
近
代
中
国

に
お
け
る
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師

の
文
化
活
動

上
海

・
墨
海
書
館
を
中
心

に

劉

建

輝

近代中国 におけるプロテスタソ ト宣教 師の文化活動

一

上
海

に
集
ま
る
宣
教
師
と
そ
の
著
作
活
動

一
八
五
〇
年
代
、
か

つ
て
長
ら
く
広
東

で
展
開
さ
れ

て
い
た
中
国
の
対
外
交

渉
は
単

に
貿
易
や
交
通

の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
情
報

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
も

「新
開
地
」
で
あ
る
上
海
を
中
心
に
再
編
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、

ア

ヘ
ソ
戦
争
前
か
ら

一
貫
し
て
西
洋
情
報
伝
達

の
担

い
手

で
あ
る
プ

ロ
テ
ス
タ

ソ
ト
宣
教
師
た
ち
の
動
向
を
見
れ
ば
そ
の
事
情

は
実
に
よ
く
わ
か
る
。
と
い
う

の
は
、
ア

ヘ
ソ
戦
争
後
、
五
つ
の
開
港
地

に
散
ら
ば

っ
て
い
っ
た
こ
れ
ら
の
宣

教
師
は
、
こ
の
時
期
に
入
る
と
、
伝
道
上

の
便
宜

の
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

つ
ぎ

つ
ぎ
と
上
海

に
集
ま
り
、
貿
易
や
交
通

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
と
な
り

つ

つ
あ
る
こ
の
土
地
を
自
ら

の
新
拠
点
と
し
て
活
発
に
布
教

の
準
備
活
動
を
開
始

し
た
の
で
あ
る
。

プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
と
し
て
、
最
初

に
上
海

に
入

っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ

ス
倫
敦
会
所
属

の
メ
ド

ハ
ー
ス
ト

(麦
都
思
)
と

ロ
ッ
ク

ハ
ー
ト

(雛
魏
林
)

で
あ

っ
た
。
二
人
は
、
上
海
開
港
直
後

の

一
八
四
三
年

に
各
自
の
従
来

の
根
拠

地
だ

っ
た
広
州
と
舟
山
の
定
海
か
ら
こ
こ
に
移
り
住
ん
だ
が
、
そ
の
際

に
、
彼

ら
は
ま
た
も
と
も
と
バ
タ
ビ
ア
に
あ
る
倫
敦
会
の
印
刷
所
と
定
海
に
あ
る
ロ
ッ

ク

ハ
ー
ト
の
診
療
所
を

一
緒

に
こ
の
新
天
地
に
移
転
さ
せ
た
。
そ
し
て
後
述
す

る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
墨
海
書
館
、
仁
済
医
館
と
命
名
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
施

設
に
、
後
に
同
じ
倫
敦
会
所
属

の
教
会

天
安
堂
も
加
わ
り
、
三
者
が

メ
ド

ハ
ー
ス
ト
の
中
国
名

11
麦
都
思
に
ち
な
ん
だ

「麦
家
圏
」
(今
の
山
東
路
付
近
)

と
い
う
場
所
で
大

い
に
発
展
し
、
倫
敦
会

の
み
な
ら
ず
、
上
海
に
お
け
る
プ

ロ

テ
ス
タ
ン
ト
全
会
派
の

一
大
活
動
拠
点
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

メ
ド

ハ
ー
ス
ト
は
、
も
と
も
と
か
の
有
名
な

ロ
バ
ー
ト

・
モ
リ
ソ
ン
に
随
行

し
て
、
い
わ
ゆ
る
南
洋
で
プ

ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
伝
道
を
開
拓
し
た
人
物

で
、

モ
リ

ソ
ン
没
後
は
、
実
質
上
そ
の
後
継
者
と
し
て
、
倫
敦
会

の
中
国
伝
道

に
お
い
て
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中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
存
在
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
そ
の
彼

の
上
海

移
住
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
極
端
に
言
え
ば
上
海

が
プ

ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
伝
道

の
新
た
な
中
心
地
と
な
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
示
し
て

い
る
よ
う
な
出
来
事

で
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
現
に
、
そ
の
後

ま
さ
し
く
彼

の

監
督
下
に
あ
る
墨
海
書
館
は

一
五
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
出
版
界

　ユ
　

に
君
臨
し
、
二
五
万
部
近
く
の
漢
訳
聖
書
と

一
七

一
種
類

の
漢
文
伝
道
書
や
科

学
書
を
世
に
送
り
出
し
た
し
、
ま
た
彼
個
人

や
墨
海
書
館
な
ど
の
存
在

に
引
き

寄
せ
ら
れ
て
三
十
数
名
の
宣
教
師
が
相
次
ぎ

こ
の
土
地
に
居
住
す
る
よ
う
に
な

　
　
　

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
多
く
の
宣
教
師
は
、
伝
道

の
か
た
わ
ら
あ
る
い
は
自
ら
著
述
し
、

あ
る
い
は
欧
米
学
者

の
著
書
を
翻
訳
す
る
形

で
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
西
洋
知
識

を
多
数
中
国
に
紹
介
し
た
。
そ
れ
ら
の
著
作

の
主
な
も

の
を
分
野
ご
と
に
紹
介

す
る
と
、
た
と
え
ば
、
天
文

・
地
理
学

で
は
、
ミ

ュ
ア
ー

ヘ
ッ
ド

(慕
維
廉
)

が

一
八
五
三
年
か
ら
五
四
年
に
か
け
て

『地

理
全
志
』
を
著
し
、
西
洋
近
代
地

理
学
に
つ
い
て
在
来

の
人
文
地
理
学
の
み
な
ら
ず
、
自
然
地
理
学
の
内
容
も
加

え
て
詳
細

か
つ
簡
明
に
解
説
し
た
。
ま
た
ウ

エ
イ

(禪
理
哲
、
彼
は
寧
波
を
根

拠
地
に
し
て
い
た
)
が
、

一
八
五
六
年

に
自
著

の

『地
球
図
説
』
を
大
幅
に
改

訂
し
、
ま
だ
中
国

の
知
識
人
に
十
分
に
認
知

さ
れ
て
い
な

い
地
球
球
体
説
や
太

陽
中
心
説
の
説
明
と
各
国
の
国
勢

の
紹
介
に
努
め
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
著
者
と

し
て
の
著
述

で
は
な
い
が
、
ワ
イ
リ
ー

(偉
烈
亜
力
)
が

一
八
五
九
年

に
、
か

つ
て
イ
ギ
リ
ス
天
文
学
会
の
会
長
も
務

め
た
ジ

ョ
ソ

・
ハ
ー
シ

ェ
ル

(侯
失
勒

約
翰
)
の
名
著

『天
文
学
概
論
』
(
一
八
四
九
年
初
版
)
を

『談
天
』
と
い
う
書

名
で
翻
訳
し
、

コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
か
ら
ケ
プ
ラ
ー
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ソ
に
至
る

