 

且
此
十
年 

五
筆
如
覓
學
端 

名
実
と
も
に
（
あ
り
） 

怠
け
る
こ
と
を
嫌
う
と
は
い
う
が
、
（
堅
物
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
） 

「
文
術
」
を
広
め
（
ま
た
自
ら
も
）
行
い
、 

六
十
五
歳
で
天
運
（
に
よ
っ
て
死
去
さ
れ
た
） 

し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は 

学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た 

 

と
な
り
ま
す
。
こ
の
時
点
で
残
っ
た
も
の
は
、
○ｆ
と
○ｈ
○ｉ
の
「
阿
舒
」
の
み
。 

○ｆ
は
す
で
に
解
読
さ
れ
た
○ｅ
○ｇ
の
間
に
挟
ま
れ
た
位
置
に
あ
り
ま
す
。
先
に
間
に
挟
ま
れ
た
「
覓
如
」
の
み
を

逆
読
み
に
し
た
の
と
符
合
す
る
よ
う
に
○ｆ
も
逆
読
み
に
し
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
左
か
ら
追
う
。 

 

苟
但
七
雍 

志
故
紙 

有
肌 

と
り
あ
え
ず
７
度
だ
け
ふ
さ
い
で 

（
あ
の
方
の
）
死
亡
を
紙
に
記
す 

肌
に
有
る 

 

「
七
雍
」
の
「
雍
」
は
前
出
の
「
雍
端
」
、
つ
ま
り
「
端
を
７
回
だ
け
ふ
さ
ぐ
」
と
解
釈
し
ま
す
。
本
来
の
テ
キ

ス
ト
が
１
０
文
字
７
列
の
配
置
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
以
前
の
「
雍
端
」
が
、
数
の
列
を
形
成
す
る
操
作
に
符
合

し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、 

 

七
雍 ↓ 端

を
７
回
だ
け
ふ
さ
ぐ 

↓ 七
列
に
記
す 

 

は
容
易
に
解
り
ま
す
。
七
列
に
記
す
こ
と
を
「
七
雍
」
と
い
う
の
は
、
詩
的
で
あ
る
と
同
時
に
と
て
も
謙
遜
し

た
表
現
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、 

最
後
の
「
有
肌
」
は
、
前
出
の
「
垂
慄
」
を
考
慮
す
れ
ば
、
ど
う
み
て
も 

 

有
肌 ↓ 有

肌
慄 

 

で
す
。
「
肌
慄
」
は
成
句
で
、
身
震
い
す
る
こ
と
。
こ
の
箇
所
も
、
先
の
「
垂
慄
」
と
同
じ
類
の
も
の
。 
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有
肌 

鳥
肌
モ
ノ
だ
な 

 

最
後
に
残
さ
れ
た
の
は 

  

阿
舒 

あ
あ
本
音
を
言
っ
て
し
ま
っ
た 

 

で
す
。 

 

苟
但
七
雍 

志
故
紙 

有
肌 

阿
舒 

と
り
あ
え
ず
７
列
だ
け 

（
あ
の
方
の
）
死
亡
を
紙
に
記
す 

鳥
肌
モ
ノ
だ
な 

あ
あ
言
っ
て
し
ま
っ
た 

 

「
七
雍
」
と
い
う
謙
遜
の
後
で
、
自
分
の
「
文
術
」
を
自
慢
し
て
「
有
肌
」
と
す
る
の
は
、
確
か
に
「
阿
舒
」

で
す
ね
。 

 

以
上
を
続
け
る
と
次
の
通
り
。
作
者
の
警
告
と
自
慢
と
い
っ
た
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
箇
所
は
注
目
に
値
し
ま

す
。 

 

１ 白
膚
男
已
無 

而
三
通
梨
復
愛
識 

與
子
匹
二
犮
阿
未
總
被 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術 

六
十
五
齡
天
運
将
慄 

且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端 

苟
但
七
雍
志
故
紙
有
肌
阿
舒 

（
あ
の
）
白
人
の
男
は
既
に
こ
の
世
を
去
り
、 

３
が
通
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
演
劇
界
も
ま
た
、
秘
密
を
明
か
し
た
が
ら
な
い
。 

（
あ
の
）
方
は
２
人
の
天
才
に
匹
敵
す
る
［
あ
あ
、
ま
だ
総
て
に
は
及
ん
で
い
な
い
］
。 

名
実
と
も
に
（
あ
り
）
怠
け
る
こ
と
を
嫌
う
と
は
い
う
が
（
堅
物
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
）
、 

「
文
術
」
を
広
め
（
ま
た
自
ら
も
）
行
い
、 

六
十
五
歳
で
天
運
（
に
よ
っ
て
死
去
さ
れ
た
）
［
い
ま
に
も
身
震
い
が
く
る
で
し
ょ
う
よ
］
。 

し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。 

と
り
あ
え
ず
７
列
だ
け
（
あ
の
方
の
）
死
亡
を
紙
に
記
す
［
鳥
肌
モ
ノ
だ
な
］
［
あ
あ
言
っ
て
し
ま
っ
た
］ 
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こ
う
し
て
出
来
た
文
は
、
行
の
長
さ
が
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
注
意
し
て
並
べ
替
え
て
み
る
と
次
の
通
り
見
事
に

並
び
ま
す
。 

 

２ 白
膚
男
已
無 

而
三
通
梨
復
愛
識 

六
十
五
齡
天
運
将
慄 

與
子
匹
二
犮
阿
未
總
被 

且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端 

苟
但
七
雍
志
故
紙
有
肌
阿
舒 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術 

 

こ
の
配
列
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
箇
所
を
抜
い
て
次
の
よ
う
に
追
う
と 

 

白
膚
男
已
無 

而
三
通
梨
復
愛
識 

六
十
五
齡
天
運
将
慄 

與
子
匹
二
犮
阿
未
總
被 

且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端 

苟
但
七
雍
志
故
紙
有
肌
阿
舒 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術 

３ 宣
如
天
梨
男 

行
覓
運 

復
已
文
學 

愛
無
術
端
識 

（
あ
の
）
演
劇
の
天
才
の
男
に
つ
い
て
、
公
表
す
る
こ
と 

そ
れ
に
は
運
が
必
要
だ 

再
び
も
う
文
学
（
の
潮
流
）
は 

暗
号
な
ど
含
ま
な
い
ま
と
も
な
も
の
を 

好
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら 

 

「
無
術
端
識
」
は
、
つ
ま
り
は
暗
号
細
工
の
さ
れ
て
い
な
い
ま
と
も
な
も
の
、
と
い
う
意
味
。 
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こ
の
３
ま
で
規
則
的
に
解
読
で
き
る
こ
と
自
体
が
、
２
の
そ
し
て
つ
ま
り
は
１
の
正
し
さ
の
符
合
に
な
り
ま
す
。 

さ
ら
に
１
の
「
苟
但
七
雍
」
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
テ
キ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
１
自
体
が
７
列
を
成
し
て
い
る

こ
と
に
気
付
き
ま
す
。 

さ
ら
に
３
の
配
置
に
つ
い
て
も 

宣
如
天
梨
男 

行
覓
運 

復
已
文
學 

愛
無
術
端
識 

４ 愛
無
復
術 

已
行
端
文
覓
宣 

識
學
運
如
天
梨
男 

 

「
行
端
文
」
は
先
へ
と
進
み
な
が
ら
文
を
正
し
く
し
て
ゆ
く
こ
と
。
つ
ま
り
一
連
の
解
読
作
業
を
指
し
て
い

ま
す
。
「
已
」
は
や
め
る
と
い
う
意
味
。
「
已
行
端
文
」
は
解
読
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
「
端
」
に
は
、

「
正
す
」
と
い
う
以
外
に
も
「
左
右
の
均
整
が
と
れ
て
い
る
正
し
さ
」
・
「
左
右
を
水
平
に
そ
ろ
え
て
持
つ
」
等

と
い
う
語
義
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
已
行
端
文
」
に
は
、
文
字
を
水
平
に
横
に
追
う
読
み
方
を
や
め
る
と
い

う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
さ
に
我
々
の
解
読
が
、
水
平
に
文
字
を
追
う
も
の
か

ら
斜
め
追
い

．
．
．
．
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
し
ま
す
。
さ
ら
に
「
解
読
を
や
め
る
」
＝
「
水
平
に
横
に

追
う
読
み
方
を
や
め
る
」
と
解
す
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
主
要
な
解
読
の
結
果
は
３
で
は
な
く
１
な
の
だ
、
と

い
う
主
張
を
も
含
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
実
際
１
と
３
の
解
読
結
果
の
重
要
性
の
違
い
と
符
合

し
ま
す
。 

 

愛
無
復
術 

已
行
端
文
覓
宣 

識
學
運
如
天
梨
男 

二
度
と
は
作
り
得
な
い
こ
の
文
術
を
惜
し
み 

解
読
を
や
め
て
、
公
開
の
機
会
を
捜
し
求
め
な
さ
い 

演
劇
の
天
才
の
男
の
よ
う
に
文
学
の
流
行
を
見
極
め
な
さ
い 

 

「
運
」
と
は
、
め
ぐ
り
あ
わ
せ
の
こ
と
。
つ
ま
り
こ
の
「
學
運
」
と
は
３
で
「
復
已
（
再
び
も
う
）
」
廃
れ
た
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と
さ
れ
た
「
文
術
」
が
、
文
学
（
の
潮
流
）
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
再
び
流
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
、

そ
れ
を
見
極
め
て
波
に
乗
れ
と
い
う
こ
と
。
自
作
を
大
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
あ
の
演
劇
の
天
才
の
男
の
よ
う
に
流
行

を
つ
か
め
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

最
後
に
１
の
結
果
に
つ
い
て
吟
味
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 白
膚
男
已
無 

而
三
通
梨
復
愛
識 

與
子
匹
二
犮
阿
未
總
被 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術 

六
十
五
齡
天
運
将
慄 

且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端 

苟
但
七
雍
志
故
紙
有
肌
阿
舒 

（
あ
の
）
白
人
の
男
は
既
に
こ
の
世
を
去
り
、 

３
が
通
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
演
劇
界
も
ま
た
、
秘
密
を
明
か
し
た
が
ら
な
い
。 

（
あ
の
）
方
は
２
人
の
天
才
に
匹
敵
す
る
［
あ
あ
、
ま
だ
総
て
に
は
及
ん
で
い
な
い
］
。 

名
実
と
も
に
（
あ
り
）
怠
け
る
こ
と
を
嫌
う
と
は
い
う
が
（
堅
物
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
）
、 

「
文
術
」
を
広
め
（
ま
た
自
ら
も
）
行
い
、 

六
十
五
歳
で
天
運
（
に
よ
っ
て
死
去
さ
れ
た
）
［
い
ま
に
も
身
震
い
が
く
る
で
し
ょ
う
よ
］
。 

し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。 

と
り
あ
え
ず
７
列
だ
け
（
あ
の
方
の
）
死
亡
を
紙
に
記
す
［
鳥
肌
モ
ノ
だ
な
］
［
あ
あ
言
っ
て
し
ま
っ
た
］ 

 

「
且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端
」
つ
ま
り
し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。 

W
il
li
am
 S
hak

es
pe
ar
e

が1
61
6

年
に
死
亡
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
一
方
で
、Fr

an
ci
s 
Ba
con

の
没
年

は1
626

年
で
す
。
つ
ま
り
彼
は
最
期
の
十
年
間
だ
け
、
純
粋
にF

ran
ci
s Ba

co
n

と
し
て
の
み
生
き
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

「
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
」Fr

an
ci
s
 B
ac
on

の
著
作
と
い
う
の
は
、
彼
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て

企
画
し
た

I
n
s
t
a
ur
a
ti

o
 
ma
g
n
a

（
『
大
革
新
』
）
に
関
連
す
る
著
作
と
解
し
て
ま
ず
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。The 

C
am

bridge H
istory of English and A

m
erican Literature

のXIV. The B
eginnings of E

nglish 
Philosophy

のFR
A

N
C

IS B
A

C
O

N

の
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
る Spedding

（Fr
an
ci
s 
Ba
con

研
究
の
権

威
の
方
で
す
）
に
よ
る
著
作
リ
ス
ト
に
お
い
て
、Philosophical W

orks

と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う

ち
か
ら
、I

nst
au
ra
ti
o mag

na

（
『
大
革
新
』
）
に
関
連
す
る
、
最
期
の
十
年
に
執
筆
も
し
く
は
出
版
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
も
の
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
あ
る
作
品
の
一
部
が
改
め
て
１
冊
の
体
裁
で
出
版
さ
れ
て
い
る
場
合

も
あ
る
よ
う
な
の
で
す
が
、
主
要
な
も
の
を
整
理
し
て
み
る
と
、
確
か
に
次
の
５
つ
に
絞
ら
れ
ま
す 

 

Ａ 
N
o
v
um
 
Or
g
a
nu
m

（
『
ノ
ー
ブ
ム 

オ
ル
ガ
ヌ
ム
』
）1620 

Ｂ 
d
e
 
Di
g
ni
t
a
te
 
et

 
Aug

m
e
nt
i
s 
S
cie

n
t
ia
r
um

（
『
学
問
の
発
達
（
ラ
テ
ン
語
版
）
』
）1623 

Ｃ 
H
i
s
to
r
ia
 
N
at
u
ra

l
is 

e
t
 E
x
pe
r
ime

n
t
al
i
s

（『
博
物
学
と
実
験
の
歴
史
』
）1622 

Ｄ 
S
y
l
va
 
Sy
l
v
ar
u
m

（『
森
の
森
』
）1627 

Ｅ 
N
e
w
 A
t
la
n
t
is

（
『
新
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』
）1627 

 

Ｂ
に
つ
い
て
は
、
「
此
十
年
」
以
前
に
英
語
版
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
Ｄ
と
Ｅ
は
彼
の
死
後
に
出
版
さ
れ
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た
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
は
未
完
の
作
品
で
す
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
を
「
五
筆
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
確
か
に
可
能
で

す
。N

ew
 A
tl
an
ti
s

が
未
完
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
たI

nst
au
ra
ti
o ma

gn
a

が
未
完
で
終
わ
っ
た
こ
と
は
、
「
阿

未
總
被
」
が
「
責
子
」
の
作
者
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、F

r
an
ci
s
 B
ac
on

の
最
期
の
心
境
を
代
弁

し
た
も
の
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は

F
ra
nc
is
 B
aco

n

の
死
が
「
責
子
」
の
作
者
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
深
い

悲
し
み
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
か
を
推
測
さ
せ
ず
に
は
お
き
ま
せ
ん
。 

I
ns
ta
ur
at
io ma

gn
a

は
、Fr

an
ci
s Ba

con

個
人
に
留
ま
ら
ず
、
世
界
史
的
に
見
て
も
「
学
問
の
端
緒
を
探

求
す
る
よ
う
な
」
著
作
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
ま
た
、
「
宣
行
文
術
」
の
う
ち
の
「
宣
文

術
」
に
つ
い
て
は
、F

ra
nci

s 
Ba
co
n

に
よ
る
暗
号
研
究
も
ま
た
、
有
名
な
こ
と
で
す
。
「
行
文
術
」
に
つ
い
て

は
『
薔
薇
の
封
印
』
の
暗
号
が
あ
り
ま
す
。
『
薔
薇
の
封
印
』
に
よ
れ
ば
、
「
三
通
」
は

N
o
vu
m O

rg
an
u
m

に
記

さ
れ
た
暗
号
で
し
た
。
そ
し
て
「
與
子
匹
二
犮
」
は
無
論W

il
li
am Sh

ak
es
pe
are

＝Fr
an
ci
s B

ac
on

と
符
合

し
ま
す
。「
梨
復
愛
識
」
つ
ま
り
「
演
劇
界
も
ま
た
、
秘
密
を
明
か
し
た
が
ら
な
い
。
」
は
、Wil

li
am
 S
ha
ke
sp
ea
re

の
正
体
が
謎
に
包
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
符
合
し
ま
す
。 

「
責
子
」
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、Fr

an
ci
s
 B
ac
on

の
最
期
の
十
年
間
を
「
此
十
年
」
と
記
し
て
い
る
こ

と
、
さ
に
ら
はF

ra
nc
is
 Ba

co
n

の
死
後1

62
7

年
に
出
版
さ
れ
た
著
作
へ
の
言
及
か
ら
、
「
責
子
」
が1

627

年

頃
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

「
六
」
「
七
」
「
九
」
と
い
う
単
な
る
３
つ
の
数
の
指
示
に
よ
っ
て
、
漢
詩
の
中
に
英
国
の
文
化
が
突
如
出
現

す
る
の
は
実
に
驚
き
で
す
。「
責
子
」
は
漢
字
の
世
界
。
一
方
『
薔
薇
の
封
印
』
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
世
界
で

す
。
両
者
は
一
見
無
関
係
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
「
六
」
「
七
」
「
九
」
の
出
現
以
前
に
得
ら
れ
た
「
責
子
」
の

諸
結
果
の
中
に
も
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
関
係
の
あ
り
そ
う
な
事
項
が
隠
れ
て
い
ま
す
。
解
読
の
冒
頭
で
幾
度

も
得
ら
れ
た
数
の
和
「
十
一
」
が
、
結
局
は
前
半
の
解
読
の
テ
ー
マ
の
よ
う
な
数
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し

ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
我
々
が
「
十
一
」
以
外
に
も
「
二
十
六
」
と
い
う
数
の
和
を
３
度
得
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
ょ
う
。
テ
キ
ス
ト
の
５
列
目
に
お
い
て 

 

十
三
＋
六
＋
七
＝
二
十
六 

 

さ
ら
に
３
列
目
に
お
い
て 

 

已
＋
二
八
＋
匹
↓
六
＋
十
六
＋
四
＝
二
十
六 

 

さ
ら
に
４
列
目
で 

 

「
志
学
」
↓
「
志
学
」
＆
（
「
志
」
の
）「
士
」
↓
十
五
＋
十
一
＝
二
十
六 

 

の
計
３
つ
で
す
。
こ
の
「
二
十
六
」
と
い
う
数
が
英
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
数
と
一
致
す
る
こ
と
に
注
目

