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本
書
は
︑
二
〇
一
五
年
九
月
に
公
刊
さ
れ
る
や
︑
台
湾
の
学
術
界
や
一
般

社
会
に
お
い
て
︑
大
き
な
波
紋
や
様
々
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
点
で
も
︑

今
な
お
記
憶
に
新
し
い
︒
な
お
︑
本
書
の
構
成
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

　
ま
ず
︑
国
際
的
に
も
著
名
な
中
国
文
学
者
・
比
較
文
学
者
で
︑
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
教
授
︑
台
湾
・
中
央
研
究
院
院
士
︵
日
本
の
学
士
院
会
員
に
ほ
ぼ
相
当
︶

の
王ワ
ン

徳
ド
ゥ
ー

威
ウ
エ
イ

氏
に
よ
る
﹁
序
一 

納
中
華
入
台
湾
︵
中
華
を
納
め
て
台
湾
に
入
れ

る
︶﹂︑
次
い
で
︑
著
者
の
楊ヤ
ン

儒ル
ー

賓ピ
ン

氏
の
大
学
時
代
の
同
窓
で
︑
趨
勢
教
育
委

員
会
董
事
長
・
執
行
長
の
陳
チ
ェ
ン

怡イ
ー

蓁
チ
ェ
ン

氏
に
よ
る
﹁
序
二 

黄
土
地
輿
藍
海
洋
︵
黄

色
の
大
地
と
藍
色
の
太
洋
︶﹂︑
著
者
自
身
に
よ
る
﹁
自
序
﹂
を
巻
頭
に
置
い
て
︑

全
体
は
四
部
構
成
か
ら
な
り
︑﹁
一
九
四
九
︵
年
︶
論
﹂︑﹁
一
九
四
九
︵
年
︶

と
︵
中
華
︶
民
国
の
学
術
﹂︑﹁
一
九
四
九
︵
年
︶
と
︵
海
峡
︶
両
岸
の
儒
学
﹂︑

﹁
一
九
四
九
︵
年
︶
と
清
華
大
学
﹂
に
大
別
さ
れ
る
︒
多
く
は
︑
比
較
的
短
い

解
説
文
や
レ
ビ
ュ
ー
︑
講
演
原
稿
な
ど
か
ら
な
り
︑
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
︑

文
字
ど
お
り
︑
極
め
て
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
な
問
題
を
扱
い
︑
複
雑
で
多
義
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
も
の
の
︑
語
り
口
は
存
外
︑
平
易
で
も
あ
る
︒
多
少
の

重
複
も
︑
か
え
っ
て
読
者
の
理
解
を
助
け
る
一
面
も
あ
ろ
う
︒

　
著
者
の
楊
儒
賓
氏
は
︑
一
九
五
六
年
︑
台
湾
・
台
中
市
の
出
身
で
︑
台
湾

を
代
表
す
る
中
国
文
学
者
︑
中
国
哲
学
・
思
想
史
家
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
国

立
台
湾
大
学
で
学
位
を
取
得
し
た
後
︑
国
立
清
華
大
学
中
国
文
学
講
座
教
授

な
ど
を
経
て
︑
現
在
は
︑
同
・
哲
学
研
究
所
の
教
授
の
任
に
あ
る
︒
専
門
は
︑

先
秦
時
代
の
儒
学
か
ら
︑
宋
明
理
学
︑
東
ア
ジ
ア
の
儒
学
と
幅
広
く
︑﹃
儒
家

身
体
観
﹄︵
台
北
・
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
︑
一
九
九
六
年
︶︑﹃
異
議
の

意
義
:
近
世
東
亜
︵
東
ア
ジ
ア
︶
の
反
理
学
思
潮
﹄︵
台
北
・
国
立
台
湾
大
学
出

版
中
心
︑
二
〇
一
二
年
︶
な
ど
を
は
じ
め
︑
多
く
の
著
作
や
編
著
︑
訳
書
を
陸

書 
評楊

儒
賓

『 

1
9
4
9
　
礼
賛
』

楊
儒
賓
﹃
1
9
4
9
　
禮
讚
﹄

伊
東
貴
之
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続
と
公
表
さ
れ
て
︑
極
め
て
精
力
的
に
研
究
を
展
開
し
て
い
る
︑
斯
界
の
権

威
と
も
言
う
べ
き
存
在
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
私
事
に
亘
っ
て
︑
甚
だ
恐
縮
で

