
長
崎
の
聖
堂
と
孔
子
廟

日
中
の
近
世
と
近
代

岡

本

隆

司

は

じ

め

に

長
崎
市
の
大
浦
町
に
孔
子
廟
が
あ
る
︒
現
在
︑
中
国
歴
代
博
物
館
と
し
て

観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
も
な
っ
て
い
る
こ
の
孔
子
廟
は
︑
十
指
に
余
る
日
本
現
存

の
文
廟
の
う
ち
︑
唯
一
中
国
の
人
々
が
建
て
た
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
り
︑

か
つ
め
ず
ら
し
い
存
在
で
あ
る①
︒

日
本
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
そ
の
来
歴
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
︑
世
界
で
も
希

少
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
希
少
さ
の
ゆ
え
ん
も
ふ
く
め
︑

そ
の
孔
子
廟
設
立
の
く
わ
し
い
経
緯
は
︑
い
ま
に
い
た
る
ま
で
︑
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
︒
ま
っ
た
く
史
料
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

本
稿
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
復
原
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
︒
史
料
欠
落
と
い

う
条
件
・
情
況
は
︑
当
面
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
け
れ
ど
︑
先
行
研
究
と
は

少
し
異
な
っ
た
視
点
か
ら
み
る
こ
と
で
︑
こ
の
孔
子
廟
建
設
に
い
た
る
史
実

経
過
と
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
︑
若
干
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
︒

①

日
本
現
存
と
い
っ
て
も
︑
琉
球
久
米
村
に
あ
っ
た
孔
子
廟
︑
す
な
わ
ち
現
在
の

久
米
至
聖
廟
は
︑
や
は
り
別
途
︑
琉
球
史
の
軌
道
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
さ

し
あ
た
り
︑
伊
藤
陽
寿
﹁
久
米
村
孔
子
廟
創
建
の
歴
史
的
意
義

十
七
世
紀
後

半
の
政
治
的
視
点
か
ら
﹂
﹃
沖
縄
文
化
研
究
﹄
第
三
六
号
︑
二
〇
一
〇
年
︑
鎌
田

出
・
伊
藤
陽
寿
﹁
孔
子
廟
か
ら
み
る
〝
近
世
〟
琉
球
﹂
﹃
至
誠
館
大
学
研
究
紀
要
﹄

第
四
号
︑
二
〇
一
七
年
を
参
照
︒

一

﹁
近
世
﹂
の
長
崎
と
聖
堂
︑
そ
し
て
唐
人

長
崎
は
い
う
ま
で
も
な
く
︑
﹁
鎖
国
﹂
日
本
が
海
外
に
開
い
て
い
た
数
少

な
い
窓
口
で
あ
り
︑
中
国
・
西
洋
に
対
す
る
唯
一
の
門
戸
だ
っ
た
︒
そ
の
徳

川
時
代
は
︑
現
代
日
本
の
社
会
構
成
を
つ
く
り
あ
げ
た
時
代
で
あ
り
︑
そ
の

出
発
点
に
中
国
と
の
貿
易
が
存
在
す
る
︒

そ
う
し
た
﹁
近
世
﹂
日
本
で
︑
普
及
し
た
の
が
儒
学
で
あ
る
︒
こ
れ
は
対
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中
貿
易
の
量
的
衰
退
と
は
あ
た
か
も
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
︑
民
間
に
ま

で
拡
大
︑
浸
透
し
て
ゆ
く
趨
勢
に
あ
っ
た
︒
幕
府
・
各
藩
に
学
問
所
・
藩
校

が
設
け
ら
れ
た
ば
か
り
か
︑
寺
子
屋
の
初
等
教
育
で
も
経
書
が
用
い
ら
れ
る
︒

儒
学
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
︑
孔
子
を
祀
る
文
廟
が
各
地
で
造
ら
れ
る
の

も
︑
自
然
な
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
︒
湯
島
聖
堂
を
は
じ
め
︑
日
本
で
は
多
く

の
場
合
︑
文
廟
を
﹁
聖
堂
﹂
と
称
す
る
︒
長
崎
で
も
中
島
聖
堂
が
建
て
ら
れ

て
お
り
︑
﹁
近
世
﹂
日
本
の
全
般
的
な
趨
勢
の
例
に
漏
れ
な
か
っ
た
︒
し
か

し
長
崎
は
︑
当
時
国
内
で
唯
一
︑
﹁
唐
人
﹂
の
暮
ら
し
て
い
た
地
で
あ
る
︒

そ
こ
が
ほ
か
と
は
截
然
と
異
な
っ
て
い
た
︒
な
お
本
稿
は
﹁
近
世
﹂
で
は
唐

人
と
い
い
︑
﹁
近
代
﹂
で
は
華
僑
と
称
す
る
︒

﹁
近
世
﹂
日
本
は
も
ち
ろ
ん
︑
﹁
鎖
国
﹂
の
時
代
で
あ
る
︒
長
崎
に
唐
人

の
社
会
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
こ
は
た
と
え
ば
︑
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
と

ち
が
い
は
な
い
︒
居
住
に
大
き
な
規
制
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
長
崎
の
唐

人
た
ち
は
一
六
八
九
年
︵
元
禄
二
年
︶
以
後
︑
唐
人
屋
敷
に
隔
離
さ
れ
て
い

た
︑
と
い
っ
て
よ
い
︒
し
か
し
な
が
ら
オ
ラ
ン
ダ
人
と
ち
が
っ
て
︑
貿
易
の

盛
ん
な
元
禄
初
年
に
は
︑
の
べ
九
千
人
も
来
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
︑
大
き
な

社
会
だ
か
ら
︑
完
全
な
遮
断
隔
離
は
無
理
で
あ
る
︒
ま
た
す
で
に
﹁
投
化
﹂

し
て
在
地
社
会
に
根
づ
い
た
人
々
も
い
た
︒
渡
来
し
た
唐
人
た
ち
が
ま
っ
た

く
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
︑
不
自
由
な
行
動
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
︑

そ
う
で
も
な
い
︒

長
崎
の
唐
人
社
会
は
主
と
し
て
︑
福
建
省
の
福
州
︑
お
よ
び
漳
州
・
泉
州

を
出
身
と
す
る
グ
ル
ー
プ
︑
さ
ら
に
江
蘇
・
浙
江
な
ど
の
出
身
者
か
ら
成
り

立
っ
て
い
た
︒
各
々
の
ち
に
﹁
幇
﹂
と
通
称
す
る
も
の
で
あ
る
︒
か
れ
ら
は

唐
人
屋
敷
に
隔
離
さ
れ
る
以
前
か
ら
︑
崇
福
寺
や
興
福
寺
な
ど
の
菩
提
寺
を

営
ん
だ
︒
そ
こ
で
は
︑
か
れ
ら
が
故
郷
に
い
た
と
き
か
ら
信
仰
す
る
媽
祖
な

ど
の
併
祀
も
お
こ
な
わ
れ
︑
同
郷
の
人
々
が
結
集
す
る
核
の
よ
う
な
役
割
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
ギ
ル
ド
的
﹂
な
機
能
も
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る①
︒

そ
し
て
中
島
聖
堂
は
︑
そ
こ
か
ら
あ
ま
り
隔
た
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
︒

こ
の
聖
堂
は
正
保
四
年
︵
一
六
四
七
︶
の
創
設
︑
林
羅
山
邸
に
つ
ぐ
日
本
第

二
の
文
廟
で
︑
肥
前
の
儒
者
に
し
て
著
名
な
本
草
学
者
の
向
井
元
升
が
建
て

た
も
の
で
あ
る
︒

文
廟
が
あ
れ
ば
︑
学
校
も
あ
る
の
が
原
則
で
あ
る
︒
中
国
は
い
わ
ず
も
が

な
︑
日
本
の
湯
島
聖
堂
も
昌
平
坂
学
問
所
と
不
可
分
だ
っ
た
し
︑
規
模
こ
そ

違
え
ど
も
︑
事
情
は
長
崎
も
か
わ
ら
な
い
︒
向
井
元
升
は
は
じ
め
︑
東
上
町

に
学
舎
と
併
せ
て
文
廟
を
建
設
し
︑
立
山
書
院
と
称
し
て
い
た
︒
お
よ
そ
十

年
後
︑
か
れ
が
京
都
に
移
っ
た
た
め
︑
立
山
書
院
は
中
絶
の
や
む
な
き
に
い

た
る
︒
け
れ
ど
も
廷
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
に
長
崎
奉
行
が
再
興
︑
そ
の
四

年
後
に
向
井
元
成
の
長
崎
帰
来
を
う
け
︑
か
れ
を
書
院
に
迎
え
︑
書
物
改
役

に
も
任
じ
た
︒
元
成
は
元
升
の
第
三
子
で
あ
る
︒

か
れ
は
正
徳
元
年
︵
一
七
一
一
︶
八
月
二
十
七
日
︑
伊
勢
町
旧
鋳
銭
所
跡
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に
土
地
を
下
賜
さ
れ
て
︑
書
院
を
移
転
新
築
し
た
︒
こ
の
と
き
立
山
書
院
を

長
崎
聖
堂
と
改
名
し
た
の
で
あ
り
︑
中
島
川
河
畔
に
あ
っ
た
の
で
︑
中
島
聖

堂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
︒
以
後
︑
聖
堂
祭
酒
と
書
物
改
役
は
︑
向
井
家

の
世
襲
と
な
っ
た②
︒

長
崎
の
中
島
聖
堂
は
こ
う
し
て
︑
日
本
全
国
に
普
及
し
た
儒
学
の
教
授
機

関
と
な
っ
た
︒
聖
堂
内
の
明
倫
堂
で
お
こ
な
わ
れ
た
教
育
も
︑
そ
の
あ
り
よ

う
が
く
わ
し
く
わ
か
っ
て
い
る③
︒
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒
聖
堂
で
は
享
保

元
年
︵
一
七
一
七
︶
か
ら
唐
音
勧
学
会
が
は
じ
ま
り④
︑
長
崎
と
い
う
地
の
利

を
生
か
し
て
︑
﹁
唐
語
﹂
教
育
の
拠
点
に
も
な
っ
て
い
っ
た
︒
﹁
唐
語
﹂
の
習

得
は
︑
荻
生
徂
徠
ら
が
と
な
え
た
よ
う
に
儒
学
の
究
明
に
重
要
だ
っ
た
の
み

な
ら
ず
︑
中
国
の
白
話
小
説
な
ど
に
範
を
と
っ
た
文
藝
の
盛
行
に
も
大
き
な

意
味
を
も
っ
て
い
た
か
ら
︑
中
島
聖
堂
の
影
響
は
︑
長
崎
ば
か
り
に
と
ど
ま

ら
な
い
︒

も
っ
と
も
以
上
は
︑
日
本
国
内
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
︑
従
前
か
ら
少
な

か
ら
ず
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
見
落
と
せ
な
い
の

は
︑
中
島
聖
堂
が
同
時
に
︑
在
留
・
来
訪
の
唐
人
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え

て
い
た
︑
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
﹁
投
化
﹂
し
た
在
留
唐
人
の
子

孫
た
る
唐
通
事
を
介
し
て
︑
﹁
唐
語
﹂
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑

聖
堂
と
唐
人
と
の
関
係
も
︑
決
し
て
薄
く
は
な
か
っ
た
︒

聖
堂
移
転
の
翌
年
︑
正
徳
二
年
︵
一
七
一
二
︶
の
﹁
釋
菜
﹂
儀
礼
を
挙
行

す
る
に
あ
た
り
︑
﹁
在
留
唐
人
等
拝
礼
出
願
に
及
ん
だ
の
で
︑
長
崎
奉
行
は

之
を
許
可
し
た⑤
﹂
と
い
う
︒
﹁
釋
菜
﹂
は
孔
子
お
よ
び
儒
教
の
先
哲
を
祀
る

儀
式
の
こ
と
︑
文
廟
の
代
表
的
な
祭
祀
で
あ
る
︒
厳
密
に
は
異
な
る
﹁
釋

奠
﹂
も
︑
こ
の
場
合
は
分
け
ず
に
考
え
て
よ
い
︒
﹁
春
秋
二
仲
﹂
つ
ま
り
二

月
・
八
月
の
﹁
上
丁
﹂
つ
ま
り
上
旬
の
﹁
丁
﹂
の
日
に
挙
行
す
る
習
わ
し
だ

っ
た⑥
︒

そ
し
て
﹁
爾
来
毎
年
釋
菜
毎
に
在
館
唐
人
等
全
部
参
拝
︑
三
跪
膝
九
叩
頭

の
礼
を
行
つ
た⑦
﹂
と
い
い
︑
ま
た
元
文
元
年
︵
一
七
三
六
︶
に
は
﹁
杭
州
の

儒
者
沈
燮マ

マ

庵
の
指
導
で
﹁
釋
菜
奠
﹂
を
行
っ
た
︒
以
後
︑
二
月
二
十
一
日
を

例
祭
と
定
め
︑
唐
人
屋
敷
か
ら
入
港
唐
船
の
﹂
唐
人
た
ち
も
参
列
し
て
︑
拜

式
を
行
事
化
し
た⑧
と
い
う
︒
つ
ま
り
中
島
聖
堂
で
毎
年
お
こ
な
わ
れ
た
﹁
釋

菜
﹂
儀
礼
に
は
︑
長
崎
に
居
留
す
る
主
だ
っ
た
唐
人
が
参
列
し
た
︒
そ
の
た

め
聖
堂
の
修
繕
や
維
持
︑
あ
る
い
は
神
位
や
祭
器
な
ど
の
設
備
も
︑
し
ば
し

ば
唐
船
・
唐
人
か
ら
の
寄
付
を
仰
い
で
い
る
︒

さ
ら
に
た
と
え
ば
︑
天
保
十
三
年
︵
一
八
四
二
︶
に
は
︑
﹁
在
留
唐
船
主

の
願
に
依
り
﹂
︑
聖
堂
内
に
孔
子
の
祖
先
を
祀
る
崇
聖
祠
が
建
設
さ
れ
︑
同

年
十
二
月
に
落
成
し
た
︒
弘
化
二
年
︵
一
八
四
四
︶
秋
の
釋
菜
か
ら
は
︑
そ

こ
で
﹁
同
一
儀
﹂
の
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
い
る⑨
︒
聖
堂
は
江
戸
時
代
を
通
じ
︑