し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
を
拠
り
所
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
第
３
列
と
第
５
列
に
ま
ず
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
第

３
列
と
第
５
列
に
お
い
て
、
以
前
に
得
ら
れ
た
数
を
、
順
番
に
従
っ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
な
お
し
、
も
と
の

文
字
の
左
に
記
す
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
「
無
」
に
つ
い
て
は
０
（
ゼ
ロ
）
の
字
形
に
従
っ
て
、
文
字

Ｏ
を
充
て
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
６
に
該
当
し
た
二
つ
の
漢
字
、
六
と
已
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
Ｆ

に
な
り
ま
す
。 
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い
き
な
りFrancis B

acon

の
イ
ニ
シ
ャ
ル 

Ｆ
Ｂ 

が
現
れ
ま
し
た
。
Ｆ
Ｂ
を
特
に
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し
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囲
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で
み
る
と
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上
段
の
Ｊ
Ｃ
Ｈ
と
下
段
の
Ｏ
Ｄ
Ｇ
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｃ
Ｈ
＝Jesus C

hrist 

と 
Ｇ
Ｏ
Ｄ 

で
あ

る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
Ｊ
Ｃ
Ｈ
と
Ｇ
Ｏ
Ｄ
は
、
ど
ち
ら
も
Γ
型
の
配
置
に
な
っ
て
い
ま
す
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二
つ
の
Γ
型
の
中
に
あ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
、
神
、
そ
し
て
「
三
学
」
「
七
術
」
で
す
。
漢
文
の
世
界
で
「
七

術
」
と
い
う
と
、
「
韓
非
子
」
の
「
七
術
」
を
想
起
し
が
ち
で
す
が
、
前
出
の 

Ｊ
Ｃ
Ｈ
＝
キ
リ
ス
ト 

と 

神

＝
Ｇ
Ｏ
Ｄ 

と
が
関
連
す
る
語
で
あ
る
こ
と
を
受
け
て
、
「
三
学
」
と
「
七
術
」
に
つ
い
て
も
、
互
い
に
関
係
の

深
い
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
「
術
」
は
英
語
で
はart

。
つ
ま
り
「
七
術
」
＝seven arts 
。
す

る
と 

 

「
三
学
」
＝trivium

 
 

「
七
術
」
＝seven arts

＝seven liveral arts 

＝
七
自
由
科 

 

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
三
学
と
七
自
由
科
と
い
う
の
は
、
西
洋
の
教
育
史
な
ど
に
必
ず
出
て
く
る
中
世

の
基
礎
科
目
の
呼
び
名
で
す
。
詳
し
く
い
う
と
、
三
学
と
は
、
文
法
・
修
辞
学
・
論
理
学 

の
３
科
目
で
、
七

自
由
科
と
は
、
こ
の
３
つ
の
三
学
に
さ
ら
に
他
に 

四
科
＝
算
術
・
幾
何
・
天
文
・
音
楽 

を
加
え
た
計
７
科

目
の
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト
・
神
・
三
学
・
七
自
由
科 

の
４
つ
の
語
が
含
ま
れ
て
い
る
二
つ
の
Γ
型
は
、
宗
教

と
学
問
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。 

 

二
つ
の
Γ
型
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
観
察
し
ま
し
ょ
う
。
「
三
学
」
つ
ま
りtrivium

は
、
「
七
術
」
つ

ま
りseven liveral arts

の
一
部
で
す
。
一
方
、
Ｊ
・
Ｃ
Ｈ
（
キ
リ
ス
ト
）
は
Ｇ
Ｏ
Ｄ
（
神
）
の
子
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
先
の
陶
淵
明
親
子
に
よ
る
「
十
一
」
の
包
含
関
係
を
思
い
出
す
と
、
子
の
５
つ
の
「
十

一
」
は
、
そ
の
和
が
「
十
一
」
個
の
数
の
和
五
十
五
に
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
親
の
「
十
一
」
に
含
ま
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れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
子
が
親
に
含
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
関
係
を
Ｊ
・
Ｃ

Ｈ
と
Ｇ
Ｏ
Ｄ
に
も
適
用
す
る
と
、
Ｊ
・
Ｃ
Ｈ
は
Ｇ
Ｏ
Ｄ
に
『
含
ま
れ
る
』
、
と
見
な
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
る

と
、
二
つ
の
Γ
型
の
う
ち
、
下
の
Γ
型
の
中
に
現
れ
て
い
る
「
七
術
」
と
Ｇ
Ｏ
Ｄ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
上
の
Γ
型

の
中
に
現
れ
て
い
る
「
三
学
」
と
Ｊ
・
Ｃ
Ｈ
と
を
包
含
す
る
こ
と
と
な
り
、
二
つ
の
包
含
関
係
が
符
合
し
ま
す
。 

 

キ
リ
ス
ト
と
神
と
い
う
語
か
ら
、
二
つ
の
Γ
型
を
合
わ
せ
る
と
十
字
架
の
形
に
な
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。

で
は
キ
リ
ス
ト
と
神
が
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
字
架
が
二
つ
の
Γ
型
に
割
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
割
れ
た
十
字
架
は
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
で
の
何
ら
か
の
分
裂
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
こ
こ

で
Γ
型
が
『
薔
薇
の
封
印
』
に
登
場
し
た
時
の
状
況
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
Γ
型
はpirate

＝
「
海
賊
」
と

し
て
Ｇ
字
型
コ
ー
ス
の
中
に
出
現
し
ま
し
た
。
Ｇ
字
型
コ
ー
ス
に
は
、
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
は
さ
ん
で
対
峙
す
る

英
国
と
フ
ラ
ン
ス
が
登
場
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
の
英
国
は
独
自
の
「
国
教
会
」
で
、
し
か
もE

lizabeth

Ⅰ
世

の
当
時
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
。
他
方
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
ユ
グ
ノ
ー
の
弾
圧
。A

rthur Brooke

の
溺
死
も

そ
う
い
っ
た
当
時
の
情
勢
に
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
我
々
の
二
つ
の
Γ
型
が
英
国
と
フ

ラ
ン
ス
の
２
教
会
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
は
一
体
ど
ち
ら
の
Γ
型
が
ど
ち
ら
の
国
の
教
会
な

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
今
ま
で
言
及
さ
れ
ず
に
い
た
文
字
「
六
」
に
充
て
た
Ｆ
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の

Ｆ
に
よ
っ
て
下
段
の
Γ
型
を
フ
ラ
ン
ス
の
教
会
と
見
な
す
な
ら
ば
、
上
段
に
も
英
国
を
表
す
文
字
が
あ
る
は
ず

で
す
。
こ
う
し
てE

lizabeth

朝
当
時
の
英
国
、
つ
ま
りE

ngland

を
表
す
文
字
と
し
て
第
２
列
の
「
五
」
＝

Ｅ 

が
得
ら
れ
ま
す
。 

                          

こ
う
し
て
テ
キ
ス
ト
に
出
現
し
た
二
国
を
眺
め
る
と
、
大
き
な
空
白
が
海
峡
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
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き
ま
す
。
『
薔
薇
の
封
印
』
で
は 

ｅ 

がFrancis B
acon 

、E
lizabeth

Ⅰ
世
、
親
子
の
絆
、
梨
の
実 

と
し

て
登
場
し
ま
し
た
。
梨
と
い
え
ば
テ
キ
ス
ト
中
に
も
「
梨
」
と
い
う
文
字
が
登
場
し
ま
す
。
Ｅ
＝
ｅ 

に
該
当

す
る
「
五
」
と
「
梨
」
が
、
テ
キ
ス
ト
の
中
心
に
関
し
て
点
対
称
に
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
配
置
が
作
者
の

意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
二
つ
の
Ｆ
も
ま
た
同
じ
位
置
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
Ｆ
＝
Ｆ 

な
の
で
す
か
ら 

ｅ
＝
梨 

の
は
ず
で
あ
り
、
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
の
「
梨
」
は
、
梨
の
木
で
は
な
く
、
梨
の
実

の
は
ず
で
す
。
実
際
、
「
梨
」
の
左
と
な
り
は
「
杯
」
で
あ
り 

 

「
杯
」
＝
「
不
木
」
↓
「
非
木
」
＝
「
木
で
は
な
い
」 

 

と
な
り
ま
す
。「
不
」
↓
「
非
」
と
い
う
の
は
、
か
な
り
乱
暴
で
す
。『
薔
薇
の
封
印
』
のhand

↓arm

とfoot

↓leg

と
同
様
に
考
え
れ
ば
、
ど
こ
か
他
に
同
様
の
「
不
」
↓
「
非
」
と
い
う
符
合
が
あ
る
は
ず
で
す
。 

                            

こ
の
時
点
で
、
テ
キ
ス
ト
中
に
見
え
て
い
る
数
の
う
ち
、
ま
だ
言
及
の
な
い
も
の
は
「
九
」
の
み
で
す
。
当

然
「
九
」
＝
Ｉ 

の
は
ず
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
の
中
心
に
関
し
て
「
九
」
と
点
対
称
な
位
置
に
あ
る
の
は
第

２
列
の
「
不
」
。
こ
れ
は
ど
う
に
も
符
合
し
ま
せ
ん
。
「
九
」
＝
Ｉ 

の
す
ぐ
右
と
な
り
が
「
十
」
＝
Ｊ
で
す
。

Ｊ
は
歴
史
的
に
は
、
ま
っ
す
ぐ
な
Ｉ
を
曲
げ
て
で
き
た
文
字
で
し
た
。
こ
の
こ
と
か
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「
垂
九
」
＝
「
上
か
ら
下
へ
た
れ
さ
が
る
Ｉ
」
↓
「
ま
っ
す
ぐ
な
Ｉ
」
＝
「
Ｉ
」 

 

に
気
付
き
ま
す
。
「
垂
九
」
と
点
対
称
の
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
の
は
「
不
好
」
。 

 

「
不
好
」
＝
「
不
女
子
」
↓
「
非
女
子
」
＝
「
女
性
で
は
な
い
」 

 

と
解
す
こ
と
で
、
先
の
「
杯
」
＝
「
不
木
」
↓
「
非
木
」
＝
「
木
で
は
な
い
」 

と
符
合
し
ま
す
。
で
は
な
ぜ

「
垂
九
」
＝
「
ま
っ
す
ぐ
な
Ｉ
」
＝
「
Ｉ
」
と
「
女
性
で
は
な
い
」
と
が
符
合
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「
女
性
で

は
な
い
」
は
、『
薔
薇
の
封
印
』
の 

W
e gat no M

を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。
つ
ま
り 

Ｉ
（
私
＝Francis B

acon

） 

は
男
性
で
あ
る
の
で
、E

lizabeth
の
王
位
を
私
が
継
承
す
る
の
が
当
然
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て

わ
ざ
わ
ざ
「
ま
っ
す
ぐ
な
」
と
強
調
し
て
い
る
の
は
、
王
位
を
継
承
す
べ
き
は
「
曲
が
っ
た
」
Ｊ
（
＝Jam

es 

Ⅰ

世
）
で
は
な
く
、
ま
っ
す
ぐ
な
こ
の
Ｉ
（
私
＝Francis B

acon

）
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
『
薔
薇
の
封
印
』

に
よ
れ
ば
、Jam

es 

Ⅰ
世
の
即
位
後
の16

20

年
に
はFrancis B

acon

は
も
う
王
位
継
承
を
考
え
て
は
い
な

か
っ
た
（
『
薔
薇
の
封
印
（
「
数
学
の
い
ず
み
」
版
改
定
第
３
版
）
』
の
（14

❘30

）
の
直
前
箇
所
を
参
照
）
わ
け

で
す
が
、
こ
こ
で
の
「
責
子
」
の
作
者
は
「
王
位
継
承
を
目
論
むFr

a
n
ci
s B

ac
on

」
に
な
り
き
っ
た
、
お
ど
け

た
口
調
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
以
上
で
文
面
に
現
れ
た
数
は
全
て
一
通
り
は
解
読
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
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で
は
次
に
「
十
三
」
↓
「
一
三
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
幻
影
の
よ
う
な
「
一
」
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。「
一
」

を
、
そ
れ
が
あ
る
べ
き
「
十
」
の
位
置
に
据
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

                             

最
終
段
階
で
は
、
視
点
を
少
し
大
き
く
し
て
眺
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
一
」
を
含
む
テ
キ
ス
ト
の
句
は
、

上
段
の
Γ
型
で
遮
ら
れ
、
「
雍
端
年
一
」
＝
「
端
の
年
一
を
ふ
さ
げ
」
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
左
隣
を
、
既

出
の
「
垂
九
」
を
除
い
て
追
う
と
、
「
通
子
齢
」
＝
「
子
の
齢
（
よ
わ
い
）
に
通
じ
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
雍

端
年
一
」
に
よ
っ
て
、Francis B

acon

の
死
亡
の
年
が
解
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

テ
キ
ス
ト
中
、
Ｆ
Ｂ
＝Francis B
acon

は 

Ｊ
Ｃ
Ｈ
＝Jesus C

hrist 

を
含
む
Γ
型
の
上
に
位
置
し
て
い

ま
す
。『
薔
薇
の
封
印
』
に
お
い
てIesus

の
上
に
配
さ
れ
た
の
はE

lizabeth Tudor

の
霊
魂
を
表
す
ｅ
で
し

た
。
同
様
に
Ｆ
Ｂ
の
こ
の
配
置
を
、Francis B

acon

が
死
亡
し
て
い
る
状
態
と
み
な
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

Francis B
acon

は
２
度
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ずShakespeare

と
し
て
の
死
亡
が

１
６
１
６
年
。
そ
し
て
本
当
のFrancis B

acon

の
死
亡
が
１
６
２
６
年
で
す
。
Ｆ
Ｂ
の
右
と
な
り
に
注
目
し
ま

し
ょ
う
。
以
前
に
こ
の
箇
所
に
お
い
て
第
３
列
の
計
で
あ
る
２
６
が 
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＋
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＋
四
＝
二
十
六 

  
 

責 
子 

 
 
 
 

 

上
１ 

 
 

上
２ 

 

上
３ 

 
 

上
４ 

 
 

上
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

下
１ 

 
 

下
２ 

 
 

下
３ 

 
 

下
４ 

 
 

下
５ 

白 

髪 

被 
両 

鬢 
 
 

肌 

膚 

不 

復 

実 

雖 

有 

五 

男 
児 

 
 

総 

不 

好 

紙 

筆 
 
 
 
 

Ｅ 

阿 

舒 

已 

二 

八 
 
 

懶 

惰 

故 

無 

匹 
 
 
 
 

Ｆ 

Ｂ 

Ｈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｏ 

Ｄ 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 
不 

愛 

文 

術 

雍 

端 

年 

一 

三 
 
 

不 

識 
六 

与 

七 
 
 
 
 
 
 

Ｊ 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 

Ｆ 
 
 

Ｇ 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 

梨 
与 

栗 
 
 
 
 
 
 

Ｉ 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 

中 

物 



30／60  封印を継承する者たち（１）－陶淵明「責子」を贋作した明末の数学者 5e 最終印刷日時：2005/01/25 午後 11 時 22 分makio harada   
 

と
し
て
計
算
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
「
二
八
」
＝
「
十
六
」
＝
「
一
六
」
で
す
。
す
る

と
第
３
列
は 

 

「
已
二
八
」
＝
「
六
十
六
」
＝
「
六
一
六
」 

 

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
薔
薇
の
封
印
』
で
は
１
６
１
６
年
はPyearP

つ
ま
り
１
６
の
連
続
と
し
て
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
全
く
同
様
に
「
雍
端
年
一
」
＝
「
端
の
年
一
を
ふ
さ
げ
」
に
よ
っ
て
も 

 

「
已
二
八
」
＝
「
六
十
六
」
＝
「
六
一
六
」
↓
「
一
六
一
六
」
＝
１
６
１
６
年 

 

と
な
り
ま
す
。「
已
二
八
」
の
箇
所
は
、
「
阿
舒
已
二
八
」
つ
ま
り
「
あ
あ
言
っ
て
し
ま
っ
た
『
已
二
八
』」
で
す
。 

「
阿
舒
已
二
八
」
の
対
称
位
置
に
は
「
一
」
を
「
六
」
に
繋
げ
る
こ
の
操
作
へ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、 

 

「
不
識
六
与
」
＝
「
不
識
六
与･

･･

」
＝
「
六
と
、
そ
れ
と
何
だ
ろ
う
か
？
」 

 

と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
不
識
六
与
」
に
つ
い
て
は
、
続
く
「
七
」
は
Γ
型
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
「
六
与
」

ま
で
に
注
目
す
る
わ
け
で
す
。 

「
雍
端
年
一
」
の
対
称
位
置
は
、
「
懶
惰
故
無
」
、
つ
ま
りShakespeare

が
１
６
１
６
年
に
消
え
た
の
は

Francis B
acon

が
執
筆
を
「
怠
け
た
か
っ
た
か
ら
消
滅
さ
せ
た
の
だ
」
と
い
う
の
で
す
。
「
責
子
」
作
者
は
こ

こ
で
も
相
変
わ
ら
ず
のF

r
a
n
c
i
s 
B
ac
o
n

に
な
り
き
っ
た
、
お
ど
け
た
口
調
で
す
。 

 

今
度
はShakespeare

と
し
て
で
は
な
い
、
本
当
のFrancis Bacon
の
没
年
を
捜
し
ま
し
ょ
う
。
先
程
の

「
已
二
八
」
を
、
二
×
八
＝
十
六 

と
い
う
か
け
算
を
せ
ず
に
、
素
直
に
「
已
二
八
」
＝
「
六
二
八
」
と
見
な

し
、
さ
ら
に
「
雍
端
年
一
」
＝
「
端
の
年
一
を
ふ
さ
げ
」
を
施
す
と 

 

「
已
二
八
」
＝
「
六
二
八
」
↓
「
一
六
二
八
」
＝
１
６
２
８
年 

 

で
す
。
こ
の
１
６
２
８
年
と
い
う
の
は
、Francis B

acon

の
没
年
か
ら
２
年
後
で
す
。
我
々
の
テ
キ
ス
ト
中
で

のFrancis B
acon

は
Ｆ
Ｂ
＝
「
已
二
」
で
す
。
「
已
二
」
＝
「
す
で
に
２
」
。
つ
ま
り
１
６
２
８
年
時
点
で
は

「
す
で
に
２
」
年
経
っ
て
い
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
、Francis B

acon

の
没
年
で
あ
る
１
６
２
６
年
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
てShakespeare

