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一

　

近
代
以
降
、
西
洋
学
術
の
君
臨
に
よ
り
、

中
国
に
は
「
哲
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー

学
」
が
あ
る
か
な
い
か
と
い

う
議
論
が
あ
っ
た
。『
残
響
の
中
国
哲
学―

―

言
語
と
政
治
』
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
別

の
形
で
再
提
起
さ
れ
た
。
本
書
に
よ
れ
ば
、

近
現
代
の
中
国
「
哲
学
」
は
、
自
ら
を
西
洋
の

「
哲
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
学
」
の
他
者
と
し
て
位
置
づ
け
な
が
ら
そ

れ
と
密
か
に
通
じ
合
っ
た
「
内
な
る
他
者
」
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の

「
哲
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
学
」
の
覇
権
的
な
力
に
あ
ま
り
に
も
忠
実

な
形
で
構
築
さ
れ
た
、
あ
る
種
の
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な「
中
国
哲
学
」は
、

前
提
を
疑
い
、
自
ら
依
拠
し
て
い
る
基
礎
に
対

し
て
批
判
す
る
、
と
い
う
哲
学
の
あ
る
べ
き
使

命
を
忘
却
し
た
（「
は
じ
め
に
」）。
こ
の
よ
う
な

「
哲
学
」
の
問
題
意
識
は
、言
う
ま
で
も
な
く
、

二
十
世
紀
以
来
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
た
ち
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
対

す
る
挑
戦
と
し
て
の
現
代
思
想
の
問
題
意
識
に

通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
哲
学
を
脱

構
築
し
よ
う
と
す
る
本
書
の
課
題
を
よ
く
表
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
残
響
の
中
国
哲
学
」
と
い
う
書
名
に
は
、

著
者
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ

は
西
洋
の
「
哲
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
学
」
の
傍
流
と
し
て
残
存
し

て
い
る
日
本
の
現
状
を
指
し
て
い
る
。
も
う
一

つ
は
、
言
語
の
支
配
と
い
う
政
治
を
中
国
哲
学

が
夢
見
る
こ
と
に
よ
り
、
弱
い
声
が
予
め
排
除

さ
れ
て
い
る
た
め
、
他
者
の
微
か
な
残
響
を
聞

か
な
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
作
者
の
持
論
が
あ

る
た
め
で
あ
る
。
欧
米
現
代
思
想
と
い
う
本
書

の
方
法
論
的
視
座
を
考
え
れ
ば
、
本
書
の
タ
イ

ト
ル
に
は
、
恐
ら
く
欧
米
現
代
思
想
と
の
対
話

＝
「
残エ
コ
ー響

」・「
残
リ
バ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン

響
」」
と
い
う
意
味
も
込
め

ら
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

内
容
的
に
は
本
書
は
三
つ
の
部
分
か
ら
な
っ

て
い
る
。
第
Ⅰ
部
「
言
語
と
支
配
」
で
は
、
古

代
中
国
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
言
語
に
関
す
る

哲
学
論
争
を
取
り
上
げ
、具
体
的
に
は
『
荀
子
』

の
「
正
名
」
論
や
、
六
朝
の
言
尽
意
／
言
不
尽

意
を
め
ぐ
る
論
争
、三
国
時
代
の
王
弼
の『
荘
子
』

に
関
す
る
言
語
論
、
儒
・
道
・
法
・
墨
諸
家
に
お

け
る
言
語
論
の
政
治
的
な
意
味
を
扱
っ
た
。
第

Ⅱ
部
の
「
起
源
と
伝
達
」
で
は
六
朝
か
ら
近
代

に
到
る
ま
で
の
中
国
の
文
学
理
論
と
そ
れ
を
支

え
る
形
而
上
学
に
つ
い
て
、六
朝
の『
文
心
彫
龍
』

や
、
韓
愈
の
「
古
文
」
と
朱
子
の
言
語
論
、
胡

適
の
言
語
論
を
対
象
に
考
察
し
た
。
第
Ⅲ
部
の
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「
他
者
の
声
」
で
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の

カ
ン
ト
的
判
断
力
を
政
治
的
能
力
に
活
用
し
た

共
同
体
論
と
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
「
わ
た
し
」
の
無
限
責
任
に
基
づ
く
共
同
体

論
を
そ
れ
ぞ
れ
二
章
と
し
て
扱
い
、
最
終
章
で

は
こ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
特
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
「
語
る
こ
と
」
と
「
メ
シ
ア
的
平
和
」
に
重

ね
な
が
ら
、
魯
迅
の
言
語
的
他
者
論
・
共
同
体

論
を
展
開
し
た
。

　　

二

　