ま
で
の
西
洋
近
代
天
文
学

の
流
れ
と
そ
の
最
新

の
研
究
成
果
を
体
系
的

に
紹
介

し
た
の
で
あ
る
。

次

い
で
歴
史
学

で
は
、
同
じ
ミ

ュ
ア
ー

ヘ
ッ
ド
が

一
八
五
六
年

に
ト
ー

マ

ス
・
ミ
ル
ナ
ー
の

『英
国
史
』
を

『大
英
国
志
』
と
し
て
漢
訳

し
、
「政
教

の

美
が
東
西
州

に
冠
を
為
す
」
「
全
盛

の
国
」
(漢
文
序
文
)
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の

二
〇
〇
〇
年

の
歴
史
を
王
朝
ご
と
に
た
ど

っ
た
が
、
中

で
も
そ
の
政
治
制
度
に

つ
い
て
は
、
「
巴
力
門
議
会
」
(国
会
)

の

「
労
爾
徳
士
」
(上
院
)
と

「高
門

士
」
(下
院
)
の
二
院
制
や

「推
選
」
の
制
限
選
挙
制
、
下
院

の
主
導
的
な
立

場
な
ど
を
簡
潔
に
解
説
し
、
従
来

の

『海
国
図
志
』
な
ど
で
は
は

っ
き
り
と
説

明
で
き
な
か
っ
た
知
識
を
明
確

に
提
示
し
た
。
ま
た
ブ
リ

ッ
ジ

マ
ン
も
自
ら
の

『美
理
哥
合
省
国
志
略
』

の
再
増
補
版
と
し
て

一
八
六

一
年

に

『聯
邦
志
略
』

を
著
述
し
、
新
興
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
独
立
史
を
は
じ
め
、
そ

の
政
治
、
経

済
、
教
育
、
宗
教
、
そ
れ
に
各
州
の
具
体
的
な
情
況
な
ど
に
つ
い
て
き
わ
め
て

体
系
的

に
紹
介
し
た
。

そ
し
て
数
学

・
物
理
学
で
は
、
ワ
イ
リ
ー
が
ま
ず

一
八
五
三
年
に

『数
学
啓

蒙
』
を
著
し
、
西
洋
数
学
の
初
歩
的
な
知
識
を
解
説
し
た
ほ
か
、
続

い
て

一
八

五
七
年

に

マ
テ
オ

・
リ
ッ
チ
が
前
半

し
か
訳

せ
な
か

っ
た

ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
の

『幾
何
学
入
門
』

の
後
半
を

『続
幾
何
原
本
』
と
し
て
訳
し
、
リ

ッ
チ
の
翻
訳

か
ら

二
五
〇
年
を
経

て
つ
い
に
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
名
著
を
完
訳
し
た
。
そ
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近代中国 におけるプ ロテスタン ト宣教 師の文化活動

の
後
、
彼

は

一
八
五
八
年
に
ま
た

『重
学
浅
説
』
を
刊
行
し
、
漢
文
に
よ

っ
て

初
め
て
力
学
を
中
心
と
す
る
西
洋
近
代
物
理
学

に
つ
い
て
の
解
説
を
試
み
る

一

方
、
翌
年

に
は
さ
ら

に
イ

ギ
リ

ス
の
数

学

者

U
Φ
ζ
oお
彗

(棣
麼
甘
)
の

『代
数
初
歩
』
(
一
八
三
五
年
)
を

『代
数
学
』
、
ア
メ
リ
カ
の
数
学
者

い
O
o
皀

ω

(羅
密
士
)
の

『解
析
幾
何
と
微
積
分
初
歩
』
(
一
八
五
〇
年
)
を

『代
微
積
拾

級
』
と
い
う
書
名
で
翻
訳
し
、
特

に
後
者

に
お
い
て
初
め
て
西
洋
近
代
数
学
の

知
識
を
中
国
に
紹
介
し
た
の
み
な
ら
ず
、
同
時

に
多
く

の
新
し
い
数
学
用
語
、

た
と
え
ぽ
係
数
、
函
数
、
変
数
、
微
分
、
積
分
な
ど
も
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
分
野
以
外

で
も
、
た
と
え
ば
医
学

で
は
ロ
ヅ
ク

ハ
ー
ト
の
後
を
継

い
で
仁
済
医
館
の
管
理
を
任

せ
ら
れ
た
ホ
ブ

ソ
ソ

(合
信
)

の

『全
体
新
論
』

(
一
八
五

一
年
広
州
初
版
、

一
八
五
五
年
墨
海
書
館
再
版
)
『西
医
略
論
』
(仁
済
医

館
、

一
八
五
七
年
)
『婦
嬰
新
説
』
(仁
済
医
館
、

一
八
五
八
年
)
『内
科
新
説
』

(同
上
)
や
、
博
物

・
生
物
学
で
は
同
じ
ホ
ブ

ソ
ン
の

『博
物
新
編
』
(
一
八
五

五
年
広
州
初
版
、
同
年
墨
海
書
館
再
版
)
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ソ
ソ