とFrancis B
acon

の
没
年
は
、
同
一
箇
所
に
記
さ
れ
た
こ
と
と

な
り
、
彼
ら
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
原
因
と
な
っ
た
「
通
子
齢
」
の
対
称

物
は
、
「
総
紙
筆
」
、
つ
ま
り
は
全
著
作
で
す
。
こ
れ
は
、『
薔
薇
の
封
印
』
のall idem

と
符
合
し
ま
す
。 
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さ
ら
に
、
「
総
紙
筆
」
の
「
紙
筆
」
の
字
付
近
を
み
る
と
、 

 

「
実
筆
匹
復
紙
」 

 

と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
実
筆
」
つ
ま
り
自
筆
の
原
稿
が
、
「
復
紙
」
つ
ま
り
「
代
書
屋
に
清
書
さ
せ
て
仕
上
げ
た

紙
面
」
に
匹
敵
す
る
、
そ
れ
ほ
ど
間
違
い
が
無
く
完
璧
な
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
「
復
紙
」
と
い
う
成
句

は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、Shakespeare

の
自
筆
台
本
が
間
違
い
が
無
い
完
璧
な
も
の
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
有
名
で
す
の
で
、「
実
筆
匹
復
紙
」
を
こ
の
様
に
解
す
こ
と
は
容
易
で
す
。
さ
ら
に
「
実
筆
匹
復
紙
」

と
点
対
称
に
位
置
す
る
の
は
、 

 

「
雍
通
天
子
運
」
＝
「
天
子
に
至
る
運
を
ふ
さ
ぐ
」 

 

で
す
。
こ
れ
はFrancis Bacon

が
即
位
し
な
か
っ
た
こ
と
と
符
合
し
ま
す
。 

 

『
薔
薇
の
封
印
（
「
数
学
の
い
ず
み
」
版
改
定
第
３
版
）』
で
は
、Jam

es 

Ⅰ
世
の
即
位
後
のFrancis B

acon
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が
王
位
継
承
を
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
イ
タ
リ
ア
半
島
の
形
を
得
る
際
に
用
い
ら
れ
た
イ
ド

ラ
消
去
の
操
作(14—

30)

に
際
し
て
判
明
し
た
わ
け
で
す
。
「
雍
通
天
子
運
」
と
い
う
同
様
の
結
果
を
得
た
今
、

こ
の
「
イ
ド
ラ
の
除
去
」
と
同
様
の
操
作
を
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
意
識
し
た

現
段
階
の
解
読
に
お
い
て
、
今
ま
で
に
使
用
し
た
文
字
す
べ
て
を
消
去
す
る
の
で
す
。
残
っ
た
も
の
は
次
の
通

り
。 

                   

こ
の
残
骸
を
通
常
の
順
序
で
追
お
う
と
す
る
と
、
「
肌
膚
不
」
の
「
不
」
で
つ
か
え
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

「
但
覓 

与
栗
」 

 

に
つ
い
て
も
、「
覓
」
に
続
く
文
字
が
欠
け
た
た
め
、
意
味
を
追
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
最
初
の
「
肌
膚
不
」

か
ら
解
決
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。「
肌
膚
不
」
で
つ
か
え
た
こ
と
は
、「
肌
膚
不
」
に
続
い
て
い
た
文
字
「
復
実
」

に
注
目
さ
せ
ま
す
。
こ
こ
で
前
述
の 

 

「
杯
」
＝
「
不
木
」
↓
「
非
木
」
＝
「
木
で
は
な
い
」 

 

を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
我
々
の
「
梨
」
は
「
非
木
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
実
」
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の

こ
と
を
手
掛
か
り
に
し
て 

 

「
復
実
」
＝
「
（
梨
の
）
実
を
も
と
の
状
態
に
戻
す
」 

 

と
考
え
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、 

 

「
但
覓 

与
栗
」
↓
「
但
覓
梨
与
栗
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責 

子 
 
 
 
 

 

上
１ 

 
 

上
２ 

 

上
３ 

 
 

上
４ 

 
 

上
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

下
１ 

 
 

下
２ 

 
 

下
３ 

 
 

下
４ 

 
 

下
５ 

白 

髪 

被 

両 
鬢 

 
 

肌 

膚 

不 
 

雖 

有 
 
 

男 

児 
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と
な
り
ま
す
が
、
肝
心
の
「
肌
膚
不
」
に
つ
い
て
は
、
つ
か
え
た
ま
ま
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
こ
れ
に
は
『
薔
薇
の
封
印
』
で
行
わ
れ
た
「
復
実
」
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
『
薔
薇
の
封
印
』
の
「
復
実
」

は
、『
薔
薇
の
封
印
（
「
数
学
の
い
ず
み
」
版
改
定
第
３
版
）
』
の
（8—

10

）
（8—

11

）（8—
12

）
に
お
い
て
な

さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
の
「
復
実
」
は
、
梨
の
実
ｅ
を
戻
す
の
で
は
な
く
、
へ
た
を
付
け
た
ま
ま
の
実

ａ
を
戻
す
操
作
で
し
た
。 

「
責
子
」
の
「
復
実
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
「
梨
」
だ
け
で
は
な
く
、
実

の
へ
た
を
表
す
も
の
も
復
元
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
最
も
妥
当
な
も
の
は
、「
結
ぶ
」

「
つ
な
ぐ
」
「
し
め
く
く
り
」「
（
髪
の
）
も
と
ゆ
い
」
等
の
字
義
を
有
す
る 

 

「
総
」 

 

で
す
。
こ
う
し
て
「
梨
」
と
「
総
」
の
２
文
字
を
復
元
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
総
」
の
復
元
の
契
機
、
「
肌

膚
不
」
の
つ
か
え
た
様
、
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
の
残
骸
（
前
掲
）
に
お
け
る
「
総
」
の
配
置
か
ら
、「
肌
膚
不
」
に

は
例
外
的
に
「
総
」
が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

                    

白
髪
被
両
鬢 

肌
膚
不
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男
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阿
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行
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而
不
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梨
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苟
如
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最
初
の
「
白
髪
被
両
鬢
」
は
良
い
と
し
て
、
「
肌
膚
不
総
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
白
髪
被

両
鬢 
肌
膚
不
総
」
と
続
け
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ど
う
み
て
も
「
白
髪
が
左
右
の
鬢
を
被
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
全
部
が
む
き
出
し
の
頭
皮
で
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
く
だ
け
た
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、 

白
髪
被
両
鬢 

肌
膚
不
総 

白
髪
が
両
鬢
を
被
っ
て
い
る 

完
全
に
禿
げ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い 

 

で
す
。
と
て
も
ふ
ざ
け
た
内
容
で
す
が
、
こ
れ
はShakespeare

のfirst folio

の
表
紙
の
肖
像
画
に
見
事
に

一
致
し
ま
す
。first folio

に
つ
い
て
は
、
以
前
の
解
読
に
お
い
て
も
「
三
通
」
と
い
う
形
で
言
及
が
あ
り
ま
し

た
。 

                        

雖
有
男
児 

 
 
 
 
 

 
 

 

阿
宣
行
志 

男
の
子
が
い
た
の
に 

あ
あ
、
志
を
宣
言
し
、
実
行
し
た 

 

こ
れ
は
ど
う
み
て
も
母
親E

lizabeth Tudor

の
こ
と
で
す
。「
雖
有
男
児 

阿
宣
行
志
」
と
い
う
の
は
、
即
位

し
て
女
王
の
職
務
に
没
頭
し
、
子
供
を
顧
み
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
続
く
「
而
不
愛
文 

但
覓

梨
与
栗
」
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。E

lizabeth Tudor

が
「
文
を
好
ま
ず
、
た
だ
梨
と
栗
と
を
求
め
た
」
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わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
出
の
通
り
「
栗
」
↓
「
慄
」
と
解
し
た
上
で
、
「
但
覓
梨
与
栗
」
↓
「
但
覓
梨
之
与
慄
」

と
と
ら
え
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り 

 

而
不
愛
文 

但
覓
梨
与
栗 

そ
し
て
文
を
好
ま
ず
に 

た
だ
芝
居
の
ス
リ
ル
を
求
め
た 

 E
lizabeth Tudor

が
た
い
そ
う
な
教
養
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
「
文
を
好
ま
ず
」
と
い
う
の
は
ど
う

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
は
、
演
劇
の
鑑
賞
は
し
た
が
台
本
は
読
ま
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
直
接
に
台
本
を
読
ん
で
い
れ
ばEt tu Brute ?

の
真
意
が
伝
わ
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
し
か
しE

lizabeth

は1603

年
に
は
亡
く
な
っ
て
お
り
、
ま
たShakespeare

の
戯
曲Julius C

aesar

は
今
の
と
こ
ろ
はFirst Folio

（1620

年
以
降
）
が
初
め
て
の
出
版
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
責
子
作
者
は
こ
の
あ

た
り
の
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

苟
如
此 

且
進
中
物 

と
り
あ
え
ず
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
の
な
ら 

中
の
物
を
進
め
る
と
す
る
か 

 

「
中
の
物
」
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
Γ
型
の
中
の
も
の
、
つ
ま
り
は
学
問
と
宗
教
で
す
。
「
中
の
物
を
進
め
る
」

と
い
う
の
は
、Francis Bacon

が
学
問
と
宗
教
に
関
す
る
大
き
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
、F

r
a
n
c
i
s
 

B
a
c
on

に
な
り
き
っ
た
、
お
ど
け
た
口
調
で
語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

白
髪
被
両
鬢 

肌
膚
不
総 

雖
有
男
児 

阿
宣
行
志 

而
不
愛
文 

但
覓
梨
与
栗 

苟
如
此 

且
進
中
物 

白
髪
が
両
鬢
を
被
っ
て
い
る 

完
全
に
禿
げ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い 

男
の
子
が
い
た
の
に 

あ
あ
、
志
を
宣
言
し
、
実
行
し
た 

そ
し
て
文
を
好
ま
ず
に 

た
だ
芝
居
の
ス
リ
ル
を
求
め
た 

と
り
あ
え
ず
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
の
な
ら 

中
の
物
を
進
め
る
と
す
る
か 

 

こ
れ
で
は
「
子
を
責
め
る
」
の
で
は
な
く
「
子
が
（
親
を
）
責
め
る
」
よ
う
な
も
の
で
す
。Francis B

acon

に
な
り
す
ま
し
た
「
責
子
」
の
作
者
は
「
責
子
」
と
い
う
題
名
に
ま
で
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
施
し
て
し
ま
っ
て
い
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ま
す
。
こ
こ
ま
で
無
礼
講
が
過
ぎ
る
と
「
阿
舒
」
が
最
後
に
続
か
な
い
こ
と
が
疑
問
に
思
え
て
き
ま
す
。
現
時

点
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
解
読
に
あ
っ
て
は
、「
阿
舒
」
は
「
阿
舒
已
二
八
」
と
し
て
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

な
ぜ
極
端
な
無
礼
講
に
で
は
な
く
「
已
二
八
」
の
前
に
「
阿
舒
」
を
配
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
こ
れ
ほ

ど
の
無
礼
講
よ
り
も
さ
ら
に
な
お
、「
阿
舒
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
事
項
が
「
已
二
八
」
に
記
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
、
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
前
出
のFrancis B

acon

の
没
年
を
読
み
取
っ
た
箇
所
を
再
掲

し
ま
す
。 

 

「
已
二
八
」
＝
「
六
二
八
」
↓
「
一
六
二
八
」
＝
１
６
２
８
年 

 

で
す
。
こ
の
１
６
２
８
年
と
い
う
の
は
、Francis B

acon

の
没
年
か
ら
２
年
後
で
す
。
我
々
の
テ
キ
ス
ト
中
で

のFrancis B
acon

は
Ｆ
Ｂ
＝
「
已
二
」
で
す
。
「
已
二
」
＝
「
す
で
に
２
」
。
つ
ま
り
１
６
２
８
年
時
点
で
は

「
す
で
に
２
」
年
経
っ
て
い
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
、Francis B

acon

の
没
年
で
あ
る
１
６
２
６
年
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
こ
と
と
「
已
二
八
」
の
重
要
性
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
つ
ま
り
は
「
責
子
」
が
１
６
２
８
年
に
作
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
が
「
阿
舒
」
で
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
と
、
よ
う
や
く
気
付
く
の
で
す
。 

 

で
は
解
読
結
果
を
状
況
証
拠
と
し
て
、
責
子
の
作
者
を
割
り
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
次
の
７
つ
の
事
項

に
つ
い
て
考
え
ま
す
。 

 

①
１
６
２
８
年
（
明
朝
末
期
）
に
存
命
中
の
人 

②
漢
語
の
扱
い
に
長
け
て
い
る
、
つ
ま
り
中
国
人 

③
『
薔
薇
の
封
印
』
のB

acon=Shakespeare

の
情
報
を
得
ら
れ
る
立
場 

 

↓
西
洋
と
の
関
係
が
深
い
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
親
密
に
西
洋
の
教
養
人
と
接
し
た
人 

④
「
五
筆
如
覓
學
端
」
と
い
う
表
現
↓
科
学
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
人 

⑤
暗
号
作
成
の
巧
み
さ
と
柔
軟
さ 

↓
並
外
れ
た
集
中
力
・
論
理
性
・
思
考
の
柔
軟
さ
を
有
す
る
人 

⑥
割
れ
た
十
字
架
（
二
つ
の
Γ
型
） 

↓
英
仏
キ
リ
ス
ト
教
会
の
対
立
に
関
す
る
知
識 

↓
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
と
て
も
詳
し
い
知
識
を
持
つ
人 

↓
単
な
る
信
者
と
し
て
以
上
に
外
国
人
宣
教
師
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
人 

⑦
陶
淵
明
の
詩
集
に
贋
作
を
混
ぜ
込
む
こ
と
が
で
き
る
立
場 

 

↓
か
な
り
の
地
位
と
人
脈
を
持
つ
人 

 

④
⑤
か
ら
、
作
者
は
科
学
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
責
子
の
暗
号
解
読
の
導
入
箇
所
は
、
位
取
り
表
記
と

ゼ
ロ
の
使
用
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
２
つ
は
筆
算
の
発
達
と
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。『
銭
宝
琮
著 

川
原
秀
城
訳 

中
国
数
学
史 

1990 

み
す
ず
書
房
』
に
よ
れ
ば
、 

 
 
 

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
利
瑪
竇
は
ド
イ
ツ
の
数
学
者
ク
ラ
ビ
ウ
ス
の
弟
子
で
、
ク
ラ
ビ
ウ
ス
が
撰
し
た
数
学 

講
義
を
い
く
つ
か
中
国
に
も
た
ら
し
た
。
徐
光
啓
と
と
も
に
《
幾
何
原
本
》
前
六
巻
を
漢
訳
し
、
李
之
藻 

と
と
も
に
《
同
文
算
指
》
を
漢
訳
し
て
い
る
―
―
こ
れ
が
中
国
数
学
発
展
史
上
、
西
洋
数
学
が
中
国
へ
伝 

来
し
た
最
初
で
あ
る
。
（
中
国
数
学
史 

p.239.

） 
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さ
ら
に
同
書
で
は 

 

《
同
文
算
指
》
は
お
も
に
、
ク
ラ
ビ
ウ
ス
《
実
用
算
術
概
論
》(E

pitom
e arithm

eticae practicae)[1585 

年]

と
程
大
位
《
算
法
統
宗
》[1592

年]

に
も
と
づ
い
て
編
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
筆
算

を
始
め
て
紹
介
し
、
後
の
算
術
に
巨
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。 

 と
さ
れ
ま
す
。 

一
方
『
桑
原
隲
藏
著 
大
秦
景
教
流
行
中
國
碑
に
就
い
て 

青
空
文
庫http://w

w
w.aozora.gr.jp/

図
書
カ

ー
ド
Ｎ
ｏ
．
４
７
０
７
』
（
底
本
は
「
桑
原
隲
藏
全
集 

第
一
巻
」
岩
波
書
店1938

（
昭
和43

）
年2

月13

日
初
版
発
行
。）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

  
 

［
前
略
］ 

所
が
明
末
に
な
つ
て
、
西
暦
十
七
世
紀
の
初
半
に
、
偶
然
の
出
來
事
で
、
こ
の
景
教
碑
が
土
中
か
ら
發
掘

さ
れ
て
、
世
間
に
現
は
れ
て
來
た
。
こ
の
古
碑
出
土
の
状
況
を
、
尤
も
早
く
尤
も
詳
し
く
世
間
に
通
告
し

た
、
セ
メ
ド
（Sem

edo

）
と
い
ふ
宣
教
師
の
作
つ
た
『
支
那
通
史
』
に
は
、
大
要
左
の
如
く
記
載
し
て
あ

る ［
中
略
］ 

千
六
百
二
十
五
年
（
明
の
天
啓
五
年
）
に
、
陝
西
省
の
首
府
の
西
安
府
の
附
近
で
、
支
那
職
工
達
が

建
物
を
新
築
す
る
爲
に
、
礎
石
を
置
く
目
的
で
、
地
面
を
掘
り
下
げ
た
。
所
が
彼
等
は
｛
偶
然
｝
一

石
碑
を
掘
り
當
て
た
。 

［
中
略
］ 

こ
の
注
意
す
べ
き
古
碑
が
出
土
す
る
と
、
職
工
達
は
直
に
そ
の
由
を
官
衙
に
上
申
し
た
。
知
府
が
現

場
に
出
馬
し
て
、
古
碑
を
檢
閲
し
た
後
ち
、
之
を
見
事
な
土
臺
の
上
に
安
置
し
、
風
雨
の
迫
害
を
保

護
し
、
同
時
に
諸
人
の
觀
覽
を
自
由
に
す
べ
く
、
碑
の
上
に
碑
亭
を
構
へ
た
。
珍
奇
な
古
碑
の
出
土

の
評
判
が
四
方
に
擴
ま
る
と
、
そ
の
古
碑
を
見
物
す
べ
く
、
澤
山
の
人
々
が
雲
集
し
た
。
丁
度
こ
の

頃
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
可
な
り
支
那
人
の
間
に
知
ら
れ
て
居
つ
た
か
ら
、
｛
キ
リ
ス
ト
教
に
關
す
る
若