唐
人
に
も
関
わ
り
の
深
い
施
設
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
中
国
伝
来
の
儒
教
の
文
廟
︑
そ
の
祭
祀
な
の
で
︑
唐
人
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が
参
拝
す
る
の
も
あ
た
り
ま
え
︑
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
本
国
大
陸
で
は

科
挙
の
受
験
を
志
す
士
子
︑
あ
る
い
は
合
格
を
果
た
し
た
士
大
夫
で
な
い
か

ぎ
り
︑
文
廟
に
参
詣
す
る
機
会
や
習
慣
は
︑
ま
ず
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

長
崎
に
や
っ
て
き
た
人
々
は
︑
そ
も
そ
も
貿
易
商
と
そ
の
関
連
業
者
が
中

心
で
あ
っ
て
︑
自
ら
の
生
活
に
関
わ
る
仏
寺
や
生
業
に
ま
つ
わ
る
媽
祖
廟
・

関
帝
廟
は
営
ん
で
も
︑
文
廟
を
建
て
る
動
機
は
な
か
っ
た
し
︑
実
際
に
自
ら

そ
ん
な
こ
と
を
実
践
も
し
な
か
っ
た
︒
学
術
・
儒
教
と
縁
が
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
そ
う
し
た
士
庶
の
隔
た
り
は
︑
明
清
時
代
の
漢
人
社
会
が
通
有
す
る
構

成
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
以
降
︑
海
外
各
地
の
華
僑
社
会
で
も
︑
ま
っ
た
く
同
じ

だ
っ
た
︒

そ
れ
が
こ
こ
長
崎
で
は
︑
中
島
聖
堂
の
移
転
を
き
っ
か
け
に
︑
居
留
す
る

唐
人
の
多
く
が
文
廟
の
﹁
釋
菜
典
﹂
に
参
列
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
大

多
数
は
︑
本
国
で
は
﹁
士
﹂
の
範
疇
に
入
る
は
ず
の
な
い
︑
し
た
が
っ
て
︑

文
廟
の
祭
祀
に
は
無
縁
の
人
々
だ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
長
崎
の
唐
人
社
会
で
は
︑

﹁
近
世
﹂
日
本
の
聖
堂
と
い
う
場
に
お
い
て
︑
士
庶
の
隔
た
り
は
近
接
し
は

じ
め
て
い
た
と
も
見
う
け
ら
れ
る
︒

た
と
え
ば
居
住
す
る
唐
人
屋
敷
に
は
︑
自
ら
﹁
聖
人
堂
﹂
を
建
て
る
ま
で

に
な
っ
た
︒
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
︑
聖
賢
を
祀
っ
た
祠
堂
と
思
し
い⑩
︒

そ
の
跡
地
に
は
現
在
︑
長
崎
市
指
定
の
有
形
文
化
財
・
福
建
会
館
天
后
堂

が
残
っ
て
い
る
︒
﹁
聖
人
﹂
堂
が
﹁
天
后
﹂
堂
に
切
り
替
わ
っ
た
経
緯
は
︑

明
ら
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
一
八
九
七
年
と
い
う
会
館
の
建
設
時
期⑪
と
︑
以

下
に
述
べ
る
孔
子
廟
の
建
設
・
機
能
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
そ
の
場
所
に

﹁
聖
人
﹂
堂
が
不
要
に
な
っ
た
動
機
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒

①

当
時
の
長
崎
華
僑
社
会
の
様
態
︑
と
り
わ
け
崇
福
寺
・
興
福
寺
な
ど
長
崎
の

﹁
唐
三
箇
寺
﹂
の
創
建
と
﹁
ギ
ル
ド
的
性
格
と
職
能
﹂
に
つ
い
て
は
︑
内
田
直
作

﹃
日
本
華
僑
社
会
の
研
究
﹄
同
文
館
︑
一
九
四
九
年
︑
と
く
に
六
七
～
一
〇
〇
頁

を
参
照
︒
な
お
い
わ
ゆ
る
﹁
ギ
ル
ド
﹂
概
念
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
に
て
く
わ
し
く

検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
︒

海
外
華
人
が
仏
寺
を
建
て
る
の
も
︑
世
界
史
的
に
み
て
希
少
な
事
例
で
あ
る
︒

宗
門
改
を
施
行
し
た
近
世
日
本
・
長
崎
と
い
う
場
独
特
の
事
象
で
あ
っ
て
︑
現
代

ま
で
長
崎
に
文
廟
を
存
在
せ
し
め
た
の
と
共
通
す
る
歴
史
的
条
件
の
産
物
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
︒

②

向
井
家
と
聖
堂
の
関
係
︑
お
よ
び
キ
リ
シ
タ
ン
情
報
統
制
と
し
て
の
﹁
書
物
改

め
﹂
の
﹁
実
態
﹂
に
つ
い
て
は
︑
中
西
哲
﹁
長
崎
華
僑
と
長
崎
聖
堂
︵
上
︶
﹂
﹃
長

崎
華
僑
史
稿
︵
史
・
資
料
編
︶
﹄
第
三
輯
︑
長
崎
華
僑
研
究
会
︑
一
九
八
七
年
︑

所
収
︑
若
木
太
一
﹁
書
誌
と
解
題
﹂
︑
同
﹁
長
崎
聖
堂
略
史
・
付
年
表
﹂
︑
藪
田

貫
・
若
木
太
一
編
著
﹃
長
崎
聖
堂
祭
酒
日
記
﹄
関
西
大
学
出
版
部
︑
二
〇
一
〇
年
︑

所
収
︑
四
八
三
～
五
一
七
頁
︑
同
﹁
書
物
改
め

春
徳
寺
と
長
崎
聖
堂
﹂
同
編

﹃
長
崎
・
東
西
文
化
交
渉
史
の
舞
台

ス
テ
ー
ジ

明
・
清
時
代
の
長
崎
／
支
配
の
構
図
と

文
化
の
諸
相
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
所
収
を
参
照
︒

そ
の
ほ
か
聖
堂
の
役
割
と
し
て
は
︑
周
知
の
よ
う
に
唐
船
貿
易
の
﹁
信
牌
﹂
発

給
を
担
っ
て
い
た
︵
た
と
え
ば
最
近
の
研
究
で
は
︑
彭
浩
﹃
近
世
日
清
通
商
関
係

史
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
五
年
︑
五
八
～
六
九
頁
を
参
照
︶
︒
そ
の
た
め

に
﹁
唐
船
主
ら
が
た
び
た
び
聖
堂
に
寄
進
・
寄
付
し
た
こ
と
も
信
牌
の
確
保
と
無

関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
﹂
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
︵
平
岡
隆
二
﹁
長
崎
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﹁
信
牌
﹂

を
関
連
づ
け
る
観
点
は
︑
た
し
か
に
説
得
的
で
は
あ
る
も
の
の
︑
そ
れ
だ
け
で
は
︑

以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
開
国
後
・
近
代
も
華
僑
の
参
拝
・
寄
付
な
ど
が
続
い
た
事

実
の
説
明
が
つ
か
な
い
︒
文
廟
を
め
ぐ
る
近
世
の
﹁
唐
船
主
﹂
な
い
し
唐
人
と
近

代
の
華
僑
と
を
︑
ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
理
解
す
る
か
が
課
題
な
の
で
あ
っ
て
︑

本
稿
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
の
一
つ
で
も
あ
る
︒

③

﹃
中
島
聖
堂
略
志
﹄
長
崎
県
教
育
会
編
︑
一
九
三
六
年
︑
一
九
～
二
三
頁
︒
こ

の
書
物
は
一
九
三
四
年
一
一
月
︑
長
崎
県
教
育
会
が
中
島
聖
堂
の
﹁
贈
与
を
受
け
︑

そ
の
維
持
保
存
に
当
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
︑
我
国
固
有
の
徳
教
を
振
作
し
国
民

思
想
善
導
の
為
に
︑
久
し
く
絶
え
て
居
た
釋
菜
の
典
儀
を
復
興
し
︑
そ
の
第
一
回

の
祭
典
を
挙
ぐ
る
に
当
り
︑
中
島
聖
堂
に
関
す
る
由
来
沿
革
の
大
要
を
印
刷
し
﹂

た
も
の
で
︵
長
崎
県
教
育
会
長
上
原
参
良
﹁
序
﹂
同
上
︑
所
収
︶
︑
お
そ
ら
く

﹃
長
崎
市
史
﹄
地
誌
篇
神
社
教
会
部
下
巻
︑
一
九
三
八
年
の
聖
堂
関
係
の
記
述
の

主
た
る
資
料
を
な
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

④

前
掲
﹃
中
島
聖
堂
略
志
﹄
七
頁
︒

⑤

同
上
︒

⑥

近
世
日
本
各
地
の
聖
堂
の
﹁
釋
奠
﹂
は
︑
須
藤
敏
夫
﹃
近
世
日
本
釈
奠
の
研

究
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
一
年
が
体
系
的
に
論
じ
る
け
れ
ど
も
︑
長
崎
・
中
島

聖
堂
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
︒

⑦

前
掲
﹃
中
島
聖
堂
略
志
﹄
七
頁
︒
も
っ
と
も
引
用
に
﹁
全
部
﹂
と
い
う
の
は
︑

誇
張
の
可
能
性
も
あ
る
︒
﹃
中
島
聖
堂
略
志
﹄
は
前
註
③
に
述
べ
た
よ
う
な
い
き

さ
つ
で
編
ま
れ
た
書
物
な
の
で
︑
謹
厳
な
儀
礼
挙
行
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
っ
て

も
お
か
し
く
な
い
︒
た
と
え
ば
正
徳
三
年
・
四
年
︑
﹁
唐
人
﹂
﹁
船
頭
﹂
が
聖
堂
に

参
詣
し
た
記
事
に
は
︑
む
し
ろ
観
光
・
レ
ジ
ャ
ー
的
な
側
面
が
か
い
ま
見
え
る

︵
﹃
唐
通
事
会
所
日
録
﹄
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
︑
全
七
冊
︑
一
九
五
八
～
六

八
年
︑
第
六
冊
︑
一
三
〇
～
一
三
二
頁
︑
同
第
七
冊
︑
三
二
～
三
三
頁
︶
︒

⑧

若
木
前
掲
﹁
長
崎
聖
堂
略
史
・
付
年
表
﹂
四
九
五
頁
に
よ
る
︒
た
だ
し
﹃
中
島

聖
堂
略
志
﹄
七
～
一
一
頁
は
﹁
沈
爕
庵
の
定
め
た
﹂
の
が
︑
元
文
元
年
と
は
明
記

し
て
い
な
い
︒
二
月
二
十
一
日
の
例
祭
は
︑
歴
代
祭
酒
の
日
記
に
も
散
見
さ
れ
︑

唐
人
の
参
拝
も
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
藪
田
・
若
木
前
掲
編
著
を
参
照
︒

天
保
十
四
年
か
ら
は
︑
秋
の
釋
菜
も
復
活
し
て
い
る
︒

⑨

前
掲
﹃
中
島
聖
堂
略
志
﹄
一
三
頁
︒

⑩

絵
図
に
﹁
聖
人
堂
﹂
と
記
す
施
設
に
つ
い
て
は
︑
天
明
四
年
︵
一
七
八
四
︶
の

大
火
以
降
︑
と
り
わ
け
一
九
世
紀
初
頭
の
建
設
と
い
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
李イ

陽ヤ
ン

浩ホ

﹁
長
崎
唐
人
屋
敷
に
関
す
る
建
築
的
研
究
﹂
関
西
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
博

