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最
近
五
十
年
支
那
学
界

の
回
顧

(
≡)

文
畢

こ
の
時
代
の
文
革
史
は
苗
代
の
そ
れ
程
に
は
研
究
さ
れ

て
居
な
い
｡
言
語
そ
の
も
の
1
研
究
は

S
c

haankが
先
鞭
を
つ

①

け
た
.

B
,
K
allg
ren

氏
及
び

H
･
M

asp
ero
氏
の
業
績
は
七

世
紀
頃
の
支
部
語
の
零
青
の
状
態
'
並
び
に
そ
の
後
の
進
化
の
有

様
を
明
に
し
た
L
t
叉
唐
代
に
於
け
る
文
語
と
口
語
と
の
関
係
も

調
べ
ら
れ
た
｡
併
し
乍
ら
か
の
経
畢
史
上
の
大
問
題
'
即
ち
紀
元

前
二
百
年
の
閲
に
於
て
古
い
典
籍
が
再
び
蔑
見
さ
れ
'
且
復
原
さ

れ
た
こ
と
'
並
び
に
そ
れ
に
緩
い
で
幾
多
の
註
樺
が
作
ら
れ
た
こ

と
等
の
問
題
に
至
っ
て
は
未
だ
殆
ん
ど
手
を
着
け
ら
れ

て
居

な

い
.
蓋
し
古
書
の
供
亡
は
非
常
に
短
期
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
蓬

ひ
な
い
｡
と
い
ふ
の
は
紀
元
前
三
世
紀
の
末
頃
の
著
作
家
達
は
先

人
の
書
を
未
だ
よ
-
論
っ
て
居
た
の
だ
か
ら
｡
古
書
の
侠
亡
は
､

か
の
秦
の
始
畠
の
焚
書

へ
紀
元
前
二
7
三
年
し
の
焦
'よ
-
も
寧
ろ

ア

ン

リ

･

マ

ス

内 内

藤 藤

排

戊 次

中 部

共

葦

筆
の
頚
明
が
斎
し
た
文
字
の
轡
化
に
.
よ
-
多
-
起
因
し
て
ゐ
る

㊤

様
に
思
は
れ
る
｡

古
い
文
字
は
間
も
な
-
忘
れ
ら
れ
て
了
つ
た
の

で
､
そ
の
短
い
過
渡
期
の
間
に
庫
為
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
書

物
の
全
て
は
'
や
が
て
そ
の
意
味
が
分
ら
な
-
な
っ
て
了
つ
た
の

で
あ
る
｡
且
叉
常
時
の
書
物
は
穀
れ
易
い
も
の
で
あ
っ
た
.
そ
れ

は
巾
の
狭
い
竹
筒
を
綴
-
合
は
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
各
簡
に
は

わ
づ
か

一
二
行
し
か
書
い
て
な
か
っ
た
｡
ほ
ん
の
一
寸
し
た
不
始

末
で
も
そ
れ
が
直
に
致
命
的
な
結
果
を
欝
す
こ
と
に
な

る
の
で

あ
っ
た
｡
と
い
ふ
の
は

一
度
紐
が
切
れ
て
竹
筒
が
ま

ざ
-
合

ふ

と
'
本
文
が
簡
略
で
あ
る
馬
に
そ
れ
を
塾
理
す
る
こ
と
は
頗
る
困

③

難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

け
れ
ど
も
若
干
の
書
物
'
殊
に
何
等

か
の
意
味
で
人
に
智
織
を
輿

へ
る
の
に
役
立
つ
様
な
書
物
は
た
し

か
に
,間
も
な
-
書
き
為
さ
れ
た
A
U
の
ら
し
い
O

だ
が
そ
れ
よ
り
後

54
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忙
見
出
さ
れ
た
そ
の
他
の
書
物
に
至
っ
て
は
や
っ
と
の
こ
と
で
判

讃
さ
れ
た
次
第
で
あ
っ
た
｡
漠
の
希
望
の
】
族
の
諸
王
'港
南
王
'

