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１
、
序
論

　
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル（François�N

oël （１
（）の
『
中
国
哲
学
三
論�

（Philosophia�Sinica�Tribus�Tractatibus

）』
（
２
（
は
、
井
川（
二
〇
一

一（３
（）が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
に
お
け
る
初
期
の
中
国
情
報

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
流
入
に
つ
い
て
論
ず
る
際
、
考
慮
す
べ
き
情
報

源
の
一
つ
で
あ
る
。

　
本
書
の
特
色
と
し
て
、
井
川（
二
〇
一
一
）も
報
告
し
て
い
る
よ
う

に
、
儒
教
的
な
宗
教
観
が
、
論
争
的
立
場
上
キ
リ
ス
ト
教
に
引
き
つ

け
ら
れ
る
形
で
は
あ
れ
、
中
国
側
の
出
典
に
基
づ
い
て
か
な
り
詳
細

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
研
究
す
る
側
と
し
て
は
、

特
に
本
書
が
論
拠
と
し
て
出
典
を
明
示
し
て
い
る
点
は
重
要
で
、
こ

れ
に
よ
っ
て
西
洋
側
の
思
考
的
枠
組
み
に
よ
る
一
方
的
か
つ
独
断
的

な
論
考
と
い
う
資
料
と
し
て
の
質
に
対
す
る
批
難
を
極
力
回
避
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
確
か
に
後
世
か
ら
見
れ
ば
そ
う
い
う
批
判
は

免
れ
ず
、
そ
れ
が
宣
教
師
と
い
う
立
場
上
ま
た
時
代
的
制
約
ゆ
え
に

避
け
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
出
典
が
明
ら
か
で
あ
る
こ

と
で
、
か
え
っ
て
ノ
エ
ル
の
思
想
的
な
立
場
を
客
観
的
に
分
析
し
う

る
足
場
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

　
井
川
（
二
〇
一
一
）
は
主
に
『
中
国
哲
学
三
論
』
の
「
第
二
論
文
」

「
死
者
に
対
す
る
中
国
人
の
祭
儀�cerem

onia�

に
つ
い
て
」
（
４
（
を
参
考

す
る
形
で
、
ノ
エ
ル
の
解
説
に
な
る
儒
教
的
な
霊
魂
観
に
つ
い
て
報

告
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ノ
エ
ル
は
死
後
に
お
け
る
霊
魂
の

不
滅
と
個
体
性
の
維
持
に
基
づ
く
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
霊

魂
観
と
、
当
時
の
儒
教
に
お
い
て
主
流
で
あ
っ
た
死
後
の
魂
魄
の
分

離
な
い
し
霧
散
と
い
う
霊
魂
観
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
西
洋
思
想
に
お

け
る
ア
ウ
ラ
の
観
念
と
宋
明
理
学
に
お
け
る
陰
陽
の
気
の
観
念
の
類

似
性
に
着
目
し
、
西
洋
思
想
に
極
力
引
き
つ
け
る
形
で
説
明
を
試
み

て
い
る
。
そ
の
際
、
明
代
儒
教
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
魂
観
と

親
和
的
な
面
を
持
つ
古
典
解
釈
者
、
た
と
え
ば
明
の
張
居
正
（
５
（な

ど
の
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説
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
中
国
的
な
霊
魂
観
を
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
内

に
取
り
込
む
、
な
い
し
は
す
く
な
く
と
も
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て

描
き
出
そ
う
と
す
る
。

　
本
論
文
で
は
、
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
ノ
エ
ル
が
儒
教
的
な
礼

拝
や
祭
儀
を
説
明
す
る
に
際
し
て
い
か
に
儒
教
的
な
霊
魂
観
を
キ
リ

ス
ト
教
的
な
霊
魂
観
に
一
致
さ
せ
て
い
る
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
論

証
す
る
。２

、
礼
拝

　
ノ
エ
ル
は
第
二
論
文
の
冒
頭（
二
‐
四
頁
）で
、
中
国
の
礼
拝
に
つ

い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
検
証
す
る
た
め
に
、
何
が
宗
教

（religio

）も
し
く
は
宗
教
的
礼
拝（cultus�religiosus

）で
あ
り
、
何

が
そ
れ
と
対
立
す
る
迷
信（superstitio

）も
し
く
は
迷
信
的
礼
拝

（cultus�superstitiosus

）で
あ
る
か
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
質
料
的
な
対
象
と
し
て
み
た
場
合
の
礼
拝
は
そ
れ
自
体
で

は
道
徳
的（m

oralis

）に
善（bonum

）と
も
悪（m

alum

）と
も
み
な

せ
な
い
と
論
じ
て
お
り
、
儒
教
的
な
礼
拝
対
象
、
た
と
え
ば
木
主
が

外
見
上
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
質
な
も
の
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
こ