(韋
廉
臣
)
の

『植

物
学
」
(墨
海
書
館
、

一
八
五
九
年
)
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
プ

ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
宣
教

師
に
よ
る
漢
訳
洋
書
は
実
に
枚
挙

に
暇
が

な
い
ほ
ど
多
数
存
在
し
て
い
る
。
そ

し
て
ま
さ
に
彼
ら

の
こ
の
瞠
目
す

べ
き
活
躍

に
よ

っ
て
、
上
海

は
急
速

に
西
洋

情
報
発
信
地
と
し
て
発
展
し
、

一
八
五
〇
年
代
後
半
に
は
も
う
完
全
に
自
ら
を

中
心
と
し
た

一
大
情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
た
の
で
あ

る
。

二

西
洋
情
報

の

「
生
産
基
地
」

墨
海
書
館

と
こ
ろ
で
、
ミ

ュ
ア
ー

ヘ
ッ
ド
や
ワ
イ
リ
ー
を
始
め
と
す
る
こ
れ
ら
の
宣
教

師
た
ち
が
、
な
ぜ

一
八
五
〇
年
代

に
入

っ
て
突
如
こ
れ
だ
け
集
中
的
に
漢
文
著

作
を
刊
行
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
メ
ド

ハ
ー
ス
ト
を
除

い
て
、
中
国
滞
在
が

決
し
て
長
い
と
は
言
え
な
い
こ
の
人
た
ち
が
ま
た
ど

の
よ
う
に
し
て
あ

の
抽
象

性

の
高

い
西
洋
科
学
書
な
ど
を
漢
文
に
翻
訳

で
き
た
の
だ
ろ
う
。
上
記

の
そ
の

活
躍
を
確
認
し
た
後
、
お
そ
ら
く
だ
れ
し
も
が
抱
く
疑
問

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
以
下
は
、
彼
ら

の
具
体
的
な
日
常
活
動
、
そ
の
取
り

囲
ま
れ
た
環
境
、
と
り
わ
け
墨
海
書
館
と
い
う
そ
の
情
報
生
産
を
可
能

に
し
た

「現
場
」

の
様
子
を
す
こ
し
紹
介
し
て
み
た
い
。

先
ほ
ど
も
す
こ
し
触
れ
た
が
、
墨
海
書
館
と
い
う

の
は
、

つ
ま
り
メ
ド

ハ
ー

ス
ト
が

一
八
四
三
年

に
自
分

の
移
転
と
と
も

に
も
と
も
と
バ
タ
ビ
ア
に
あ

っ
た

倫
敦
会

の
印
刷
施
設
を
上
海
に
移
し
て
設
立
し
た
も

の
で
あ

る
。
そ
の
所
在
地

は
、
最
初
の
二
年
ほ
ど
は
上
海
県
城
東
門
外

に
あ
る
メ
ド

ハ
ー
ス
ト
の
借
家
の

一
階

に
あ

っ
た
が
、
そ
の
後

一
八
四
六
年
に
、
今
度
は
同
県
城
北
門
外

に
新
築

さ
れ
た
二
階
建
て
の

一
軒
家
に
移

っ
た
。
こ
の
近
く
に
は
墨
海
書
館

の
ほ
か
に

同
じ
く
新
築
さ
れ
た
メ
ド

ハ
ー
ス
ト
の
自
宅
や
仁
済
医
館
も
あ
り
、
ま
た
後

に

天
安
堂
と
い
う
教
会
も
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
述

の
麦
家
圏
は
、
言
わ
ば

こ
れ
ら
の
施
設
が
集
中

し
て
い
る

一
角
を
指
し
て
い
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

設
立
当
初
の
墨
海
書
館
に
は
、
わ
ず
か
手
動

の
印
刷
機

一
台
と
欠
字

の
多
い
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金
属
活
字

一
セ
ッ
ト
し
か
な
く
、
そ
れ
に
印

刷
工
も
中
国
人
の
青
年

一
人
し
か

い
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
に
あ
り
合
わ
せ
の
活
字
と
照
合
し
な
が
ら
文
章
を
作

ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
き
わ
め
て
苦
し
い
作

業
を
強

い
ら
れ
た
と
い
う
。
そ

の

後

一
八
四
七
年

に
な
る
と
、
ま
も
な
く
大
量

の
聖
書
印
刷

の
時
代
を
迎
え
る
た

め
に
、
倫
敦
会
本
部
か
ら

一
台

の
ッ
イ
ン
シ
リ
ソ
ダ
式
印
刷
機
が
届
け
ら
れ
、

ま
た
そ
れ
に
先
だ

っ
て
専
門

の
印
刷
職
員
で
あ
る
ワ
イ
リ
ー
も
派
遣
さ
れ
た
。

む
ろ
ん
墨
海
書
館

は
設
立
直
後

の

一
八
四
四
年

に
す
で
に
伝
道
用
小
冊
子
の
印

刷
を
開
始
し
た
が
、
し
か
し
前
述
の
活
躍

に

つ
な
が
る
よ
う
な
運
営
は
、
や
は

り
新
し
い
機
械
と
職
員
の
到
来

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
こ
の
シ
リ
ン
ダ
式
印
刷
機
は

一
日
数
万
枚
も
印
刷
で
き
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。

一
八
四
〇
年
代
後
半
の
墨
海
書
館
に
つ
い
て
、
後
に
宣
教
師
た
ち
の
中
国
語

助
手
と
な

っ
た
王
韜

は
当
時

の
様
子
を
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

時
に
西
士
の
麦
都
思
、
墨
海
書
館
を
主
持
し
、
活
字
板
の
機
械
を
以
て

書
を
印
ず
。
竟

に
創
見
と
謂
う
。
余
、

特
に
之
を
往
き
訪
ぬ
。
竹
籬
花
架
、

菊
圃
蘭
畦
、
頗

る
野
外

の
風
趣
有
り
。
其

の
室
中

に
入
れ
ぽ
、
縹
繝
架
に

挿
し
て
、
琳
琅
目
に
満

つ
。
麦
君
に
二
女
有
り
。
長
き
は
曰
く
瑪
梨
、
幼

き
は
曰
く
亜
爛
、
皆
、
出
で
て
相
見
る
。
(中
略
)

後
に
印
書
を
観
る
に
導
か
る
。
車
床

、
牛
を
以

て
之
を
曳
き
、
車
軸
、

飛
ぶ
が
如
く
旋
転
す
。

一
日
に
数
千
番

を
印
ず
べ
し
と
云
う
。
誠

に
巧
み

に
し
て
捷
き
な
り
。
書
楼
、
倶
て
玻
瓔
を
以
て
窓
臑
を
作
り
、
光
明
に
し

て
繊
翳
無
し
。
洵
に
琉
璃

の
世
界

に
属
す
る
な
り
。
字
架
、
東
西
に
排
列

し
、
位
置
、
悉
く
字
典

に
依
り
て
、
分
毫
の
紊
乱
も
容
ぜ
ず
。

麦
君
と
同
じ
く

一
処

に
在
る
者
、
曰
く
美
魏
茶
、
曰
く
雛
頡
、
曰
く
慕

維
廉
、
曰
く
艾
約
瑟
、
威
中
国

の
語
言
文
字
を
識
る
。

(『漫
遊
随
録
』、

一
八
八
七
年
)