干
の
知
識
を
有
す
る
｝
さ
る
紳
士
は
、
こ
の
古
碑
を
見
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
關
係
あ
る
も
の
と
推
測

し
て
、
｛
浙
江
省
の
｝
杭
州
府
に
在
住
す
る
彼
の
友
人
で
、
教
名
を Leo

｛n

｝
と
い
ふ
、
キ
リ
ス
ト

教
信
者
の
官
吏
の
手
許
へ
、
そ
の
碑
拓
一
枚
を
送
り
屆
け
た
。
こ
の
碑
拓
は
、
當
時
杭
州
府
在
住
の

宣
教
師
達
に
、
想
像
以
上
の
大
な
る
歡
喜
を
齎
ら
し
た
。 

 
 

［
中
略
］ 

尚
ほ
又
明
の
李
之
藻
の
「
讀
景
教
碑
書
後
」
と
い
ふ
一
篇
が
あ
る
。
こ
は
『
唐
景
教
碑
頌
正
詮
』
の
中
に

も
、
『
方
外
焚
書
』
な
ど
の
中
に
も
載
せ
ら
れ
て
居
る
。
こ
の
李
之
藻
は
、
か
の
有
名
な
る
徐
光
啓
と
相
並

ん
で
、
當
時
の
耶
蘇
信
徒
中
の
大
立
者
で
あ
つ
た
。
彼
の
教
名
を Leon 

と
い
ひ
、
當
時
の
洋
人
の
記
録

に
は
、Leon Li 

と
し
て
知
ら
れ
て
居
る
。
上
に
紹
介
し
た
セ
メ
ド
の
記
事
に
、
杭
州
府
在
住
の
官
吏
で

教
名 Leo

｛n

｝
と
あ
る
の
は
、
即
ち
こ
の
李
之
藻
で
あ
る
。
［
後
略
］ 

 文
中
注
目
す
べ
き
は
、
「
こ
の
李
之
藻
は
、
か
の
有
名
な
る
徐
光
啓
と
相
並
ん
で
、
當
時
の
耶
蘇
信
徒
中
の
大

立
者
で
あ
つ
た
。
」
と
い
う
箇
所
で
す
。
徐
光
啓
と
李
之
藻
。
ど
ち
ら
も
数
学
者
で
あ
り
、
同
時
に
敬
虔
な
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
再
び
『
銭
宝
琮
著 

川
原
秀
城
訳 

中
国
数
学
史 

1990 

み
す
ず
書
房
』
に

よ
れ
ば
、 

     

李
之
藻(

り
し
そ
う)

［1565

―1630

年
］
は
、
あ
ざ
な
を
振
之
（
し
ん
し
）
と
い
い
、
仁
和
の
人
、
万
暦

二
十
六
年
［1598

年
］
に
進
士
に
及
第
し
、
南
京
工
部
員
外
郎
と
な
る
。
か
れ
は
早
く
か
ら
利
瑪
竇
マ
テ
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オ
・
リ
ッ
チ
に
し
た
が
っ
て
西
洋
の
暦
算
を
学
び
、
積
極
的
に
西
法
を
主
張
す
る
。1613

年
に
は
万
暦
帝

に
西
洋
天
文
学
説
十
四
事
を
奉
り
、
い
そ
ぎ
館
局
を
開
設
し
て
、
西
法
を
翻
訳
す
る
こ
と
を
請
う
。
か
れ

は
天
文
暦
算
の
著
作
を
翻
訳
し
た
以
外
に
も
、
著
名
な
哲
学
著
作
―
―
《
名
理
探
》
を
翻
訳
し
て
い
る
。

1629

年
、
詔
に
よ
っ
て
徐
光
啓
と
と
も
に
暦
法
を
修
訂
し
、
翌1630

年
に
長
逝
す
る
。
［
以
下
略
］
（
中

国
数
学
史 

p.246.
） 

  
 

徐
光
啓
［1562

―1633
年
］
、
あ
ざ
な
は
子
先
、
上
海
の
人
。
万
暦
二
十
五
年
［1597

年
］
の
挙
人
、
三

十
二
年
［1604

年
］
の
進
士
。
天
啓
三
年
［1623

年
］
に
礼
部
右
侍
郎
に
任
命
さ
れ
、
崇
禎
年
間
に
、

前
後
し
て
礼
部
尚
書
、
翰
林
院
学
士
、
東
閣
学
士
と
な
り
、
文
淵
閣
大
学
士
に
い
た
っ
た
。
［1632

年
］
。

徐
光
啓
は
商
人
の
出
身
で
、
か
れ
の
政
治
的
立
場
は
振
興
商
人
階
級
の
利
益
を
代
表
す
る
。
国
家
の
防
衛
、

農
業
の
発
展
、
水
利
の
修
興
や
暦
法
の
改
定
な
ど
に
か
な
り
の
貢
献
を
な
し
、
西
洋
暦
算
の
紹
介
に
も
全

力
を
尽
く
し
た
。
か
れ
は
利
瑪
竇
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
と
と
も
に
《
測
量
法
義
》
を
翻
訳
し
［1607

―1608

年
］
、
つ
づ
い
て
《
測
量
異
同
》
と
《
句
股
義
》
を
書
い
て
い
る
。
［
以
下
略
］
（
中
国
数
学
史 

p.247.

） 
  

と
こ
ろ
で
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
が
中
国
に
入
国
し
た
の
は
、
有
名
な
「
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
」
が1582

年
に
グ
レ
ゴ

リ
オ
１
３
世
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
い
頃
で
す
。
こ
の
「
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
」
と
い
う
の
は
、
今
日

の
暦
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
す
。
『
平
川
童
弘
著 

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
伝
２ 

1997

年 

平
凡
社
』pp.24-25

に

よ
れ
ば 

  
 

北
京
に
安
住
す
る
こ
と
を
得
た
リ
ッ
チ
は
、
そ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
漢
訳
を
こ
し
ら
え
て
、
そ
こ
に
示
さ

れ
た
西
洋
天
文
学
暦
学
知
識
の
優
位
を
基
に
、
中
国
士
人
の
反
応
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
。
一
六
○
五
年

五
月
九
日
付
で
北
京
か
ら
ロ
ー
マ
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
フ
ァ
ー
ビ
オ
・
デ
・
フ
ァ
ー
ビ
に
宛
て
た
手
紙
に
は

そ
の
間
の
機
敏
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

 
 

私
は
中
国
の
年
に
あ
わ
せ
て
『
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
』
を
も
中
国
の
文
字
に
移
し
変
え
ま
し
た
。
そ
う
す

れ
ば
そ
れ
を
見
せ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
一
年
の
固
定
祝
祭
日
や
移
動
祝
祭
日
が
み
な
す
べ
て
わ
か
る

ば
か
り
か
、
中
国
の
月
や
時
が
中
国
の
暦
以
上
に
は
っ
き
り
と
正
確
に
わ
か
る
か
ら
で
す
。
中
国
で
は

毎
年
大
変
な
費
用
を
出
し
て
新
し
く
暦
を
作
る
の
で
す
。
『
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
』
の
漢
訳
を
見
て
中
国
人
は

士
大
夫
に
い
た
る
ま
で
感
嘆
し
ま
し
た
。（
以
下
略
） 

 

科
学
者
・
数
学
者
・
翻
訳
家
で
あ
り
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
も
あ
っ
た
徐
光
啓
と
李
之
藻
。
じ
つ
は
彼
ら

２
人
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
明
朝
末
期
に
特
有
の
典
型
的
人
物
だ
っ
た
の
で
す
。
次
に
掲
げ
る
の
は
広
東
大

学
のProf. W

eihe Zhong

に
よ
る 

『A
n O

verview
 of Translation in C

hina : Practice and Theory  
http://w

w
w.accurapid.com

/journal/24china.htm

』 

の
「2.3 Technical Translation during the Yuan and M

ing D
ynasties

」
か
ら
の
引
用
と
拙
訳
で
す
。 

  
 

The situation w
as to change tow

ard the end of the 16th century. W
ith the arrival of 

w
estern C

hristian m
issionaries, Jesuits in particular, C

hina cam
e into contact w

ith 
E

urope w
hich had begun to overtake C

hina in various scientific and technological 
fields. 

To 
facilitate 

their 
relations 

w
ith 

C
hinese 

officials 
and 

intellectuals, 
the 

m
issionaries translated w

orks of w
estern science and technology as w

ell as C
hristian 

texts. B
etw

een 1582 and 1773 (E
arly Q

ing dynasty), m
ore than seventy m

issionaries 
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undertook this kind of w
ork. They w

ere of various nationalities: Italian (Fathers: 
M

atteo R
icci; Longobardi; D

e U
rbsis, A

leni and R
ho); Portuguese (Francis Furtado); 

Sw
iss (Jean Terrenz, Polish (Jean N

icolas Sm
ogolenshi), and French (Ferdinand 

Verbiest, N
icolas Trigaut). 

  
 

The m
issionaries w

ere often assisted by C
hinese collaborators, such as Xu G

uangqi, a 
distinguished scientist and prim

e m
inister during the last years of the M

ing dynasty, a 
period of scholarship and intellectual activity, Li Zhizao, a scientist and governm

ent 
official, W

ang Zheng, an engineer and governm
ent official, and Zue Fengzuo, a 

scientist. M
atteo R

icci w
as assisted by Xu G

uangqi w
hen he translated E

uclid's 
E

lem
ents in 1607 and by Li Zhizao w

hen he translated A
strolabium

 by the G
erm

an 
Jesuit and m

athem
atician C

hristophorus C
lavius (1537-1612). For these C

hinese 
scholars, translation w

as not lim
ited to passive reproduction; instead, the translated 

texts served as a basis for further research. Li Zhizao, for exam
ple, uses his preface to 

A
strolabium

, the first w
ork to set out the foundations of w

estern astronom
y in C

hinese, 
to m

ake the point that the earth is round and in m
otion. 

 
 

「
中
略
」 

A
lthough translations carried out during the M

ing dynasty w
ere m

ainly on science 
and technology: m

athem
atics, astronom

y, m
edicine, hydrology etc., there w

ere also 
som

e translations of philosophy and literature in this period. Li Zhizao, w
ith 

assistance of the foreign m
issionaries, translated som

e of A
ristotle's w

orks like O
n 

Truth into C
hinese. In 1625, the first translation of A

esop's Fables w
as also introduced 

to C
hinese readers. 

 

十
六
世
紀
の
終
わ
り
頃
、
事
態
は
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
、
特
に
イ
エ
ズ

ス
会
宣
教
師
の
到
着
に
よ
っ
て
、
中
国
は
諸
科
学
と
技
術
の
領
域
で
中
国
を
追
い
越
し
始
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
接
触
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宣
教
師
た
ち
は
中
国
の
官
僚
や
知
識
人
と
の
交
流
を
深
め
る
た
め
に
、

西
洋
の
科
学
・
技
術
工
学
の
研
究
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
テ
キ
ス
ト
と
同
様
に
翻
訳
し
た
。1582
年
か
ら

1773

年
（
金
朝
初
期
）
の
間
に
七
十
人
以
上
の
宣
教
師
が
そ
の
よ
う
な
翻
訳
を
請
け
負
っ
て
い
る
。
彼
ら

の
出
身
国
は
様
々
で
、
イ
タ
リ
ア
人
（
神
父M
atteo R

icci , Longobardi , D
e U

rbsis , A
leni and 

R
ho

）
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
（Francis Furtado

）
、
ス
イ
ス
人
（Jean Terrenz

）
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
（Jean 

N
icolas Sm

ogolenshi

）
、
フ
ラ
ン
ス
人
（Ferdinand Verbiest , N

icolas Trigaut

）
な
ど
で
あ
る
。 

宣
教
師
た
ち
に
よ
る
翻
訳
は
多
く
の
場
合
、
中
国
人
の
同
僚
の
補
佐
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば

徐
光
啓
。
彼
は
著
名
な
科
学
者
で
あ
り
、
学
術
の
隆
盛
期
と
な
っ
た
明
朝
末
の
数
年
間
、
総
理
大
臣
を
勤

め
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
他
、
科
学
者
で
政
府
官
僚
の
李
之
藻
、
技
術
者
で
政
府
官
僚
の
「W

ang Zheng

」
、

科
学
者
の
「Zue Fengzuo

」
な
ど
の
補
佐
に
よ
っ
た
の
だ
。
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
、1607

年
に
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
の
原
論
を
翻
訳
す
る
際
に
は
徐
光
啓
の
助
け
を
得
、
ド
イ
ツ
の
イ
エ
ズ
ス
会
会
員
で
数
学
者
の
ク

リ
ス
ト
フ
ォ
ラ
ス
・
ク
ラ
ビ
ウ
ス
（1537-1612

）
の
「A

strolabium

」
を
翻
訳
す
る
際
は
、
李
之
藻
の

補
佐
を
得
た
。
こ
れ
ら
中
国
人
の
学
者
に
と
っ
て
翻
訳
の
作
業
は
、
受
身
な
姿
勢
で
の
単
な
る
再
生
産
で

は
な
く
、
さ
ら
な
る
研
究
の
た
め
の
基
礎
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。
李
之
藻
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
西
洋
天

文
学
の
基
礎
を
中
国
語
で
記
し
た
最
初
の
書
で
あ
る
「A

strolabium

」
の
序
文
に
お
い
て
、
彼
は
地
球

が
球
体
で
あ
り
動
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。 

「
中
略
」 
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明
代
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
は
、
数
学
、
天
文
学
、
薬
学
、
水
文
学
そ
の
他
の
科
学
と
技
術
工
学
に
関
す
る

も
の
が
主
で
あ
っ
た
が
、
哲
学
書
や
文
学
作
品
も
い
く
つ
か
は
あ
る
。
李
之
藻
は
、
外
国
人
宣
教
師
の
補

助
を
得
て
『
真
理
に
つ
い
て
』
等
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
を
中
国
語
に
翻
訳
し
て
い
る
。
ま
た1625

年
に
は
イ
ソ
ッ
プ
の
寓
話
が
中
国
の
読
者
に
紹
介
さ
れ
て
も
い
る
。 

 

で
は
徐
光
啓
と
李
之
藻
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
活
躍
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
次

に
掲
げ
る
の
は 

『C
H

IN
E

SE
 C

U
LTU

R
E

 H
O

M
E

PA
G

E
 

http://w
w

w.yutopian.com
/ 

』 

と
い
う
Ｈ
Ｐ
に
お
け
るR

E
LIG

IO
N

／C
hristianity

の
ペ
ー
ジ
のE

arly C
hinese C

hristian

の
李
之
藻

Li Zhizao

と
徐
光
啓Xu G

uangqi
の
項
目
の
引
用
と
拙
訳
で
す
。 

 
 
 
 
 

Li Zhizao (1569-1630) 
B

orn in H
angzhou, Li w

as a C
atholic and a scientist during the M

ing D
ynasty. In 1598, 

Li becam
e an official. H

e studied under M
atteo R

icci and adopted w
estern know

ledge 
and the C

atholic doctrine. In 1610, Li w
as baptized. O

n his w
ay to his father's funeral, 

Li invited Lazaro C
attaneo and N

icolas Trigault to preach in H
angzhou. In 1613, Li 

assum
ed a position as an official in N

anking and w
orked w

ith Xu G
uangqi. B

oth m
en 

edited and translated num
erous C

hristian literatures into C
hinese. Li also helped to 

translate M
atteo R

icci's books into Chinese. 
   