河
聞
三
等
は
古
い
克
本
を
蒐
集
し
た
が
､
後
に
は
彼
等
の
蔵
書
は

結
局
帝
窒
文
庫
の
中

へ
合
併
さ
れ
た
｡
紀
元
前

一
冊
紀
の
後
年
に

於
て
'最
初
は
劉
向
が
､攻
で
彼
の
死
後
そ
の
千
割
歌
が
統
裁
し
て

ゐ
た

一
つ
の
委
員
倉
が
諸
々
の
著
書
を
分
類
し
'
且
種
々
の
異
本

を
比
較
し
て
批
判
的
な
定
本
を
作
っ
た
の
は
卸
ち
こ
の
文
庫
に
於

て
ゞ
あ
っ
た
｡
現
存
す
る
古
書
の
殆
ん
ど
全
部
は
こ
の
二
人
の
単

著
の
手
を
経
て
居
る
O
現
代
支
部
の
文
献
畢
派
は
劉
款
に
封
し
て

甚
だ
苛
酷
で
あ
っ
て
'
彼
等
は
劉
款
が
そ
の
保
護
者
で
あ
る
纂
奪

者
王
葬
の
輿
鰻
上
の
改
革
を
支
持
す
る
目
的
で
多
-
の
偶
作
を
残

し
た
と
い
つ
て
歌
を
非
難
す
る
の
だ
が
'
此
見
解
は
誇
張
に
突
し

て
居
る
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
.
け
れ
ど
も
前
に
も
述
べ
た
所
の

三
世
紀
に
於
け
る

(書
経
そ
の
他
の
)
偽
作
の
こ
と
は
確
寛
で
あ

④

っ
て
'
そ
れ
等
は

P
et1io.t
氏
も
指
摘
し
た
如
-
'
そ
の
大
部
分

は
常
時
の
1
流
の
単
著
の
1
人
で
あ
っ
た
三
番
並
び
U>
其
軍
派
の

作
で
あ
る
按
に
思
は
れ
る
｡
本
文
の
刊
行
の
外
に
支
部
の
畢
者
達

は
註
樺
を
も
作
っ
た
.
だ
が
こ
の
重
要
に
し
て
'
且
開
き
研
究
に

値
す
べ
き
そ
れ
等
註
樺
の
研
究
に
至
っ
て
は

L
egg
e

が
そ
の
古

典
部
課
の
序
文
中
に
公
に
し
た
簡
略
な
記
事
を
除
S
て
総
､
前
に

述
べ
た
P

elliot
氏
の
倍
雷
樺
文

(
七
世
紀
に
陸
徳
明
が
作
っ
た

書
経
の
註
輝
)
の
製
作
に
関
す
る
研
究
以
外
に
殆
ん
ど
そ
の
こ
と

あ
る
を
聞
か
な
い
.

託①
B
.
K
artgren
.軌
tu
d
e
s
sur
la
p
hon
ologi
e
c
h山noise
(文
邦

語
琴
晋
撃
の
折
璽

)
A
rch.
d
'E.t.orien
t..
X
V

.

T

4
.

1
9
)
･5

･7

6
.
仲
裁

o

H
.
M

aspero.
L
e
d
ialecte
d
e
T
ch'ang
･n
g
an
sou
s
tes

T
'an
g
(軒

代
長
安
の
方
言
)-
B
,E
.F
.E
.
0
..
192
0.
n
.2
.

=

2
2

併
載
o

S
ur
q
u
etques
te
xtes
a
nciens
d
e
ch
in
oi
s

p
ar16

(白
話
の
古
文
欧
に
鹿
で
))
伺
上
t
t944.n
｡
4.
T
3

6,
所
載
.

㊤
M

estr
e
.

Q
u
etques
16su
ttats
d'u
n
e
com
paraiso
n
entr
e

les
caractbr
es
c
hin
o
is
m
o
d
e
rnes
et
les
s
i
ao･tchou
an

(近
代
の
支
那
の
文
字
と
小
藩
と
の
比
較
研
究
の
二
三
の
紛
果
)
～

)
9
2

㌢
③
C
h
avan
n
es.
L
es
tivres
c
h
h
ois
avant
rin
ven
tio
n
d
u

p
a
p
ie
r
(紙
の
資
明
以
前
に
於
け
る
支
那
の
書
籍
).
J,
as.

)905

併
載

｡

㊤
M
i
m
.
concern.
r
As
ie
o
rie
nt,,
lI(

1
9

)
6
)
､

)
2
3
-
)
7
7.

所
載
｡
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純
粋
の
文
革
は
極
-
最
近
始
め
て
注
意
を
惹
-
に
至

っ
た

ば

①

か
-
で
あ
る
｡
H

erv
ey
d
e
S
aint･D
enis
が
複
雑
な
作
詩
の
規
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別
を
手
短
か
に
詮
明
し
た
こ
と
が
あ
る
き
り
で
'
そ
れ
以
後
こ
の

方
面
の
問
題
に
就
て
は
何
等
の
新
研
究
も
寄
興
さ
れ
て
居
な
い
.