士
学
位
請
求
論
文
︑
一
九
九
六
年
︑
五
〇
～
五
一
頁
︑
永
井
規
男
﹁
唐
人
屋
敷

町
の
構
成
﹂
︑
大
庭
脩
編
著
﹃
長
崎
唐
館
図
集
成
﹄
関
西
大
学
出
版
部
︑
二

〇
〇
三
年
︑
所
収
︑
二
〇
六
︑
二
一
六
︑
二
一
八
︑
二
二
四
頁
︑
同
﹁
後
期
唐
人

屋
敷
の
都
市
構
造
﹂
︑
藪
田
・
若
木
前
掲
編
著
﹃
長
崎
聖
堂
祭
酒
日
記
﹄
所
収
︑

五
八
七
～
五
九
一
頁
を
参
照
︒
こ
れ
を
孔
子
廟
と
み
る
向
き
も
あ
る
け
れ
ど
も
︑

も
っ
と
小
規
模
な
施
設
だ
ろ
う
︒

⑪

福
宿
孝
夫
﹁
八
閩
会
館
総
簿
の
解
読

長
崎
華
僑
社
団
文
書
の
複
刻
と
解
説

︵
そ
の
�
︶
﹂
﹃
長
崎
華
商
泰
益
號
関
係
資
料
﹄
第
一
輯
︑
長
崎
華
僑
研
究
会
︑
一

九
八
五
年
︑
所
収
︑
三
〇
︑
三
九
︑
四
︒

二

﹁
近
代
﹂
の
長
崎
と
聖
堂

こ
う
し
た
情
況
は
︑
も
と
よ
り
永
続
し
な
か
っ
た
︒
日
本
の
開
国
・
中
国

の
開
港
が
そ
の
一
大
転
機
と
な
る
︒
日
本
は
明
治
維
新
を
へ
て
︑
教
育
の
全

面
的
な
西
洋
化
を
開
始
す
る
︒
こ
の
場
合
︑
西
洋
化
と
は
﹁
漢
語
化
﹂
の
徹

底
で
あ
る
と
同
時
に
︑
脱
中
国
化
だ
っ
た①
︒
つ
ま
り
中
国
の
文
字
と
知
識
を

長崎の聖堂と孔子廟（岡本）
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用
い
な
が
ら
西
洋
文
明
を
摂
取
し
︑
和
漢
の
文
化
・
文
明
を
排
除
す
る
こ
と

で
一
貫
し
て
お
り
︑
儒
学
を
担
う
﹁
聖
堂
﹂
も
︑
当
然
そ
の
対
象
と
な
る
︒

明
治
維
新
か
ら
ま
も
な
く
︑
昌
平
坂
学
問
所
は
大
学
校
と
な
っ
た
し
︑
儒

学
を
教
授
し
て
き
た
各
地
の
藩
校
も
︑
多
く
は
閉
鎖
さ
れ
た
︒
経
書
の
初
歩

を
講
じ
た
寺
子
屋
も
︑
小
学
校
に
代
わ
っ
て
ゆ
く
︒
聖
堂
も
毀
た
れ
な
け
れ

ば
︑
遷
座
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
﹁
釋
奠
﹂
な
ど
の
儀
礼
は
た
と
え
挙
行
さ

れ
た
と
し
て
も
︑
小
規
模
な
行
事
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る②
︒

長
崎
も
も
と
よ
り
例
外
で
は
な
い
︒
中
島
聖
堂
は
存
在
を
否
定
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
や
は
り
そ
の
教
育
機
能
を
失
い
︑
施
設
と
儀
礼

を
残
す
の
み
︑
そ
れ
も
や
が
て
は
︑
衰
微
し
て
ゆ
く
運
命
に
あ
っ
た
︒

一
方
︑
清
朝
中
国
は
明
治
維
新
と
同
じ
時
期
︑
一
八
七
〇
年
代
に
入
っ
て

海
外
に
在
外
公
館
を
設
置
し
は
じ
め
︑
一
八
七
八
年
︑
日
本
に
も
常
駐
使
節

を
派
遣
し
た
︒
日
中
の
近
代
的
な
外
交
の
出
発
で
あ
る
︒
時
を
同
じ
く
し
て
︑

各
開
港
場
に
理
事
官
︵
領
事
︶
を
設
け
た
︒
長
崎
に
着
任
し
た
の
は
︑
余
瓗

と
い
う
人
物
で
あ
る③
︒

や
が
て
一
八
八
〇
年
代
に
入
る
と
︑
清
朝
の
対
外
政
策
︑
い
な
海
外
に
常

駐
す
る
使
節
た
ち
の
施
策
に
︑
看
過
で
き
な
い
動
き
が
目
立
っ
て
き
た
︒
海

外
各
地
に
居
留
す
る
華
僑
に
対
し
︑
当
局
が
保
護
・
掌
握
を
強
め
は
じ
め
た

の
で
あ
る
︒
清
朝
政
府
が
そ
れ
ま
で
︑
海
外
へ
の
移
民
を
お
お
む
ね
﹁
棄

民
﹂
と
み
な
し
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
大
き
な
変
化
だ
と
い
っ
て
よ
い
︒

そ
う
し
た
居
留
社
会
の
う
ち
︑
列
強
の
植
民
地
が
多
か
っ
た
東
南
ア
ジ
ア

で
は
︑
領
事
を
設
置
し
よ
う
と
働
き
か
け
て
い
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
領
の
バ
タ
ヴ

ィ
ア
・
ス
ペ
イ
ン
領
の
マ
ニ
ラ
は
じ
め
︑
英
領
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
︑
さ
ら
に

は
ご
く
近
接
す
る
香
港
も
︑
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
︒

す
で
に
在
外
公
館
を
置
い
て
い
た
南
北
ア
メ
リ
カ
で
は
︑
華
僑
の
子
弟
の

た
め
に
學
堂
を
設
け
て
い
る
︒
つ
ま
り
居
留
民
の
保
護
・
掌
握
で
は
︑
教
育

事
業
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
︒
ア
メ
リ
カ
の
場
合
だ
と
︑
本
国
で
ほ

と
ん
ど
教
育
を
受
け
て
い
な
い
在
留
華
僑
が
大
多
数
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

か
れ
ら
が
ま
っ
た
く
西
洋
化
・
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
︑

と
い
う
当
局
の
危
機
感
の
な
せ
る
わ
ざ
だ
っ
た④
︒
も
っ
と
も
こ
れ
は
︑
ア
メ

リ
カ
に
限
っ
た
事
情
で
あ
っ
て
︑
そ
う
し
た
動
き
が
同
時
並
行
的
に
︑
日
本

で
も
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒

日
本
各
地
の
在
留
華
僑
は
︑
開
国
以
後
︑
欧
米
の
官
民
に
随
行
し
て
来
日

し
た
者
が
多
く
︑
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
比
較
的
新
し
い⑤
︒
し
か
し
な
が
ら

長
崎
ば
か
り
は
︑
例
外
だ
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
︒
﹁
鎖
国
﹂
時
代
以
来
の

伝
統
・
慣
習
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
︑
そ
の
面
に
な
お
検
討
の
余
地
を
見
い

だ
せ
る
︒
聖
堂
・
文
廟
に
関
す
る
問
題
は
︑
そ
の
最
た
る
も
の
と
い
っ
て
よ

い
︒初

代
の
駐
長
崎
理
事
官
余
瓗
は
赴
任
し
て
ま
も
な
く
︑
居
留
の
華
僑
と
と

も
に
中
島
聖
堂
に
参
拝
し
た
︒
唐
人
が
﹁
釋
菜
﹂
に
あ
た
っ
て
︑
中
島
聖
堂
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を
参
拝
す
る
近
世
以
来
の
慣
習
は
︑
理
事
官
赴
任
後
も
依
然
つ
づ
い
て
お
り
︑

理
事
官
が
官
人
に
し
て
士
大
夫
︑
華
僑
社
会
の
師
表
た
る
存
在
で
あ
る
以
上
︑

そ
れ
を
率
先
し
て
励
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

光
緒
四
年
戊
寅
夏
六
月
︑
わ
た
し
は
理
事
官
を
拝
命
し
て
長
崎
に
駐
在

し
た
︒
そ
の
翌
年
二
月
の
上
丁
に
︑
同
僚
と
士
人
・
商
人
を
率
い
て
︑

錢
溪
の
孔
子
廟
に
ゆ
き
︑
釋
奠
の
礼
を
修
め
た
︒
聖
教
を
宣
揚
す
る
た

め
で
︑
た
い
へ
ん
な
盛
挙
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
の
聖
堂
は
︑
垣

根
は
す
た
れ
垂
木
は
折
れ
︑
外
観
も
く
す
ん
で
い
て
︑
と
て
も
嘆
か
わ

し
い
︒
そ
こ
で
庚
辰
の
冬
︑
資
材
と
職
人
を
あ
つ
め
︑
壁
の
内
外
か
ら

大
成
殿
・
崇
聖
祠
に
い
た
る
ま
で
︑
修
築
し
て
一
新
し
た
︒
結
構
は
も

と
の
ま
ま
で
あ
る
︒
長
崎
の
漢
学
教
授
向
井
達
夫
の
求
め
に
よ
っ
て
︑

わ
た
し
も
同
僚
・
士
人
・
商
人
と
と
も
に
︑
資
金
を
集
め
て
援
助
し
た
︒

思
う
に
︑
長
崎
の
聖
堂
は
で
き
て
か
ら
︑
二
百
三
十
年
あ
ま
り
に
な
る
︒

創
建
し
た
の
は
向
井
元
升
君
で
︑
先
に
東
上
町
に
建
て
た
の
だ
が
︑
土

地
が
狭
い
た
め
︑
後
に
元
成
君
が
今
の
場
所
に
移
し
た
の
で
あ
る
︒
昔

人
が
す
で
に
く
わ
し
く
記
録
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
以
前
か
ら
修
理
は

大
な
り
小
な
り
︑
枚
挙
に
暇
の
な
い
ほ
ど
︑
し
か
も
崇
聖
祠
お
よ
び
講

堂
・
祭
器
庫
を
増
建
し
た
︒
こ
れ
は
す
べ
て
唐
館
の
船
商
の
援
助
が
あ

っ
て
︑
で
き
た
も
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝⑥

以
上
は
一
八
八
一
年
︑
余
瓗
の
筆
に
成
る
﹁
孔
子
廟
碑
﹂
の
碑
文
を
一
部
︑

訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒
﹁
錢
溪
﹂
と
は
︑
聖
堂
が
中
島
河
畔
の
旧
鋳
銭
所
跡

に
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
雅
名
で
あ
り
︑
﹁
釋
典
の
礼
を
修
め
た
﹂
こ
と

の
ほ
か
︑
﹁
庚
辰
の
冬
﹂
つ
ま
り
一
八
八
〇
年
末
な
い
し
翌
年
初
め
に
聖
堂

を
修
築
し
た
さ
い
︑
﹁
同
僚
・
士
人
・
商
人
﹂
で
資
金
を
集
め
た
こ
と
も
記

し
て
い
る
︒
ま
た
﹁
向
井
達
夫
﹂
は
︑
九
代
目
祭
酒
・
向
井
鷹
之
助
兼
通
の

こ
と
︑
﹁
達
夫
﹂
は
字
で
あ
る
︒

江
戸
時
代
︑
中
島
聖
堂
の
維
持
運
営
は
︑
長
崎
奉
行
の
庇
護
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
か
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
︑
明
治
維
新
と
り
わ
け
一
八
七
一
年
の
学

制
改
革
以
降
は
︑
﹁
公
辺
の
保
護
を
失
ひ
︑
祭
祀
は
勿
論
堂
宇
維
持
︑
修
繕

等
に
至
る
ま
で
一
に
有
志
の
喜
捨
に
待
た
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
窮
境
に
立
つ
に

至
つ
た
﹂
の
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
有
志
﹂
と
は
︑
か
つ
て
の
唐
人
︑
つ
ま

り
華
僑
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
た
︒
聖
堂
に
対
す
る
華
僑
の
参
詣
と
援
助

は
︑
維
新
の
前
後
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
︒

そ
し
て
こ
の
一
八
八
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
︑
日
本
人
に
よ
る
﹁
釋
菜
﹂
儀

礼
の
挙
行
は
︑
﹁
中
止
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
明
治
二
四
年
に
﹁
長
崎
県
知
事

大
森
鍾
一

マ

マ

の
主
唱
に
よ
り
当
地
官
民
に
よ
り
て
釋
菜
執
行
さ
れ
た
﹂
が
︑
こ

れ
も
﹁
一
回
限
り
で
又
々
中
止
と
な
つ
た⑦
﹂
︒

日
本
人
の
中
島
聖
堂
と
の
関
わ
り
は
︑
教
育
で
も
儀
礼
で
も
こ
の
よ
う
に

希
薄
化
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
︑
華
僑
の
参
拝
は
︑
毎
年
つ
づ
い
た
︒
余
瓗

長崎の聖堂と孔子廟（岡本）

115 (973)



の
後
任
理
事
官
蔡
軒
が
一
八
八
七
年
︑
聖
堂
の
﹁
大
學
門
﹂
の
匾
額
を
揮
毫

し
た
の
も
︑
そ
う
し
た
な
か
で
の
出
来
事
で
あ
る
︒

①

渡
辺
浩
﹁
﹁
進
歩
﹂
と
﹁
中
華
﹂

日
本
の
場
合
﹂
︑
同
﹃
東
ア
ジ
ア
の
王
権

と
思
想
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
七
年
︑
所
収
︑
二
四
九
～
二
五
七
頁
︑
齋

藤
希
史
﹃
漢
文
脈
の
近
代

清
末
＝
明
治
の
文
学
圏
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑

二
〇
〇
五
年
︒
こ
れ
ら
に
も
と
づ
き
︑
漢
語
を
基
軸
と
す
る
マ
ク
ロ
な
日
中
の
相

互
作
用
を
説
い
た
も
の
と
し
て
︑
拙
著
﹃
日
中
関
係
史

﹁
政
冷
経
熱
﹂
の
千

五
百
年
﹄
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
︑
二
〇
一
五
年
を
参
照
︒