は
あ
る
が
︑
実
は
評
者
自
身
も
︑
台
湾
や
中
国
で
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な

ど
の
折
に
は
︑
何
度
か
拝
眉
の
栄
に
浴
し
て
︑
著
者
の
懐
の
深
い
︑
明
朗
な

人
と
な
り
と
学
問
的
な
見
識
に
は
︑
深
い
畏
敬
の
念
を
覚
え
て
い
る
︒
ま
た
︑

甚
だ
僭
越
な
が
ら
︑
本
書
に
接
し
た
最
初
の
率
直
な
印
象
や
感
想
と
し
て
は
︑

著
者
の
よ
う
な
学
究
肌
の
碩
学
が
︑
動
も
す
れ
ば
︑
時
局
的
と
も
受
け
取
ら

れ
か
ね
な
い
︑
広
く
一
般
社
会
に
向
け
た
著
作
を
も
の
さ
れ
た
こ
と
に
︑
些

か
の
疑
問
や
戸
惑
い
を
覚
え
た
こ
と
も
︑
正
直
に
吐
露
し
て
お
き
た
い
︒
し

か
る
に
︑
一
読
し
て
︑
そ
う
し
た
懸
念
は
忽
ち
払
拭
さ
れ
て
︑
む
し
ろ
本
書

は
︑
古
来
︑
中
華
文
明
が
育
ん
だ
学
術
・
文
化
に
対
す
る
︑
著
者
の
深
い
敬

愛
や
愛
惜
の
賜
物
で
あ
り
︑
あ
る
種
の
情
熱
や
パ
ト
ス
の
所
産
で
も
あ
る
こ

と
が
︑
改
め
て
感
得
さ
れ
た
︒

　
さ
て
︑
今
更
︑
喋
喋
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
︑
一
九
四
九
年
と
い
う
年

は
︑
台
湾
に
と
っ
て
︑
否
︑
広
く
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
や
世
界
の
歴
史
に
お
い

て
も
︑
極
め
て
重
要
で
︑
象
徴
的
な
含
意
を
有
し
た
︑
あ
る
種
の
記
号
の
よ

う
な
意
味
合
い
を
帯
び
た
年
で
も
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
国
共
内
戦
に
敗
れ
た
蔣

介
石
の
率
い
る
国
民
党
や
国
民
政
府
が
︑
台
湾
に
逃
れ
て
︑
中
華
民
国
政
府

を
樹
立
し
た
年
で
あ
り
︑
す
な
わ
ち
︑
中
華
民
国
の
﹁
遷
台
﹂
な
い
し
は

﹁
南
遷
﹂
と
し
て
︑
同
時
に
︑
新
た
な
台
湾
の
出
発
点
と
し
て
も
︑
歴
史
に
刻

印
さ
れ
て
い
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
中
国
史
上
で
言
え
ば
︑
四
世
紀
の
永
嘉

年
間
に
西
晋
が
江
南
に
﹁
南
遷
﹂
し
て
︑
東
晋
王
朝
と
な
り
︑
ま
た
︑
十
二

世
紀
の
靖
康
年
間
︑
北
宋
が
潰
え
て
︑
南
宋
が
誕
生
し
た
こ
と
に
も
比
肩
す

る
大
事
件
で
あ
る
と
さ
れ
︑
台
湾
や
漢
民
族
に
即
し
て
見
る
な
ら
︑

一
六
六
一
年
︑
鄭
成
功
が
オ
ラ
ン
ダ
人
を
追
放
し
て
︑
台
湾
を
領
有
し
︑
そ

の
後
︑
漢
民
族
の
台
湾
へ
の
移
民
が
始
ま
っ
た
こ
と
︑
一
八
九
五
年
︑
日
本

に
植
民
地
化
さ
れ
た
こ
と
に
次
ぐ
︑
大
き
な
歴
史
的
な
画
期
と
さ
れ
る
︒

　
そ
し
て
︑
戦
後
台
湾
の
歴
史
を
繙
く
な
ら
︑
ま
ず
は
﹁
光
復
﹂
の
後
︑
ま

だ
間
も
な
い
時
期
に
血
塗
ら
れ
た
経
験
︑
取
り
分
け
︑
二
・
二
八
事
件
や
そ

の
後
の
白
色
テ
ロ
な
ど
は
︑
永
ら
く
戦
後
台
湾
の
傷
痕
と
し
て
︑
痛
苦
を

伴
っ
て
記
憶
さ
れ
た
︒
帝
国
日
本
に
代
わ
っ
て
︑
新
た
な
支
配
者
と
な
っ
た

国
民
党
政
府
を
評
し
て
︑﹁
犬
が
去
っ
て
︑
豚
が
来
た
﹂
と
揶
揄
す
る
俗
諺
が

生
ま
れ
た
こ
と
は
︑
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
し
︑
読
者
の
中
に
は
︑
二
・