苗
代
の
偶
数
覇
律
(
四
､
六
字
の
詩
等
)
よ
-
'
漠
代
の
奇
数
韻
律

(
五
'
七
字
の
詩
)
へ
の
轡
蓮
の
歴
史
や
'
平
沢
の
規
則
の
屯
瀕
等

に
就
て
は
金
-
未
研
究
の
ま
1
に
な
っ
て
居
る
｡
こ
れ
ま
で
貰
現

さ
れ
て
釆
た
の
は
主
と
し
て
郡
課
の
仕
事
で
あ
っ
た
.
こ
れ
に
よ

っ
て
吾
々
は
'
各
時
代
の
詩
に
就
て
の
い
-
ら
か
の
概
念
は
得
る

こ
と
が
出
乗
る
｡
三
冊
紀
の
逸
名
の
｣
詩
人
の
名
籍

｢
孔
雀
東
南

飛
｣
は
張◎
鳳

㊤

氏
に
よ
っ
て
'
次
で

A
u
ro亡
SSeau
氏
に
よ
っ
て
課

さ
れ
'
叉
こ
の
時
代
の
大
詩
人
陶
潜
の
詩
の
各
部
及
び
散
文
の
7

④

部
は

A
n

naBernhardi夫
人
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て
居
る
｡

六
朝

④

時
代
に
蹄
し
て
は
､
W
al
ey
氏
の
著
を
見
れ
ば
簡
単
な
知
散
が
得

①

ら
れ
る
が
､
不
幸
に
し
て
そ
れ
は
随

所
明
氏
の
小
菅
を
補
ふ
に
も

㊥

足
ら
ず
､
叉

H
.
Z
m
bert
が
課
し
た
階
の
暢
帝

の
詩
を
併
せ
て
も

完
重
な
も
の
と
な
ら
な
い
憾
み
が
あ
る
.
唐
朝
の
詩
を
集
め
た
も

の
と
し
て
は
､
H
erv
ey
d
e
S
aint･D
enn
is
が
引
用
し
た
詩
の
集

録
が
結
局
今
日
で
も
筒
最
良
の
柴
を
保
っ
て
居
る
｡
併
し
'
別
に

若
干
の
大
家
'
即
ち
李
太
白
'
杜
甫
'
自
店
易
'
韓
愈
等

の
無
数

⑦

の
詩
の

中の或るものは
VonZach氏
や

Waley等
に
よ
っ

㊥

て
課
さ
れ
て
居
る
.
最
後
に
､
末
の
詩
人

に
就

て
ほ

S
ou
li6
d
e

M
oran
t
氏
の
小
集
が
あ
る
｡

証①
P
o6sie
s
d
e
r
Spo
q
u
e
des
T
'an
g
(唐
代
の
詩
).
186
2.
序

文
D

◎
破
風
'
｢
孔
雀
東
南
飛
｣､
1
九
二
四
年
｡

A
urou
sseau.
D
eux
paon

se
sont
envot6S
(孔
雀
東
南

飛
),
軌
tu
des
asia-
.

p

u
b,
a

t
.o
cc.
2
5
e

an
n
ivers
aire
.q
c
･

).f
c.
fr.
d.E
xtr.O
ri

en
t.二
.
Ⅰ
.
)
92･5二
･36.
併
戦
.

③
A
.

B
ern
h
ard
i､
T
ao
Jtian-m
in
oQ
(365･4･98
),
L
eben

u
n
d
D
ich
tung
en
(陶
淵
明
の
侍
記
と
そ
の
詩
).
M
itq.

S
em
in,
f,
or,
S
p
r.二

9
12.
併
載
o

A
,B
ernh
ard
i
et
E

.

von
Z
ach
.
T
.ao
Y
tian･m
ln

g
(
陶

淵
明

)
,

伺
上
t
t
9
)
5
.
)7
9
-
2
6
0
.

所
載
.

淵
明
は
陶
潜
の

字
で

あ
る
D

④
A
,

W
aley.
P
re･t〉ang
p

oetry
(唐
以
前
の
詩
).
B
u
ll,
of

th
e
S
ch
oot
o
f
or.
st
ud
i

es.
)
917
,

33･72.
所
載
｡

㊥
陳
軒
別
'
A

n
cien
s
po6m
es
c
h
inos
d

'auteu
rs
in
con
n
u
s

(
古
詩
蓮
9･).
)
923
.

@
H
.
tm
b

ert
.
L
'em
p
e
reur
Y

an
g･ti,
)e
S
ald
an
ap
al
e
c
h
i･

n
o
is.
P
o6sies
(支
那
の
サ
ル
ダ
ナ
パ
ー

ル
'協
帝
と
そ
の
詩

)
,

)

92
2
.

⑦

F
o
r
k
e.
A

usge
w
a
htte
G
edichte
Li

T
a
i･pos
(李
太
白
詩

選
)
､

B
J
titen
ch
山nesisc
h
el
D
J'chtung､
28
99,
併
載
｡

O
tt

o

H
a
u
ser.
L
i
T
a主-p
o
(李
太
白
)
.