か
ら
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
が
悪
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
善
悪
に
関
わ
ら
な
い
対
象
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

そ
の
善
悪
は
形
相
的
に
、
主
題
す
な
わ
ち
神
で
は
な
く
動
機
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
同
様
な
、
形
相
的
な
対
象
に
論
理
的
に
関

係
付
け
ら
れ
る
状
況
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　
ノ
エ
ル
は
儒
教
の
祭
儀
、
と
り
わ
け
親
へ
の
祭
儀（Parentari�

Cerem
onia

）に
注
目
し
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
を
儒
教
の
中
心
的
な

儀
礼
と
み
な
す
と
と
も
に
、
そ
れ
が
決
し
て
迷
信
や
偶
像
崇
拝
で
は

な
い
と
主
張
す
る
。
論
拠
と
し
て
、
史
書
や
儒
教
の
主
要
古
典
を
多

く
例
示
し
て
い
る
。

　
中
で
も
、
朱
熹
の
『
家
礼
』
や
、
張
居
正
の
『
四
書
直
解
』、
陳

澔コウの
『
礼
記
集
説
』
な
ど
が
中
心
的
な
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。

　
彼
は
祭
儀
を
三
つ
の
要
素
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
一
章
ず
つ
を
割
い

て
説
明
し
て
い
る
。
一
つ
は
彼
が
「
木
製
書
板
」（Lignea�

Tabella

）と
し
て
報
告
し
て
い
る
木
主
（m

u�chu

）
及
び
木
主
へ
の

礼
拝（cultus

）に
対
す
る
扱
い
で
あ
る
。
二
つ
目
は
祭
儀
の
行
わ
れ

る
場
所
な
い
し
建
物（Parentali�Aedificium

）す
な
わ
ち
廟
な
ど
で

あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
は
親
へ
の
祭
儀（Parentari�Cerem

onia

）で

あ
る
祭
（cy

）
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
う
ち
木
主

に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

３
、
木
主

　
木
主
に
つ
い
て
は
、
ノ
エ
ル
は
そ
れ
が
虚
偽
の
対
象
を
模
し
た
偶
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像（idolum

）で
は
な
く
、
真
実
の
事
物（res�verum

）す
な
わ
ち
実

在
し
た
死
者
を
表
現
し
た
像（im

ago

）で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
す

る
。
ノ
エ
ル
は
こ
こ
で
、
陳
澔
の
『
礼
記
集
説
』
等
を
参
照
し
て
論

じ
て
い
る
。
ま
ず
木
主
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、『
礼
記
』
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「Xi�

尸
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
「
人
格

的
な
霊
（Spiritus�personatus

）」
と
し
て
紹
介
す
る
。

『
礼
記
』
巻
四
第
七
篇
「
曽
子
問
」　
孔
子
に
よ
れ
ば
、
埋
葬
が

終
わ
っ
た
あ
と
に
は
、
尸
（
人
格
的
な
霊
）
が
表
現
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
尸
は
孫
が
演
じ
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
孫
が

ま
だ
幼
い
場
合
に
は
、
腕
に
抱
か
せ
る
。
も
し
孫
が
な
い
場
合

に
は
、
別
の
血
族
の
者
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。〔
六
頁
〕

　孔
子
曰
、
祭
成
喪
者
必
有
尸
。
尸
必
以
孫
。
孫
幼
則
使
人
抱
之
。

無
孫
則
取
於
同
姓
可
也
。

　
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
子
供
以
外
の
死
者
の
孫
か
血
縁
者
が
〔
尸

と
し
て
〕
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
死
者
に
扮
し
て
そ
の
人
格

的
な
表
現
を
す
る
演
技
者（actor�personatus

）で
あ
る
と
説
明
す

る
。

　
ノ
エ
ル
は
尸
を
木
主
と
同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
、『
礼
記
』

に
対
す
る
以
下
の
陳
澔
の
注
釈
な
ど
を
そ
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
。

『
礼
記
』
巻
五
第
十
一
篇
「
郊
特
牲
」　
尸（Xi

）あ
る
い
は
人
格

的
な
霊
と
い
う
言
葉
は
、
陳
列
す
る（exponere

）も
し
く
は
述

べ
伝
え
る（instruere

）こ
と
を
意
味
す
る
（
尸
は
、
陳
な
り
）。

し
か
し
澔
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
尸
な
い
し
変
装
し
た
霊
と
は
霊

か
死
者
の
像
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
木
製
書
板
と
同
じ
物
を
意
味

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
礼
記
が
こ
の
尸
を
、
解
釈
す

る
も
し
く
は
教
え
る
こ
と
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
は
誤
り
で