②

た
と
え
ば
︑
須
藤
前
掲
書
︑
終
章
を
参
照
︒

③

余
瓗
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
東
南
ア
ジ
ア
居
留
華
僑
視
察
に
関
わ
っ
て
︑
青
山
治

世
﹃
近
代
中
国
の
在
外
領
事
と
ア
ジ
ア
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
︑

と
く
に
七
八
頁
を
︑
そ
の
駐
長
崎
理
事
官
時
代
︑
楠
本
碩
水
と
の
交
流
に
関
わ
っ

て
︑
町
田
三
郎
﹁
初
代
長
崎
領
事
余
瓗
と
そ
の
書
翰
﹂
︑
同
﹃
明
治
の
漢
学
者
た

ち
﹄
研
文
出
版
︑
一
九
九
八
年
︑
所
収
を
参
照
︒

④

こ
う
し
た
動
き
に
つ
い
て
︑
東
南
ア
ジ
ア
は
青
山
前
掲
書
を
︑
ア
メ
リ
カ
は
園

田
節
子
﹃
南
北
ア
メ
リ
カ
華
民
と
近
代
中
国

一
九
世
紀
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

ル
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
九
年
を
参
照
︒

⑤

各
地
の
華
僑
社
会
に
つ
い
て
全
般
的
に
は
︑
王
維
﹃
日
本
華
僑
に
お
け
る
伝
統

の
再
編
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

祭
祀
と
芸
能
を
中
心
に
﹄
風
響
社
︑
二
〇
〇
一
年

を
︑
ま
た
横
浜
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
泉
美
﹃
横
浜
華
僑
社
会
の
形
成
と
発
展

幕
末
開
港
期
か
ら
関
東
大
震
災
復
興
期
ま
で
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
八
年
を
︑

神
戸
に
つ
い
て
は
︑
中
華
会
館
編
﹃
落
地
生
根

神
戸
華
僑
と
神
阪
中
華
会
館

の
百
年
﹄
研
文
出
版
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
増
補
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
田
井
玲
子
﹃
外

国
人
居
留
地
と
神
戸

神
戸
開
港
一
五
〇
年
に
よ
せ
て
﹄
神
戸
新
聞
総
合
出
版

セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
三
年
を
︑
函
館
に
つ
い
て
は
︑
斯
波
義
信
﹁
函
館
華
僑
関
係

資
料
集
﹂
﹃
大
阪
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
第
二
二
号
︑
一
九
八
二
年
︑
同
﹁
在
日
華

僑
と
文
化
摩
擦

函
館
の
事
例
を
中
心
に
﹂
︑
同
﹁
函
館
華
僑
史
年
表
﹂
︑
山
田

信
夫
編
﹃
日
本
華
僑
と
文
化
摩
擦
﹄
巌
南
堂
書
店
︑
一
九
八
三
年
︑
所
収
を
参
照
︒

⑥

﹁
重
修
崎
陽
先
師
孔
子
廟
碑
﹂
︒
翻
刻
テ
キ
ス
ト
は
︑
長
崎
市
小
学
校
職
員
会

﹃
明
治
維
新
以
後
の
長
崎
﹄
一
九
二
五
年
︑
所
収
︑
六
六
二
～
六
六
三
頁
︒

⑦

﹃
中
島
聖
堂
略
志
﹄
一
六
頁
︒
﹁
大
森
鍾
一
﹂
が
県
知
事
に
な
っ
た
の
は
明
治
二

六
年
三
月
な
の
で
︑
中
野
健
明
の
誤
り
︒
中
野
は
大
学
校
の
中
助
教
兼
中
寮
長
を

勤
め
た
経
験
が
あ
る
︒
大
学
校
は
つ
ま
り
元
の
昌
平
坂
学
問
所
で
あ
り
︑
そ
の
教

員
だ
っ
た
こ
と
が
︑
こ
の
﹁
釋
菜
執
行
﹂
と
関
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
中

野
健
明
に
つ
い
て
は
︑
永
井
和
氏
の
指
摘
︑
示
教
を
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
謝
意

を
表
す
︒

三

孔
子
廟
の
建
設
と
聖
堂

一
八
九
一
年
︑
清
朝
の
駐
日
公
館
の
ス
タ
ッ
フ
は
︑
新
公
使
李
経
方
の
赴

任
と
と
も
に
︑
大
き
く
入
れ
替
わ
る
︒
長
崎
駐
在
の
理
事
官
も
例
外
で
は
な

い
︒
蔡
軒
の
後
任
は
︑
張
桐
華
と
い
う
人
物
で
あ
る
︒
か
れ
は
当
時
︑
北
京

で
渉
外
に
あ
た
る
総
理
衙
門
大
臣
だ
っ
た
張
蔭
桓
の
従
弟
で
︑
か
つ
て
そ
の

ア
メ
リ
カ
奉
使
に
随
行
し
︑
一
八
八
九
年
一
一
月
ま
で
︑
キ
ュ
ー
バ
の
マ
タ

ン
サ
ス
で
領
事
を
つ
と
め
て
い
た
︒

当
時
︑
南
北
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
て
い
た
華
僑
は
︑
少
な
か
ら
ず
虐
待
︑

迫
害
を
受
け
て
い
た
︒
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
各
地
の
そ
れ
は
こ
と
に
有
名
で
︑

殺
人
事
件
ま
で
お
こ
り
︑
当
時
の
外
交
問
題
に
も
な
っ
て
い
る①
︒

キ
ュ
ー
バ
島
の
砂
糖
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
労
働
に
従
事
し
た
人
々
も
例
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に
漏
れ
な
い
︒
か
れ
ら
に
保
護
を
あ
た
え
︑
あ
わ
せ
て
教
育
を
施
す
の
が
︑

在
外
公
館
の
仕
事
で
あ
っ
た
︒
キ
ュ
ー
バ
の
領
事
館
は
︑
大
が
か
り
な
﹁
中

西
學
堂
﹂
を
設
け
て
お
り②
︑
南
北
ア
メ
リ
カ
各
地
の
類
似
施
設
の
な
か
で
も
︑

き
わ
だ
っ
た
成
果
を
あ
げ
︑
模
範
的
な
運
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る③
︒そ

う
し
た
経
験
を
も
つ
長
崎
駐
在
理
事
官
の
張
桐
華
か
ら
︑
文
廟
を
建
設

し
よ
う
と
の
動
き
が
お
こ
っ
て
き
た
︒
そ
の
く
わ
し
い
動
機
や
い
き
さ
つ
は
︑

い
ま
の
と
こ
ろ
史
料
的
な
制
約
か
ら
︑
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
︒

け
れ
ど
も
上
司
の
駐
日
公
使
は
︑
﹁
洋
務
﹂
の
巨
頭
・
北
洋
大
臣
李
鴻
章

の
嗣
子
・
李
経
方
で
あ
っ
た
し
︑
す
で
に
南
北
ア
メ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
で

は
︑
海
外
華
僑
社
会
の
掌
握
と
保
護
が
﹁
洋
務
﹂
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
︒

キ
ュ
ー
バ
で
そ
れ
を
実
地
に
担
当
し
た
張
桐
華
が
︑
長
崎
に
赴
任
し
た
の
で

あ
る
︒
二
人
と
も
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
い
た
は
ず
は
な
い
︒

李
経
方
は
確
か
に
︑
そ
う
し
た
企
図
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る④
︒
そ
し

て
長
崎
の
現
地
で
は
︑
代
々
駐
在
の
理
事
官
が
従
前
よ
り
中
島
聖
堂
を
尊
重

し
︑
居
留
の
華
僑
を
率
い
て
毎
年
参
拝
し
︑
釋
菜
の
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
き

た
︒
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
立
場
か
ら
華
僑
を
掌
握
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
こ

の
儀
礼
は
確
か
に
有
用
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

け
れ
ど
も
そ
の
儀
礼
の
場
た
る
中
島
聖
堂
は
︑
あ
く
ま
で
日
本
の
︑
し
か

も
私
人
の
所
有
物
で
あ
っ
た
︒
清
朝
の
当
局
が
随
意
に
使
え
る
も
の
で
は
な

い
︒
政
策
と
し
て
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
れ
ば
︑
む
し
ろ
別
の
施

設
を
設
け
て
︑
こ
れ
ま
で
中
島
聖
堂
が
果
た
し
て
き
た
機
能
を
そ
こ
に
移
し

替
え
た
ほ
う
が
好
都
合
で
あ
る
︒
理
事
官
の
張
桐
華
︑
あ
る
い
は
公
使
の
李

経
方
あ
た
り
は
︑
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

か
く
て
一
八
九
三
年
︑
理
事
官
署
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
外
国
人
居
留

地
の
大
浦
に
︑
孔
子
廟
が
建
設
さ
れ
る
︒
か
つ
て
の
唐
人
屋
敷
か
ら
移
っ
て
︑

い
ま
も
中
華
街
の
あ
る
新
地
の
華
人
の
居
住
地
は
︑
開
港
後
の
外
国
人
居
留

地
た
る
大
浦
と
は
︑
い
さ
さ
か
距
離
が
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
華
僑
は
大
浦
に
も

少
な
く
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
西
洋
商
社
に
随
行
し
て
渡
っ
て
き
た
人
々
が

主
だ
っ
た
︒
地
理
的
に
み
て
も
︑
理
事
官
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
建
設
が
す

す
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
︒

李
経
方
の
も
と
部
下
に
し
て
︑
後
任
の
公
使
に
な
っ
た
汪
鳳
藻
が
同
年
末
︑

孔
子
廟
大
成
殿
の
﹁
落
成
﹂
を
本
国
に
報
告
し
︑
﹁
匾
額
﹂
の
﹁
頒
發
﹂
を

求
め
た
︒
縁
起
を
述
べ
た
く
だ
り
に
︑

日
本
の
長
崎
港
は
中
國
の
最
も
近
く
に
あ
り
︑
長
ら
く
華
化
に
浴
し
て

き
た
︒
そ
の
地
に
従
前
よ
り
孔
子
廟
が
あ
っ
て
︑
前
代
明
朝
の
時
代
に

建
設
さ
れ
︑
日
本
人
の
向
井
氏
が
近
年
︑
祭
祀
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
︒

光
緒
二
年
に
理
事
官
を
設
置
し
て
以
後
︑
毎
年
春
・
秋
の
二
季
︑
長
崎

駐
在
の
理
事
官
と
随
員
は
︑
み
な
孔
子
廟
に
ゆ
き
︑
儀
礼
を
挙
行
す
る
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こ
と
で
︑
海
外
の
華
僑
た
ち
に
崇
高
な
典
礼
を
み
せ
て
︑
聖
教
を
尊
ぶ

意
義
を
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
こ
と
に
盛
事
で
あ
る
︒
し
か

し
こ
の
孔
子
廟
は
︑
長
年
修
築
し
な
い
ま
ま
︑
し
か
も
日
本
は
明
治
維

新
に
な
っ
て
か
ら
儒
学
の
尊
崇
も
衰
え
て
い
る
の
で
︑
ま
す
ま
す
荒
廃

し
て
あ
る
︒
向
井
氏
も
修
復
の
余
力
な
く
︑
こ
の
ま
ま
で
は
ま
も
な
く

朽
ち
果
て
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
長
崎
駐
在
理
事
官
の
張
桐
華
が

前
任
公
使
の
李
経
方
と
相
談
し
︑
こ
れ
を
永
続
さ
せ
る
べ
く
買
い
取
っ

て
修
築
し
た
い
と
提
案
し
た
︒
す
ぐ
李
経
方
の
ほ
う
か
ら
総
理
衙
門
に

依
頼
し
︑
三
千
両
の
公
金
支
出
を
み
と
め
て
も
ら
い
︑
ほ
か
不
足
の
経

費
は
︑
公
使
と
そ
の
部
下
︑
各
港
の
華
商
︑
お
よ
び
本
国
の
有
志
の
官

員
・
紳
士
が
寄
付
し
て
︑
合
計
一
万
二
千
両
あ
ま
り
が
集
ま
っ
た
︒
日

本
側
と
協
議
し
て
敷
地
を
購
入
確
保
す
る
と
︑
た
だ
ち
に
長
崎
駐
在
理

事
官
の
張
桐
華
と
随
員
の
孔
繁
模
に
担
当
さ
せ
て
︑
本
国
の
文
廟
に
な

ら
い
︑
あ
ら
た
め
て
建
築
す
る
こ
と
に
し
た
︒
い
ま
大
成
殿
が
落
成
し

た
と
こ
ろ
で
︑
ほ
か
の
工
程
も
期
日
ど
お
り
竣
る
だ
ろ
う⑤
︒

と
あ
っ
て
︑
だ
い
た
い
の
い
き
さ
つ
が
わ
か
る
︒

こ
の
孔
子
廟
の
建
設
は
︑
日
本
人
棟
梁
が
請
け
負
っ
て
︑
明
治
二
六
年
二

月
に
着
工
し
︑
一
〇
月
に
竣
工
︑
建
造
費
は
一
万
三
千
五
百
円
だ
っ
た⑥
︒
長

崎
泰
益
号
の
末
裔
で
あ
る
陳
東
華
氏
の
示
教
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
建
設
事
業
に