1
8
9
)
,
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A
.･
B
ernh
ard….
L
i
T
.a
iTPO
一(李
太
白
),
M
itt
Sem
in.[･.

f.
or,
S
pr.I
)916.
)05-18).
所
載
o

l
〇
七
-
入
貢

に
蝕

雷

の
詩
の
文
献
日
録
を
附
す
.

E
.

von
Z
ach
,
G
ed
ichte
von
T
u
F
u

(杜
常
の
詩
)､
0
,･

Z
..
1920-2).
丁
9.
併
載
o

L
.W

oitsch
.
A
u
s
d
e

n
G
edichten
P
o

Chd･is
(日
展
易

詩
選
)
.

)

90
8
.

A
.
W

al
ey,
P
oem
s
by
P
o
C
h
dL
(日
伊
易
).

B
ul
r

S
ch
oot
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ol.
Stud..
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58J
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併
載
o

F
urth
er

p

oem
s
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P
o
C
hB
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伺
上
t
t
9)8
.96It12.
所
載
.
A

h

und
red
and
scventy
p
o
e
m
s.
2n
d
p
art.
(自
屠
易
の
詩
六

十
籍
を
そ
の
巾
に
含
む
)

A
ulOu
SSeau･H
an
Y
u
(韓
愈

),
B
u
u
･
assoc･
叩
mi
C･
fran
･

C?
ch
in,.
)910.
60-56.
所
載
o

W
atters
.
T
he
life
an
d
the
w
orks
of
H

am
Y
d
(韓

愈
),
J,
C
h
,
B
r,I
)87
7
7
2
.

)65･
)8
).
所
載
O

㊥
S
ou
li6
d
e
M
orant.
Fto

ri

l

tge
des
poかm
es
d

es
Song

(宋
人
の
詩
集

),
192
1,.

宗

教

こ
の
時
代
は
宗
教
的
見
地
よ
-
す
れ
ば
甚
だ
重
要
な
時

代
で
あ
る
｡
即
ち
'

1
方
で
は
統

1
帝
国
と
い
ふ
全
然
新
し
い
敢

倉
的
還
境
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
苗
代
の
宗
教

は

そ

の
形

を
撃

へ
て
行
き
'
他
方
係
数
が
新
し
い
理
想
を
務

へ
て
印
度
か
ら

入
っ
て
凍
て
そ
の
根
を
は
-
始
め
'
同
時
に
新
宗
教
で
あ
る
道
教

も
次
第
に
形
成
さ
れ
て
行
-
と
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
P
だ
が
今
の

と
こ
ろ
で
は
不
幸
に
し
て
細
部
の
或
る
鮎
が
い
-
ら
か
調
べ
ら
れ

た
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
状
態
で
あ
る
.
団
歌
の
歴
史
も
未
だ
管
で)

着
手
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
だ
が
'
攻
の
様
な
関
宿
は
た
し
か
に

興
味
あ
る
研
究
題
目
で
あ
ら
う
.
朝
ち

)
方
に
於
て
は
'
歴
代
の

畢
者
達
が
'
苗
代
の
輿
鰻
の
書
の
至
る
所
に
不
完
全
に
散
見
す
す

古
い
儀
式
を
復
興
L
や
う
と
絶
え
ず
努
力
し
て
雅
た
･こ
と
'
並
び

に
保
守
派
と
改
革
沢
の
両
沢
が
'
共
に

｢
満
統
｣
の
名
に
於
て
歴

々
互
に
激
し
-
寄
っ
た
こ
と
-
或
る
特
殊
な
祭
の
歴
史
'
即
ち
､

①c
h
avannes
が
述
べ
て
居
る
束
岳
の
祭
の
歴
史
な
ど
は
そ
の
好

例
で
あ
る
I
t
他
方
'
漠
代
に
於
て
は
儒
教
を
探
印
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
'
茸
際
の
典
鯉
の
上
に
'
倫
理
拳
や
乃
至
は
幼
稚
な
る
合

理
的
形
而
上
畢
(
之
は
易
経
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
)
を
積

み
重
ね
や
う
と
い
ふ
様
な
'
叉
ず
つ
と
降
っ
て
末
代
に
於
て
は
史

に
よ
-
進
歩
し
た
形
而
上
拳
を
創
-
上
げ
や
う
と
い
ふ
風
な
哲
率

的
な
努
力
が
な
さ
れ
た
こ
と
等
の
諸
問
題
が
あ
る
｡
之
が
史
料
の

㊤

1
部
は
'
･典
組
と
儀
式
に
関
し
て
は

.D
e
G
ro.t
が
'
教
義
に

@

.