二
八
事
件
を
題
材
と
し
た
︑
台
湾
を
代
表
す
る
世
界
的
な
映
画
監
督
・
候ホ
ウ

孝
シ
ャ
オ

賢シ
ェ
ンの
﹃
非
情
城
市
﹄︵
一
九
八
九
年
︑
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
国
際
映
画
祭
グ
ラ
ン
プ
リ
受

賞
︶
を
御
覧
に
な
ら
れ
た
方
も
︑
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の

後
の
国
民
党
の
一
党
支
配
体
制
の
時
期
に
お
け
る
︑﹁
本
省
人
﹂
と
﹁
外
省

人
﹂
と
の
間
で
の
様
々
な
軋
轢
や
葛
藤
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
省
籍
矛
盾
﹂
や
多
様

な
﹁
族
群
﹂︵
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
︶
の
重
畳
す
る
政
治
・
社
会
構
造
の

抱
え
る
解
決
困
難
な
諸
問
題
に
つ
い
て
も
︑
最
早
︑
贅
言
を
要
す
ま
い
︒
よ

く
言
わ
れ
る
台
湾
の
人
び
と
︵
特
に
本
省
人
︶
の
﹁
親
日
﹂
感
情
も
︑
こ
う
し

た
反
国
民
党
︑
反
外
省
人
と
い
う
︑
鬱
屈
し
た
感
覚
の
底
流
に
加
え
て
︑
大
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陸
中
国
と
の
政
治
的
な
相
剋
や
対
抗
と
い
っ
た
文
脈
の
中
で
こ
そ
︑
理
解
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
︑
言
を
俟
た
な
い
︵
呉
濁
流
﹃
夜
明
け
前
の
台

湾
︱
︱
植
民
地
か
ら
の
告
発
﹄
社
会
思
想
社
︑
一
九
七
二
年
︑
ま
た
︑
龍
應
台
︹
天

野
健
太
郎
訳
︺﹃
台
湾
海
峡 

一
九
四
九
﹄
白
水
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
何
義
麟
﹃
台
湾

現
代
史
︱
︱
二
・
二
八
事
件
を
め
ぐ
る
歴
史
の
再
記
憶
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
一
四
年
な

ど
︑
参
照
︶︒

　
翻
っ
て
︑
こ
の
戦
後
台
湾
の
傷
痕
と
も
言
う
べ
き
﹁
一
九
四
九
年
﹂
を

﹁
礼
賛
﹂
す
る
と
は
︑
如
何
な
る
仕
儀
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
︙
︙
︒
慥
か
に
著

者
は
︑
本
書
に
お
い
て
︑
基
本
的
に
は
︑
一
九
四
九
年
と
い
う
年
に
つ
い
て
︑

ま
た
︑
こ
の
年
に
﹁
中
華
民
国
﹂
が
台
湾
に
﹁
遷
移
﹂
し
た
こ
と
を
肯
定
的

に
︑
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
す
る
︒
し
か
る
に
︑
著
者

が
肯
定
す
る
の
は
︑
そ
の
後
︑
長
年
に
及
ん
だ
国
民
党
に
よ
る
権
威
主
義
的

な
統
治
や
中
華
民
国
と
い
う
国
家
な
り
︑
政
治
体
制
そ
の
も
の
で
は
な
い
︒

著
者
に
よ
れ
ば
︑︵
台
湾
︶
海
峡
両
岸
の
人
び
と
に
と
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
異

な
る
一
九
四
九
年
の
意
義
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
お
り
︑
大
陸
中
国
に
お

い
て
は
︑
如
何
な
る
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
︑
そ
れ
は
や
は
り
主
と
し
て
政
治

的
な
意
義
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
台
湾
に
お
い
て
は
︑
む
し
ろ
文
化
的
な
意