本
書
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
は
近
代
に

お
け
る
中
国
哲
学
を
め
ぐ
る
叙
述
を
一
通
り
見

て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
近
代

的
中
国
哲
学
の
叙
述
は
、
近
代
的
に
発
見
さ
れ

た
「
論
理
学
」
な
ど
の
傍
流
以
外
に
主
流
と
し

て
は
次
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
纏
め
ら
れ
よ

う
。

　

一
つ
の
傾
向
は
、
理
学
・
陽
明
学
の
系
譜
を

受
け
な
が
ら
、
西
洋
哲
学
の
形
而
上
学
的
哲
学

を
念
頭
に
中
国
哲
学
を
再
構
築
し
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
中
国
哲
学
の
主
流
と
し
て
い
わ
ゆ

る
「
近
現
代
新
儒
家
」
と
言
わ
れ
て
い
る
哲
学

者
達
の
中
国
哲
学
（
史
）
叙
述
で
あ
る
。
彼
ら

は
西
洋
の
形
而
上
学
的
系
譜
、
と
り
わ
け
ド
イ

ツ
観
念
論
的
系
譜
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
朱
子

学
と
心
学
に
お
け
る
観
念
論
的
側
面
を
最
大
限

度
に
強
調
し
、中
国
哲
学
の
再
解
釈
を
試
み
た
。

こ
こ
で
一
応
カ
ン
ト
を
も
大
雑
把
に
観
念
論
的

系
譜
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
そ
の
代
表

人
物
で
あ
る
馮
友
蘭
（
一
八
九
五―

一
九
九
〇
）

は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
、
も
う
一
人
の
代
表
人
物
で
あ

る
牟
宗
三
（
一
九
〇
九―

一
九
九
五
）
は
カ
ン
ト

に
、主
に
依
拠
し
た
。こ
の
流
れ
の
叙
述
は
、「
西

洋
」
と
対
話
し
て
い
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ

と
自
己
同
一
的
に
中
国
哲
学
を
語
り
な
お
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
程
朱
の
理
学
と
陸
王
の
心
学
的
な
ス

タ
ン
ス
か
ら
中
国
哲
学
を
ド
イ
ツ
観
念
論
的
に

解
釈
す
る
系
譜
は
、
中
国
大
陸
で
は
中
華
人
民

共
和
国
の
建
国
後
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
か

ら
の
中
国
哲
学
史
を
解
釈
す
る
流
れ
に
そ
の
主

流
的
な
位
を
譲
っ
た
の
で
あ
る
（
侯
外
廬
が
そ

の
代
表
で
あ
ろ
う
）。
た
だ
こ
の
時
期
に
な
る
と

「
主
観
唯
心
論
」
的
な
カ
ン
ト
哲
学
は
批
判
さ

れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、「
客
観
唯
心
論
」

的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
、と
り
わ
け
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
「
弁
証
法
」
の
お
か
げ
で

実
際
重
視
さ
れ
た
。
文
化
大
革
命
後
に
、
理
学

と
心
学
的
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
中
国
哲
学
を
ド
イ

ツ
観
念
論
的
に
解
釈
す
る
系
譜
は
中
国
哲
学
史

の
主
流
と
し
て
回
帰
し
た
。
こ
の
二
つ
の
流
れ

の
解
釈
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
共
通
の
媒
介
が
あ

り
、
共
存
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
観
念
論
的
系
譜
の
異
な
る
部
分
に
傾
斜

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

最
後
の
一
つ
の
傾
向
と
し
て
は
、
前
の
西
洋

中
心
主
義
的
な
哲
学
（
史
）
の
主
流
に
対
す
る

相
対
化
と
し
て
登
場
し
た
叙
述
で
あ
る
が
、
二

つ
の
流
れ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は

近
代
に
お
け
る
西
洋
「
哲
学
」
の
支
配
を
念
頭

に
対
抗
的
に
構
築
さ
れ
た
、
同
じ
く
「
近
現
代

新
儒
家
」
に
属
し
て
い
る
梁
漱
溟
（
一
八
九
三

―

一
九
八
八
）
や
銭
穆
（
一
八
九
五―

一
九
九
〇
）

た
ち
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
の
思
想
家
は
西
洋
中

心
的
自
己
同
一
の
中
国
哲
学
叙
述
に
対
す
る
批

判
や
「
哲
学
」
の
実
践
的
性
格
の
回
復
の
点
に

お
い
て
そ
の
意
味
が
大
き
い
が
、
多
元
的
な
西

洋
の
単
純
化
と
そ
の
裏
返
し
に
あ
る
中
国
特
殊
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論
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。も
う
一
つ
の
流
れ
は
、

西
洋
中
心
的
近
代
主
義
的
思
想
史
・
哲
学
史
を

相
対
化
し
克
服
す
る
文
脈
に
出
て
く
る
傾
向
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
者
は
経
済
史
を
含
む
社