I

:
二

.
･@

関
す
る
も
の
は

P
.
W

iegerが
蒐
集
L
で
居
る
O

更
に
叉
､
F
.r･

③

k
e
氏
の
露
し
た
王
充
の
論
街
及
び
雀
笈
の
政
論
の
断
片
を

K
u･

hn
が
都
辞
し
た
も
の
-
甚
だ
拙
劣
な
課
だ
が
I
を
見
れ
ば
､
後

5T
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漠
時
代
の
畢
著
聞
に
存
し
た
支
部
思
想
の
或
る
株
式
を
定
め
る
こ

と
が
出
乗
る
｡
か
1
る
立
場
よ
-
し
て
最
も
よ
-
研
究
さ
れ
て
居

る
の
は
'
犬
の

1
群
の
曹
聾
者
'
五
子
に
放
て
で
あ
っ
て
'
彼
等

は
十

1
.
二
世
紀
の
頃
に
於
て
'

7
つ
の
哲
畢
鰭
系
を
'
特
に
其

競
軍
相
手
で
あ
る
悌
教
や
道
教
の
鰭
系
と
此
眉
し
得
る
枝
な
､
筋

の
通
っ
た

7
つ
の
形
而
上
拳
を
古
典
の
中
か
ら
抽
出
す
+(
-
努
力

し
た
の
で
あ
っ
た
｡
彼
等
の
著
述
の
中
'
最
も
重
要
な
も
の
は
巳

に
課
さ
れ
て
居
る
｡
即
ち
そ
の
畢
派
の
創
始
者
'
周
数
瞬
の
二
つ

④

の
著
'
通
番
と
太
極
図
説
と
は
夫
々
G
r
ube
と

G
ab
elent2;
と

①

の
立
派
な
諸
が
あ
-
､
彼
の
弟
子
張
我
の
西
銘
は

C
.

deHartez

①

が
鐸
し
て
居
る
｡
朱
嘉
の
侍
記
と
思
想
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は

P
.
L
e
G
邑

並
び

①

に
東
近

R
6
1
,
B
ru
ce
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
.
之
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反
し
て
彼
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⑦
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反
封
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重
安
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t
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a
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染
啓
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あ
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拘
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未
だ
に
よ
-
織
ら
れ
て
居
な
い
.

証6
)C
havann
es.
L
e
T
.ai･chan
(泰
山

).)9)0,M
us6e
G
u
iI

m
et.
B
ib
lio
th
,
d
.6tu
d
es.
t,
X
,
併
載
o

㊤
D
e
G
ro
o
t.
R
eligi
o
u
s
syste
m

o
f
C
hin
a.
)882･4907.

P

,
W

ieger.
H
]tstori
e
des
croyances
relig
;eu
ses
-
(宗
教

信
仰
史

-)

,

前
出
｡

e
)A
.
F
o
rke

l
L
un-h
ens
(
鈴
街
)､

M
ぎ

Snm
in,
cr･
Sp
r･,

tX
･X
.
)906･0
7
.
併
載
.

F
r･
K
uh
n
,
D
as
D
sch
6n
g
L
un

d
s
T
su
i
S
c
h
i)
ek
e

kon
fu
Zian
isch
e
R
echtfertigu
n
g
d
er
D
jktatur
aus
de
r

H
an
･Z
e
it

(
鹿
足
の
政
論
'
津
代
の
錆
政
者
の
儒
教
的
正
統
化
).

A
b
h
,
k
,
Preuss,
A
k
.
W
iss..
)
9
)4.
併
載
O

④
W

,
G
lube.
E
3n
B
e;trag
zLU

K
enn
tn;ss
d
er
c
h
in
esi･

′ヽ

′_

seh
en
P
h
iJosop
h
J+e
:
T
'
un
g
･gu
d
e
s
C

eu･ts1.
mi

t
C
u･

h
is
C
o
m
m
en
tar
e
n
ac
h
d
e
m
S
ing･ti
ts
in
g･i
(支
那
哲
撃

の
智
識
に
踊
す
る
一
研
究
'
周
子
の
通
事
'
並
び
に
性
理
精
義
に
よ

る
朱
薫
の
託
稗
).
)8
80
et
t8
8
)
.