は
︑
居
留
華
商
が
組
織
す
る
福
建
会
館
・
三
江
会
所
と
も
に
関
わ
り
は
弱
か

っ
た
︑
と
い
う⑦
︒
福
建
会
館
の
当
時
の
帳
簿
に
︑
こ
の
孔
子
廟
建
設
に
あ
た

っ
て
二
百
円
醵
出
し
た
と
あ
り⑧
︑
当
時
は
こ
う
し
た
寄
付
醵
出
の
場
合
︑
福

建
・
三
江
・
広
東
の
三
会
所⑨
が
協
議
し
て
同
額
に
す
る
な
ら
わ
し
だ
っ
た
の

で
︑
そ
れ
な
ら
居
留
華
商
の
負
担
は
︑
合
わ
せ
て
六
百
円
に
す
ぎ
な
い
︒
個

人
の
寄
付
の
存
否
・
多
寡
は
不
明
で
あ
る
︒
し
か
し
団
体
の
額
を
上
回
る
と

も
思
え
な
い
︒

そ
れ
に
対
し
︑
政
府
関
係
者
の
書
翰
の
や
り
と
り
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
建
設

に
対
し
︑
総
理
衙
門
か
ら
は
汪
鳳
藻
の
報
告
に
も
あ
る
と
お
り
︑
三
千
両
が

支
給
さ
れ
た
の
に
く
わ
え
︑
北
洋
大
臣
李
鴻
章
か
ら
も
﹁
一
千
﹂
の
支
出
の

意
向
が
あ
っ
た⑩
︒
清
朝
当
局
と
そ
の
関
係
者
の
支
出
の
ほ
う
が
︑
お
そ
ら
く

長
崎
現
地
の
民
間
よ
り
桁
違
い
に
多
く
︑
建
設
資
金
の
大
半
を
負
担
し
た
と

み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
こ
こ
か
ら
み
て
も
︑
長
崎
の
孔
子
廟
建
設
は
や
は
り
︑

政
府
事
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
清
朝
当
局
の
立
場
か
ら
は
︑
汪
鳳
藻
の
報
告
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
︑
あ
く
ま
で
中
島
聖
堂
の
後
継
を
な
す
も
の
だ
っ
た
︒
日
本
人
の
目
線
︑

あ
る
い
は
中
島
聖
堂
の
系
譜
だ
け
で
見
れ
ば
︑
こ
の
孔
子
廟
に
﹁
近
世
期
の

聖
堂
と
直
接
の
つ
な
が
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い⑪
﹂
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し

か
し
﹁
在
留
支
那
人
等
は
明
治
廿
六
年
迄
年
々
当
堂
に
来
り
祭
典
を
行
つ

た
﹂
と
い
い
︑
孔
子
廟
創
建
の
一
八
九
三
年
ま
で
は
︑
華
僑
の
中
島
聖
堂
参
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拝
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
一
八
九
七
年
の
こ
と
と
し
て
︑
以
下
の

よ
う
な
記
述
も
あ
る
︒

長
崎
在
留
支
那
人
等
は
相
計
り
大
浦
町
に
地
を
相
し
て
聖
廟
を
創
建
し

た
時
︑
そ
の
備
品
と
し
て
当
堂
祭
器
及
び
乾
隆
帝
筆
匾
額
の
譲
与
を
求

め
酬
ふ
る
に
万
金
を
以
て
せ
ん
と
し
た
︑
当
時
向
井
氏
前
祭
酒
未
亡
人

は
幼
弱
な
る
子
女
を
擁
し
家
政
日
に
非
な
る
裡
に
在
り
て
断
然
之
を
謝

絶
し
た
︑
此
の
後
支
那
人
の
当
堂
に
敬
拝
す
る
者
が
全
く
無
く
な
つ
た⑫
︒

こ
う
し
た
い
き
さ
つ
に
よ
っ
て
も
︑
清
朝
当
局
の
つ
く
っ
た
孔
子
廟
が
︑
中

島
聖
堂
に
代
替
し
よ
う
と
し
た
華
僑
向
け
の
施
設
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
時
点
で
︑
﹁
在
留
支
那
人
﹂
と
中
島
聖
堂
と
の
関
わ

り
は
絶
え
︑
し
た
が
っ
て
聖
堂
と
孔
子
廟
の
﹁
つ
な
が
り
﹂
自
体
も
︑
痕
跡

を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

一
八
八
〇
年
代
以
降
︑
海
外
華
僑
社
会
の
掌
握
と
い
う
世
界
規
模
の
趨
勢

に
お
い
て
︑
日
本
の
長
崎
で
は
﹁
近
世
﹂
以
来
の
﹁
聖
堂
﹂
の
機
能
が
有
用

と
み
な
さ
れ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
で
の
勤
務
経
験
を
も
つ
張
桐
華
が
︑

そ
の
理
事
官
と
し
て
長
崎
に
赴
任
︑
駐
在
し
た
こ
と
も
加
わ
っ
て
︑
そ
う
し

た
諸
々
の
動
向
が
︑
孔
子
廟
の
建
設
事
業
に
収
斂
し
︑
か
つ
顕
在
化
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

①

た
と
え
ば
︑
岡
本
隆
司
・
箱
田
恵
子
・
青
山
治
世
﹃
出
使
日
記
の
時
代

清

末
の
中
国
と
外
交
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
〇
一
～
一
〇
五
︑

一
六
三
～
一
七
三
頁
を
参
照
︒

②

園
田
前
掲
書
︑
二
八
六
～
二
九
九
頁
︑
参
照
︒

③

キ
ュ
ー
バ
に
開
校
し
た
﹁
中
西
學
堂
﹂
が
︑
当
初
よ
り
良
好
な
成
果
を
あ
げ
て

い
た
こ
と
は
︑
﹃
三
洲
日
記
﹄
巻
二
︑
光
緒
十
二
年
九
月
十
六
日
丙
午
・
十
月
二

十
九
日
戊
子
の
条
を
参
照
︒
そ
の
増
設
に
つ
い
て
は
︑
同
上
︑
光
緒
十
二
年
十
一

月
二
十
七
日
丙
辰
の
条
︑
お
よ
び
﹃
清
季
外
交
史
料
﹄
巻
七
〇
︑
﹁
使
美
張
蔭
桓

奏
籌
設
古
巴
各
埠
學
堂
摺
﹂
光
緒
十
三
年
二
月
初
二
日
受
理
︑
頁
一
〇
を
参
照
︒

④

最
も
注
目
す
べ
き
は
︑
同
じ
時
期
︑
駐
神
戸
兼
大
阪
理
事
官
の
洪
遐
昌
が
よ
び

か
け
て
︑
神
阪
中
華
会
館
の
設
立
を
み
た
こ
と
で
あ
る
︒
実
地
の
条
件
・
環
境
に

よ
っ
て
︑
会
館
と
文
廟
で
は
︑
事
象
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
の
︑
華
僑
の
一
元

的
な
掌
握
と
い
う
動
機
に
お
い
て
は
︑
長
崎
の
張
桐
華
と
軌
を
一
に
す
る
と
み
て

よ
い
︒
神
阪
中
華
会
館
の
創
建
に
つ
い
て
は
︑
内
田
前
掲
書
︑
二
二
三
～
二
二
五

頁
︑
陳
來
幸
﹁
中
華
会
館
の
創
建
と
発
展
﹂
︑
中
華
会
館
編
前
掲
﹃
落
地
生
根
﹄

所
収
︑
九
六
～
一
〇
〇
頁
を
参
照
︒
ま
た
函
館
で
は
︑
李
経
方
の
公
使
在
任
時
に

専
任
の
理
事
官
が
赴
任
し
︑
華
僑
の
掌
握
を
は
じ
め
て
い
る
︒
斯
波
前
掲
論
文
︑

一
二
頁
を
参
照
︒

⑤

﹁
出
使
日
本
大
臣
汪
鳳
藻
奏
日
本
長
崎
文
廟
落
成
請
領
扁
額
由
﹂
光
緒
十
九
年

十
一
月
十
八
日
︑
﹁
清
代
録
副
奏
摺
﹂
03-7749-049
︑
中
國
第
一
歴
史
檔
案
館
所

蔵
︒
﹁
日
本
長
崎
一
口
︑
與
中
國
相
距
最
近
︑
久
漸
華
風
︒
其
地
向
有
先
師
孔
子

廟
一
所
︑
建
自
前
明
︑
日
人
向
井
氏
︑
比
世
司
奉
祀
︒
光
緒
二
年
通
商
設
官
以
後
︑

毎
届
春
秋
二
季
︑
駐
紮
該
口
理
事
・
隨
員
︑
皆
詣
廟
︑
舉
行
祀
典
︑
使
旅
居
海
外

華
民
︑
得
以
瞻
仰
上
儀
︑
知
尊
崇
聖
教
之
意
︑
甚
盛
事
也
︒
惟
廟
本
歳
久
失
修
︑

自
彼
國
變
法
以
來
︑
崇
奉
寝マ

マ

衰
︑
傾
圮
益
甚
︒
該
日
人
無
力
修
復
︑
其
勢
已
將
就

廢
墜
︑
經
駐
紮
長
崎
理
事
官
張
桐
華
承
商
前
任
使
臣
李
經
方
︑
議
請
購
買
興
修
︑

俾
垂
永
久
︒
當
由
李
經
方
商
准
總
理
各
國
事
務
衙
門
動
撥
公
款
銀
三
千
兩
︑
其
餘

長崎の聖堂と孔子廟（岡本）

119 (977)



不
足
之
款
︑
由
使
臣
與
隨
使
各
員
︑
曁
各
口
華
商
︑
以
及
中
國
同
志
官
紳
︑
共
籌

捐
助
︑
先
後
計
共
集
銀
一
萬
二
千
餘
兩
︑
商
諸
日
官
︑
將
廟
基
購
歸
華
人
︑
即
委

該
口
理
事
官
張
桐
華
・
隨
員
孔
繁
模
︑
敬
倣
中
國
文
廟
規
模
︑
重
新
修
建
︒
現
在

大
成
殿
︑
業
經
落
成
︑
其
餘
一
應
工
程
︑
剋
日
亦
將
告
竣
︒
﹂
こ
の
史
料
の
引
用

に
つ
い
て
は
︑
彭
浩
氏
の
示
教
を
え
た
︒
記
し
て
謝
意
を
表
す
︒

⑥

﹃
時
中

長
崎
華
僑
時
中
小
學
校
史
・
文
化
事
誌
﹄
時
中
・
編
纂
委
員
会
︑

一
九
九
一
年
︑
一
二
～
一
三
頁
︒

⑦

陳
東
華
氏
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
︵
二
〇
一
五
年
二
月
一
五
日
・
二
〇
一
六

年
九
月
一
一
日
︑
於
泰
益
興
産
株
式
会
社
︶
︒
以
下
の
氏
の
発
言
も
同
じ
︒
こ
の

聞
き
取
り
に
あ
た
っ
て
は
︑
姫
野
順
一
氏
︵
長
崎
大
学
名
誉
教
授
︶
・
土
居
智
典

氏
︵
長
崎
外
国
語
大
学
准
教
授
︶
の
協
力
を
い
た
だ
い
た
︒
示
教
を
惜
し
ま
れ
な

か
っ
た
陳
東
華
氏
と
あ
わ
せ
て
︑
記
し
て
謝
意
を
表
す
︒

な
お
泰
益
号
は
近
代
長
崎
有
数
の
華
商
︑
帳
簿
を
含
む
厖
大
な
関
係
文
書
を
残

し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
︑
し
た
が
っ
て
そ
の
貿
易
・
経
営
に
関
す
る
研
究
も
数

多
い
︒

⑧

﹃
長
崎
華
商
泰
益
号
関
係
資
料
﹄
第
二
輯
︑
長
崎
華
僑
研
究
会
︑
一
九
八
五
年
︑

七
四
頁
︒

⑨

福
建
会
館
・
三
江
会
所
は
︑
そ
れ
ま
で
の
幇
を
改
組
し
た
も
の
︑
広
東
会
所
は

日
本
の
開
国
後
︑
西
洋
人
に
随
従
し
て
渡
来
し
︑
居
留
す
る
に
い
た
っ
た
広
東
人

が
︑
新
た
に
結
成
し
た
団
体
で
あ
る
︒
詳
細
は
内
田
前
掲
書
︑
一
四
九
～
一
五
七

頁
を
参
照
︒

⑩

﹁
致
李
經
方
﹂
光
緒
十
八
年
六
月
初
二
日
︑
﹃
李
鴻
章
全
集

㉟

信
函

︵
七
︶
﹄
安
%
教
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︑
三
七
〇
頁
︒

⑪

平
岡
隆
二
﹁
長
崎
の
印
章

蔵
書
印
を
中
心
に
﹂
﹃
研
究
紀
要
﹄
第
五
号
︑

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
︑
二
〇
一
〇
年
︑
五
二
頁
︒

⑫

﹃
中
島
聖
堂
略
志
﹄
一
六
～
一
七
頁
︒

四

文
廟
と
時
中
學
堂

だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
孔
子
廟
に
は
ア
メ
リ
カ
の
中
西
學
堂
︑
ま
た
も
と
の