会
史
な
ど
の
研
究
成
果
を
積
極
的
に―

―

す
な

わ
ち
「
歴
史
」
を
積
極
的
に
「
哲
学
」
に
導
入

し
、
同
時
に
そ
の
逆
と
し
て
歴
史
学
や
社
会
学

に
「
哲
学
」
を
導
入
し
た
の
で
、
哲
学
と
歴
史

学
の
可
能
性
を
切
り
開
い
た
と
大
い
に
評
価
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
こ
の
流
れ
の
研
究
は
、「
近
代
」
と

い
う
問
題
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
研
究

対
象
は
、
基
本
的
に
宋
学
・
陽
明
学
中
心
で
あ

る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
ろ
う
（
い
わ
ゆ
る

「
唐
宋
転
換
説
」
も
例
外
で
な
く
そ
の
前
提
で
あ

る
）。
こ
れ
は
上
で
纏
め
ら
れ
た
朱
子
学
・
心
学

的
枠
組
み
を
観
念
論
的
に
再
構
築
し
た
流
れ
と

は
違
っ
て
、
む
し
ろ
理
学
・
心
学
と
社
会
史
と

の
接
点
や
そ
の
社
会
的
基
盤
を
模
索
す
る
も
の

で
あ
る
。
た
だ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
西
洋
中
心

的
近
代
に
対
す
る
克
服
の
は
ず
で
あ
る
東
洋
中

心
的
な
近
代
説
が
、
如
何
に
す
れ
ば
迂
回
的
に

そ
の
批
判
対
象
で
あ
る
近
代
主
義
と
い
う
自
明

な
前
提
を
共
有
し
な
い
で
す
む
の
か
は
、
ま
だ

研
究
者
達
の
模
索
中
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

三

　

筆
者
の
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
本
書
は
、

西
洋
の
形
而
上
学
的
伝
統
を
批
判
す
る
欧
米
の

現
代
思
想
を
資
源
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
対

話
を
強
く
意
識
し
て
い
る
、
恐
ら
く
初
め
て
の

著
書
で
あ
る
。
同
時
に
言
語
論
的
に
言
語
と
政

治
と
い
う
テ
ー
マ
を
前
面
に
出
す
、
初
め
て
の

中
国
哲
学
の
著
書
で
も
あ
ろ
う
。
ど
こ
ま
で
成

功
し
て
い
る
か
は
別
と
し
て
、
著
者
は
西
洋
の

形
而
上
学
的
伝
統
に
似
た
よ
う
な
伝
統
を
中
国

思
想
に
も
見
出
そ
う
と
し
な
が
ら
、
中
国
哲
学

の
新
し
い
解
釈
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
本
書
は

「
哲
学
」
を
他
者
へ
の
問
い
を
切
り
開
い
た
思

想
で
あ
る
と
位
置
づ
け
な
お
し
な
が
ら
、「
他
者
」

に
対
し
て
異
な
っ
た
位
相
か
ら
思
考
を
展
開
し

て
き
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
他
者
と
し
て

の
中
国
哲
学
の
倫
理
の
問
題
を
言
語
論
的
に
解

釈
し
、
そ
れ
と
公
共
空
間
と
の
関
連
を
政
治
的

に
見
出
そ
う
と
し
た
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
本
書
が
欧
米
の
言
語
論

的
転
換
を
念
頭
に
、
中
国
の
前
近
代
思
想
の
大

き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
言
語
論
的
な
も
の
を

前
面
化
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
こ
と
自
体
が
と

て
も
重
要
で
あ
る
。
近
代
以
来
、
中
国
哲
学
・

思
想
史
の
分
野
で
は
、
前
近
代
の
朱
子
学
・
陽

明
学
の
系
譜
を
強
く
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
西
洋

的
形
而
上
学
伝
統
を
導
入
し
た
た
め
、
そ
し
て

清
末
に
お
い
て
今
文
派
が
古
文
派
に
対
し
て
圧

勝
し
た
た
め
、
言
語
と
倫
理
と
の
関
係
や
、
そ

の
問
題
系
に
あ
る
「
文
」
な
ど
の
中
国
思
想
の

言
語
論
的
な
概
念
が
近
現
代
の
中
国
哲
学
叙
述

に
お
い
て
基
本
的
に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
、「
言
語
と
政
治
」

と
い
う
副
題
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
通
り
で
あ

る
。

　