 
 
 

李
之
藻(1569-1630) 

杭
州
生
ま
れ
の
李
は
明
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
科
学
者
。1598

年
に
官
僚
に
な
っ
た
。
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の

下
で
研
究
を
行
い
西
洋
の
知
識
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
身
に
付
け
た
。1610

年
に
洗
礼
を
受
け
た
。
父

親
の
葬
儀
に
向
か
う
途
上
、
杭
州
で
の
布
教
活
動
の
た
め
にLazaro C

attaneo

とN
icolas Trigault

を
訪
ね
て
い
る
。1613

年
に
は
南
京
の
官
僚
の
地
位
を
任
さ
れ
徐
光
啓
と
共
に
勤
務
し
た
。
両
氏
と
も
に

夥
し
い
数
の
キ
リ
ス
ト
教
の
文
献
を
出
版
・
翻
訳
し
た
。
李
は
さ
ら
に
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
翻
訳
の
手
助

け
も
し
て
い
る
。 

 
Xu G

uangqi (1562-1633) 
Xu G

uangqi w
as one of the earliest C

atholics tow
ards the end of M

ing D
ynasty. H

e 
w

as also a scientist, and a translator. B
orn in Shanghai, Xu passed the national 

exam
ination and becam

e a Scholar. O
n his w

ay to B
eijing, Xu m

et M
atteo R

icci. In 
1603, he w

as baptized by Jean de Rocha, and becam
e a C

hristian w
ith the C

hristian 
nam

e Paul. Xu becam
e a high ranking official in 1604 and studied under R

icci. O
n his 

w
ay back to Shanghai to attend his father's funeral, Xu dropped by N

anking and 
urged Lazaro C

attaneo to preach in his hom
etow

n. They held church m
eetings in Xu's 

house and baptized his fam
ily m

em
bers and friends. Xu set up astronom

y instrum
ents 

in B
eijing in 1610 and established C

atholic schools in 1616. In 1625, Xu resigned from
 

is position, returned to Shanghai and w
rote the 'B

ook of A
griculture.' Xu regained his 

position in 1628 and w
rote the 'B

ook of A
nnals of Zong Zhen' w

ith Li Zhizao. H
e also 

translated m
any books w

ritten by Ricci.  
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徐
光
啓 (1562-1633) 

徐
光
啓
は
明
代
末
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
最
初
期
の
人
。
科
学
者
・
翻
訳
家
で
も
あ
っ
た
。
徐
は
上

海
生
ま
れ
で
科
挙
に
合
格
し
て
学
者
に
な
っ
た
。
北
京
に
向
か
う
途
上
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
に
出
会
う
。

1603

年
にJean de R

ocha

に
洗
礼
を
受
け
、
洗
礼
名
をPaul

と
い
っ
た
。1604

年
に
は
最
高
位
の

官
僚
と
な
り
、
リ
ッ
チ
の
下
で
研
究
活
動
を
行
う
。
父
親
の
葬
儀
に
参
列
す
る
た
め
に
上
海
に
向
か
う
途

上
、
南
京
のLazaro C

attaneo

を
訪
ね
故
郷
で
の
布
教
を
促
し
た
。
彼
ら
は
徐
の
家
で
集
会
を
行
い
、

徐
の
家
族
と
友
人
に
洗
礼
を
施
し
た
。1610

年
に
は
北
京
に
天
文
機
器
を
設
置
し1616

年
に
は
カ
ト
リ

ッ
ク
の
学
校
を
設
立
。1625
年
に
は
引
退
し
、
上
海
に
戻
っ
て
農
業
に
関
す
る
本
を
執
筆
。1628

年
に

は
以
前
の
地
位
に
復
帰
し
李
之
藻
と
共
にB

ook of A
nnals of Zong Zhen

を
執
筆
。
徐
は
リ
ッ
チ
の

著
し
た
多
く
の
本
の
翻
訳
も
行
っ
て
い
る
。 

 
 

※
原
文
中Xu resigned from

 is position

と
あ
る
の
はXu resigned from

 his position

の
誤
り
で

し
ょ
う
。 

  

２
人
と
も
「
敬
虔
な
」
と
い
う
表
現
が
陳
腐
に
思
え
る
ほ
ど
の
目
を
見
張
る
活
躍
ぶ
り
で
す
。
こ
こ
で
ま
た

前
出
の
『
中
国
数
学
史
』p.248

か
ら
引
用
し
ま
す
。 

 
 

 
 
 

1629

年
五
月
一
日
の
日
食
に
際
し
て
、
徐
光
啓
の
西
法
に
よ
る
推
算
は
比
較
的
天
象
に
合
致
し
た
。
同
年

七
月
、
礼
部
は
宣
武
門
内
の
「
首
善
書
院
」
に
暦
局
を
開
設
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
徐
光
啓
に
暦
法
の
修

訂
を
命
じ
た
。
徐
光
啓
は
職
務
を
ひ
き
つ
ぐ
と
、
た
だ
ち
に
李
之
藻
を
起
用
し
、
ま
た
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ

龍
華
民
［N

icolaus Longobardi, 1559-1654

年
、
イ
タ
リ
ア
人
、1597

年
に
来
華
］
と
テ
レ
ン
ツ
鄧

玉
函
［Jean Terrenz, 1576-1630

年
、
ス
イ
ス
人
、1621

年
に
来
華
］
を
推
薦
し
て
、
暦
法
の
編
纂

を
開
始
し
た
。 

  

こ
の
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
も
テ
レ
ン
ツ
も
前
掲
のW

eihe Zhong

教
授
の
論
文
に
出
て
く
る
宣
教
師
で
す
。
つ 

ま
り
こ
の
「
暦
局
」
は
、
宣
教
師
と
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
固
め
ら
れ
た
宗
教
上
に
お
い
て
も
大
変
結
束
し
た 

集
団
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
で
、
徐
光
啓
と
李
之
藻
に
つ
い
て
、
先
に
提
示
し
て
い
た
７
つ
の
「
状
況
証
拠
」 

を
考
え
て
み
る
と
、
２
人
と
も 

 

①
１
６
２
８
年
（
明
朝
末
期
）
に
存
命
中 

②
中
国
人 

③
西
洋
と
の
関
係
が
深
い
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
親
密
に
西
洋
の
教
養
人
と
接
し
た
人 

④
科
学
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
人 

⑤
並
外
れ
た
集
中
力
・
論
理
性
・
思
考
の
柔
軟
さ
を
有
す
る
人 

⑥
単
な
る
信
者
と
し
て
以
上
に
外
国
人
宣
教
師
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
人 

⑦
か
な
り
の
地
位
と
人
脈
を
持
つ
人 

 

と
い
う
す
べ
て
の
事
項
に
該
当
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
「
讀
景
教
碑
書
後
」
と
い
う
詩
篇
の
件
や
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
筆
算
を
始
め
て
紹
介
し
た
《
同
文
算
指
》
の
翻
訳
か
ら
、
李
之
藻
を
責
子
作
者
と
し
て
の
第
一
容
疑
者
と

見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

「
責
子
」
の
作
者
が
、
自
分
こ
そ
が
作
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
解
読
者
に
知
ら
せ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
作
品
と
自
分
の
名
前
と
の
関
連
を
、
何
ら
か
の
方
法
で

記
し
て
お
く
こ
と
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
中
国
で
は
、
漢
字
の
発
音
を
表
す
た
め
に
反
切
と
い
う
方
法
が
使
わ
れ
ま
す
。
大
変
大
雑
把
な
説
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明
に
な
り
ま
す
が
、
例
え
ば
「
節
」
＝
ｓ
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ 

と
い
う
文
字
は
、
「
子
結
切
」
で
す
。
つ
ま
り
「
節
」
＝

ｓ
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ
＝
ｓ
＋
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ 

で
あ
り
、
「
子
」
＝
ｓ
ｉ
＝
ｓ
＋
ｉ
で
あ
り
、
「
結
」
＝
ｋ
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ
＝
ｋ
＋

ｅ
ｔ
ｓ
ｕ 
で
す
の
で
、 

 

「
節
」 

ｓ
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ 

ｓ
＋
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ 

 

ｓ
＋
ｉ 

  

ｋ
＋
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ 

ｓ
ｉ 

 
 

ｋ
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ 

「
子
」 

 
 

「
結
」 

 

と
な
る
わ
け
で
す
。
漢
字
の
発
音
を
上
下
二
つ
の
音
（
上
を
声
母
、
下
を
韻
母
と
呼
び
ま
す
）
の
連
続
体
と
し

て
と
ら
え
、
与
え
ら
れ
た
１
つ
の
漢
字
の
音
を
、
同
じ
声
母
を
も
つ
漢
字
と
同
じ
韻
母
を
も
つ
漢
字
を
上
下
に

並
べ
た
形
で
表
す
の
で
す
。
こ
の
並
べ
た
２
文
字
に
「
反
」
も
し
く
は
「
切
」
と
い
う
語
を
続
け
て
、
「
節
」
は

「
子
結
切
」
な
ど
と
す
る
の
で
す
。
（
た
だ
し
今
挙
げ
た
３
つ
の
漢
字
の
発
音
は
、
あ
く
ま
で
説
明
を
簡
単
に
す

る
た
め
の
便
宜
上
の
も
の
で
、
実
際
の
音
は
も
っ
と
複
雑
な
も
の
で
す
。
）
「
節
」
が
「
子
結
切
」
な
ど
と
い
う

の
は
、
ま
る
で
「
節
」
の
一
文
字
が
切
ら
れ
て
「
子
」
「
結
」
の
２
字
に
な
っ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
ま
す
ね
。

こ
の
様
に
各
漢
字
に
反
切
を
付
記
し
て
、
似
た
音
、
同
じ
音
の
漢
字
ご
と
に
ま
と
め
た
漢
字
の
発
音
辞
典
は
「
韻

書
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ら
の
中
で
代
表
的
な
も
の
は
「
切
韻
」
「
廣
韻
」
「
集
韻
」
の
３
つ
で
す
。
中
国
で
は
過

去
に
こ
の
よ
う
な
反
切
が
、
単
に
字
引
の
字
音
を
表
す
こ
と
に
限
ら
ず
、
様
々
な
使
わ
れ
方
を
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
が
『
頼
惟
勤
著
水
谷
誠
編 

中
国
古
典
を
読
む
た
め
に 

1996 

大
修
館
書
店
』pp.180-183

「
姓
名
判
断

と
し
て
の
反
切
」
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
じ
つ
は
「
責
子
」
と
「
李
之
藻
」
と
い
う
二
つ
の
名
に
は
、
大
変
巧

妙
な
形
で
、
「
集
韻
」
の
「
反
切
」
を
用
い
た
暗
号
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

以
下
『
封
印
を
継
承
す
る
者
た
ち
』（
１
）（
２
）
を
通
し
て
、
提
示
す
る
半
切
は
す
べ
て
『
諸
橋
轍
次
著 

大

漢
和
辭
典 

19
7
1 

大
修
館
書
店
』
に
付
記
さ
れ
た
『
集
韻
』
の
反
切
に
よ
り
ま
す
。
ま
た
、
た
と
え
ば
「9

-
27
9

」

と
い
う
ハ
イ
フ
ン
付
き
数
字
は
こ
の
『
大
漢
和
辭
典
』
の
第
九
巻
の2

7
9

ペ
ー
ジ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示

す
こ
と
と
し
ま
す
。 

 

李
之
藻
の
あ
ざ
な
は
振
之
。
ま
ず
之
藻
と
振
之
が
ど
ち
ら
も
「
之
」
を
含
む
こ
と
に
着
目
し
ま
す
。 

 

振
之 

之
藻 

 

「
振
」
は
之
刃
切
、
之
人
切
、
止
忍
切
。
こ
の
う
ち
、「
之
」
を
含
む
２
つ
の
反
切
に
注
目
。
こ
れ
ら
を
並
べ
て

み
ま
し
ょ
う
。 
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之
刃 

之
人 

 

「
之
」
を
除
け
ば
、
「
刃
人
」
＝
「
人
を
刀
で
斬
り
殺
す
」
と
い
う
物
騒
な
句
に
な
り
ま
す
。
こ
の
「
刃
人
」
を
、

や
は
り
同
じ
く
「
之
」
が
上
に
位
置
す
る
人
名
「
之
藻
」
に
適
用
し
ま
す
。
つ
ま
り 

 

之
刃 

之
人 

之
藻 

 

で
す
の
で
、
人
名
の
一
字
で
あ
る
「
藻
」
を
「
斬
り
殺
す
」
、
つ
ま
り
「
藻
」
の
反
切
を
採
る
わ
け
で
す
。
こ
の

「
刃
人
」
の
手
法
は
、
『
薔
薇
の
封
印
』
のShake B

acon

に
対
応
し
て
い
ま
す
。
「
藻
」
は
、
子
皓
切
と
側
絞

切
で
す
。 

 

側
絞 

子
皓 

 

「
側
絞
」
は
「
へ
り
」
が
「
く
び
れ
る
」
こ
と
で
す
。「
責
子
」
の
「
子
」
が
「
子
皓
」
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
意
識
し
て
、「
責
子
」
の
「
責
」
の
反
切
を
採
る
と
、
側
革
切
、
側
賣
切
、
緇
詵
切
。
こ
の
う
ち
、
先
の
側
絞

と
同
様
に
「
側
」
で
始
ま
る
側
革
切
と
側
賣
切
に
注
目
し
ま
す
。（
緇
詵
切
に
つ
い
て
は
後
述
し
ま
す
。
）「
側
革
」

の
「
革
」
に
は
、
「
あ
ら
た
め
る
、
た
る
ん
だ
も
の
を
ぴ
ん
と
張
っ
て
た
て
な
お
す
」
と
い
う
語
義
が
あ
り
ま
す
。

「
革
」
の
こ
の
語
義
を
、
先
の
「
側
絞
」
の
「
絞
」
へ
の
指
示
と
解
し 

 

側
革 

 

↓ 

側
絞 

 

↓ 
 

交 
 

糸 
 

↓ 交
糸 

 

↓ 
 

交
絲
＝
交
わ
る
糸 

 

が
得
ら
れ
ま
す
。
「
交
わ
る
糸
」
と
は
何
か
。
「
子
皓
」
も
含
め
て
「
革
」
の
操
作
を
行
う
と
、 
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側
革 

 

↓ 

側
絞 

子
皓 

 

↓ 
 

交 
 

糸 
 

告 
 

白 
 

↓ 

交
糸
、
告
白 

 

↓ 

交
絲
、
子
告
白
＝
交
わ
る
糸
、
子
が
告
白
す
る 

 

を
得
ま
す
。
「
告
白
」
と
は
「
隠
さ
ず
に
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
る
」
こ
と
。
「
交
わ
る
糸
」
と
「
告
白
」
は
、 
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と
い
う
配
置
を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。
盛
ん
に
交
差
す
る
矢
印
は
、
ま
さ
に
「
交
わ
る
糸
」
で
あ
り
、
そ
の
結
果

得
ら
れ
た
も
の
はFrancis B

acon

（
に
な
り
き
っ
た
責
子
作
者
）
の
「
告
白
」
、
つ
ま
り
「
子
告
白
」
で
し
た
。

「
交
絲
、
子
告
白
」
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
配
置
に
戻
っ
て
、
「
李
之
藻
」
の
形
跡
を
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま

ず
気
付
く
の
は
、
２
つ
の
Γ
型
で
す
。
こ
の
枠
の
中
の
「
学
問
と
キ
リ
ス
ト
教
」
は
、Francis B

acon 

の
み

な
ら
ず
李
之
藻
に
あ
っ
て
も
、
人
生
の
軸
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
す
る
と
こ
の
２
つ
の
形
が
、
李
之
藻
の

別
名
で
あ
るLi Leo{n}

の
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
Γ
字
型
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
Ｌ
字
型
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
上
の
Ｌ
字
型
の
左
に
は
、
Ｉ
が
位
置
し
、Li Leo{n}

のLi

が
得
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。Francis B

acon

の
イ
ニ
シ
ャ
ル
Ｆ
Ｂ
を
除
け
ば
、
Ｌ
字
型
の
外
部
に
は
こ
の
Ｉ
の

他
に
Ｅ
と
Ｆ
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
の
う
ち
の
Ｅ
と
下
の
Ｌ
字
型
を
用
い
てLeo{n}

のLe

ま
で
追
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
が
、 

ア 

Ｌ
Ｅ
の
つ
な
げ
方
が
作
為
的
で
あ
る 

イ 

Ｏ
が
得
ら
れ
て
い
な
い 

 
 

責 

子 
 
 
 
 

 

上
１ 

 
 

上
２ 

 
上
３ 

 
 

上
４ 

 
 

上
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

下
１ 

 
 

下
２ 

 
 

下
３ 

 
 

下
４ 

 
 

下
５ 

白 

髪 
被 
両 

鬢 
 
 

肌 

膚 

不 

復 

実 

雖 

有 

五 
男 

児 
 
 

総 

不 

好 

紙 

筆 
 
 
 
 

Ｅ 

阿 

舒 

已 

二 

八 
 
 

懶 

惰 

故 

無 

匹 
 
 
 
 

Ｆ 

Ｂ 

Ｈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｏ 

Ｄ 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 

不 

愛 

文 

術 

雍 

端 

年 

一 

三 
 
 

不 
識 

六 

与 

七 
 
 
 
 
 
 

Ｊ 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 

Ｆ 
 
 

Ｇ 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 

梨 
与 

栗 
 
 
 
 
 
 

Ｉ 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 

中 
物 
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ウ 

Ｆ
が
余
分
で
あ
る 

 

と
い
う
３
つ
の
問
題
が
残
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
解
決
に
は
、
我
々
が
ま
だ
手
を
つ
け
ず
に
い
る
「
責
」
の
反
切

「
側
賣
」
を
用
い
る
は
ず
で
す
。
以
前
「
側
革
」
の
「
革
」
を
用
い
た
の
と
同
様
に
「
側
賣
」
の
「
賣
」
に
着

目
し
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
「
賣
」
の
反
切
を
採
る
と
、
莫
懈
切
と
莫
駕
切
で
す
。「
莫
懈
」
＝
「
気
を
ゆ
る
め
て

怠
け
る
な
か
れ
」
、
「
莫
駕
」
＝
「
使
う
な
か
れ
」
で
す
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
「
賣
」
以
外
の
何
か
別
の
文
字
の

反
切
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ふ
と
気
が
付
く
と
『
大
漢
和
辭
典
』
の
「
賣
」
の
す
ぐ
前
に
は
「
賣
」
と

よ
く
似
た
字
が
載
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
賣
」
＝
「
士
罒
貝
」
に
対
し
て
、
「

」
＝
「
士
四
貝
」
と
い
う
字
で

す
。
「
士
罒
貝
」
＝
「
売
る
」
、
に
対
し
て
、「
士
四
貝
」
＝
「
売
り
歩
く
」
で
す
。
こ
の
「
士
四
貝
」
の
反
切
が

余
六
切
な
の
で
す
。
「
余
六
」
＝
「
余
り
の
六
」
と
い
う
の
は
ウ
と
符
合
し
ま
す
。
こ
の
「
余
六
」
に
至
る
符
合

は
独
特
で
す
。
ま
ず
「
責
」
↓
「
側
賣
切
」
↓
「
賣
の
反
切
」
↓
「
莫
懈
切
と
莫
駕
切
」
に
よ
っ
て
、
「
賣
」
を

否
定
し
て
、
「
賣
」
か
ら
「

」
へ
と
視
点
を
移
さ
せ
て
、「

」
↓
「
余
六
切
」
へ
と
導
い
て
い
る
の
で
す
。 

「

」
が
「
『
賣
』
の
す
ぐ
前
に
載
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
側
賣
」
＝
「
か
た
わ
ら
の
『
賣
』
」
と
符

合
し
ま
す
。
つ
ま
り
「
責
」
↓
「
側
賣
切
」
に
よ
っ
て
得
る
「
賣
」
が
修
正
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
、
と
暗
号

自
体
が
自
分
で
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。「
士
罒
貝
」
が
修
正
を
必
要
と
し
正
し
く
は
「
士
四
貝
」
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
「
士
罒
貝
」
に
「
四
が
無
い
こ
と
」
に
修
正
が
必
要
だ
っ
た
。
こ
の
「
四
が
無
い
こ
と
」
は
、

以
前
に
登
場
し
た
「
無
匹
」
↓
「
無
四
」
↓
「
Ｏ
Ｄ
」
の
「
無
四
」
と
符
合
し
ま
す
。
こ
こ
で
改
め
て
テ
キ
ス