義
が
大
き
く
突
出
し
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
中
華
文
明
﹂

や
﹁
中
華
文
化
﹂
に
と
っ
て
の
一
九
九
四
年
と
い
う
年
︑
あ
る
い
は
︑
そ
れ

以
降
の
﹁
台
湾
﹂
が
有
し
た
意
義
と
言
い
換
え
て
も
良
い
︒
周
知
の
よ
う
に
︑

大
陸
に
お
け
る
民
国
期
の
学
術
は
︑
伝
統
中
国
の
学
術
・
文
化
の
精
華
を
継

承
し
つ
つ
も
︑
五
・
四
運
動
の
精
神
の
発
揚
な
ど
と
も
相
俟
っ
て
︑
そ
こ
に

西
洋
由
来
︵
日
本
を
媒
介
や
経
由
し
た
も
の
を
含
む
︶
の
学
術
や
モ
ダ
ニ
テ
ィ

を
接
続
・
折
衷
し
て
︑
新
た
な
中
国
︵
文
化
︶
独
自
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
を
形
成

し
た
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
一
九
四
九
年
以
後
の
台
湾
こ
そ
は
︑
か
か
る
民
国

学
術
の
達
成
や
エ
ッ
セ
ン
ス
の
正
統
な
継
承
者
な
の
で
あ
る
︒
か
く
し
て
︑

こ
う
し
た
中
華
文
化
の
新
た
な
資
源
や
成
果
は
︑
一
九
四
九
年
以
降
︑
台
湾

で
の
越
境
的
な
文
化
経
験
を
も
媒
介
と
し
つ
つ
︑
中
国
大
陸
や
香
港
を
含
む
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
両
岸
三
地
﹂
に
お
い
て
︑
一
定
程
度
︑
共
有
化
さ
れ
た
︒
ま
た
︑

そ
の
後
の
台
湾
に
あ
っ
て
は
︑
東
西
の
文
明
や
価
値
観
を
融
合
さ
せ
た
︑
新

し
い
華
人
文
化
を
生
み
出
し
︑
様
々
な
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
︑
自
由
で

民
主
的
な
国
家
や
市
民
社
会
の
建
設
を
成
功
裡
に
進
め
つ
つ
あ
る
︒

　
こ
れ
は
︑
一
読
し
て
︑
台
湾
に
お
け
る
国
民
党
史
観
︑
な
い
し
は
︑
統
一

派
か
ら
も
︑
い
わ
ゆ
る
本
土
派
や
︵
台
湾
︶
独
立
派
か
ら
も
︑
俄
に
は
受
け

入
れ
難
い
主
張
で
あ
っ
て
︑
実
際
︑
そ
の
双
方
か
ら
︑
激
し
い
議
論
が
沸
き

起
こ
っ
た
︵
︱
︱
因
み
に
︑
台
湾
の
中
等
教
育
課
程
で
は
︑
曾
て
は
︑
中
国
史
と

外
国
史
と
い
う
括
り
で
︑
自
国
史
と
し
て
は
︑
主
と
し
て
中
国
大
陸
の
歴
史
︵
＋
戦

後
の
台
湾
史
︶
が
教
授
さ
れ
て
い
た
が
︑
現
在
で
は
︑
台
湾
史
と
の
三
本
立
て
に

な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
︑
戦
後
台
湾
の
置
か
れ
た
状
況
や
推
移
を
象
徴
的
に
表
し

て
い
よ
う
︒︶
が
︑
逆
に
存
外
︑
好
意
的
な
意
見
も
散
見
さ
れ
る
な
ど
︑
何
れ

に
し
て
も
︑
多
様
な
議
論
の
呼
び
水
と
な
り
︑
様
々
な
波
紋
や
反
響
を
招
く

結
果
と
な
っ
た
︒
同
時
に
︑
飽
く
ま
で
も
︑
学
術
・
文
化
の
局
面
に
限
っ
て
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見
れ
ば
︑
ま
た
︑
著
者
の
表
現
に
藉
口
す
る
な
ら
︑
自
由
経
済
・
民
主
制

度
・
生
活
様
式
・
文
化
様
式
と
い
っ
た
生
活
世
界
に
即
し
て
見
る
な
ら
︑
か

な
り
の
程
度
︑
正
鵠
を
得
た
︑
存
外
︑
穏
当
な
評
定
か
と
も
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
も
っ
と
も
︑
評
者
と
し
て
も
︑
著
者
の
す
ぐ
れ
て
戦
略
的
な
卓
見
の
提
示