あ
る
。〔
七
‐
八
頁
〕

尸
、
陳
也
。

陳
澔
注
　
尸
、
神
象
、
当
為
主
之
義
。
今
以
訓
陳
、
記
者
誤
。

　
す
な
わ
ち
、
尸
は
木
主
と
同
じ
く
死
者
の
像
で
あ
っ
て
、
生
の
あ

る（vivus

）尸
と
生
の
な
い（m

ortuus

）木
主
と
は
違
う
形
態
で
は
あ

る
が
同
じ
対
象
を
意
味
し
、
ま
た
表
現
し
て
い
る
と
す
る
。

　
そ
れ
ら
は
死
ん
だ
個
人
の
生
き
た
写
像
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
正
し

い
対
象
を
表
現
し
て
い
る
以
上
は
偶
像
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
今

日
で
は
尸
で
は
な
く
木
主
の
み
が
用
い
ら
れ
る
が
、
木
主
も
ま
た
、

そ
れ
自
体
は
単
に
死
者
の
像
と
し
て
の
表
現
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
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が
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
礼
記
』
第
七
篇
「
曽
子
問
」
の
陳
澔
に
よ
る
注
釈
　
通
常
、

祭
祀（cerem

onia:cy�

祭
）に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
尸

に
仕
え
る
儀
礼
が
終
わ
っ
た
あ
と
で
、
出
て
行
っ
て
門
の

外
に
立
ち
、
次
い
で
祭
祀
の
監
督
者
か
朗
読
者
が
東
の
方

を
向
い
て
す
べ
て
の
供
養
行
為
が
完
了
し
た
こ
と
を
告
げ

る
。
そ
れ
か
ら
尸
を
導
き
出
す
。
し
か
し
今
で
は
変
装
し

た
霊
な
ど
の
も
の
は
用
い
ら
れ
ず
、
こ
の
儀
礼
は
廃
れ
て

し
ま
っ
た
（
（
（

。〔
八
頁
〕

常
祭
主
人
、
事
尸
礼
畢
、
出
立
戸
外
、
則
祝
東
面
告
利
成
、

遂
導
尸
以
出
。
今
亦
以
無
尸
、
廃
此
礼
。

　
ノ
エ
ル
は
中
国
の
文
献
を
見
る
限
り
、
木
主
は
死
者
で
あ
る
両
親

の
霊（spiritus

）や
霊
魂（anim

a

）を
記
念
す
る（m

em
oria

）た
め
に

設
置
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
霊
や
霊
魂
が
存

留（residere

）し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
〔
祭
祀
に
お
い
て
〕

霊
を
受
容（accepare

）す
る
も
の
で
も
な
い
と
す
る
。

　
ノ
エ
ル
は
そ
れ
を
証
明
す
る
に
際
し
、
木
主
に
常
に
霊
が
存
留
す

る
場
合
と
、（
祭
祀
な
ど
）時
と
し
て
で
あ
る
場
合
を
考
え
、
そ
の
両

者
を
と
も
に
否
定
す
る
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、『
礼
記
』
の
記

述
を
も
と
に
、
中
国
に
お
い
て
は
、
も
し
人
が
死
ん
だ
場
合
に
、
生

命
を
与
え
る
霊
魂
の
ア
ウ
ラ（vitalis�anim

ae�aura

）は
天
に
帰
還

し
、
肉
体
の
形
象（corpolis�figura

）な
い
し
は
質
料
的
な
組
成
に

つ
い
て
は
地
に
回
帰
す
る
と
さ
れ
て
い
る
と
論
ず
る
。

『
礼
記
』
第
十
一
篇
「
郊
特
牲
」　
霊
魂
の
気（anim

ae�aer

）も

し
く
は
、
生
命
を
与
え
る
霊
魂
の
ア
ウ
ラ（vitalis�anim

ae�
aura

）は
天
に
帰
り
、
肉
体
の
形
象（corpolis�figura

）、
あ
る

い
は
質
料
的
な
組
成（m

aterialis�com
positio

）は
地
に
帰
る
。

〔
一
一
頁
〕

魂
気
帰
于
天
、
形
魄
帰
于
地
。

　
こ
こ
で
、
ノ
エ
ル
は
霊
の
個
体
性
と
い
う
西
洋
的
な
霊
魂
観
を
持

ち
出
す
こ
と
で
自
説
の
論
証
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
の
典
籍

を
見
る
限
り
死
後
の
王
の
霊
は
天
上
に
い
る
の
で
あ
っ
て
、
木
主
に

残
留
す
る
と
い
う
考
え
で
は
霊
が
同
時
に
二
ヶ
所
に
い
る
こ
と
に
な

り
、
矛
盾
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
あ
え
て
地
に
向

か
っ
た
気
す
な
わ
ち
形
魄
を
質
料
的
な
組
成
と
訳
す
こ
と
で
、
キ
リ

ス
ト
教
的
な
心
身
二
元
論
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
が
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わ
か
る
。