G
,
von
d
er
G
ab
eten
tZ.
Th
a
i･k
ih
･th
u
.
d
es
T
sch
eu
･

Is'i-T
a
fel
d
es
U
rplin
Z
】p
eS
m
i-
T
sch
u
･H
is
C
o
m
m
en
･

J

tare
n
ach
d
e
m
H
oh
･pih
-sin
g
L
i
(周
子
の
板
本
原
理
の
固
'

辞

大
曲
固
並
び
に
合
壁
性
理
に
よ
る
免
責
の
託
粋
).
)876,

l

@
C
.
d
e
H
arleZ.
L
e
S
T
m
in
g
,
trait6
p
h
ito
so
ph
iq
u
e
d
e

T
c
h
angItze
(張
子
の
哲
撃
静
'
西
銘
).
A
ctes
V
tIle
C
on
g
･

rbs
in
te
rn･
.riept･,
IV
,
)889
,
83･52,
併
載
O

◎
P
.
S
t,
L
e
G
att,
L
e
philo
S0P
h

e
T
c
ho
u
H
i.
sa
d
畠
ri･

ne
.
son
in
f-u
ence
(曹
単
著
発
案
と
そ
の
撃
汝
'
そ
の
彰
替
).

･V
ar
.
Sin..n｡6二
894.
併
載
o

･R
ev
L
,
B
ruce.
A
n
in
tro
d
uction
to
th
e
philosophy

o
f
C
h
u
H
s
〓
先
考

an
d
th
e
S
u
n
g

sch
oo-

(宋
寧
派

).

)
920,
及
び

T
h
e
p
hilosoph
y
of
h
u
m
aTt
N
atu
re
by

Chu
H
･si.
1

922,

⑦

Ivan
ov.
V

ane
A
n
由

へ
重
安
石
).
P

ubL,
F
act
i
.
o
r.



371

U

n
iv
･
S
a
in
T
P6

t

ersb
ou
rg
)
n
｡
29
,

】
9

09･

染
啓
超
'
王
荊
公
侍

∩重
安
石
の
侍
記
∪'

一
九

〇九
年
､
飲
水
萎
黄

昏
'
第
四
揮
'
史
停
今
義
仲
載
｡

K
opS
Ch
.
W
a
n
g

A
n
Ish
ih
(重
安
石
)

.

t

h
e
ln
n
o
vato
r,

C
h
,
R
e
v
.

L
T12
9･83,
7i
･80
.

所
載
｡
並

び
に

R
ev,
I,
Headla
nd
.

T
h
e
E
d
w
ard
B
etlam
y
o
f
C
h
in
a.

o
r
th
e
p
31iti
c
al

c
o
n
d
J'tion
of
the

M
id
d
le
S
u
n
g
(宋
中

期
),
同

上
t
X
X

V
.

2
05
-
2
1

8
.2
5

9･
2
6

4

所
載

t
等
参

肴
O

基
督
紀
元
の
頃
'
印
度
の
〓
示
教
な
る
悌
教
が
支
部
に
粛
さ
れ

た
｡
共
布
教
師
等
が
最
初
に
支
部
に
釆
た
正
確
な
年
月
は
分
ら
な

い
｡
と
い
ふ
の
は
'紀
元
後
六
十

7
年
若
-
は
六
十
四
年
に
天
子
が

或
る
嚢
夢
を
見
て
'
其
後
に
彼
等
が
や
っ
て
釆
た
の
増
と
い
ふ
正

①

①

史
の
記
事
は
t
H
･M
asp
ero
氏
及
び
最
近
に
は
常
盤
氏
民
t
F
o
r･

ke
民
が
指
摘
し
た
如
-
､

7
つ
の
侍
詮
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

◎

る
O
F
.
rk
e

氏
は
中
央
遷
細
並
を
経
て
侍
は
つ
た
悌
敦
偉
播
の
跡

を
辿
っ
て
'
支
部
へ
の
俸
乗
を
も
う

7
惟
紀
隼
古
い
所
へ
持
っ
て

③

行
け
る
と
考
へ
た
が
'
之
は
誤
で
あ
る
｡
C
havannes
は
略
基
督

紀
元
迄
し
か
潮
-
待
な
い
と
言
ひ
出
し
た
が
'
此
方
が
よ
り
本
営

ら
し
い
〇
二
捗
紀
の
路
頃
に
至
っ
て
こ
の
新
宗
教
は
隆
盛
の
域
に

④

達
し
'
帝
国
の
中
に
は
幾
つ
か
の
教
園
が
散
在
し
て
居
た
L
t
経

典
も
胡
課
さ
れ
て
居
た
｡
そ
の
中
の
1
つ
は
'
支
部
で
編
纂
さ
れ

た
最
古
の
悌
教
の
諭
'
即
ち
｢
四
十
二
章
経
｣
と
し
て
知
ら
れ

て居

る
｡
有
能
な
る
聾
者
の
信
者
'
牟
子
が
小
論
を
著
し
た
の
は
こ
の

頃
か
或
は
も
う
少
し
後
の
こ
と
で
あ
る
O
之
は
元
来
相
常
有
名
な

◎

書
物
な
の
だ
が
t
P
ellio
t
が
覇
鐸
し
て
註
輝
を
つ
け
た
の
で
1

⑦

骨
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
o
P
ark
er
は
紀
元
後
四
百
年
間