の
仕
方
に
対
し
て
︑
大
き
な
共
感
を
覚
え
る
と
同
時
に
︑
些
か
の
疑
問
を
禁

じ
得
な
い
部
分
も
残
る
︒
ま
ず
︑﹁
中
華
文
明
﹂
や
﹁
中
華
文
化
﹂
の
転
変
や

そ
の
台
湾
へ
の
﹁
遷
移
﹂
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
る
以
上
︑
ま
た
︑
そ

れ
を
齎
し
た
の
が
︑
や
は
り
﹁
中
華
民
国
政
府
﹂
の
﹁
遷
台
﹂
な
い
し
は

﹁
南
遷
﹂
で
あ
っ
た
以
上
︑
あ
る
種
の
政
治
性
と
は
全
く
無
縁
に
︑
そ
の
成
果

を
強
調
す
る
こ
と
に
は
︑
些
か
勇
み
足
の
感
が
伴
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？

︙
︙
︒
こ
の
点
︑
む
し
ろ
独
立
派
か
ら
の
反
撥
の
所
以
で
も
あ
ろ
う
︒
実
際
︑

戦
後
の
台
湾
に
お
い
て
︑
国
家
と
し
て
の
中
華
人
民
共
和
国
や
伝
統
文
化
を

批
判
・
破
壊
し
た
文
化
大
革
命
と
の
対
抗
上
︑
中
華
文
化
復
興
運
動
と
称
さ

れ
る
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
展
開
さ
れ
た
経
緯
も
あ
る
︒
台
湾
の
固
有
文
化
を
強

調
し
た
り
︑﹁
中
華
文
明
﹂
や
﹁
中
華
文
化
﹂
に
対
す
る
愛
惜
を
共
有
し
な
い

立
場
か
ら
は
︑
文
化
的
な
側
面
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
︑
事
大
主
義

的
な
態
度
と
も
映
り
か
ね
な
い
︒
翻
っ
て
︑
中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
政
治

体
と
と
も
に
︑
戦
後
の
中
国
大
陸
に
お
け
る
思
想
・
文
化
的
な
動
向
や
達
成

に
関
し
て
も
︑
敢
え
て
無
視
し
て
︑
こ
れ
を
黙
殺
し
て
い
る
嫌
い
も
無
し
と

は
し
な
い
︒

　
そ
の
他
︑
評
者
に
は
︑
著
者
の
姿
勢
は
ま
た
︑
や
は
り
台
湾
出
身
で
︑
長

年
︑
日
本
で
教
鞭
を
執
っ
た
農
業
経
済
学
者
で
︑
曾
て
の
国
民
党
一
党
支
配

体
制
下
で
は
︑
む
し
ろ
危
険
人
物
視
さ
れ
る
と
い
う
憂
き
目
に
も
遭
っ
た
︑

故
・
戴
國
煇
氏
︵
立
教
大
学
教
授
︶
の
﹁
政
治
中
国
／
政
治
台
湾
﹂
と
い
っ
た

実
体
的
な
対
抗
軸
に
回
収
さ
れ
な
い
︑
よ
り
広
い
原
基
と
し
て
の
﹁
文
化
中

国
﹂
へ
の
深
い
愛
着
な
ど
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
︵﹃
戴
國
煇
著
作
選
﹄

Ⅰ
・
Ⅱ
︑
発
行
=
み
や
び
出
版
／
発
売
=
創
英
社
・
三
省
堂
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︑

ま
た
︑
拙
稿
﹁
境
界
人
と
し
て
の
多
層
的
︑
重
層
的
主
体
︱
︱
歴
史
や
国
家
へ
の
深

い
洞
察
︑
台
湾
史
研
究
や
華
僑
・
華
人
史
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
﹂︑﹃
週
刊
読

書
人
﹄
第
二
九
〇
三
号
︑
二
〇
一
一
年
八
月
二
十
六
日
号
︑
参
照
︶︒
但
し
︑
台
湾

の
あ
る
種
の
﹁
辺
境
﹂
性
を
強
調
す
る
戴
國
煇
氏
に
対
し
て
︑
著
者
の
場
合

は
︑
如
上
の
経
緯
か
ら
も
︑
む
し
ろ
現
代
の
台
湾
で
こ
そ
︑﹁
中
華
文
明
﹂
や

﹁
中
華
文
化
﹂
の
遺
産
や
精
華
は
︑
赫
奕
と
し
て
燦
然
と
輝
い
て
い
る
と
見
る

訳
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
は
︑
善
か
れ
悪
し
か
れ
︑﹁
東
洋
文
化
﹂
の
精
髄
が
︑