中
島
聖
堂
と
同
じ
く
︑
教
育
機
能
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
ま

た
上
述
の
と
お
り
︑
普
通
に
文
廟
と
い
え
ば
︑
学
校
と
併
設
す
る
も
の
だ
っ

た
︒
し
か
し
大
浦
の
孔
子
廟
は
建
立
当
初
︑
そ
う
し
た
機
能
は
な
か
っ
た
︒

そ
れ
を
担
っ
た
の
が
十
年
を
経
て
︑
孔
子
廟
に
附
設
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
時

中
學
堂
だ
っ
た
︒
一
九
〇
五
年
に
張
桐
華
の
後
任
・
卞
綍
昌
が
居
留
華
僑
の

寄
付
を
募
っ
て
設
立
し
た
學
堂
で
︑
の
ち
に
小
学
校
と
な
る
︒
そ
の
運
営
は

居
留
華
商
の
三
会
所
が
共
同
で
お
こ
な
っ
た
︒

孔
子
廟
建
立
と
學
堂
設
置
の
間
に
十
年
の
間
隔
が
あ
っ
た
理
由
は
︑
よ
く

わ
か
ら
な
い
︒
日
清
・
日
露
の
戦
争
が
あ
っ
て
︑
日
本
の
ほ
か
の
開
港
場
で

も
︑
在
外
公
館
の
存
立
さ
え
危
ぶ
ま
れ
た
期
間
だ
っ
た
か
ら
︑
と
り
わ
け
清

朝
側
当
局
に
計
画
の
立
案
・
推
進
の
余
裕
が
な
か
っ
た
︑
と
推
察
さ
れ
る
︒

い
わ
ば
空
白
期
間
だ
っ
た
︒

と
も
か
く
こ
の
學
堂
設
立
で
︑
当
局
が
め
ざ
し
て
き
た
長
崎
華
僑
社
会
の

掌
握
は
︑
よ
う
や
く
目
鼻
が
つ
い
て
き
た
︒
当
局
が
建
て
た
孔
子
廟
に
官
人

も
商
人
も
参
拝
し
︑
そ
こ
に
子
弟
の
学
ぶ
學
堂
が
で
き
︑
そ
の
経
営
を
華
商

が
担
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
学
校
自
体
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る①
︒
記
念
誌
も

120 (978)



出
て
お
り
︑
と
く
に
初
期
の
様
子
は
陳
東
華
氏
の
︑
簡
に
し
て
要
を
え
た
論

述
が
あ
る②
の
で
︑
こ
こ
で
く
り
か
え
す
に
は
及
ば
な
い
︒

た
だ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
同
じ
時
期
や
は
り
世
界
規
模
で
ひ
ろ
が

っ
て
い
た
変
法
・
孔
教
の
運
動
と
の
関
わ
り
・
対
比
で
あ
る
︒

康
有
為
は
変
法
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
︑
孔
教
を
と
な
え
︑
庶
民
に
対

す
る
文
廟
崇
拝
の
普
及
を
め
ざ
し
た
︒
い
わ
ゆ
る
孔
教
と
は
︑
一
言
で
い
え

ば
︑
儒
教
を
キ
リ
ス
ト
教
化
し
︑
文
廟
を
教
会
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
︒
そ
し
て
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
よ
ろ
し
く
学
校
を
つ
く
っ
て
︑
士
庶

を
問
わ
な
い
子
弟
の
教
育
を
も
そ
の
任
務
と
し
た
︒
そ
の
ね
ら
い
は
た
と
え

ば
︑
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

外
侮
に
も
由
来
が
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
な
る
ほ
ど
聖
人
を
尊
ん
で
い
る
︒

と
は
い
え
︑
尊
ん
で
も
親
し
み
は
し
な
い
︒
天
下
に
は
雑
多
な
祭
祀
が

は
び
こ
り
︑
ほ
か
の
祭
神
を
交
え
て
い
る
︒
士
大
夫
も
庶
民
も
︑
大
き

く
な
っ
て
郷
里
の
私
塾
を
離
れ
る
と
︑
も
う
孔
子
の
経
を
朗
誦
し
な
い

し
︑
孔
子
の
像
に
拝
謁
も
で
き
な
い
︒
⁝
⁝
官
僚
が
朔
・
望
の
日
に
行

香
を
︑
士
人
が
科
挙
合
格
の
と
き
に
釋
菜
を
お
こ
な
う
以
外
に
︑
聖
人

を
お
ま
つ
り
し
て
拝
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
は
な
い
︒
だ
か
ら
小
民

を
追
い
や
っ
て
孔
子
を
捨
て
て
︑
淫
鬼
を
祭
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
に
な

る
ば
か
り
か
︑
天
神
人
鬼
を
交
え
た
文
昌
な
ど
が
︑
れ
っ
き
と
し
た
祭

祀
と
し
て
︑
孔
子
と
同
様
に
礼
遇
さ
れ
て
い
る
︒
教
官
は
士
に
教
え
て

も
民
に
は
教
え
な
い
し
︑
文
廟
は
都
市
に
あ
っ
て
も
農
村
に
は
な
い
し
︑

廟
が
一
つ
あ
っ
て
も
複
数
は
な
い
︒
西
洋
を
み
よ
︒
教
会
は
ど
こ
に
で

も
あ
っ
て
︑
七
日
ご
と
に
君
臣
男
女
が
み
な
礼
拝
し
て
︑
聖
書
を
朗
誦

す
る
︒
か
の
教
義
は
浅
薄
と
は
い
っ
て
も
︑
信
仰
の
実
践
は
ゆ
き
と
ど

い
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
わ
が
教
義
は
精
密
だ
が
︑
信
仰
活
動
は
い
い
か

げ
ん
な
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
そ
こ
で
特
に
勅
命
を
下
し
︑
天
下
の
淫
祠
を

す
べ
て
孔
廟
に
改
め
︑
君
臣
男
女
み
な
に
礼
拝
祭
祀
さ
せ
る
よ
う
︑
命

じ
て
い
た
だ
き
た
い
︒

冒
頭
に
﹁
外
侮
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
あ
く
ま
で
対
外
的
な
危
機
感
の
所
産
で

あ
っ
た③
︒
西
洋
に
伍
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
︑
人
心
が
一
体
に
な
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
︑
そ
れ
に
は
﹁
天
下
の
淫
祠
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
︑
バ
ラ
バ
ラ
の
信

仰
と
い
う
中
国
社
会
の
現
状
で
は
不
可
だ
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
孔
教
と

は
儒
教
を
﹁
西
洋
式
﹂
に
あ
ら
た
め
て
︑
一
部
の
知
識
人
に
し
か
浸
透
し
て

い
な
か
っ
た
﹁
教
義
﹂
︑
つ
ま
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
﹁
信
仰
﹂
を
﹁
君
臣
男

女
﹂
・
﹁
士
大
夫
﹂
﹁
庶
民
﹂
・
﹁
都
市
﹂
﹁
農
村
﹂
の
別
な
く
︑
社
会
の
す
み
ず

み
に
ま
で
及
ぼ
す
手
段
で
あ
り
︑
孔
子
廟
と
学
校
の
建
設
も
そ
の
一
環
だ
っ

た
︒そ

し
て
康
有
為
は
政
変
で
敗
れ
て
海
外
に
亡
命
し
た
後
は
︑
現
地
の
華
僑

長崎の聖堂と孔子廟（岡本）
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社
会
と
提
携
し
て
︑
そ
の
実
現
を
め
ざ
し
た④
の
で
あ
る
︒
そ
の
目
的
は
い
う

ま
で
も
な
く
︑
西
洋
列
強
の
よ
う
な
国
民
の
統
合
・
創
出
で
あ
り
︑
海
外
に

居
留
す
る
華
僑
を
政
治
的
に
組
織
し
︑
動
員
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
︒

か
れ
ら
が
亡
命
し
た
日
本
は
︑
ち
ょ
う
ど
上
述
の
空
白
期
間
に
あ
た
っ
て

い
る
︒
変
法
派
は
い
わ
ば
清
朝
の
在
外
公
館
当
局
が
弱
体
化
し
た
間
隙
に
︑

神
戸
に
同
文
学
校
︑
横
浜
に
大
同
学
校
を
設
立
し
た
︒

日
本
ば
か
り
で
は
な
い
︒
東
南
ア
ジ
ア
や
ア
メ
リ
カ
で
も
同
様
で
あ
り
︑

そ
こ
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
に
比
す
べ
き
﹁
孔
子
聖
誕
祭
﹂
が
開
催
さ
れ
︑
孔
子

廟
の
建
設
も
し
ば
し
ば
計
画
さ
れ
た⑤
︒

そ
れ
は
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
附
会
で
あ
っ
て
︑
も
と
よ
り
︑
伝
統

的
な
文
廟
で
も
な
け
れ
ば
︑
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
釋
菜
・
釋
奠
の
儀

礼
で
も
な
い
︒
そ
れ
と
対
比
す
れ
ば
︑
長
崎
孔
子
廟
・
時
中
學
堂
の
特
徴
を

理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
︒

長
崎
の
場
合
︑
孔
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
西
洋
の
直
接
的
な
影
響
は
み
え
な

い
︒
康
有
為
ら
変
法
派
の
影
響
も
絶
無
に
ひ
と
し
か
っ
た
︒
そ
の
範
例
を
と

る
と
す
れ
ば
︑
む
し
ろ
前
代
の
中
島
聖
堂
で
あ
ろ
う
︒
か
つ
て
聖
堂
内
の
明

倫
堂
で
教
育
を
し
て
い
た
よ
う
に
︑
時
中
學
堂
の
校
舎
・
施
設
も
ま
っ
た
く

孔
子
廟
と
一
体
化
し
た
も
の
だ
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
中
島
聖
堂
と
長
崎
孔

子
廟
の
継
承
関
係
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

も
っ
と
も
孔
子
廟
が
聖
堂
の
よ
う
に
︑
釋
奠
を
挙
行
し
て
い
た
か
ど
う
か
︑

実
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒
当
局
主
導
の
創
建
が
日
清
戦
争
直
前
で
︑
ま
も
な

く
清
朝
本
国
も
多
事
多
難
な
時
期
に
な
る
か
ら
︑
大
が
か
り
な
儀
礼
行
事
は

難
し
か
っ
た
︑
と
み
る
の
が
ひ
と
ま
ず
妥
当
で
は
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
一
九

一
〇
年
ま
で
︑
断
続
的
に
華
商
た
ち
の
﹁
聖
廟
祭
祀
﹂
に
対
す
る
資
金
醵
出

の
記
録
が
あ
る⑥
か
ら
︑
実
施
し
て
い
た
こ
と
を
ま
っ
た
く
否
定
は
で
き
な
い
︒

だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
二
〇
世
紀
初
頭
・
時
中
學
堂
が
で
き
て
以
後
も
︑
釋

奠
の
儀
礼
挙
行
が
継
続
し
た
と
断
定
し
て
は
︑
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
︒
時

中
學
堂
は
清
朝
本
国
で
新
し
い
学
制
が
発
布
さ
れ
て
後
︑
一
九
〇
五
年
と
い

う
科
挙
廃
止
の
年
に
開
校
し
た
︒
釋
奠
は
歴
代
王
朝
の
体
制
教
学
た
る
儒
教

と
不
可
分
だ
っ
た
科
挙
の
学
校
・
文
廟
で
お
こ
な
わ
れ
た
儀
礼
で
あ
る
︒
科

挙
が
な
く
な
り
︑
王
朝
政
権
が
滅
ん
で
か
ら
も
︑
し
か
も
西
洋
式
の
教
育
機

関
た
る
學
堂
で
︑
そ
の
実
地
教
育
と
釋
奠
祭
祀
を
む
す
び
つ
け
る
動
機
︑
あ

る
い
は
華
僑
一
般
の
孔
子
尊
崇
の
気
運
が
い
か
ほ
ど
存
続
し
た
で
あ
ろ
う
か
︒

か
つ
て
中
島
聖
堂
で
は
︑
儀
礼
と
教
育
は
一
体
だ
っ
た
︒
そ
こ
に
鑑
み
れ

ば
︑
長
崎
孔
子
廟
は
創
建
当
初
は
そ
の
釋
奠
儀
礼
を
︑
時
中
學
堂
が
で
き
る

と
そ
の
教
育
事
業
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
前
後
し
て
引
き
継
い
だ
︑
と
解
す
る
こ
と

も
で
き
よ
う
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
清
朝
・
中
華
民
国
本
国
の
政
策
動
向
と

も
対
応
し
つ
つ
︑
孔
子
廟
は
か
つ
て
の
聖
堂
の
機
能
を
︑
ま
っ
た
く
そ
の
ま

ま
の
形
で
は
な
い
な
が
ら
も
︑
継
承
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
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ほ
ぼ
同
じ
時
期
︑
国
民
の
統
合
・
海
外
華
僑
社
会
の
掌
握
と
い
う
目
的
で

は
︑
清
朝
当
局
も
変
法
派
も
共
通
し
︑
長
崎
も
神
戸
・
横
浜
の
場
合
と
選
ぶ

と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
︒
﹁
近
代
﹂
化
で
共
通
し
て
い
る
︒
そ
れ
を
神
戸
・
横