に
於

け
る
､
支
部
内
地
の
悌
教
寺
院
'
及
び
そ
の
西
方
沸
教
園
と
の
開

床
に
就
い
て
の
興
味
あ
る
'
頗
る
明
細
な
表
を
作
っ
て
居
る
0
扱

支
那
の
修
道
者
達
は
'
間
も
な
-
印
度
人
の
布
教
師
が
来
る
の
を

待
っ
て
居
る
こ
と
に
満
足
的
釆
な
-
な
り
､
所
謂

｢
西
方
求
法
｣

に
巾
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
o
最
も
有
名
な
の
は
改
新

〇
二
九
九

-
四

I
田
)'
玄
英

(
六
二
九
-
六
四
五
)
'
義
浮
(
六
七
1
-

六
九

五
)
等
で
'
い
づ
れ
も
浩
潜
な
る
紀
行
を
遺
し
て
居
る
｡
こ
れ
等

①

㊥

の
手
記
は
夫
々
A
b
e
l
R
6
m
u
sat,
S
tan
ista
s
Ju
lien
及
び

C
h
a･

vannes
に
よ
っ
て
課
さ
れ
'宴
に
色
ん
な
単
著
に
よ
っ
て
研
究
さ

㊥

れ
､
且
註
樺
を
施
さ
れ
て
居
る
｡

C

havannesは
彼
等
の
偉
記

の
多
数
を
研
謬
し
た
が
'
別
に
彼
は
'
西
方
か
ら
支
那
に
侍
は
つ

た
侍
詮
の
多
-
の
要
素
は
彼
等
が
欝
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

⑩

し
た
｡
か
く
て
次
々
に
翻
謬
さ
れ
た
文
献
は
非
常
な
数
に
上
っ
て

⑪

居
る
.

南
保
氏
の
大
蔵
日
録
を
換
す
れ
ば
そ
の
間
の
有
様
が
分
る

㊥

で
あ
ら
う
じ

叉

柿

崎
氏
は
漢
文
'
発
受
バ
ー
タ
ー
文
の
文
激
を
引
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き
合
は
し
て
謝
べ
た
が
'
そ
れ
に
よ
る
と
少
-
と
も
経
典
に
紺
す

る
限
り
で
は
､
支
部
の
蔵
匿
は
そ
の
盟
富
さ
に
於
て
印
度
や
西
蔵

の
も
の
に
決
し
て
劣
ら
な
い
こ
と
が
分
る
｡
両
も
侠
亡
し
た
多
-

の
文
献
が
あ
っ
た
わ
け
で
､
そ
れ
等
は
昔
の
目
録
に
よ
っ
て
知
る

⑯

外
は
な
い
O
之
が
研
究
は
数
年
前

P
rabodh
B
agch
i
に
よ
っ
て

そ
の
緒
を
開
か
れ
た
ば
か
-
で
あ
る
｡
叉

一
方
'
支
部
併
敦
の
内

面
的
歴
史
及
び
若
干
の
特
殊
な
宗
派
に
関
し
て
も
多
-
の
研
究
が

⑭

あ
る
.

即
ち
N
oe

tP6ri.の鬼
子
母
紳
信
仰
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び
｢
葦
駄
天
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に

⑯
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す
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研
究
t
C
havan
n
es
及
び

S
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L
6
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i
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⑯
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サ
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貢
献
し
た
沸
教
研
究
の
全
て
を
こ
1
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上
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殆
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佐
々
未
月
樵
,
支
那
浄
土
教
史
二

九

≡

年
b

J

楠
端
超
､
二
乗
叢
書
､

1
九

1
三
年
o

松
本
文
三
郎
'
赫
柴
浄
土
論
'

t
九
〇
四
年
.