牛

の
動
力
で
活
字

の
印
刷
機
械
を
ま
わ
す
、
こ
の
事
実

は
お
そ
ら
く
当
時

の

中
国
人
に
と

っ
て
よ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
別
の
文
章

で
王
韜

は
こ
の
西
洋
舶
来

の
ま

っ
た
く
見
慣
れ
な
い
機
械
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
記

し
て
い
る
。

西
人
は
印
書
局
を
数

ヵ
所
設
置
し
た
が
、
そ
の
も

っ
と
も
著
名
な
の
は

墨
海
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
鉄
材
で
製
造
さ
れ
た
印
書
車
床

(印
刷
機
械
)

が
あ
り
、
長
さ
は

一
丈
数
尺
で
、
幅
は
三
尺
ほ
ど
で
あ
る
。
両
側

に
重
い

歯
車
が

二
つ
付

い
て
お
り
、
そ
こ
に
二
人
ず

つ
協
力
し
て
印
刷
を
行
う
。

牛
の
動
力

で
そ
の
歯
車
を
回
転
さ
せ
な
が
ら
、
推
し
出
し
た
り
引
き
込
ん

だ
り
す
る
。
そ
の
上
に
は
大
き
な
空
軸
が
二
つ
吊
る
し
て
あ
り
、
そ
れ
を

ベ
ル
ト
で
下

の
…機
械
と
連
係
さ
せ
て
紙
を
送
り
こ
む
。

一
回
転
す
る
毎
に

紙
の
両
面

に
印
刷
さ
れ
て
、
甚
だ
簡
単
で
し
か
も
速
い
。

一
日
に
四
万
枚

余
も
印
刷
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
字
は
活
版

で
、
鉛
で
鋳
造
し
、
墨
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は
ゼ
ラ
チ
ソ
と
煤

の
油
を
混
ぜ

て
練
成

し
た
も
の
で
あ

る
。
印
床

の
両
側

に
墨
槽
が
付
け
て
あ
り
、
鉄
製

の
軸

で
こ
れ
を
回
転
さ
せ
れ
ぽ
、
墨
が
平

板

に
運
ぼ
れ
る
。
そ
の
傍
に
幾

つ
か
の
等
間
隔
に
排
列
さ
れ
た
墨
軸
が
連

な

っ
て
い
て
、
平
板
の
上
に
あ

る
墨
を
塗
り
付
け
な
が
ら
活
字
板
に
送
り

込
み
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
墨

の
濃
淡
が
お
の
ず
と
消
え
て
し
ま
う
。

墨
が
均
等
に
印
刷
さ
れ
る
の
で
文
字

は
当
然
は

っ
き
り
し
て
お
り
、
と
て

も
中
国
在
来

の
印
刷
な
ど

の
比
で
は
な
い
。
印
書
車
床
を
動
か
す
に
は
お

よ
そ
牛

一
頭

の
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
牛
を
使
う
の
は
、
水
火

二
気

(蒸

気
)

の
代
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
『瀛
儒
雑
誌
』
、

一
八
七
五
年
)

周
知

の
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
の
R

・
ホ
ー
に
よ

っ
て
蒸
気
輪
転
印
刷
機
が
発

明
さ
れ
た
の
は
、

一
八
四
六
年
で
あ
る
。
墨
海

の
シ
リ
ン
ダ
式
印
刷
機
が
導
入

さ
れ
た
の
は

一
八
四
七
年
の
秋
だ
そ
う
だ

か
ら
、
ど
う
や
ら
こ
の
ホ
ー
の
輪
転

機
の
可
能
性
は
薄

い
。
し
か
し
そ
れ
で
も

そ
の

一
世
代
前

の
輪
転
機
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
が
な
く
、
当
時
に
お
い
て
は
き

わ
め
て
先
端
的
な
機
械
で
あ
る
。

そ
の
優
れ
た
性
能
は
、
や
が
て

「
聖
書
」

や
そ
の
他

の
書
籍

の
印
刷
に
お
い
て

大
い
に
発
揮
さ
れ
、

一
八
五
〇
年
代
を
通

し
て
、
墨
海
書
館
を
支
え
る
原
動
力

の

一
つ
で
さ
え
あ

っ
た
と
言

っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

三

麦
家
圏
で
誕
生
し
た
漢
訳
聖
書

こ
の
よ
う
に
、
設
立
当
初

の
墨
海
書
館

の
様
子
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の

「看
板
」
と
も
言
え

る
輪
転
印
刷
機
を
見

て
き
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
こ
の
…機

械
を
導
入
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
新
し
く
翻
訳
さ
れ
た

「聖
書
」

の
印
刷

の
た

め
で
あ

っ
た
の
で
、
そ
の
意
味
で
こ
こ
で
は
や
は
り
そ
の
最
大

の
事
業
で
あ
る

聖
書
漢
訳

の

「現
場
」
も
す
こ
し
検
証
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

中
国
で
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
と
し
て
最
初

に
聖
書
漢
訳
を
手
掛
け
た
の

は
や
は
り
前
述
の
ロ
バ

ー
ト

・
モ
リ
ソ
ン
で
あ

っ
た
。

一
八
〇
七
年
に
来
華
し

た
モ
リ
ソ
ン
は
、
は
じ
め
は
ほ
と
ん
ど

一
人

の
力
で
ま
ず

一
八

=
二
年
に

「新

約
聖
書
」
を
翻
訳
し
、
続
い
て
彼

の
後

に
派
遣
さ
れ
て
き
た
同
じ
倫
敦
会

の
ウ

ィ
リ
ア
ム

・
ミ
ル
ソ

(米
憐
)
の
協
力
を
得

て

一
八

一
九
年

に
ま
た

「旧
約
聖

書
」

の
漢
訳
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
し
て
こ
の
両
者
を
あ
わ
せ
て

一
八
二
四
年

に

『神
天
聖
書
』
(
一
名

『聖
書
全
書
』)
と
し
て
刊
行
し
、
こ
れ
は
い
わ
ば
中
国
に

お
け
る
最
初
の
完
訳
聖
書

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
モ
リ
ソ
ン
訳
の
聖
書
に
は
、

表
現
上
多
く
の
問
題
が
あ
り
、
中
国
人
に
と

っ
て
き
わ
め
て
難
解
だ

っ
た
と
言

　
ヨ
　

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
事
態
を
受
け
て
、
そ
の
後
来
華
し
た
メ
ド