日
本
で
こ
そ
保
持
さ
れ
て
い
る
と
し
た
︑
岡
倉
天
心
︵﹃
東
洋
の
理
想
﹄︶
な
ど

と
も
︑
一
脈
通
じ
る
よ
う
な
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
︑
そ
の
意
味
で
は
︑
翻
っ

て
著
者
の
﹁
台
湾
﹂
と
い
う
﹁
本
土
﹂
へ
の
愛
着
に
も
ま
た
︑
強
い
も
の
が

感
じ
ら
れ
る
︒
何
れ
に
せ
よ
︑
幾
重
に
も
屈
折
に
富
ん
だ
︑
著
者
の
叙
述
や

言
説
の
襞
を
大
い
に
味
読
し
た
い
︒

　
因
み
に
︑
本
書
の
公
刊
の
後
︑
既
に
中
文
で
の
書
評
と
し
て
は
︑
管
見
の

限
り
で
も
︑
呉
冠
宏
﹁
漢
華
文
化
的
探
照
燈
︱
︱
読
︽
1
9
4
9
　
禮
讃
︾﹂︑

江
燦
騰
﹁
対
話
楊
儒
賓
:
1
9
4
9
漢
朝
東
流
与
第
四
類
新
詮
釈
学
的
提
出
﹂︑
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張
崑
将
﹁︽
1
9
4
9
　
禮
讃
︾
中
的
「
中
華
」
禮
讃
﹂︑
顔
訥
﹁
納
中
華
入

台
湾
的
1
9
4
9
創
傷
癥
候
︑
与
発
明
新
台
湾
的
可
能
:
読
︽
1
9
4
9
　

禮
讃
︾﹂︵
以
上
︑﹃
文
化
研
究
﹄
第
二
十
二
期
︑
台
湾
・
文
化
研
究
学
会
︑

二
〇
一
六
年
春
季
︶︑
林
桶
法
﹁
禮
讃
背
後
的
省
思
︱
︱
評
楊
儒
賓
︽
1
9
4
9
　 

禮
讃
︾﹂︵﹃
二
十
一
世
紀
﹄︵
双
月
刊
︶
総
・
第
一
五
九
期
︑
香
港
中
文
大
学
中
国

文
化
研
究
所
︑
二
〇
一
七
年
二
月
︶
な
ど
が
存
す
る
ほ
か
︑
本
書
の
著
者
の
楊

儒
賓
氏
自
身
も
ま
た
︑
そ
の
後
の
思
索
や
本
書
に
対
す
る
反
響
を
踏
ま
え
て
︑

楊
儒
賓
﹁
導
論
:
該
禮
讃
或
詛
咒
︱
︱
︽
1
9
4
9
　
禮
讃
︾
的
反
思
﹂︵﹃
文

化
研
究
﹄
第
二
十
二
期
︑
二
〇
一
六
年
春
季
︶
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
点
を
附
言

し
て
お
き
た
い
︒
御
関
心
の
向
き
に
お
か
れ
て
は
︑
是
非
と
も
︑
就
い
て
参

看
さ
れ
た
い
︒

　
な
お
︑
既
に
本
書
の
邦
訳
と
し
て
︑
中
嶋
隆
蔵
訳
﹃
1
9
4
9 

礼
賛
︱
︱

中
華
民
国
の
南
遷
と
新
生
台
湾
の
命
運
﹄︵
東
方
書
店
︑
二
〇
一
八
年
六
月
︶
が

あ
り
︑
平
明
で
達
意
の
訳
文
と
と
も
に
︑
懇
切
な
﹁
訳
者
あ
と
が
き
﹂
や

﹁
本
書
所
見
人
名
生
没
年
一
覧
﹂
も
ま
た
︑
と
も
に
読
者
の
理
解
に
大
い
に
裨

益
す
る
も
の
で
あ
る
︒
中
国
語
を
解
さ
な
い
読
者
に
お
か
れ
て
は
︑
是
非
と

も
︑
こ
の
訳
書
を
一
読
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
︒
ま
た
︑
既
に
日
本

語
に
よ
る
書
評
と
し
て
も
︑
家
永
真
幸
﹁
台
湾
の
1
9
4
9
年
を
礼
賛
す
る

論
理
と
は
﹂︵﹃
東
方
﹄
四
五
三
号
︑
東
方
書
店
︑
二
〇
一
八
年
十
一
月
号
︶
が
あ

り
︑
問
題
の
所
在
や
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
︑
適
確
に
論
評
し
て
い
る
︒