ト
を
眺
め
る
と
、
「
無
四
」
の
み
な
ら
ず
「
Ｏ
Ｄ
」
も
ま
た
修
正
が
必
要
な
事
項
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。 
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以
前
得
て
い
た
２
つ
の
Ｌ
字
型
に
お
い
て
、
上
段
の
Ｌ
字
型
で
は
、
Ｊ
Ｃ
Ｈ
の
３
文
字
を
、
Ｌ
字
に
沿
っ
て
順

に
得
る
の
に
対
し
、
下
段
の
Ｌ
字
型
で
は
、
Ｌ
字
に
沿
っ
て
順
に
Ｇ
Ｏ
Ｄ
を
得
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
す
。

そ
し
て
修
正
が
必
要
な
の
は
、
ま
さ
に
「
Ｏ
Ｄ
」
の
箇
所
で
す
。
「
無
四
」
の
状
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
賣
」
の

修
正
は
、
「
賣
」
の
反
切
を
採
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
賣
」
を
（
声
母
と
韻
母
と
い
う
）
２
つ
に
分
け
る
こ
と
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
手
掛
か
り
に
「
Ｏ
Ｄ
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
２
つ
に
分
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

つ
ま
り 

Ｏ
と
Ｄ
を
分
離
し
て
、 

    
 

責 

子 
 
 
 
 

 

上
１ 

 
 

上
２ 

 

上
３ 

 
 

上
４ 

 
 

上
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

下
１ 

 
 

下
２ 

 
 

下
３ 

 
 

下
４ 

 
 

下
５ 

白 

髪 

被 

両 
鬢 

 
 

肌 

膚 

不 

復 

実 

雖 

有 

五 

男 

児 
 
 

総 

不 

好 

紙 

筆 
 
 
 
 

Ｅ 

阿 

舒 

已 

二 

八 
 
 

懶 
惰 

故 

無 

匹 
 
 
 
 

Ｆ 

Ｂ 

Ｈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｏ 

Ｄ 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 

不 
愛 

文 

術 

雍 

端 

年 

一 

三 
 
 

不 

識 

六 
与 

七 
 
 
 
 
 
 

Ｊ 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 

Ｆ 
 
 

Ｇ 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 

梨 

与 

栗 
 
 
 
 
 
 

Ｉ 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 

中 

物 
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Ｏ
Ｄ 
↓ 

Ｏ 

Ｄ 
 
 

術 
↓ 

 
 

術 
 
 

七 

↓ 
 
 

七 
 
 

Ｇ 

↓ 
 
 

Ｇ 
 

と
し
ま
す
。
す
る
と 

                             Francis B
acon

の
イ
ニ
シ
ャ
ル 

Ｆ
Ｂ 

と
余
り
の
「
六
」
＝
Ｆ 

以
外
を
繋
げ
る
と
過
不
足
無
く
、 

「leo Li

」
つ
ま
り
李
之
藻
の
洗
礼
名
「
Ｌ
ｅ
ｏ 

Ｌ
ｉ
」
と
な
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。 

       
 

責 

子 
 
 
 
 

 

上
１ 

 
 

上
２ 

 

上
３ 

 
 

上
４ 

 
 

上
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

下
１ 

 
 

下
２ 

 
 

下
３ 

 
 

下
４ 

 
 

下
５ 

白 

髪 

被 

両 

鬢 
 
 

肌 

膚 

不 

復 

実 

雖 

有 

五 

男 

児 
 
 

総 

不 

好 

紙 

筆 
 
 
 
 

Ｅ 

阿 

舒 

已 

二 

八 
 
 

懶 
惰 
故 

無 

匹 
 
 
 
 

Ｆ 

Ｂ 

Ｈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｏ 

Ｄ 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 

不 

愛 
文 

術 

雍 

端 

年 

一 

三 
 
 

不 

識 

六 

与 
七 

 
 
 
 
 
 

Ｊ 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 

Ｆ 
 
 

Ｇ 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 

梨 

与 

栗 
 
 
 
 
 
 

Ｉ 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 

中 

物 
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Ｉ 
 
 
 
 
 

Ｊ 
 
 

Ｈ
学
三
Ｃ 
↑
Ｌ
の
大
文
字 

  
 
 
 
 

Ｏ 
 
 
 
 
 

Ｅ 
 
 

Ｇ
七
術
Ｄ 

↑
Ｌ
の
小
文
字 

 

先
の
３
つ
の
問
題
は
、 

  

ア 

Ｌ
Ｅ
の
つ
な
げ
方
が
作
為
的
で
あ
る 

イ 

Ｏ
が
得
ら
れ
て
い
な
い 

ウ 

Ｆ
が
余
分
で
あ
る 

 

で
し
た
。
ウ
は
「

」
の
反
切
「
余
六
」
に
よ
っ
て
、
イ
は
Ｏ
と
Ｄ
の
分
離
に
よ
っ
て
、
ア
は
過
不
足
無
く

「leo Li

」
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
ま
し
た
。 

３
つ
の
問
題
が
解
決
し
た
今
、
「
無
四
」
の
さ
ら
に
続
き
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
度
は
「
無
四
」
の
対
応

物
「
罒
」
、
つ
ま
り
「
士
罒
貝
」
の
「
罒
」
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。
「
罒
」
は
「
目
」
と
同
字
で
あ
り
「
目
」

は
「
莫
六
切
」
で
す
。
「
六
」
は
殺
戮
の
「
戮
」
に
通
じ
、
殺
す
と
い
う
意
味
を
有
し
ま
す
。
つ
ま
り 

 

「
莫
六
」
＝
「
殺
す
な
か
れ
」 

 

で
す
。
こ
れ
は
我
々
が
李
之
藻
（
の
名
）
に
対
し
て
「
刃
人
」
を
行
っ
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
で
す
。「leo Li

」

の
名
で
姿
を
現
し
た
李
之
藻
が
我
々
に
抗
議
し
て
い
る
、
と
い
う
設
定
な
の
で
す
。
こ
の
コ
ミ
カ
ル
な
非
難
で

符
合
は
一
段
落
す
る
わ
け
で
す
が
、
「

」
と
い
う
字
に
は
、
以
前
に
も
出
会
っ
て
い
る
こ
と
に
お
気
付
き
の

方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
漢
名
「
利
瑪
竇
」
の 

竇 

つ
ま
り
「
竇
」
＝
「
穴
」
＋
「
士
四
貝
」
だ
っ
た
の
で
す
。 

「
利
瑪
竇
」
の
反
切
を
採
る
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
先
の
「
竇
」
＝
「
穴
」
＋
「
士
四
貝
」
を
意
識

し
て
、
「
利
瑪
竇
」
で
は
な
く
「
利
瑪
『
士
四
貝
』
」
と
「
穴
」
の
反
切
を
採
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と

「
利
」
は
力
至
切
、
「
瑪
」
は
母
下
切
、
「
穴
」
は
胡
決
切
と
戸
橘
切
で
す
。 
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利
瑪
「
士
四
貝
」 

 
 

 

↓ 

力
至
母
下
余
六 

↓ 

力
が
母
に
到
り
、
余
り
の
六
を
下
す 

 
 

 

↓ 

圧
力
が
母
に
か
か
る
。
余
り
の
Ｆ
を
下
放
す
る
。 

 

で
す
。
こ
れ
は
『
薔
薇
の
封
印
』
のR

ose cast f

と
完
全
に
符
合
し
ま
す
。
圧
力
に
屈
し
た
母
親
がFrancis

を
王
室
か
ら
下
放
し
た
と
い
う
こ
と
。
「
穴
」
の
反
切
で
あ
る
「
胡
決
」
を
合
わ
せ
て
考
え
る
（
「
胡
」
は
エ
ビ

ス
（
つ
ま
り
中
国
人
に
と
っ
て
の
異
民
族
）
の
こ
と
で
す
）
と
「
王
室
が
『
下
余
六
』
を
決
定
し
た
」
、
と
い
う

こ
と
で
す
。 

以
上
の
解
読
か
ら
、「
責
子
」
が
李
之
藻
の
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
責
子
」
と
い
う
天
才
的

贋
作
を
ど
の
よ
う
に
し
て
陶
淵
明
の
詩
集
の
中
に
忍
び
込
ま
せ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
私
は
ま
だ
明
確
な
答
を

得
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
李
之
藻
や
徐
光
啓
の
華
々
し
い
執
筆
・
出
版
活
動
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が

出
版
業
者
と
も
何
ら
か
の
形
で
共
謀
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
は
あ
な
が
ち
外

れ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

『
銭
宝
琮
著 

川
原
秀
城
訳 

中
国
数
学
史 

1990 

み
す
ず
書
房
』
に
お
い
て1565

年
と
さ
れ
る
李
之
藻

の
生
年
は
、
『C

H
IN

E
SE

 C
U

LTU
R

E
 H

O
M

E
PA

G
E
 

http://w
w

w.yutopian.com
/ 

』
に
お
い
て
は

1569

年
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
銭
宝
琮
氏
の
説
に
従
う
な
ら
ば
李
之
藻
は
、Francis B

acon

と
同
じ
六
十
五
齡

天
運
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
漢
名
が
暗
号
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、Bacon

＝Shakespeare

の
暗
号
の
す
べ
て
を
李
之
藻
に
教
え
た
の
が
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
な
の
だ
、
と
即
断
す
る
の
は
誤
り
で
す
。
リ
ッ

チ
は1

610

年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。Francis B

acon

の
死
亡
年16

26

年
、First Folio

に
関
す
る
「
三

通
」
と
い
う
言
及
、
そ
し
てFirst Folio

の
肖
像
画
を
揶
揄
し
た
「
肌
膚
不
総
」
は1

620

年
以
降
の
事
に
つ
い

て
の
も
の
で
す
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
３
点
に
つ
い
て
は
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
で

す
。
ま
た
「
肌
膚
不
総
」
は
、
李
之
藻
がShakespeare

のFolio

の
現
物
を
実
際
に
眺
め
た
こ
と
が
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
せ
ま
す
。 

「
責
子
」
の
テ
キ
ス
ト
上
を
盛
ん
に
交
差
し
た
「
交
糸
」
。
こ
の
激
し
い
交
差
は
英
仏
の
宗
教
上
の
対
立
と
も
、

結
び
つ
き
と
も
解
釈
で
き
ま
す
。
し
か
し
上
段
は
イ
ギ
リ
ス
を
、
下
段
は
フ
ラ
ン
ス
を
示
し
て
い
た
テ
キ
ス
ト

に
お
い
て
、Francis B

acon

を
意
味
す
る
Ｆ
Ｂ
が
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
上
段
に
配
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、Li  Leo

の
イ
ニ
シ
ャ
ル
Ｌ
Ｌ
は
、
上
下
に
別
れ
て
記
し
て
あ
り
ま
し
た
。
上
段
と
下
段
を
裂
く
こ
と
は
、Li  Leo

の

名
を
裂
く
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
李
之
藻
は
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
以
前
に
、
敬
虔
な
キ
リ
ス

ト
教
徒
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
はB

acon

＝Shakespeare

の
暗
号
を
李
之
藻
に
教
え
た
の

は
誰
だ
っ
た
の
か
？
こ
れ
は
魅
惑
的
な
問
題
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
前
述
し
た
通
り
「
穴
」
は
胡
決
切
と
戸
橘
切
で
す
。
こ
の
う
ち
「
胡
決
」
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ

ま
し
た
が
、
も
う
一
方
の
「
戸
橘
」
に
は
ど
ん
な
意
味
が
隠
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
「
戸
」
と
「
橘
」

の
反
切
を
採
る
と
「
戸
」
は
後
五
切
で
、「
橘
」
は
訣
律
切
で
す
。
「
訣
」
は
「
わ
か
れ
る
」
こ
と
。 

 

戸 

後
五 

橘 

訣
律 

 

と
い
う
よ
う
に
並
べ
て
、
二
組
の
反
切
を
横
に
追
う
と
、「
後
訣
五
律
」
＝
「
後
に
五
律
と
分
か
れ
る
」
、
で
す
。
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「
五
律
」
は
成
句
で
五
言
律
詩
の
こ
と
。「
責
子
」
は
五
律
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
五
言
詩
で
は
あ
り
ま
す

が
五
律
の
よ
う
な
八
句
で
は
な
く
十
四
句
で
あ
る
し
、
平
仄
に
し
て
も
冒
頭
の
「
白
髪
被
両
鬢
」
と
い
う
の
は

「
仄
仄
仄
仄
仄
」
と
い
っ
た
い
か
に
も
お
ど
け
た
風
で
、
中
国
の
人
た
ち
が
五
律
を
朗
読
す
る
時
の
あ
の
凛
と

し
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
は
な
り
得
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
「
五
律
」
の
よ
う
な
格
調
高
い
「
律
」
が
無
い
。
し
か
し

「
後
訣
」
と
言
う
以
上
は
「
後
訣
五
律
」
の
「
五
律
」
は
「
責
子
」
を
指
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
こ
の
よ
う
な

誤
り
は
、
天
才
的
暗
号
詩
人
で
あ
る
李
之
藻
に
ふ
さ
わ
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
「
律
」
は
劣
戌
切
で
す
。

十
二
支
を
考
え
れ
ば
「
劣
戌
」
＝
「
劣
十
一
」
＝
「
劣
っ
た
十
一
」
、
つ
ま
り
「
確
か
に
「
責
子
」
は
「
五
律
」

で
は
な
い
が
、
「
五
律
」
の
律
（
規
則
）
の
代
わ
り
に
、
そ
れ
よ
り
も
劣
っ
た
「
十
一
」
の
「
律
」
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
反
切
を
採
る
操
作
を
６
度
重
ね
て
使
用
す
る
神
技
で
す
。
「
劣
十
一
」
に
至
る
流
れ
は

次
の
通
り
で
す
。
な
お
、
↓
印
の
右
隣
の
「
切
」
は
そ
の
操
作
で
反
切
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。 

   
 
 
 

切 
 
 
 
 

 
 
 
 

切 

「
責
」
↓
「
側
賣
切
」
↓
「
賣
」
↓
「
莫
懈
切
、
莫
駕
切
」
↓
（
「
賣
」
で
は
ダ
メ
）
↓ 

 
 
 
 
 
 
 

 

切 

↓
（
「
士
四
貝
」
↓
「
余
六
切
」
）
↓
（
「
賣
」
↓
「
士
四
貝
」
）
↓ 

 

↓
（
「
竇
」
↓
「
穴
」
＋
「
士
四
貝
」
）
↓ 

 
 
 
 
 

切 
 
 
 
 
 
 

切 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

切 

↓
「
穴
」
↓
「
戸
」
と
「
橘
」
↓
「
後
訣
五
律
」
↓
「
律
」
↓
「
劣
戌
」
↓
「
劣
十
一
」 

  

結
局 

 

「
後
訣
五
律
」
↓
「
後
訣
責
子
」
＝
「
後
に
責
子
と
分
か
れ
る
」 

 

で
す
。
李
之
藻
は
反
切
を
通
常
の
漢
語
と
同
様
に
、
い
や
そ
れ
以
上
の
巧
み
さ
を
も
っ
て
、
使
い
こ
な
し
て
い

る
の
で
す
。 

李
之
藻
と
い
う
名
前
と
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
漢
名
「
利
瑪
竇
」
に
こ
れ
だ
け
見
事
な
反
切
の
暗
号
が
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
は
、
他
の
人
た
ち
の
名
前
の
反
切
も
調
べ
る
こ
と
に
導
き
ま
す
。
徐
光
啓
と
宣
教
師
た
ち
の
何
人

か
に
つ
い
て
試
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

徐
光
啓 

「
徐
」
は
詳
余
切
、
「
光
」
は
姑
黄
切
と
古
曠
切
、
「
啓
」
は
遣
禮
切
。 

 

徐 

光 

啓 

詳
余
古
曠
遣
禮 

姑
黄 
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曠
古
は
成
句
で
「
い
に
し
へ
を
む
な
し
く
す
。
昔
か
ら
例
が
無
い
。」
で
す
。 

遣
禮
＝
贈
り
物
を
送
る 

つ
ま
り 

古
曠
遣
禮
＝
い
に
し
へ
に
遣
禮
む
な
し
く
す 

＝
昔
、
遣
禮
は
無
か
っ
た
。 

＝
そ
の
昔
、
贈
り
物
を
贈
っ
た
こ
と
は
無
い
ぞ
。 

ち
な
み
に
、
曠
は
苦
謗
切
。 

謗
＝
「
あ
ば
い
て
言
い
広
め
る
」
で
す
。
つ
ま
り
「
苦
謗
」
＝
「
『
謗
』
に
苦
し
む
。
」
で
す
。 

 

詳
余
古
曠
遣
禮 

余
計
な
こ
と
を
詳
し
く
言
う
が
、
そ
の
昔
、
贈
り
物
な
ど
贈
っ
た
こ
と
は
無
い
ぞ
。 

（
あ
ば
い
て
言
い
広
め
ら
れ
る
の
を
苦
し
む
） 

こ
れ
だ
け
で
は
何
の
こ
と
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

 

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
龍
華
民 

［N
icolaus Longobardi, 1559-1654

年
、
イ
タ
リ
ア
人
、1597
年
に
来
華
］ 

 

「
龍
」
は
力
鐘
切
と
莫
江
切
と
魯
勇
切
、「
華
」
は
胡
瓜
切
と
胡
化
切
と
空
媧
切
、「
民
」
は
彌
憐
切
。 

 

龍 

華 

民 

力
鐘
胡
瓜
彌
憐 

莫
江
胡
化 

魯
勇
空
媧 

 

こ
れ
は
筆
者
に
は
解
読
不
能
で
し
た
。 

 

テ
レ
ン
ツ
鄧
玉
函 

［Jean Terrenz, 1576-1630

年
、
ス
イ
ス
人
、1621

年
に
来
華
］ 

 

「
鄧
」
は
唐
亙
切
、
「
玉
」
は
虞
欲
切
、
「
函
」
は
胡
南
切
と
胡
讒
切
。 

 

鄧 

玉 

函 

唐
亙
虞
欲
胡
讒 

胡
南 

讒
＝
そ
し
る 

虞
＝
舜
が
帝
位
に
就
い
て
い
た
時
代 

亙
＝
こ
ち
ら
か
ら
む
こ
う
ま
で
わ
た
る 

 
 