矢
吹
慶
輝
'
阿
禰
陀
傍
の
研
究
t

t
九

二

年
t
等
O

最
初
の
悌
敷
布
教
師
等
は
､
悌
教
の
中
に
は
自
分
等
と
同
じ
思

想
が
あ
る
と
誤
信
し
た

】
群
の
道
家
の
人
々
の
問
に
於
て
好
遇
を

受
け
た
ら
し
く
'
そ
.の
経
典
部
課
に
富
つ
て
道
家
の
用
語
を
頻
に

借
り
て
居
る
.
誤
っ
て
生
じ
た
こ
の
絶
い
関
係
は
'
併
し
間
も
な

-
絶
え
て
了
つ
た
.
け
れ
ど
も
JJ
の
関
係
は
こ
れ
等
道
家
の
人
々

の
間
に
甚
だ
強
い
沸
教
的
影
響
を
遺
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
紀
元

二
世
紀
に
'

1
つ
の
更
新
せ
る
道
教
と
も
い
ふ
+(
き
も
の
'
即
ち

純
粋
に
道
教
的
な
観
念
や
宗
蔭
に
悌
教
か
ら
出
て
居
る
観
念
や
宗

薩
が
入
-
交
っ
て
居
る
所
の
新
道
教
を
生
ぜ
し
む
る
に
至
っ
て
居

る
｡
数

々
の

所産と
共
に
今
日
迄
存
続
し
て
居
る
こ
の
道
教
の
起

①

瀕
を
ば

lmbaut?H
uart及
び

D
e
G
IOO
t
は
研
究
し
た
L
t

㊥

漠
代
よ
h
二
九
代
に
至
る
'
こ
の
宗
教
の
進
化
の
長
い
経
緯
は
妻

木

氏
に
よ
っ
て
簡
略
に
跡
づ
け
ら
れ
は
し
た
が
'
結
局
そ
の
歴
史
は

未
だ
よ
-
放
ら
れ
て
居
る
と
些
首
へ
な
い
.
蓋
し
道
教
の
研
究
は

次
の
様
な
事
情
の
雷
に
大
に
遅
れ
て
居
た
の
で
あ
る
.
そ
の
事
情

③

と
は

一
つ
に
は
か
の
浩
帝
な
る
道
教
の
経
典
は

1
P
,W
ieger
は

之
が
日
録
を
作
っ
て
居
る
1
最
近
や
つ
と
再
び
版
に
な
っ
た
ば
か

少
で
あ
を
こ
と

へ
こ
抄
前
の
和
行
は

i
五
C
)六
1
一
五
二

1
年
で

あ
る
)
'
叉

一
つ
に
は
道
教
の
著
書
は
概
し
て
そ
の
年
代
が
は
つ
を

-
し
て
居
な
い
こ
と
是
で
あ
る
O
唯
道
家
と
俳
教
徒
と
の
長
い
間

の
論
争
に
関
す
る
細
い
研
究
は
い
-
ら
か
さ
れ
て
居
る
.
そ
の
中

で
最
も
重
大
な
論
争
'
即
ち
悌
陀
と
老
子
と
の
関
係
に
裁
て
の
論

争
を
ば
'
道
教
の
慣
経
で
あ
る
化
胡
経
1
こ
の
書
で
は
老
子
を
印

度
迄
連
れ
て
行
っ
て
'
老
子
が
俳
陀
の
師
で
あ
る
こ
と
に
し
て
居

④

る
-
に
基
い
て
P
elliot
が
研
究
し
て
居
る
.
こ
の
経
は
数
同
政

府
に
禁
止
さ
れ
て
'
今
日
で
は
供
亡
し
て
了
つ
た
が
'
そ
の
中
の

数
寄
は
敏
燈
で
牽
見
さ
れ
た
.
教
義
と
宗
鰻
に
関
す
る
も
の
は
殆

ん
ど
無
い
し
､
根
本
的
な
書
物
も
何
等
研
究
さ
れ
て
居
な
い
.
哩

飴
-
重
要
で
な
い
若
干
の
小
菅
が
'
そ
れ
も
甚
だ
拙
-
課
さ
れ
て

①

居
る
の
み
で
あ
る
｡

｢
投
龍
簡
｣

な
る
特
殊
な
儀
式
に
関
し
て
は

㊨Chavannesの
論
文
が
あ
る
O

神
話
拳
と
宵
像
単
と
は
比
較
的
よ

⑦

-
詞
'(
ら
れ
て
居
-
t
E
d
kins
と

H
ubelt
M
ueller
と
の
二

つ
の
論
文
は
'
い
は
ゞ
こ
の
非
常
に
複
雑
な
パ
ン
テ
オ
ン
に
入
る

道
順
を

ホ
す
も
の
と
言
へ
や
う
0

倍
こ
の
他
'
戦
の
紳
'
文
革
の

◎

紳
'
八
沖
等
の
重
要
な
面
々
に
就
て
の
研
究
が
あ
る
｡

こ
れ
等
の
宗
教
と
支
部
の
国
教
と
の
関
係
'
即
ち
迫
害
乃
妻
融

㊥

合
の
有
様
は

D

e
G
roo
t
に
よ
っ
て
飯
逃
さ
れ
て
居
る
O
彼
は
支
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