浜
・
変
法
派
は
近
代
西
洋
・
孔
教
で
達
成
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
︑
長
崎

は
﹁
近
世
﹂
日
本
・
儒
学
で
す
す
め
た
︒

そ
こ
に
注
目
す
べ
き
異
同
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
︒
一
言
で
い
う
な

ら
ば
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
西
洋
近
代
と
儒
学
の
近
世
日
本
と
の
近
似
性
で
あ
る
︒

中
国
か
ら
見
た
キ
リ
ス
ト
教
の
近
代
西
洋
と
は
︑
﹁
體
︵
原
理
︶
と
用

︵
実
用
︶
と
あ
わ
せ
具
備
し
︑
人
材
を
學
堂
で
育
成
し
︑
政
治
を
議
会
で
論

じ
る
か
ら
︑
君
民
は
一
体
と
な
り
︑
上
下
は
一
心
と
な
る
﹂
世
界
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
し
︑
﹁
中
國
は
そ
の
體
を
捨
て
て
︑
そ
の
用
ば
か
り
求
め
る
﹂
が

ゆ
え
に
及
ば
な
い
︑
と
い
う
の
が
当
時
の
識
者
の
歎
き
で
あ
っ
た⑦
︒

い
っ
ぽ
う
少
し
前
の
時
期
︑
日
本
に
対
す
る
論
評
に
は
︑
﹁
日
本
は
西
洋

を
模
倣
し
︑
と
り
わ
け
民
間
商
業
が
︑
政
府
当
局
と
密
接
な
関
係
を
保
っ
て

い
る
︒
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
︑
君
民
上
下
が
心
を
同
じ
く
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
︑
こ
こ
が
中
國
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
だ
﹂
と
い
う
の
が
あ
る⑧
︒

﹁
上
下
一
心
﹂
﹁
君
民
一
体
﹂
の
西
洋
と
重
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

﹁
模
倣
﹂
し
た
の
だ
か
ら
︑
当
然
の
結
果
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し

清
朝
の
ほ
う
が
﹁
及
ば
な
い
﹂
と
い
う
の
は
︑
容
易
に
﹁
模
倣
﹂
で
き
な
い

か
ら
な
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
﹁
模
倣
﹂
の
で
き
る
日
本
と
異
な
り
︑
君

民
・
上
下
が
﹁
一
心
﹂
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
か
つ
て
の
﹁
近
世
﹂

日
本
が
す
で
に
﹁
上
下
一
心
﹂
と
も
い
え
る
状
態
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
︑
西

洋
近
代
の
﹁
模
倣
﹂
が
可
能
だ
っ
た
︒
そ
の
﹁
一
心
﹂
ぶ
り
は
長
崎
で
い
え

ば
︑
士
庶
問
わ
ず
︑
近
世
の
唐
人
・
近
代
の
華
僑
を
も
巻
き
込
ん
だ
中
島
聖

堂
の
釋
菜
︑
参
拝
か
ら
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う⑨
︒

大
浦
の
孔
子
廟
と
康
有
為
の
孔
教
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
日
本
の
儒
学
と
西
洋
の

キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
に
も
つ
が
ゆ
え
に
︑
出
自
は
た
し
か
に
異
な
っ
て
い
た
︒

け
れ
ど
も
中
国
か
ら
見
た
﹁
近
世
﹂
日
本
と
西
洋
近
代
の
近
似
性
ゆ
え
に
︑

国
民
の
創
出
・
統
合
と
い
う
同
じ
目
的
を
め
ざ
し
え
た
わ
け
で
あ
る
︒

①

た
と
え
ば
﹃
長
崎
華
僑
と
日
中
文
化
交
流
︵
年
報
・
第
五
輯
︶
﹄
長
崎
華
僑
研

究
会
︑
一
九
八
九
年
︑
一
～
四
九
頁
︑
桂
燕
玉
﹁
日
本
移
住
中
国
人
と
学
校
に
関

す
る
一
考
察

二
〇
世
紀
初
期
に
お
け
る
長
崎
時
中
学
校
を
通
し
て
﹂
﹃
研
究

室
紀
要
﹄
第
三
二
号
︑
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
︑
二
〇
〇
六
年
︑
藤
井

久
美
子
﹁
二
一
世
紀
の
長
崎
華
僑
華
人
を
め
ぐ
る
新
た
な
動
き

時
中
小
学
校

の
変
遷
を
中
心
と
す
る
一
考
察
﹂
﹃
宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要
﹄
人
文
科
学
︑

第
二
二
号
︑
二
〇
一
〇
年
︑
元
田
謙
亮
﹁
長
崎
華
僑
時
中
小
学
校
と
卒
業
生
の

今
﹂
﹃
長
崎
総
合
科
学
大
学
紀
要
﹄
第
五
六
巻
第
一
号
︑
二
〇
一
六
年
を
参
照
︒

②

い
わ
ゆ
る
記
念
誌
と
は
︑
第
三
章
註
⑥
に
掲
出
し
た
﹃
時
中
﹄
で
あ
り
︑
そ
の

梗
概
は
︑
橋
本
学
﹁
﹃
時
中

Shi-Z
uong
長
崎
華
僑
時
中
小
學
校
史
・
文
化
事

誌
﹄

近
代
日
中
関
係
と
本
国
政
治
的
変
動
に
翻
弄
さ
れ
た
長
崎
華
僑
学
校
の

記
録
﹂
﹃
ア
ジ
ア
教
育
史
研
究
﹄
第
一
六
号
︑
二
〇
〇
七
年
が
紹
介
し
て
い
る
︒

も
っ
と
も
︑
中
島
聖
堂
と
大
浦
の
孔
子
廟
と
の
関
係
に
関
す
る
そ
の
記
述
は
︑
む

す
び
註
②
に
述
べ
る
よ
う
な
誤
解
に
影
響
さ
れ
た
た
め
か
︑
や
や
正
確
さ
を
欠
く
︒

長崎の聖堂と孔子廟（岡本）
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や
は
り
陳
東
華
﹁
長
崎
華
僑
の
歴
史
﹂
﹃
長
崎
市
史

第
三
巻

近
代
編
﹄
第
四
章

第
三
節
︑
長
崎
市
︑
二
〇
一
四
年
︑
三
八
三
～
三
八
五
頁
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
︒

③

﹁
請
商
定
教
案
法
律
︑
釐
正
科
舉
文
體
︑
聽
天
下
郷
邑
增
設
文
廟
︑
幷
呈
孔
子

改
制
考
摺
﹂
光
緒
二
十
四
年
五
月
初
一
日
︑
孔
祥
吉
編
著
﹃
救
亡
圖
存
的
藍
圖

康
有
為
變
法
奏
議
輯
證
﹄
台
灣
聯
經
︑
一
九
九
八
年
︑
所
収
︑
一
二
五
︑
一

二
七
頁
︒

④

海
外
華
僑
に
つ
い
て
は
︑
康
有
為
の
弟
子
で
︑
の
ち
横
浜
大
同
学
校
の
校
長
に

も
な
る
徐
勤
が
︑
同
じ
時
期
︑
﹁
⁝
⁝
海
外
の
商
人
・
労
働
者
・
女
子
供
が
盛
大

に
装
飾
し
︑
厳
か
に
謹
ん
で
祭
祀
を
挙
行
す
る
の
は
︑
す
べ
て
関
帝
廟
・
天
后
廟

で
あ
る
︒
文
廟
は
そ
の
数
に
入
ら
な
い
︒
敬
っ
て
も
口
先
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
﹂

と
い
っ
て
お
り
︵
﹁
中
國
除
害
議

續
前
稿
無
教
之
害
四
﹂
﹃
時
務
報
﹄
第
四
八
冊
︑

光
緒
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日
︶
︑
そ
の
現
状
認
識
が
わ
か
る
︒

⑤

た

と

え

ば
︑
Y
en
C
h
in
g-h
w
an
g,
C
om
m
u
n
ity
an
d
P
olitics
:
th
e

C
h
in
ese
in
C
olon
ial
S
in
gapore
an
d
M
alaysia,
Singapore
:
T
im
es

A
cadem
ic
P
ress,1995,
pp.229-263
；
森
紀
子
﹃
転
換
期
に
お
け
る
中
国
儒

教
運
動
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
七
八
～
一
八
二
頁
︑
L
iu,

O
iyan,“T
he
E
ducational
M
ovem
ent
in
E
arly
20th
C
entury
B
atavia

and
Its
C
onnections
w
ith
Singapore
and
C
hina,”
B
iblioA
sia,
V
ol.6︐

N
o.3︐
2010
を
参
照
︒
最
近
の
持
田
洋
平
﹁
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
人
社
会
に
お
け

る
﹁
孔
廟
学
堂
設
立
運
動
﹂
の
展
開
︵
1898-1902
︶
﹂
﹃
東
洋
学
報
﹄
第
九
九
巻

第
一
号
︑
二
〇
一
七
年
は
︑
以
上
の
先
行
研
究
を
批
判
し
て
︑
変
法
派
の
孔
教
運

動
で
は
な
く
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
人
社
会
の
﹁
孔
廟
学
堂
運
動
﹂
と
し
て
と
ら
え

な
お
す
必
要
を
と
な
え
た
注
目
す
べ
き
論
考
で
あ
る
︒
た
だ
所
論
で
は
︑
い
わ
ゆ

る
﹁
儒
教
﹂
﹁
孔
廟
﹂
の
具
体
的
な
内
容
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
︑
本
稿
の
観

点
か
ら
い
え
ば
︑
な
お
十
分
で
は
な
い
︒

⑥

前
掲
﹃
長
崎
華
商
泰
益
号
関
係
資
料
﹄
第
二
輯
︑
五
八
～
八
九
︑
一
二
九
︑
一

四
二
頁
︑
﹃
続
・
長
崎
華
僑
史
稿
︵
史
・
資
料
編
︶
﹄
第
四
輯
︑
長
崎
華
僑
研
究
会
︑

一
九
八
八
年
︑
六
九
～
九
三
頁
︒
こ
の
帳
簿
資
料
に
よ
れ
ば
︑
﹁
聖
廟
祭
祀
﹂
に

対
す
る
資
金
醵
出
は
︑
一
八
八
八
年
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
て
︑
こ
れ
は
歴
代
の
駐

長
崎
理
事
官
が
主
唱
し
た
中
島
聖
堂
の
﹁
釋
奠
﹂
参
列
に
対
す
る
も
の
だ
ろ
う
︒

し
か
し
孔
子
廟
建
設
後
も
︑
そ
の
醵
出
は
続
い
て
お
り
︑
一
八
九
三
年
以
降
は
新

設
の
孔
子
廟
に
対
す
る
も
の
と
お
ぼ
し
い
︒
第
三
章
に
み
た
よ
う
に
建
造
費
の
寄

付
が
あ
る
し
︑
ま
た
﹁
祭
祀
﹂
へ
の
醵
出
記
録
の
な
い
一
八
九
四
・
九
五
年
に
は
︑

﹁
連
守
聖
廟
﹂
と
い
う
支
出
項
目
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
中
島
聖
堂
向
け
だ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

⑦

﹃
張
靖
達
公
奏
議
﹄
巻
八
﹁
遺
摺
﹂
︒
同
時
代
の
観
察
の
一
典
型
だ
と
い
え
よ
う
︒

⑧

﹃
郭
嵩
燾
日
記
﹄
第
三
巻
︑
湖
南
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︑
光
緒
三
年
十

月
初
八
日
の
条
︑
三
三
八
頁
︒
郭
嵩
燾
は
当
時
︑
中
国
初
の
イ
ギ
リ
ス
常
駐
公
使

と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
て
お
り
︑
日
本
の
駐
英
公
使
上
野
景
範
と
交
わ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
︒
こ
の
引
用
文
も
上
野
と
の
会
談
に
つ
づ
く
一
節
で
あ
る
︒
も
っ

と
も
当
時
︑
日
本
に
対
し
て
こ
う
し
た
認
識
・
評
価
を
も
ち
え
た
の
は
︑
郭
嵩
燾

は
じ
め
︑
少
数
の
渉
外
担
当
の
当
局
者
の
み
だ
っ
た
︒

⑨

長
崎
以
外
で
も
︑
日
本
﹁
近
世
﹂
の
儒
学
教
育
が
地
域
や
階
層
の
別
を
こ
え
た

﹁
均
質
な
知
﹂
を
形
成
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え

ば
︑
前
田
勉
﹁
日
本
近
世
儒
教
﹂
﹃
日
本
儒
教
学
会
報
﹄
第
一
号
︑
二
〇
一
七
年

を
参
照
︒

む

す

び

こ
れ
ま
で
長
崎
の
文
廟
と
い
え
ば
︑
学
問
的
に
は
か
つ
て
存
在
し
た
﹁
近

世
﹂
の
中
島
聖
堂
に
の
み
︑
注
目
が
集
ま
っ
て
き
た
︒
あ
る
い
は
観
光
的
に

は
︑
現
存
す
る
孔
子
廟
が
著
名
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
別
の
関
心
で

あ
り
︑
し
た
が
っ
て
両
者
は
︑
ふ
つ
う
関
係
が
希
薄
だ
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
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た
︒
し
か
し
両
者
の
﹁
近
代
﹂
の
動
向
に
も
目
を
向
け
れ
ば
︑
ど
う
だ
ろ
う