端
か
ら
端
ま
で
と
ど
く 
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唐
亙
虞
欲
胡
讒 

↓ ↑
↑
↑
↑
↑
↑ 

唐
亙
虞
欲
胡
讒 

↓ 讒
胡
欲
虞
亙
唐 

↓ 胡
を
そ
し
り
、
虞
を
欲
し
唐
を
わ
た
る
。 

↓ 胡
を
そ
し
り
、
理
想
の
時
代
を
望
ん
で
、
唐
の
す
み
ず
み
ま
で
行
っ
た
。 

 

「
胡
を
そ
し
り
、
虞
を
欲
し
唐
を
わ
た
る
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
句
が
宣
教
師
の
名
前
か
ら
得
ら
れ
た
の
で
す

か
ら
、
こ
の
句
を
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
胡
」9

-2
7
9

で
は
「
え
び
す
の
名
。

秦
漢
以
前
は
専
ら
匈
奴
の
称
で
あ
っ
た
が
、
後
、
塞
外
民
族
の
汎
称
と
な
る
。
」
と
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
塞
外

民
族
に
つ
い
て
は
、
「
夷
」3

-5
59

○三
で
は
「
四
夷
者
、
東
夷
・
西
戎
・
南
蛮
・
北
狄
之
総
號
也
。
」
と
し
て
い
ま

す
。
「
函
」
の
も
う
一
方
の
反
切
「
胡
南
」
に
よ
り
、
「
胡
を
そ
し
り
、
虞
を
欲
し
唐
を
わ
た
る
」
の
「
胡
」
は

「
南
胡
」
つ
ま
り
「
南
蛮
」
。
す
る
と
「
胡
を
そ
し
り
、
虞
を
欲
し
」
と
い
う
の
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
が
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に
、
理
想
の
地
を
求
め
た
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
唐
の
す
み
ず
み
ま
で
行
っ
た
」

と
い
う
の
は
、
「
唐
代
の
中
国
の
隅
々
ま
で
布
教
活
動
を
行
っ
た
」
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
西
洋
で
受
け
入

れ
ら
れ
ず
に
唐
で
広
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
い
え
ば
景
教
（
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
キ
リ
ス
ト
教
）
が
有
名
で
す
。

つ
ま
り 

 

讒
胡
欲
虞
亙
唐 

↓ 胡
を
そ
し
り
、
虞
を
欲
し
唐
を
わ
た
る
。 

↓ （
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
）
西
洋
の
国
を
そ
し
り
、 

 

理
想
の
時
代
を
望
ん
で
、
唐
の
す
み
ず
み
ま
で
行
っ
た
。 

 

と
な
り
ま
す
。
景
教
と
い
え
ば
、
前
出
の
通
り
、
大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
が
李
之
藻
の
当
時
に
発
掘
さ
れ
て
い

ま
す
。
先
に
引
用
し
た
『
大
秦
景
教
流
行
中
國
碑
に
就
い
て
』
に
は
「
こ
の
碑
拓
は
、
當
時
杭
州
府
在
住
の
宣

教
師
達
に
、
想
像
以
上
の
大
な
る
歡
喜
を
齎
ら
し
た
。」
と
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
当
時
の
中
国
で
の
布
教
が
困

難
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
ま
す
。
既
に
紹
介
し
て
い
る
『
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
伝
２
』
のpp.37-38

に
、
当
時
の
中
国
人
の
外
国
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
、
次
の
様
な
興
味
深
い
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

  
 

十
六
世
紀
を
通
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
そ
の
勢
力
を
中
南
米
、
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
、 

東
ア
ジ
ア
の
日
本
、
中
国
な
ど
へ
伸
ば
し
て
き
た
。
布
教
と
か
宣
教
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
そ
れ

が
制
服
と
並
行
し
て
行
な
わ
れ
た
土
地
（
中
南
米
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
も
あ
っ
た
。
中
に
は
日
本
の
よ
う
に

住
民
が
進
ん
で
舶
来
の
文
物
に
興
味
を
示
し
、
領
主
が
そ
の
子
弟
を
ロ
ー
マ
に
送
る
こ
と
に
協
力
し
た
土

地
も
あ
っ
た
。
人
々
が
無
関
心
の
土
地
も
、
も
ち
ろ
ん
多
か
っ
た
。
明
朝
シ
ナ
の
場
合
は
、
朝
廷
の
大
官

は
自
分
た
ち
は
上
に
位
す
る
も
の
と
し
て
下
に
位
す
る
秦
西
の
儒
士
利
瑪
竇
の
北
京
在
住
を
許
し
、
そ
の

生
活
費
の
面
倒
も
見
た
。
西
洋
側
で
は
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
つ
も
り
で
い
た
が
、
シ
ナ
側
か
ら
見
れ
ば
、
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利
瑪
竇
こ
と
リ
ッ
チ
も
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
に
中
国
に
渡
来
し
た
日
本
の
五
山
の
僧
侶
も
、
中
国
文
明
を

学
び
に
来
た
者
と
し
て
は
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
外
国
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
白
人
が
征
服
者
と
し

て
臨
ん
だ
中
南
米
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
場
合
と
違
っ
て
、
上
下
関
係
が
シ
ナ
で
は
逆
さ
だ
っ
た
の
で
あ

る
。 

  

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
布
教
は
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
、
大
き
な
事
件
も
起
き
て
い
ま
す
。
次
に
紹
介
す
る

の
は
前
出
の
『C

H
IN

E
SE

 C
U

LTU
R

E
 H

O
M

E
PA

G
E
 

http://w
w

w.yutopian.com
/ 

』E
arly 

C
hinese C

hristian

か
ら
の
引
用
で
す
。
た
だ
し
和
訳
は
原
田
に
よ
り
ま
す
。 

 

N
anjing M

issionary C
ase (1616 A

.D
.) 

The conflicts betw
een Chinese custom

s (like C
onfucianism

 and ancestor w
orship) and 

the C
atholic doctrine led to one of the biggest confrontations betw

een the C
hinese 

governm
ent and the C

atholic m
ovem

ent. In the 44th year of E
m

peror W
enli (1616 A

.D
., 

M
ing D

ynasty), a high ranking official in N
anjing, called Shen H

uai, advised the 
E

m
peror repeatedly that C

atholicism
 should be banned for the follow

ing reasons. 1) 
W

estern m
issionaries w

ere spies, 2) C
atholicism

 taught C
hinese not to respect parents 

and w
orship ancestors, 3) W

estern m
issionaries stole proprietary C

hinese know
ledge, 

4) C
atholicism

 practiced w
eird custom

s like C
hrism

ation, baptism
 and allow

ed m
ale 

and fem
ale follow

ers to study in the sam
e room

 (forbidden by the conservative C
hinese 

society). A
nti-C

atholic officials second the m
otion, w

hile C
atholic officials like Xu 

G
uangqi opposed. Shen H

uai arrested dozens of m
issionaries in N

anjing, on July 21 
and A

ugust 14 and questioned them
 relentlessly. U

rged by the A
nti-C

atholic m
ovem

ent, 
E

m
peror W

enli passed a law
 on D

ecem
ber 28, deporting all foreign m

issionaries back 
to their hom

eland. M
issionaries like D

idaco de Pantoja, w
ere deported to G

uangzhou 
and m

any w
ere sentenced. 

 

南
京
の
宣
教
師
の
事
件
（1616

年
） 

儒
教
や
祖
先
の
偶
像
崇
拝
等
と
い
っ
た
中
国
の
風
習
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
義
の
対
立
は
中
国
政
府
と
カ
ト
リ

ッ
ク
布
教
運
動
と
の
間
の
、
最
も
大
き
い
も
の
の
一
つ
と
さ
れ
る
衝
突
を
招
い
た
。
万
暦44

年
（1616

年
明
代
）
南
京
の
政
府
高
官Shen H

uai

は
皇
帝
に
対
し
て
繰
り
返
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
次
の
４
つ
の
理

由
に
よ
り
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
だ
と
助
言
し
た
：
１
）
西
洋
の
宣
教
師
は
ス
パ
イ
だ 

２
）
カ
ト
リ
ッ
ク

は
中
国
人
に
向
け
て
両
親
を
尊
敬
せ
ず
、
祖
先
の
偶
像
を
崇
拝
し
な
い
よ
う
、
教
え
て
い
る 

３
）
西
洋

の
宣
教
師
は
中
国
の
知
的
財
産
を
盗
む 

４
）
カ
ト
リ
ッ
ク
は
降
誕
祭
、
洗
礼
、
男
女
の
学
徒
を
同
じ
部

屋
で
学
ば
せ
る
（
こ
れ
は
保
守
的
中
国
社
会
に
お
い
て
は
タ
ブ
ー
だ
っ
た
）
、
等
の
異
様
な
習
慣
に
従
っ
て

い
る
。
反
カ
ト
リ
ッ
ク
の
役
人
は
こ
の
策
動
に
加
勢
し
、
そ
の
一
方
で
徐
光
啓
等
カ
ト
リ
ッ
ク
の
役
人
は

反
対
し
た
。
７
月
２
１
日
と
８
月
１
４
日
にShen H

uai

は
数
十
人
の
南
京
の
宣
教
師
を
逮
捕
し
、
容
赦

な
く
問
い
た
だ
し
た
。
反
カ
ト
リ
ッ
ク
の
動
き
に
煽
ら
れ
て
１
２
月
２
８
日
、
万
暦
帝
は
、
す
べ
て
の
外

国
人
宣
教
師
を
自
国
に
送
り
返
す
法
律
を
通
し
た
。Didaco de Pantoja

な
ど
の
よ
う
な
宣
教
師
は
広
州

に
追
放
さ
れ
、
多
く
の
宣
教
師
は
処
罰
さ
れ
た
。 

  

こ
こ
で
言
う
「
多
く
の
宣
教
師
は
処
罰
さ
れ
た
（m

any w
ere sentenced

）
」
と
い
う
箇
所
の
詳
細
は
か
な

り
酷
い
も
だ
っ
た
よ
う
で
す
。『
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
、
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ロ
・
セ
メ
ー
ド 

中
国
キ
リ
ス
ト
教
布

教
史
２ 

大
航
海
時
代
叢
書
（
第
Ⅱ
期
）
９
川
名
公
平
訳
、
矢
沢
利
彦
訳
・
注
』
に
は
こ
の
件
に
関
す
る
詳
し



55／60  封印を継承する者たち（１）－陶淵明「責子」を贋作した明末の数学者 5e 最終印刷日時：2005/01/25 午後 11 時 22 分makio harada   
 

い
記
述
が
あ
り
ま
す
。
同
書p

p.
52
3-
524

か
ら
引
用
し
ま
す
。 

 

 
 
 

二 
沈

の
迫
害
（
南
京
教
案
） 

 
 

 

南
京
で
の
反
キ
リ
ス
ト
教
の
動
き
は
、
禅
宗
僧
侶
蓮
池
（
沈
株
宏
）
が
『
四
天
説
』
を
著
し
て
仏
教
の

優
越
を
説
く
な
ど
す
で
に
あ
っ
た
が
、
宣
教
師
の
逮
捕
と
い
う
事
態
は
、
蓮
池
の
弟
子
と
い
わ
れ
る
南
京

礼
部
侍
郎
沈

（
し
ん
か
く
）
が
先
鞭
を
つ
け
る
。 

 

沈

が
一
六
一
六
年
宣
教
師
の
駆
逐
を
請
上
奏
文
を
呈
し
た
の
は
、
か
つ
て
徐
光
啓
・
楊
廷
筠
（
い
ん
）

の
両
信
者
進
士
が
沈
の
面
前
で
、
抗
弁
す
る
余
地
の
な
い
ほ
ど
彼
の
信
仰
す
る
偶
像
を
攻
撃
し
た
の
で
、

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
敵
意
を
い
よ
い
よ
強
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
か
ね
て
か
ら
大
学
士
に
昇
進

し
た
い
と
い
う
野
望
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
自
分
の
所
轄
範
囲
で
あ
る
礼
教
に
対
し
て
、
い
か
に
情
熱
を

も
っ
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
の
関
心
を
惹
こ
う
と
し
た
こ
と
、
南
京
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
員

た
ち
を
追
放
す
る
た
め
に
仏
教
僧
侶
か
ら
一
万
両
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
と
い
う
。 

 
 
 

万
暦
帝
は
二
度
に
亘
る
沈

の
上
奏
に
何
の
返
答
も
し
な
か
っ
た
が
、
礼
部
尚
書
兼
東
閣
大
学
士
方
従

哲
は
沈

の
要
請
を
受
け
、
皇
帝
の
勅
裁
を
仰
ぐ
こ
と
を
省
略
し
た
ま
ま
、
宣
教
師
を
逮
捕
せ
よ
と
い
う

命
令
を
諸
省
に
送
っ
た
。
一
六
一
六
年
九
月
一
日
教
会
に
あ
っ
た
ヴ
ァ
ニ
ー
ニ
ョ
は
二
名
の
信
者
と
と
も

に
投
獄
さ
れ
た
が
、
病
床
に
あ
っ
た
セ
メ
ー
ド
は
、
や
は
り
病
気
で
あ
っ
た

鳴
仁
と
と
も
に
遅
れ
て
投

獄
さ
れ
た
。 

 
 
 

一
方
、
沈

が
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
北
京
に
働
き
か
け
た
結
果
、
一
六
一
七
年
二
月
一
四
日
宣
教
師
た

ち
を
マ
カ
オ
に
追
放
す
る
上
論
が
下
っ
た
。
南
京
に
こ
の
命
令
が
到
着
す
る
や
、
ヴ
ァ
ニ
ー
ニ
ョ
、
セ
メ

ー
ド
ら
は
法
廷
に
ひ
き
出
さ
れ
、
審
問
を
受
け
た
。
一
同
は
首
に
縄
を
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
セ
メ
ー
ド
は

身
体
が
弱
っ
て
い
る
の
で
一
枚
の
板
の
上
に
載
せ
て
運
ば
れ
た
。
沈

は
ひ
と
通
り
の
取
調
べ
を
終
え
る

と
、
「
お
ま
え
た
ち
は
邪
教
を
説
い
た
の
で
あ
る
か
ら
死
刑
に
処
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
皇
帝
の
仁
慈

に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
各
自
に
一
〇
の
笞
打
ち
を
加
え
た
上
で
郷
里
に
か
え
す
こ
と
に
す

る
」
と
宣
言
し
た
。
ひ
ど
く
衰
弱
し
て
い
る
セ
メ
ー
ド
は
笞
刑
を
免
れ
た
が
、
ヴ
ァ
ニ
ー
ニ
ョ
は
一
か
月

の
重
傷
を
負
っ
た
。
ま
た
洪
武
岡
の
住
院
は
没
収
さ
れ
て
公
け
の
用
途
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 
 

 

二
人
は
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
囚
人
を
移
送
す
る
時
に
使
用
す
る
狭
い
木
の
籠
に
お
し
こ
ま
れ
、
首
に

は
鎖
を
、
手
に
は
手
錠
を
か
せ
ら
れ
、
髪
を
梳
く
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
ボ
タ
ン
を
ち
ゃ
ん
と
か
け
な
い
衣

服
を
着
せ
ら
れ
て
、
四
月
三
〇
日
に
牢
獄
か
ら
役
所
に
送
ら
れ
た
。
こ
こ
で
彼
ら
は
鉄
の
鎖
に
つ
な
が
れ
、

そ
の
鎖
に
は
封
印
が
施
さ
れ
た
。
護
送
官
は
こ
の
籠
を
囚
人
が
食
事
を
と
る
時
と
寝
る
時
意
外
に
は
覆
い

で
お
お
っ
て
お
く
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
両
人
は
三
〇
日
間
言
語
に
絶
す
る
辛
苦
を
な
め
な
が
ら

広
州
ま
で
運
ば
れ
た
。
こ
の
市
で
再
び
同
様
の
審
問
が
行
な
わ
れ
、
数
日
後
北
京
か
ら
や
は
り
逮
捕
さ
れ

て
護
送
さ
れ
て
来
た
パ
ン
ト
ー
ハ
、
デ
・
ウ
ル
シ
ス
と
と
も
に
マ
カ
オ
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
四
名
は
マ
カ

オ
で
は
べ
つ
に
監
禁
も
さ
れ
ず
、
こ
こ
の
コ
レ
ジ
オ
に
住
ん
だ
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
再
入
国
の
志
を
抱
い

て
い
た
が
、
パ
ン
ト
ー
ハ
と
デ
・
ウ
ル
シ
ス
は
翌
年
死
亡
し
た
。 
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沈

は
一
旦
失
脚
し
た
の
ち
北
京
礼
部
尚
書
と
な
る
と
、
一
六
二
二
年
山
東
省
の
民
衆
反
乱
を
契
機
に
、

民
衆
反
乱
、
白
蓮
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
者
を
結
び
つ
け
て
、
迫
害
を
再
開
し
た
。 

  

引
用
文
中
の
「
セ
メ
ー
ド
」
は
『
大
秦
景
教
流
行
中
國
碑
に
就
い
て
』
に
登
場
し
た
手
紙
の
著
者
セ
メ
ド
と

同
一
人
物
で
す
。
彼
も
、
こ
の
事
件
に
際
し
て
マ
カ
オ
に
追
放
に
な
っ
た
宣
教
師
の
一
人
だ
っ
た
わ
け
で
す
。 

 

で
は
今
度
は
セ
メ
ド
に
つ
い
て
『
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
、
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ロ
・
セ
メ
ー
ド 

中
国
キ
リ
ス
ト

教
布
教
史
２ 

大
航
海
時
代
叢
書
（
第
Ⅱ
期
）
９
川
名
公
平
訳
、
矢
沢
利
彦
訳
・
注
』p

p.
261

-2
6
3

か
ら
引
用

し
ま
す
。 

 

 
 
 

一 

セ
メ
ー
ド
の
経
歴 

 
 
 

ア
ル
ヴ
ァ
ー
ロ
・
セ
メ
ー
ド
は
一
五
八
五
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ニ
ゼ
ア