言
語
論
的
視
点
が
重
要
な
の
は
、
例
え
ば
現

代
新
儒
家
が
観
念
的
内
部
に
お
い
て
思
考
し
て

き
た
の
を
例
に
取
れ
ば
、
そ
の
重
要
さ
が
見
出

さ
れ
よ
う
。
中
国
哲
学
史
・
思
想
史
の
特
徴
の

一
つ
は
、
倫
理
の
問
題
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ

る
が
、
近
代
以
来
、
こ
の
問
題
自
体
は
無
視
さ

れ
た
の
か
、
ま
た
は
牟
宗
三
の
よ
う
に
内
面
化

さ
れ
た
の
か
、
の
ど
ち
ら
か
が
主
流
で
あ
る
。
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た
だ
、
牟
宗
三
が
、
彼
が
依
拠
す
る
カ
ン
ト
と

違
う
の
は
、
合
法
性
な
ど
を
道
徳
性
の
内
部
に

内
包
し（

１
）、

自
由
、
道
徳
な
ど
を
も
内
面
主
義

的
な
「
内
省
」
を
重
視
す
る
よ
う
な
形
で
構
築

し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
内
面
主
義
的

な「
内
省
」は
、原
始
儒
家
に
あ
る
よ
う
な「
自
我
」

を
他
者
視
す
る
「
内
省
」
と
は
違
い
、
逆
に
外

部
世
界
と
自
我
と
を
同
一
化
す
る
よ
う
な
心
学

の
世
界
で
あ
る
。
馮
友
蘭
が
自
分
の
哲
学
史
叙

述
を
「
新
理
学
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
牟
宗
三
の

陸
王
学
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
は
、「
新
心
学
」

と
呼
ん
だ
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

　

か
く
し
て
本
書
は
、
近
代
的
な
中
国
哲
学
の

叙
述
を
言
語
論
的
外
部
に
戻
す
こ
と
に
お
い
て

そ
の
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
言
語
論

的
視
点
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ

そ
、『
文
心
彫
龍
』
や
胡
適
の
白
話
文
問
題
、

魯
迅
の
作
品
な
ど
、
本
来
近
代
的
な
「
文
学
」

概
念
の
守
備
範
囲
内
に
あ
る
も
の
を
始
め
て

「
哲
学
」
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

テ
キ
ス
ト
の
細
部
的
な
解
読
に
お
い
て
本
書

は
筆
者
の
見
解
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な

い
が
、
示
唆
的
な
解
読
も
頻
出
し
て
お
り
、
新

し
い
解
読
の
可
能
性
を
提
示
し
た
と
い
う
こ
と

も
否
め
な
い
。
本
書
が
西
洋
形
而
上
学
的
伝
統

の
強
い
影
響
下
に
あ
る
近
代
的
「
中
国
哲
学
」

の
解
釈
を
、
欧
米
現
代
に
お
け
る
形
而
上
学

伝
統
に
対
す
る
批
判
と
い
う
新
し
い
「
伝
統
」

に
転
換
さ
せ
た
、
と
言
え
る
な
ら
ば
、
同
時

に
こ
れ
は
「
中
国
」
の
「
哲
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー

学
」
を
中
国
の

「
哲エ
チ
カ学

」
に
変
身
さ
せ
た
、
と
も
言
え
な
く
も

な
か
ろ
う
。
こ
の
転
換
自
体
が
中
国
哲
学
を
新

た
に
解
釈
す
る
可
能
性
で
あ
る
と
見
な
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
東
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
「
近
代
」
と

は
「
西
洋
」
を
通
過
し
て
か
ら
の
「
近
代
」
で

あ
る
以
上
、「
西
洋
」
と
い
う
不
可
避
な
「
他
者
」

と
の
対
話
が
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
こ
れ
は
多

元
的
な
東
ア
ジ
ア
と
多
元
的
な
「
西
洋
」
と
の

対
話
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
カ
ン
ト
（
一

七
二
四―

一
八
〇
四
）
の
「
倫
理
」
の
位
置
に

つ
い
て
、「
個
人
は
た
だ
内
面
に
お
い
て
の
み
自

由
だ
と
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
個
人
の
倫

理
的
行
為
は
、
彼
の
外
面
的
行
為
の
合
法
性
か

ら
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
道
徳

性
が
合
法
性
か
ら
分
離
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

両
者
も
政
治
性
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン

ト
に
お
い
て
は
、
政
治
学
は
功
利
的
実
学
の
技

術
的
専
門
知
と
し
て
、
い
か
に
も
あ
や
ふ
や
な

地
位
を
占
め
て
い
る
」と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
理
論
と
実
践―

―

社
会
哲
学
論
集
』所
収
、細
谷
貞
雄
訳
、未
来
社
、

一
九
九
九
年
九
月
、
一
二
頁
。
す
な
わ
ち
カ
ン

ト
は
一
切
を
道
徳
化
す
る
こ
と
を
避
け
た
の
で

あ
る
。　
　
（
り
ん
・
し
ょ
う
よ
う　

東
京
大
学
）