か
︒本

稿
の
考
察
に
よ
れ
ば
︑
日
本
﹁
近
世
﹂
の
聖
堂
が
果
た
し
て
き
た
役
割

が
︑
﹁
近
代
﹂
に
で
き
た
長
崎
の
孔
子
廟
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

ひ
い
て
は
︑
日
・
中
の
﹁
近
世
﹂
﹁
近
代
﹂
と
い
う
時
代
範
疇
を
再
考
す
る

契
機
も
与
え
て
く
れ
る
題
材
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

以
上
は
な
お
仮
説
に
と
ど
ま
る
点
も
少
な
く
な
く
︑
そ
の
精
確
な
是
非
は
︑

い
っ
そ
う
の
考
察
を
必
要
と
す
る
︒
し
か
し
仮
説
で
も
提
起
し
な
く
て
は
︑

﹁
近
世
﹂
と
﹁
近
代
﹂
の
研
究
が
棲
み
分
け
て
︑
ほ
ぼ
断
絶
し
て
い
る
日
本

史
・
中
国
史
の
研
究
の
現
状
は
改
ま
る
ま
い
︒

長
崎
の
孔
子
廟
は
︑
日
本
で
唯
一
華
僑
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
廟
で
あ

る
︒
毎
年
九
月
に
挙
行
さ
れ
る
孔
子
誕
生
祭
は
︑
今
日
も
華
僑
た
ち
に

よ
り
継
承
さ
れ
︑
今
で
は
長
崎
の
名
物
行
事
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る①
︒

以
上
は
﹃
長
崎
市
史
﹄
に
載
せ
る
陳
東
華
氏
の
記
述
で
あ
る
︒
長
崎
孔
子

廟
の
現
況
を
説
い
て
︑
ほ
ぼ
誤
り
は
な
い
も
の
の
︑
上
述
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
︑
い
く
つ
か
補
足
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

現
在
の
孔
子
廟
大
成
殿
内
の
掲
示
に
も
︑
こ
の
﹁
孔
子
誕
生
祭
﹂
の
案
内

が
あ
っ
て
︑
こ
れ
を
﹁
釋
奠
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
と
し
︑
﹁
毎
年
九
月

最
終
土
曜
日
の
午
後
一
時
開
催
﹂
と
記
す
︵
二
〇
一
五
年
二
月
一
四
日
確

認
︶
︒
た
し
か
に
﹁
名
物
行
事
﹂
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
︑
﹁
釋
奠
﹂
は
周

知
の
と
お
り
︑
孔
子
の
﹁
誕
生
祭
﹂
で
は
な
い
︒
学
問
的
歴
史
的
に
正
し
い

記
述
と
は
い
え
な
い
し
︑
陳
東
華
氏
の
記
述
も
必
ず
し
も
そ
れ
を
補
っ
て
く

れ
な
い
︒

し
か
も
本
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば
︑
長
崎
の
﹁
釋
奠
﹂
は
﹁
近
世
﹂
日
本
の

中
島
聖
堂
に
由
来
し
︑
﹁
誕
生
祭
﹂
と
は
も
と
も
と
孔
教
か
ら
は
じ
ま
っ
た

も
の
で
︑
西
洋
近
代
に
附
会
し
て
い
る
か
ら
︑
両
者
は
厳
密
な
区
別
と
比
較

が
必
要
で
あ
る
︒
混
同
し
て
は
な
ら
な
い②
︒
こ
の
点
に
一
瞥
を
く
わ
え
て
︑

本
稿
を
し
め
く
く
ろ
う
︒

現
在
の
長
崎
孔
子
廟
は
も
ち
ろ
ん
︑
創
建
当
時
の
も
の
で
は
な
い
︒
﹁
ほ

と
ん
ど
老
朽
化
し
て
崩
壊
を
待
つ
状
態
﹂
だ
っ
た
孔
子
廟
は
︑
一
九
六
七
年

一
二
月
か
ら
大
改
修
が
施
さ
れ
︑
崇
聖
殿
が
解
体
さ
れ
︑
代
わ
っ
て
新
た
に

唐
人
館
が
建
設
さ
れ
た③
︒
唐
人
館
と
は
そ
の
前
々
年
︑
長
崎
の
華
僑
が
中
国

文
化
を
紹
介
す
る
資
料
館
と
し
て
設
立
し
た
組
織
で
あ
り
︑
翌
六
六
年
に
は

株
式
会
社
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
が
こ
の
孔
子
廟
に
併
設
さ
れ
た
わ
け
で
︑

つ
ま
り
現
在
の
中
国
歴
代
博
物
館
の
前
身
で
あ
る
︒
再
建
成
っ
た
孔
子
廟
の

落
成
式
は
︑
孔
子
生
誕
の
九
月
二
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
た④
︒

こ
う
し
た
い
き
さ
つ
か
ら
︑
長
崎
孔
子
廟
が
毎
年
の
記
念
行
事
と
し
て
︑

﹁
誕
生
祭
﹂
を
挙
行
す
る
意
味
も
よ
く
わ
か
る
し
︑
元
来
は
あ
く
ま
で
伝
統

長崎の聖堂と孔子廟（岡本）
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的
な
文
廟
と
し
て
創
建
さ
れ
た
施
設
な
れ
ば
こ
そ
︑
そ
れ
が
﹁
釋
奠
﹂
と
混

同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
も
う
な
づ
け
る
︒

こ
の
大
改
修
に
と
も
な
い
︑
戦
前
戦
後
一
貫
し
て
︑
孔
子
廟
と
一
体
化
し

て
い
た
時
中
學
堂
／
小
学
校
は
︑
﹁
道
一
つ
隔
て
て
向
き
合
う
大
浦
町
乙
二

十
二
番
地
に
新
築
さ
れ
た
校
舎
に
移
転
し
﹂
︑
そ
の
後
は
一
九
八
八
年
に
最

後
の
卒
業
生
二
人
を
送
り
出
し
︑
小
学
校
と
し
て
の
幕
を
閉
じ
て
時
中
語
学

院
と
な
っ
た⑤
︒
長
崎
孔
子
廟
は
か
つ
て
の
教
育
機
能
も
失
っ
た
の
で
あ
る
︒

前
出
の
陳
東
華
氏
は
︑
時
中
小
学
校
の
一
九
五
六
年
の
卒
業
生
で
も
あ
り
︑

な
お
孔
子
廟
が
再
建
前
︑
時
中
小
学
校
と
一
体
だ
っ
た
時
期
に
通
学
さ
れ
て

い
た
︒
そ
の
氏
に
よ
れ
ば
︑
当
時
の
孔
子
廟
に
﹁
釋
奠
﹂
儀
礼
は
お
ろ
か
︑

﹁
誕
生
祭
﹂
も
な
か
っ
た
し
︑
孔
子
像
も
な
か
っ
た
︑
木
主
の
み
あ
っ
た
︑

と
の
由
で
︑
こ
れ
は
中
国
オ
リ
ジ
ナ
ル
︑
伝
統
的
な
文
廟
の
様
式
に
ほ
か
な

ら
な
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
孔
子
像
を
安
置
し
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
生
誕
祭
﹂
を
﹁
釋
奠
﹂

と
し
て
祝
う
の
は
︑
孔
子
廟
が
再
建
改
装
︑
観
光
化
さ
れ
て
か
ら
の
も
の
な

の
で
あ
る
︒
そ
の
孔
子
祭
を
毎
年
開
催
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
一
九
八

六
年
以
後
だ
と
い
う
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
儀
礼
も
ふ
く
め
た
元
来
の
孔
子
廟
の
起
源
は
︑
中
島
聖
堂

と
の
関
係
を
抜
き
に
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
﹁
近
代
﹂
の
聖
堂
・
孔

子
廟
に
い
っ
そ
う
精
細
な
解
明
が
待
た
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
︒

①

陳
東
華
前
掲
論
文
︑
三
八
三
頁
︒
な
お
こ
れ
に
先
だ
っ
て
︑
孔
子
廟
の
﹁
孔
子

祭
﹂
を
論
じ
た
も
の
に
︑
王
維
前
掲
書
︑
一
一
二
～
一
一
三
︑
二
六
九
頁
が
あ
る
︒

②

T
h
e
E
n
cycloped
ia
of
th
e
C
h
in
ese
O
verseas,
general
editor,
L
ynn

P
an,
R
ichm
ond
:
C
urzon,1999,
p.333
︵
リ
ン
・
パ
ン
編
／
田
口
佐
紀
子
・

山
本
民
雄
・
佐
藤
嘉
江
子
訳
﹃
世
界
華
人
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
﹄
明
石
書
店
︑

二

〇

一

二

年
︑
五

八

五

頁
︶
の

“C
hinese
also
raised
a
tem
ple
to

C
onfucius
in
1647.
⁝
⁝
C
erem
onies
m
arking
C
onfucius̓
s
birthday

are
still
held
there
today
︵
中
国
人
は
︑
一
六
四
七
年
に
は
孔
子
廟
も
建
立

し
て
い
る
︒
⁝
⁝
そ
こ
で
は
現
在
も
孔
子
生
誕
祭
が
祝
わ
れ
る
︶”
と
い
う
記
述

な
ど
が
︑
い
わ
ば
そ
ん
な
混
同
の
典
型
で
あ
り
︑
か
つ
て
の
聖
堂
／
釋
奠
と
現
在

の
孔
子
廟
／
生
誕
祭
そ
の
も
の
を
と
り
ち
が
え
て
い
る
︒
そ
の
点
は
王
維
前
掲
書
︑

一
一
二
︑
一
一
五
頁
も
同
断
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
規
模
の
誤
解
が
な

お
解
け
て
い
な
い
の
が
︑
現
状
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

③

こ
の
当
時
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
︑
菱
谷
武
平
﹁
中
国
孔
子
廟
と
グ

ラ
バ
ー
邸
﹂
︑
同
﹃
長
崎
外
国
人
居
留
地
の
研
究
﹄
出
島
研
究
会
責
任
編
集
︑
九

州
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
八
年
︑
所
収
︵
原
載
一
九
七
五
年
︶
︑
八
一
二
頁
を
参

照
︒
引
用
は
一
九
六
七
年
五
月
︑
菱
谷
氏
の
談
話
の
一
節
︒

④

前
掲
﹃
時
中
﹄
八
九
～
九
〇
頁
を
参
照
︒
孔
子
に
ち
な
む
か
ら
︑
孔
子
の
生
誕

日
に
記
念
行
事
を
お
こ
な
う
と
い
う
発
想
を
し
︑
ま
た
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
奇
異
に

感
じ
な
い
の
は
︑
わ
れ
わ
れ
も
か
つ
て
の
孔
教
以
上
に
︑
西
洋
的
な
思
想
風
習
に

染
ま
り
︑
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑤

同
上
︑
一
〇
九
～
一
一
一
頁
を
参
照
︒

︵
京
都
府
立
大
学
教
授
︶
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The Confucian Temples of Nagasaki:

A Study of the Early-Modern and Modern Eras in China and Japan

by

OKAMOTO Takashi

Heretofore, in discussions of the Confucian temples of Nagasaki, the early-

modern Nakajima Seidō, known as the Japanese Confucian temple at

Nagasaki, alone has attracted the attention in the academic world. Today the

Kongzi Miao, the Chinese Confucian temple in Nagasaki, is chiefly famed as

a tourist destination. The two have been the objects of completely different

concerns, and thus the relationship between the two has never been fully

addressed.

However, this paper makes clear that the building of the Kongzi Miao was

a project of the Qing government and that it was seen as a replacement and

continuation of the Japanese “early-modern” Nakajima Seidō. After the 1880s,

Qing foreign establishments were under the control of overseas Chinese on a

global scale, and because the functioning of the Nakajima Seidō at Nagasaki

in Japan since the “early modern” period was seen as useful.

The Kongzi Miao was run jointly by the Shizhong School and like the

Nakajima Seidō, it functioned as an educational institution. Both officials and

merchants prayed at the Kongzi Miao built by the authorities, children could

study at the school, and its financial operation was supported by Chinese

merchants. At this time, there was the parallel movement of Kang Youwei's

radical reform movement of Confucianism. Confucianism was to be

converted into a religion like Christianity, Confucian temples were to be

transformed into the equivalent of churches, and mission schools were to be

built, and the children of both the gentry-literati and ordinary people would

become their responsibility. The Kōbe Chinese School and the Yokohama

School were in fact established. The aim was the unity and creation of a

national citizenry as in the advanced Western nations, and to organize

overseas Chinese so they could be mobilized politically.

Both Japanese Confucianism and Western Christianity lay behind the

construction of Nagasakiʼ s Kongzi Miao and the Kang Youweiʼ s radical

reform movement of Confucianism, though their beginnings differed.

(1024)



However, as “early-modern” Japan and Western modernity were nearly

identical when viewed from China, one can see that they aimed at the same

goal of creation and unity of a national citizens citizenry.

The historical categories of “early-modern” and “modern” in Japan and

China, as in Nagasakiʼs Kongzi Miao, but also the compartmentalization of

the “modern” and “early-modern” are surely issues that will provide an

opportunity to reconsider the entire study of Japanese and Chinese history

that has nearly been terminated.
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