ハ
ー
ス
ト
や
ギ

ュ
ツ
ラ
フ
、

そ
れ
に
ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
ら
も
加
わ

っ
て
い
わ
ゆ
る
改
訂
事
業
を
行

っ
た
。
彼
ら

は
ま
ず
共
同
で

一
八
三
七
年
に

「新
約
」
を

『新
遺
詔
書
』
と
し
て
刊
行
し
、

次
い
で
ギ

ュ
ツ
ラ
フ

一
人
で

一
八
三
八
年
に

「
旧
約
」
を

『旧
遺
詔
聖
書
』
と

し
て
改
訳
、
刊
行
し
た
。
こ
れ
で

一
応

「神
天
聖
書
」

の
最
初

の
改
訂
版
が
完

成
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
改
訂
版
に
対
し
て
、
そ

の
後
ギ

ュ
ツ
ラ
フ
が
ま

た
不
満
を
覚
え
た
ら
し
く
、
今
度
は
単
独
で

『新
遺
詔
書
』
を
改
訂
し
、

一
八
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四
〇
年

に

『救
世
主
耶
蘇
新
遺
詔
書
』
を
刊
行
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
養

の
あ
る
ネ
ー
テ
ィ
ブ

・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
参
加
し
な

い
と
こ
ろ

で
翻
訳
さ
れ
た
聖
書
は
や
は
り
不
評
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
倫

敦
会
を
始

め
と
す
る
各
会
派

の
代
表
が

一
八
四
三
年
に
香
港

で
会
合
し
、
今
後

の
改
訳
事
業
を
め
ぐ

っ
て
協
議
し
た
結
果
、
新
た
に
メ
ド

ハ
ー
ス
ト
を
責
任
者

と
す
る
翻
訳
委
員
会
を
組
織
し
、
そ
の
代
表
委
員
会
に
よ
る
聖
書
漢
訳

の
決
定

版
を
作
る
こ
と
を
決
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

メ
ド

ハ
ー
ス
ト
や
既
述
の
ミ
ル
ソ
の
子
息

で
あ
る
チ
ャ
ー
ル

ズ

・
ミ
ル
ン
な
ど

の
五
人
か
ら
な
る
代
表
委
員
会
は
、
お
よ
そ

一
八
四
七
年
六

月
頃
か
ら
上
海
麦
家
圏

の
メ
ド

ハ
ー
ス
ト
宅

に
集
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ

う
に

「朝
十
時
か
ら
午
後

二
時
半
ま
で
」
中

国
人
の
助
手
を
入
れ
た
形
で

二

　
る
　

字

一
句
を
推
敲
し
な
が
ら
」
決
定
版
に
な
る
聖
書

の
翻
訳
を
開
始
し
た
。
そ
し

て
彼
ら
の
こ
う
し
た
努
力
に
よ

っ
て
、

つ
い
に

一
八
五
〇
年

に

「新
約
全
書
」

(
一
八
五
二
年
刊
行
)
、
続

い
て

一
八
五
三
年

に

「旧
約
全
書
」
(
一
八
五
五
年
刊

行
)
の
漢
訳
を
完
成
さ
せ
た
。

余
談
で
あ
る
が
、
こ
の
翻
訳

の
過
程
で

「Ω
o
α
」

の
訳
語
を
め
ぐ

っ
て
、
メ

ド

ハ
ー
ス
ト
を
始
め
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
系
宣
教
師
と
ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
を
中
心
と

す
る
ア
メ
リ
カ
系
宣
教
師
の
間
で
論
争
が
お
こ
り
、
前
者
は

「
上
帝
」
と
訳
し

た
の
に
対
し
て
、
後
者

は

「上
帝
」

に
は
現
世
的
な
イ

メ
ー
ジ
が

つ
く

の
で

「神
」

で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
結
局

両
者

の
意
見
が
折
り
合
わ
ず
、
そ

れ
ぞ
れ

「O
O
創
」
を

「上
帝
」
と
す
る
訳
本

(大
英
聖
経
会
出
版
)
と

「神
」

と
す
る
訳
本

(美
華
聖
経
会
出
版
)
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ち
な
み
に

日
本
で

「O
o9
」
を

「神
」
と
訳
し
た
の
は
、

つ
ま
り
明
治
初
期
に
ア
メ
リ
カ

系
訳
本

の
影
響
を
受
け
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
決
定
版
で
あ
る
代
表
委
員
会
訳
聖
書
は
好
評
で
あ