N
iz
e
a

に
生
ま
れ
、
一
七
歳
で
イ

エ
ズ
ス
会
修
練
院
に
入
り
、
一
六
〇
八
年
ゴ
ア
へ
向
か
っ
た
。
一
六
一
三
年
中
国
に
入
国
し
、
同
年
南
京

に
語
学
研
修
の
た
め
赴
い
た
が
、
ま
も
な
く
沈

の
迫
害
に
会
い
、
マ
カ
オ
に
追
放
さ
れ
た
。
し
か
し
名

前
と
顔
が
比
較
的
知
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
彼
は
、
名
を
謝
務
禄
か
ら
魯
徳
照
と
改
め
、
三
年
後
の

一
六
二
〇
年
に
再
入
国
し
た
。
ち
な
み
に
『
聖
朝
破
邪
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
南
京
教
案
の
会
審
記
録

に
は
セ
メ
ー
ド
の
こ
と
を
「
謝
務
禄
は
顔
が
紅
白
色
で
、
眼
が
お
ち
く
ぼ
ん
で
お
り
、
鼻
が
と
が
り
、
黄

色
の
鬚
（
あ
ご
ひ
げ
）
を
も
ち
、
自
供
に
よ
る
と
三
二
歳
で
、
大
西
洋
人
で
あ
り
、
多
耳
篤
（
ド
ク
ト
ル
）

の
学
位
を
有
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。 

 
 

 

再
入
国
後
は
多
年
浙
江
省
、
こ
と
に
杭
州
に
住
み
、
有
力
な
信
者
で
あ
る
進
士
楊
廷
筠
（
よ
う
て
い
い

ん
）
の
保
護
の
も
と
に
新
し
い
信
者
を
獲
得
す
る
一
方
、
江
西
・
江
南
の
信
者
を
訪
問
し
た
。
そ
の
後
嘉

定
、
上
海
と
移
動
し
、
一
六
三
〇
年
ま
で
の
数
年
間
は
、
陜
西
・
山
西
両
省
で
布
教
し
た
。
そ
の
間
一
六

二
四
年
六
月
一
〇
日
に
司
祭
と
な
り
、
一
六
二
八
年
に
は
「
大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
」
を
見
に
西
安
へ
赴

い
て
い
る
。 

 
 

 

一
六
三
〇
年
イ
エ
ズ
ス
会
チ
ナ
副
管
区
の
会
計
係
に
な
っ
た
彼
は
、
一
六
三
六
年
に
、
中
国
布
教
に
と

っ
て
何
が
も
っ
と
も
必
要
か
を
上
司
に
説
明
し
、
ま
た
新
人
の
派
遣
を
乞
う
た
め
に
ロ
ー
マ
に
派
遣
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
六
三
七
年
マ
カ
オ
を
出
帆
し
、
四
〇
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
着
、
四
二
年
ロ
ー
マ
入
り
し

た
。 

 
 

 

ロ
ー
マ
で
は
熱
烈
な
中
国
行
き
希
望
者
が
数
多
く
応
募
し
た
が
、
彼
は
イ
タ
リ
ア
人
シ
ナ
ー
モ

Francesco Sinam
o

、
フ
ラ
マ
ン
人
ラ
ゴ
ー
トIgnace Lagote

の
ふ
た
り
だ
け
を
伴
っ
て
一
六
四
四
年

に
出
発
し
た
。
な
お
同
時
に
六
人
か
ら
な
る
べ
つ
の
宣
教
師
の
一
団
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
モ
ー
ラLuiz 

M
oura

の
案
内
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
確
か
に
出
発
し
た
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
で
中
国
で
働
い
た
の
は
ス
モ
ゴ

レ
ン
ス
キ
ー
（N

icolas Sm
ogolenski

穆
尼
各
（
ぼ
く
に
か
く
）
）
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
ひ
と
の
仲
間
の

五
人
も
、
セ
メ
ー
ド
が
同
伴
し
た
ふ
た
り
も
ど
う
な
っ
た
か
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。 

 
 
 

セ
メ
ー
ド
が
ロ
ー
マ
を
発
っ
た
一
六
四
四
年
は
、
清
が
首
都
を
北
京
に
定
め
た
年
で
あ
り
、
再
入
国
し 

 

 
 

た
中
国
は
明
末
清
初
期
の
戦
乱
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
彼
は
マ
カ
オ
で
数
年
間
チ
ナ
副
管
区
長
を
務
め
、 

 

 
 

一
六
四
九
年
に
は
広
州
住
院
（
レ
シ
デ
ン
シ
ア
）
の
サ
ン
ビ
ア
ー
ゾ
（F

ran
ce
sc
o
 S
am
bia

so

畢
（
ひ
つ
） 

方
済
）
の
死
に
と
も
な
い
、
そ
の
跡
を
継
い
だ
。
こ
の
住
院
は
も
と
も
と
サ
ン
ビ
ア
ー
ゾ
が
明
の
永
明
王

（
桂
王
）
の
た
め
に
奔
走
し
て
、
マ
カ
オ
か
ら
三
〇
〇
名
に
の
ぼ
る
外
人
部
隊
を
救
援
の
た
め
に
派
遣
し

た
礼
と
し
て
、
一
六
四
六
年
に
開
く
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
早
く
も
翌
年
に
は
清
兵
に
占
領

さ
れ
た
。
し
か
し
彼
は
旧
知
の
役
人
の
と
り
な
し
で
死
を
免
れ
た
上
、
住
院
略
奪
に
対
す
る
賠
償
を
受
け
、

そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
セ
メ
ー
ド
も
、
永
明
王
や
母
后
、
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皇
后
の
た
め
に
肇
慶
に
赴
い
て
ミ
サ
を
挙
げ
、
新
し
い
宣
教
師
の
派
遣
を
約
束
す
る
な
ど
し
た
。
こ
れ
ら

の
女
性
は
こ
の
時
同
道
し
た
コ
フ
レ
ル
（andreas-Xavier K

offler

瞿
安
徳
）
の
指
導
で
熱
心
な
カ
ト
リ

ッ
ク
信
者
と
な
っ
た
。 

 

一
旦
こ
の
地
を
去
っ
た
清
軍
は
一
六
五
一
年
再
度
広
州
を
占
領
し
た
。
住
院
で
死
を
覚
悟
し
て
い
た
セ

メ
ー
ド
は
、
あ
る
隊
長
が
彼
を
質
に
身
代
金
を
得
よ
う
と
考
え
た
た
め
、
幸
い
に
も
殺
さ
れ
ず
に
捕
虜
と

な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
時
、
別
の
隊
長
付
の
奴
隷
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
い
た
た
め
、
セ
メ
ー
ド
が
湯
若
望

の
兄
弟
で
あ
る
と
上
申
し
て
く
れ
た
。
湯
若
望
（
ア
ダ
ム
・
シ
ャ
ー
ルA

dam
 Scall von B

ell

）
は
満
州

人
の
間
で
、
数
学
者
、
暦
法
家
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
た
の
で
、
司
令
官
が
釈
放
を
命
じ
、
彼
は
住
院
に

戻
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
健
康
回
復
の
た
め
一
度
マ
カ
オ
に
行
き
、
晩
年
は
清
の
地
方
統
率
者
の
好
意
を

得
、
広
州
で
過
ご
し
た
。
一
五
六
八
年
七
月
（
も
し
く
は
一
〇
月
）
死
亡
し
た
。 

 

一
六
二
〇
年
に
中
国
へ
の
再
入
国
を
果
た
し
た
も
の
の
、
儒
教
と
祖
先
へ
の
偶
像
崇
拝
と
い
う
中
国
の
伝
統

と
キ
リ
ス
ト
教
が
相
容
れ
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
国
内
の
考
え
方
は
そ
う
容
易
に
無
く
な
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
で
こ
と
し
ょ
う
。
そ
ん
な
折
に
起
こ
っ
た
大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
の
発
掘
。
大
唐
の
時
代
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

が
中
国
に
入
っ
て
い
た
こ
と
の
証
と
な
る
こ
の
石
碑
が
、
宣
教
師
達
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
都
合
の
よ
い
も
の
で

あ
っ
た
か
は
想
像
す
る
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

『
大
秦
景
教
流
行
中
國
碑
に
就
い
て
』
は
、
こ
の
碑
の
建
立
に
つ
い
て 

 

同
じ
く
ネ
ス
ト
ル
教
の
信
者
か
、
若
く
ば
僧
侶
で
、
西
暦
八
世
紀
の
後
半
に
、
中
央
ア
ジ
ア
の
王
舍
城
、

即
ち
バ
ル
ク
（B

alkh

）
か
ら
來
て
、
唐
に
登
庸
さ
れ
て
、
光
禄
大
夫
・
朔
方
節
度
副
使
・
試
殿
中
監
に
出

世
し
た
、
伊
斯
（
洋
名
イ
ザ
ド
ブ
ジ
ド Izadbuzid ?

）
と
い
ふ
人
の
出
資
に
よ
つ
て
、
こ
の
記
念
碑
を
建

て
（
以
下
略
） 

 

と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
は
寄
贈
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
「
寄
贈
」
と
い

う
こ
と
と
、
前
述
の
徐
光
啓
の
名
前
の
半
切
「
詳
余
古
曠
遣
禮
」
、
つ
ま
り 

 

余
計
な
こ
と
を
詳
し
く
言
う
が
、
そ
の
昔
、
贈
り
物
な
ど
贈
っ
た
こ
と
は
無
い
ぞ
。 

（
あ
ば
い
て
言
い
広
め
ら
れ
る
の
を
苦
し
む
） 

 

を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
は
李
之
藻
に
よ
っ
て
偽
造
さ
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
疑
い
が
と

て
も
強
く
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
徐
光
啓
と
い
う
名
前
が
、
李
之
藻
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
（
た
だ
し
絶
対
に
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
保
証
を
私
は
得

て
は
い
ま
せ
ん
が
）
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
李
之
藻
が
徐
光
啓
の
名
を
ヒ
ン
ト
に
思
い
つ
い
た
策
略
の
可

能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
李
之
藻
が
洗
礼
を
受
け
た
の
は1

610

年
の
こ
と
で
す
。
李
之
藻
の
洗
礼
よ

り
も
前
に
入
国
し
て
い
る
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
龍
華
民
（1597

年
来
華
）
の
名
前
の
反
切
に
暗
号
が
確
認
で
き
な

か
っ
た
の
に
対
し
、
李
之
藻
の
洗
礼
よ
り
も
後
に
入
国
し
た
テ
レ
ン
ツ
鄧
玉
函
（1621

年
来
華
）
の
名
前
の
反

切
に
暗
号
が
確
認
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
鄧
玉
函
と
い
う
名
前
の
解
読
が
そ
の
総
て
の
反
切
を
用
い
た
、
言
う

な
れ
ば
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
徐
光
啓
の
名
前
の
解
読
が
「
姑
黄
」
を
余
す
不
完
全
な
も
の
だ
っ

た
こ
と
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
同
様
な
不
完
全
さ
は
利
瑪
竇
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
彼
の
名
前
が
完
全
に
解

読
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
竇
」
＝
「
穴
」
＋
「
士
四
貝
」
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
が
不
可
欠
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ

こ
で
、
李
之
藻
の
洗
礼
よ
り
も
後
に
入
国
し
た
も
う
一
人
の
宣
教
師
の
名
前
に
つ
い
て
反
切
を
採
っ
て
調
べ
て

み
ま
し
ょ
う
。 
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ロ
ー
羅
雅
谷 

［Jacques R
ho, 1593-1638

年
、
イ
タ
リ
ア
人
、1622

年
に
来
華
］ 

 

「
羅
」
は
良
何
切
と
憐
知
切
と
郎
佐
切
、
「
雅
」
は
於
加
切
と
語
下
切
と
牛
加
切
、
「
谷
」
は
古
祿
切
と
兪
玉
切

と
盧
谷
切
。 

 

羅 

雅 

谷 

良
何
於
加
古
祿 

憐
知
語
下
兪
玉 

郎
佐
牛
加
盧
谷 

 

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
宣
教
師
の
場
合
は
「
良
何
於
加
古
祿
」
「
憐
知
語
下
兪
玉
」
「
郎
佐
牛
加
盧
谷
」
の

３
つ
と
も
、
解
読
可
能
な
の
で
す
。
現
時
点
で
は
「
良
何
於
加
古
祿
」
と
「
憐
知
語
下
兪
玉
」
に
つ
い
て
の
み

解
読
し
て
お
き
ま
す
。
「
郎
佐
牛
加
盧
谷
」
の
解
読
が
最
も
驚
嘆
さ
せ
る
も
の
な
の
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

『
封
印
を
継
承
す
る
者
た
ち
（
２
）
』
に
お
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

良
何
於
加
古
祿
に
つ
い
て 

良
何
於
加
古
祿 

↓ 
 
 

↑
↑ 

良
何
於
加
古
祿 

↓ 良
何
加
於
古
祿 

↓ 賢
人
は
何
を
古
い
記
録
に
加
え
る
の
か 

 

憐
知
語
下
兪
玉
に
つ
い
て 

憐
知
語
下
兪
玉 

↓ ↑
↑
↑
↑
↑
↑ 

憐
知
語
下
兪
玉 

↓ 玉
兪
下
語
知
憐 

↓ 玉
兪
下
語
曰
知
憐 

↓ 天
子
は
、
い
よ
い
よ
お
言
葉
を
下
す
。
憐
れ
み
を
知
れ
、
と
。 

 

「
賢
人
は
何
を
古
い
記
録
に
加
え
る
の
か
」
か
ら
は
、
石
碑
の
碑
文
全
部
が
偽
造
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
ら
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か
じ
め
記
さ
れ
て
い
た
何
ら
か
の
碑
文
に
書
き
足
す
か
た
ち
で
の
偽
造
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

「
天
子
は
、
い
よ
い
よ
お
言
葉
を
下
す
。
憐
れ
み
を
知
れ
、
と
。
」
か
ら
は
、
こ
の
石
碑
「
発
掘
」
を
契
機
に
布

教
を
盛
ん
に
し
、
最
後
に
は
皇
帝
に
ま
で
布
教
し
よ
う
、
と
い
う
魂
胆
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
実
は
以

前
に
得
て
い
た
「
責
」
の
反
切
「
緇
詵
切
」
は
、
「
緇
詵
」
＝
「
僧
侶
が
問
う
」
と
解
せ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
宣

教
師
の
漢
名
の
反
切
か
ら
「
賢
人
は
何
を
古
い
記
録
に
加
え
る
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
等
が
得
ら
れ
る
こ
と

と
符
合
し
ま
す
。
次
の
『
封
印
を
継
承
す
る
者
た
ち
（
２
）
』
で
は
、
い
よ
い
よ
石
碑
の
解
読
に
取
り
組
む
わ
け

で
す
が
、
そ
の
前
に
も
う
少
し
徐
光
啓
に
「
語
っ
て
」
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。 

   

徐 

光 

啓 

詳
余
古
曠
遣
禮 

余
計
な
こ
と
を
詳
し
く
言
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
昔
、
贈
り
物
な
ど
贈
っ
た
こ
と
は
無
い
ぞ
。 

（
あ
ば
い
て
言
い
広
め
ら
れ
る
の
を
苦
し
む
） 

 

に
お
け
る
「
詳
余
」
は
、
「
余
」
＝
「
余
計
な
こ
と
」
を
詳
し
く
述
べ
る
、
と
い
う
意
味
の
わ
け
で
す
が
、
こ
の

「
余
」
に
は
あ
と
２
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
「
余
」
は
「
ス
コ
ッ
プ
で
土
を
押
し
広
げ
る
様
＋

八
（
分
散
さ
せ
る
）
」
の
会
意
文
字
で
す
が
、
こ
の
会
意
事
態
が
、
つ
ま
り
「
土
を
掘
る
」
と
い
う
状
態
を
示
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り 

 

「
詳
余
」 

＝
「
『
余
』
を
詳
し
く
述
べ
る
」 

＝
「
『
土
を
掘
る
』
を
詳
し
く
述
べ
る
」 

=

「
発
掘
（
さ
れ
た
碑
）
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
」 

 

と
な
る
の
で
す
。 

 

ま
た
、
先
の
解
読
に
お
け
る
我
々
に
と
っ
て
の
「
余
」
は
、 

 

「
余
六
」
＝
「
余
Ｆ
」= 

「R
ose cast f

のf

」
＝Francis B

acon 
 

だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
こ
と
を
用
い
る
と 

 

詳
余
古
曠
遣
禮 

F
r
a
nc
i
s 
B
aco

n

の
こ
と
を
詳
し
く
言
う
が
、
そ
の
昔
、
贈
り
物
な
ど
贈
っ
た
こ
と
は
無
い
ぞ
。 

 

と
な
り
ま
す
。Francis B

acon

の
収
賄
事
件
は
有
名
で
す
。
彼
が
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
見

返
り
は
果
た
さ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
「
見
返
り
は
果
た
さ
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
、 

 

そ
の
昔
、
贈
り
物
な
ど
（
貰
い
は
し
た
も
の
の
）
贈
っ
た
こ
と
は
無
い
ぞ
。 

 

と
い
う
少
々
苦
し
い
弁
解
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
、
「
古
」
＝
「
そ
の
昔
」
と
い
う
語
よ
り
も
、 



60／60  封印を継承する者たち（１）－陶淵明「責子」を贋作した明末の数学者 5e 最終印刷日時：2005/01/25 午後 11 時 22 分makio harada   
 

 

以
前
に
、
贈
り
物
な
ど
（
貰
い
は
し
た
も
の
の
）
贈
っ
た
こ
と
は
無
い
ぞ
。 

 

と
い
う
近
い
過
去
の
表
現
の
方
が
適
切
に
も
思
え
ま
す
が
、
そ
れ
を
あ
え
て
「
古
」
と
し
て
は
ば
か
ら
な
い
の

は
、
要
す
る
に
こ
の
「
責
子
」
か
ら
繋
が
っ
た
暗
号
が
解
読
さ
れ
る
の
は
ど
う
せ
ず
っ
と
後
の
時
代
だ
ろ
う
、

と
李
之
藻
が
考
え
て
い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
（
以
下
、
『
封
印
を
継
承
す
る
者
た
ち
（
２
）
』
に
続
く
） 