　
続
け
て
、
ノ
エ
ル
は
た
と
え
祭
祀（cerem

onia:cy

（
祭
））の
場

に
あ
っ
て
も
、
霊
が
木
主
に
戻
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

を
論
証
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
『
礼
記
』
や
『
詩
経
』
の
文
言

か
ら
、
祭
祀
に
お
い
て
、
祭
る
側
が
死
者
の
霊
の
居
場
所
を
正
確
に

把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
は
、『
礼
記

集
説
』
お
よ
び
朱
熹
『
詩
経
集
註
』
以
下
の
陳
述
が
論
拠
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

『
礼
記
』
第
十
一
篇
「
郊
特
牲
」
に
よ
る
と
…
〔
略
〕
…
霊
が

一
体
ど
こ
に
い
る
の
か
、
あ
そ
こ
で
あ
る
の
か
、
こ
こ
で
あ
る

の
か
、
あ
る
い
は
人
々
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
で
あ
る
の
か
は

知
ら
れ
て
い
な
い
。〔
一
六
頁
〕

不
知
神
之
所
在
、
於
彼
乎
、
於
此
乎
、
或
諸
遠
人
乎
。

　
実
際
、
こ
う
し
た
祭
祀
を
廟
門
の
内
外
で
行
う
際
に
は
、
言
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
離
れ
た
場
所
に
そ
れ
〔
祭
祀
の
対
象
〕

を
求
め
て
い
る
と
ノ
エ
ル
は
説
く
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
門
の
内

外
で
行
わ
れ
る
祭
祀
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
遠
く
離
れ
た
場
所
や
、

〔
そ
う
し
た
〕
遠
く
離
れ
た
場
所
に
霊
を
探
し
求
め
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。『

詩
経
』「
小
雅
」「
楚
茨
」
篇
の
朱
熹
に
よ
る
注
釈
　
従
順
な

子
供
（
つ
ま
り
祭
祀（c

y

）を
行
う
者
）
は
霊
の
居
場
所
を
知

っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
朗
読
者
も
し
く
は
祭
祀
の
監
督
者

に
命
じ
て
広
く
門
の
内
側
の
客
た
ち
を
歓
待
し
て
い
る
場
所
ま

で
そ
れ
〔
霊
〕
を
探
し
求
め
る
の
で
あ
る
。〔
二
一
頁
〕

孝
子
不
知
神
之
所
在
。
故
使
祝
博
求
之
於
門
内
待
賓
客
之
処
也
。

　
も
し
木
主
に
霊
が
存
留
し
て
い
れ
ば
、
霊
の
居
場
所
は
把
握
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
祭
祀
の
場
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
霊
の
居
場
所
が

探
し
求
め
ら
れ
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
霊
は
遠

く
離
れ
た
場
所
に
い
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
ノ
エ
ル
は
主
張

す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ど
こ
に
い
る
か
明
白
で
な
い
こ
と
か
ら
、
た
だ

ち
に
霊
が
天
に
い
る
こ
と
を
帰
結
す
る
論
証
は
強
引
な
印
象
を
与
え

か
ね
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。

４
、
結
論

　
ノ
エ
ル
は
様
々
な
方
法
で
、
儒
教
的
な
祭
儀
、
木
主
が
キ
リ
ス
ト
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教
と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
本
書

で
取
り
上
げ
た
彼
の
儒
教
古
典
の
翻
訳
自
体
に
も
、
自
ら
の
解
釈
を

補
強
す
る
た
め
の
恣
意
的
な
改
竄
な
い
し
は
曲
解
が
あ
る
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ノ
エ
ル
の
儒
教
古
典
翻
訳
お
よ
び
そ
の

解
釈
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
個
体
的
な
霊
魂
観
と

中
国
思
想
に
お
け
る
気
と
し
て
の
霊
魂
観
の
差
異
が
、
儒
教
を
キ
リ

ス
ト
教
教
義
と
矛
盾
せ
ず
に
説
明
す
る
た
め
の
要
と
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　
井
川（
二
〇
一
一
）は
ノ
エ
ル
が
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め

に
ア
ウ
ラ
の
思
想
を
持
ち
出
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
本
論
文
で
は
、
ノ
エ
ル
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
矛
盾
を

積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
祭
祀
に
効
率
的
に
キ
リ
ス
ト

教
的
な
解
釈
を
当
て
は
め
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
今
後
は
ノ
エ
ル
の
『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
や
ク
プ
レ
の
著
作
を

比
較
し
つ
つ
、
霊
魂
観
に
つ
い
て
の
調
査
を
多
角
的
な
方
面
か
ら
進

め
て
い
き
た
い
。
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