っ
た
。
特
に

「新
約

全
書
」

の
ほ
う
は

一
八
五
九
年
に
す
で
に

=

版
を
重
ね
、
そ
の
後
も

一
九
二

〇
年
代
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
成
功

の
裏
に
実
は

一
人

の
隠
れ
た
功
労
者
が

い
る
。
先
ほ
ど
黒
海
書
館

の
様
子
を
語

っ
て
く
れ
た
王
韜

で
あ
る
。
翻
訳

ス
タ

ッ
フ
に
彼
が
参
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
訳
文
が
ま

っ
た

く

一
新
さ
れ
、
す
ぐ
れ
て
洗
練
さ
れ
た
も

の
に
な
り
、
後
に

「
文
理
聖
書
」
と

　ら
　

い
う

美

名

さ

え

も

ら

っ
た

の

で
あ

る

。

四

墨
海
書
館
の

「浪
人
」
秀
才
た
ち

王
韜

は

一
八
二
八
年
江
蘇
省
甫
里

の
生
ま
れ

で
、
少
年
時
代
か
ら
文
章

に

「奇
気
」
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
き
わ
め
て
有
能
な
知
識
人

で
あ

る
。
彼
は

一
七
歳

の
時

に
科
挙

の
最
初
段
階

の
試
験

県
試

に
合
格

し
、
秀
才

(生

員
)
と
な

っ
た
が
、
そ
の
後

の
郷
試

に
失
敗
し
、
官
僚
と
し
て
出
世
す
る
道
を

絶
た
れ
た
。
そ
し
て

一
八
四
九
年
、
王
韜
は
亡
き
父
の
後
を
継

い
で

一
家
六
人

の
家
族
を
養
う
た
め
に
上
海
に
至
り
、
メ
ド

ハ
ー
ス
ト
の
中
国
語
助
手
と
し
て

墨
海
書
館

に
住
み
込
み
、
以
後

=
二
年

に
も
わ
た

っ
て
こ
こ
で
雇
い
人
と
し
て

働
い
た
。

前
述

の
よ
う
に
、
墨
海
書
館
に
入

っ
た
当
初
、
王
韜
は
主

に
代
表
委
員
会

に
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よ
る
聖
書

の
翻
訳
を
手
伝

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
具
体
的

に
は
、

つ
ま
り
宣
教
師

た
ち
の
訳
文
を
添
削
し
、
そ
の
文
章
を
中

国
語
ら
し
く
潤
色
す
れ
ぽ

い
い
わ
け

で
、
彼
に
と

っ
て
き
わ
め
て
楽
な
仕
事
で
あ

っ
た
。
し
か
し
宣
教
師
か
ら
は
、

こ
の
よ
う
な
教
養

の
あ
る
中
国
人
助
手
を
雇

う
の
は
ま

っ
た
く
初
め
て
と
い
う

こ
と
も
あ

っ
て
、
そ
の
文
人
と
し
て
の
才
能

は
、
聖
書

に
続
い
て
多
数
の
賛
美

歌

の
添
削
も
依
頼
さ
れ
る
ほ
ど
、
非
常
に
高

く
評
価
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
う

い

う
厚

い
信
頼

の
も
と
に
、
そ
の
後
、
聖
書

な
ど
の
翻
訳
が

一
段
落
す
る
と
、
彼

は
ま
ず

一
八
五
三
年

に

エ
ド
キ

ソ
ズ

(艾
約
瑟
)
と

一
緒

に

「格

致
西
学
提

綱
」
を
翻
訳
し
、
ま
た

一
八
五
七
年
か
ら

ワ
イ
リ
ー
と
協
力
す
る
形

で
後
述
す

る

「
六
合
叢
談
」
と
い
う
雑
誌
を
編
集
し
な
が
ら
、
既
述

の

『重
学
浅
説
』
な

ど
も
刊
行
し
た
。

し
か
し
、
墨
海
書
館
に
対
す
る
王
韜

の
貢

献
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か

っ
た
。
彼
の
紹
介

で
そ

の
後
、

一
八
五
二
年

に
数
学
者

の
李
善
蘭
、
翌
年
に
文

学
者

の
蒋
敦
復
な
ど
の
中
国
知
識
人
が
相

次
ぎ
墨
海
書
館

に
入
り
、
彼
と
同
じ

　　
　

仕
事
に
従
事

し
は
じ

め
た
。
た
と
え
ば
、
前
述

の
ワ
イ
リ
ー
の

『続
幾
何
原

本
』
『代
数
学
』
『代
微
積
拾
級
』
『談
天
』

や
ウ
イ
リ
ア
ム
ソ
ン
の

『植
物
学
』

な
ど
は
全
部
李
善
蘭
と
の
合
作

で
で
き
た
訳
著
で
あ
り
、
ま
た
ミ

ュ
ア
ー

ヘ
ッ

ド
の

『大
英
国
志
』
も
蒋
敦
復

の
協
力
を
得

て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
三
人
の
活
躍
が

一
つ
の
手
本
と
な

っ
て
、
そ
の
後
も
医
学
に
詳
し
い
管
嗣
復

や
天
文
学
の
教
養
を
持

つ
張
福
僖
な
ど
合

わ
せ
て
十
数
人
が
、
期
間

の
長
短
こ

　　
　

そ
あ
れ
、
み
な
墨
海
書
館
に
身
を
寄
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
中
で
も
管
嗣
復
は
ホ

ブ

ソ
ソ
の

『
西
医
略
論
』
『婦
嬰
新
説
』
『内
科
新
説
』

の
漢
訳
を
助
け
た
の
み

な
ら
ず
、
非
倫
敦
会
所
属

の
ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
の
自
著

『美
理
哥
合
省
国
志
略
』

(『聯
邦
志
略
』
)
の
改
訂
に
も
手
を
貸
し
て
い
る
。

こ
の
人
た
ち
は
、
王
韜
と
同
様
、
い
ず
れ
も
秀
才
に
は
な

っ
た
も

の
の
、
そ

の
次

の
科
挙
試
験

に
失
敗
し
て
お
り
、

い
わ
ば

「浪
人
」

の
よ
う
な
存
在
で
あ

る
。
官
僚

へ
の
道
を
絶
た
れ
た
彼
ら
に
と

っ
て
、
墨
海
書
館

は
そ
の
高

い
報
酬

と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
適
材
適
所
と
言
わ
な
い
ま
で
も
、
決
し
て
居
心
地

の

悪

い
場
所

で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
や
李
善
蘭

の
よ
う

に

「翻

訳
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
あ
る
程
度
自
己
実
現
が
で
き
た
人
も
存
在
し
て
い

る
。
そ
れ
に
彼
ら
が
墨
海
書
館

に
来
た
時
期
は
、
ち

ょ
う
ど
書
館

の
聖
書
漢
訳

の
事
業
が

一
段
落
し
、
宣
教
師
た
ち
が
よ
う
や
く
西
洋
事
情
や
科
学
書

の
翻
訳

に
時
間
を
割
り
当

て
る
余
裕
が

で
き
た
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
条
件

が
う
ま
く
重
な

っ
た
か
ら
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
漢
訳
洋
書

の
量
産
が
は
じ
め
て
可

能
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
五
〇
年
代
に
入

っ
て
宣
教
師

に
よ
る
漢
文
著
作

が

一
斉
に
増
え
た
歴
史
的
背
景
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
し

て
い
る
。五

「郭
嵩
熹
日
記
」
と

「
王
韜
日
記
」

に
見
る
墨
海
書
館
の

日
常

こ
こ
に
、
こ
の
最
盛
期

の
墨
海
書
館
を
記
録
す
る
文
章
が

一
つ
残
さ
れ
て
い

る
。
作
者
は
、
後

に
初
め
て
中
国
の
イ
ギ
リ
ス
駐
在
公
使
を
務

め
た
郭
嵩
熹
と
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い
う
人
物
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
時
、
彼

は
ち

ょ
う
ど
太
平
天
国
を
鎮
圧
す

る
曾
国
藩

の
配
下
に
お
り
、
塩
税
な
ど
に
よ

る
資
金
調
達

の
仕
事
に
従
事
し
て

い
た
が
、
上
海

に
来
た
の
は
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
軍
務

の

一
環
と
し
て
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
。

そ

の
後
、
墨
海
書
館
を
訪
ね
た
。
そ

こ
の
麦
都
事

(思
)
と
い
う
人
は
、

西
洋

の
宣
教
師
で
、
自
ら
墨
海
老
人
と
号
し
て
い
る
。
そ

の
住
居
の
前
半

部
は
礼
拝
堂
で
、
後
半
部

の
客
間
に
は
多
く

の
書
籍
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

東
西

の
窓
際

に
球
状

の
模
型
が

一
個
ず

つ
置
か
れ
、
右
側
は
天
球
儀
で
、

左
側
は
地
球
儀

に
な

っ
て
い
る
。
麦
君
は
著
述
に
き
わ
め
て
勤
勉
な
人
で
、

そ
の
彼

の
文
章
を
校
閲
し
て
い
る
の
は
、

一
人
は
海
塩

の
李
壬
叔

(李
善

蘭
)
で
、
い
ま

一
人

は
蘇
州

の
王
蘭
卿

(王
韜
)
で
あ
る
。
李
君
は
非
常

に
博
識
で
、
ず

っ
と
数
学
を
習

っ
て
い
る
と

い
う
。
王
君
は
豪
快
闊
達
で
、

ま
た
な
か
な
か
風
流
な
人

で
あ
る
。

『数
学
啓
蒙
』
と
い
う
本
を
探
し
て

く
れ
た
が
、
こ
れ
は
偉
烈
亜
力

の
著
作

で
あ
る
。
偉
君
は
ご
く
平
凡
な
相

貌

の
持

ち
主

で
、
特

に
数
学
を
専
攻

し
て
い
る
。
ま
た
艾
君

(艾
約
瑟
)

と

い
う
人
が

い
る
が
、
彼
は
も

っ
と
も
学
問
が
優

れ
て
お
り
、
麦
都
事

(思
)
か
ら
図
書
管
理

の
仕
事
を
任
さ
れ

て
い
る
。
ほ
か
に
数
冊

の

「遐

邇
貫
珍
」
を
贈
ら
れ
た
。
そ

の

(各
冊

の
)
前
半
に
は
科
学

に
関
す
る
文

章
が
若
干
載
せ
て
あ
り
、
そ
の
後
は
全
部
国
内
外
記
事
の
抜
粋

で
、
す
な

わ
ち

「新
聞
紙
」
と
い
う
も

の
で
あ

る
。
(中
略
)
王
君

は
家
族
と
と
も

に
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
。
そ
の
居
室

に

「
短
衣
匹
馬
随
李
広
、
紙
閣
蘆
簾

対
孟
光
」
と
い
う
聯
が
掛
け
て
あ
り
、
な
か
な
か
情
趣

の
あ
る
も
の
で
あ

る
。
そ

の
仕
事
を
聞
け
ば
、
毎
日
図
書
室

に
二
、
三
時
間
出
勤
し
て
、
彼

ら

(西
洋
人
)
の
著
述

に
あ
る
文
法
的
な
誤
り
を
直
し
、
そ
の
文
章
を
漢

文
ら
し
く
添
削
す
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
。

(「郭
嵩
熹
日
記
」

一
九
五
六
年
三
月

一
五
日
)

一
説
に
よ
れ
ぽ
、
郭
嵩
熹
が
後

に
西
洋
事
情

に
関
心
を
持
ち
始
め
、
さ
ら
に

洋
務
運
動
を
リ
ー
ド
す
る
開
明
派
官
僚
と
な

っ
た
最
初

の
き

っ
か
け
は
、

つ
ま

　
　
　

り
こ
の
時
の
上
海
体
験
、
と
り
わ
け
墨
海
書
館

で
の
見
聞

で
あ

っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
、
む
ろ
ん
あ
く
ま
で
そ
の
作
者

の
推
測
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
、

こ
の
推
測
は
お
そ
ら
く
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
こ
の
時
期
の
墨

海
書
館
は
た
し
か
に
も
う

一
部

の
中
国
知
識
人
に
あ
る
種

の

「衝
撃
」
を
与
え

る
よ
う
な
場
所

に
な

っ
て
お
り
、
そ

の
存
在

は
あ
た
か
も

「西
洋
」
を
中
国
社

会

に
紹
介
す
る

一
つ
の
窓

口
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
前
記

の
い
く

つ
か
の
引
用
か
ら
す

で
に
そ
の

一
端
を
察
知
で
き
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
の
様
子
を
よ
り
詳
し
く
伝
え
る
も

の
と
し
て
、
こ
こ
で
さ
ら

に
王
韜
の
こ
の
間
の
日
記
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　　
　

「
王
韜
日
記
」
を
ひ
も
と
け
ば
、
そ

の
風
流
文
人
と
の
交
遊
を
記
す
多
く
の
記

録

の
中
で
、

一
際
目
立

つ
も
の
と
し
て
、
ま
ず
は
本
人
も
含
め
て
墨
海
書
館

の

関
係
者
ら
が
か
な
り
頻
繁

に
中
国

の
知
識
人

に

「
西
書
」
(漢
訳
洋
書
)
を
贈
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る
記
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
相
手
は
彼

ら
の

一
般

の
友
人
に
限
ら
ず
、
た
と

え
ば
上
海
道
台

(地
方
長
官
)
だ

っ
た
呉
健
彰

の
よ
う
な
高
官
も
含
ま
れ
て
お

り
、
ま
た

「合
衆
教
士
、
「
合
信
医
書
」
数

冊
を
售
ろ
う
と
欲
し
て
日
本

に
寄

す
」
(
一
八
五
八
年

一
二
月
二
五
日
)
と
い
う

よ
う
に
日
本
も
そ

の
目
標

に
な

っ

て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
に
は

「
伝
道
」
と

い
う
目
的
も
抱
き
合
わ
せ
に
な

っ
て

お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
純
粋

の

「啓
蒙
」
活
動
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か
し
そ

れ
で
も
こ
う
し
た
行
為
の
中
に
墨
海
書
館

の
情
報
発
信
地
と
し
て
の
面
目
が
躍

動
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

図
書
贈
呈
に
次

い
で
よ
く
見
ら
れ
る
記
事
は
、
地
方
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
が

訪
ね
て
き
て
書
館

の
印
刷
機
械
な
ど
の
設
備
を
見
学
す
る
内
容
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
中
に
、
た
と
え
ば
後

に
江
蘇
巡
撫

に
昇
進
し
た
徐
有
壬
や
初
代

日
本
駐
在
副
公
使

の
張
斯
桂
な
ど
も
お
り
、
墨
海
書
館
が
中
国
の
有
力
な
知
識

人
に
い
よ
い
よ
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
設

備
見
学
を
め
ぐ
る
記
事

で
、
も

っ
と
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
宣

教
師
に
よ
る
蒸
気
機
関

の
実
演
で
、
た
と
え
ば

一
八
六
〇
年

一
月
二
七
日
の
日

記
に

「
西
士
偉
烈
の
火
輪
器
を
試
す

の
を
観
る
。
水
が
沸
き
気
が
湧
り
、
行
転

甚
だ
速
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後

も
こ
う

い
う
記
述
が
何
度
か
見
ら
れ

る
の
で
、
ど
う
や
ら
墨
海
書
館
で
は
不
定

期
に
こ
う
い
う
実
験
を
行
い
、
中
国

人
に
見
学
さ
せ
た
よ
う
で
あ

る
。
ち
な
み

に
王
韜
ら
自
身
も

「
照
影
法
」
な
ど

を
勉
強
し
て
、
友
人
宅
で
写
真
撮
影
を
実

践
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
た
と
え
ば
牛
肉

の
試
食

や

「
夷
礼
」
(西
洋
式
)
で
行
わ
れ

た
友
人
の
結
婚
式
、
ま
た
西
洋
婦
人
に
よ
る
バ
イ
オ
リ
ン
の
演
奏
な
ど
、
い
わ

ゆ
る
西
洋

の

「
日
常
」
が
随
所

に
記
録
さ
れ
、
当
時

の
墨
海
書
館

の
様
子
と
彼

ら

の
関
心
の
所
在
を
伝
え
て
い
る
。
む
ろ
ん
中
に
は
こ
う
い
っ
た

一
方
的
な
受

容
で
は
な
く
、

ワ
イ
リ
ー
ら
と
論
争
し
て

「
西
国
政

の
大
謬
」
を
批
判
し
、
中

国

の

「
太
古

の
風
」
を
主
張
す
る
よ
う
な
記
事
も
見
ら
れ
、
王
韜
を
は
じ
め
と

す
る
当
時
の
中
国
知
識
人
に
お
け
る
西
洋
認
識

の
複
雑
な

一
面
を
覗
か
せ
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
、
墨
海
書
館
は
第

一
次
ア

ヘ
ン
戦
争
直
後
か
ら
第
二
次

ア

ヘ
ソ

戦
争

(
ア
ロ
ー
戦
争
)
終
結
ま
で
の
お
よ
そ
二
〇
年
近
く

の
間
、
前
記

の
宣
教

師
や

「浪
人
」
秀
才
た
ち
の
活
躍
に
よ

っ
て
、
単

に
漢
訳
洋
書
を
刊
行
す
る
西

洋
情
報
発
信
地
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る

「生
き
た
」
西
洋

の
窓

口
と

し
て
も
大

い
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
。
あ
え

て

「伝
道
」

の
要
素
を
除

い
て

言
う
な
ら
ぽ
、
ま
だ
官
営
の
洋
学
機
関
が
設
立
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
中
国
に

お
い
て
、
そ
の
存
在
は
、
ち
ょ
う
ど
江
戸
幕
府

の

「
洋
学
所
」
(
一
八
五
五
年
設

立
)
と
類
似
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
中
国

の

「洋
学
所
」
に
あ

た
る
京
師
同
文
館
や
上
海
広
方
言
館
、
ま
た
江
南
製
造
局
翻
訳
館
は
、
い
ず
れ

も

一
八
六
〇
年
代
に
入

っ
て
か
ら
設
立
さ
れ
た
も

の
で
、
墨
海
書
館
よ
り
は
二

〇
年
近
く
も
後
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
存
在

の
影
響
力
は
中
国
国
内

に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
や
中
国
国
内
以
上
に
日
本
に
も
及
び
、
幕
末

の
日
本
人
に

少
な
か
ら
ぬ

「情
報
」

の
恩
恵
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

一
八
六
〇
年
代

に
入

っ
て
、
従
来
の
伝
道
や
洋
書
翻
訳

の
姿
勢
を
め
ぐ
る
宣
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り
　

教
師
間

の
意
見
対
立
に
よ
り
、
墨
海
書
館
の
活
動
は
急
速
に
衰
え
た
。
そ
し
て

印
刷
担
当

で
漢
訳
洋
書

の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
ワ
イ
リ
ー
が

一
八
六
〇
年

一

一
月
に
休
暇
で
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
し
た
後
、

ま
ず
印
刷
業
務

の
大
部
分
が
、
新

し
く
寧
波
か
ら
上
海

に
移
転
し
て
き

た
ア
メ
リ
カ
長
老
会
所
属

の
美
華
書
館

(寧
波
時
代
の
名
称
は
華
花
聖
経
書
房
、

一
八
四
四
年

マ
カ
オ
に
お
い
て
創
立
)
に

譲
ら
れ
、
さ
ら
に
間
も
な
く
印
刷
設
備
そ

の
も

の
も

『上
海
新
報
』

の
発
行
を

準
備
し
て
い
る
字
林
洋
行
に
買

い
取
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
こ
う
し
て
墨
海
書
館

は
つ
い
に
そ
の
黄
金
時
代
の
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

(
9
)

方

行

・
湯
志

均
整

理

『
王
韜

日
記

』
、

中
華
書

局

、

一
九

八
七
年
。

(
10
)

沈

国
威
編

著

『「
六
合

叢
談

」

(
一
。。
興

-
α
G。
)

の
学

際

的

研

究
』
、

白

帝
社

、

一
九
九

九
年
。

304

注(
1
)

阮

仁
沢

・
高
振

農
編

『
上
海

宗
教
史

』
、

上
海

人
民

出
版

社
、

一
九

九

二
年
。

(
2
)

張

仲
礼
編

『
東
南

沿
海

都
市

と
中

国
近

代
化
』
、
上

海
人

民
出

版
社

、

一
九

九

六
年
。

(
3
)

吉

田
寅

『中

国
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト
伝
道

史
研

究
』
、

汲
古

書
院

、

一
九
九

七

年
。

(
4
)

コ
ー

エ
ン
著

、
雷

頤

・
羅
検

秋

訳

『
在
伝

統

与
現

代

性
之

間

ー

王
韜

与

 晩
清

革
命

』
、

江
蘇

人
民

出
版

社
、

一
九

九

八
年

。

(
5
)

コ
ー

エ
ン
前

掲
書

。

(
6
)

・張

志
春

編

『王
韜

年
譜

』
、

河
北

教
育

出
版

社
、

一
九

九

四
年

。

(
7
)

汪
家
熔

『商

務

印
書
館

史

及
其

他
』
、

中

国
書

籍

出
版

社
、

一
九

九

八
年

。

(
8
)

曾

永

鈴

『郭

嵩

熹
大

伝
』
、

遼
寧

人
民

出
版

社
、

一
九

八
九
年
。
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