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紹
介
と
批
評

野
村
浩
一
著

『
近
代
日
本
の
中
国
認
識
』

　
日
本
の
近
代
が
い
わ
ゆ
る
「
帝
国
主
義
」
の
時
代
に
よ
つ
て
触
発
さ
れ
た
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
近
代
を
思
い
識
る
上
で
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。
い
わ
ば

わ
れ
わ
れ
に
は
歴
史
的
拘
東
条
件
と
し
て
、
帝
国
主
義
が
餐
立
し
て
い
た
の
で

あ
つ
た
・
し
た
が
つ
て
、
自
由
民
権
も
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
、
こ
の
梶
楷
ぬ

ぎ
で
は
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
し
、
十
五
年
戦
争
も
、
戦
後
の
経
済

成
長
そ
し
て
海
外
経
済
進
出
に
も
、
こ
の
根
本
的
に
拘
束
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の

同
時
代
性
は
貫
通
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
栓
桔
は
、
当
然
、
さ
ま
ざ
ま
な
陰
影
を
同
時
代
人
に
与
え
て
い
る
。
そ

れ
を
と
き
明
か
す
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
近
代
日
本
政
治
思
想
史
の
課
題
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
態
に
住
み
生
き
た
者
が
、
自
己
の
精
神
に

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
こ
み
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
埋
没
し
、
あ
る
い
は
そ

れ
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
歴
史
を
生
き
る
、
そ
の
仕
業
こ
そ
が
、
か
ぎ
り
な
く

人
で
あ
る
こ
と
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、
中
国
近
現
代
政
治
思
想
史
を
対
象
と
し
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
（
二
一
四
二
）

著
者
が
、
視
点
を
目
本
か
ら
の
中
国
照
射
に
ず
ら
し
て
見
た
論
考
を
集
め
た
も

の
で
あ
る
。
著
者
は
、
中
国
近
代
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
自
分
な
り

の
見
通
L
を
立
て
よ
う
と
考
え
、
で
き
れ
ば
そ
の
あ
と
で
近
代
の
日
中
関
係
の

歴
史
を
辿
つ
て
み
た
い
と
漠
然
と
考
え
て
い
た
と
き
に
、
故
竹
内
好
に
、
　
「
む

し
ろ
両
者
は
並
行
し
て
勉
強
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
教
示
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぽ
意
図
的
に
著
者
が
取
組
ん
だ
平
行
的
研
究
の
こ

れ
は
一
面
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
Q

　
著
者
み
ず
か
ら
に
語
ら
せ
れ
ば
、
第
一
部
収
録
の
二
論
文
は
、
　
「
近
代
日
本

の
中
国
侵
略
と
中
国
革
命
の
展
開
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
大
前
提
に
、
お
お
む

ね
近
代
に
お
け
る
日
本
と
中
国
の
あ
り
方
を
ト
ー
タ
ル
に
問
題
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
と
な
り
、
か
つ
と
り
わ
け
こ
の
歴
史
的
事
実
と
の
関
連
に
お
い
て
、
い

わ
ば
置
本
の
中
国
認
識
の
欠
落
部
分
に
照
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
」
（
傍

点
・
著
者
）
で
あ
る
。

　
第
二
部
収
録
の
三
論
文
の
「
問
題
の
所
在
は
、
近
代
に
お
け
る
両
国
の
あ
り

方
を
大
き
く
問
う
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
相
互
に
流
動
す
る
日
中
の
対
応
関

係
の
中
で
、
危
機
的
な
状
況
を
打
開
し
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
中
国
認
識
を

構
築
し
よ
う
と
し
た
人
物
を
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
観
点
か
ら
取
り
扱
う
」
も

の
で
あ
る
。
以
下
、
私
が
読
ん
だ
と
こ
ろ
を
も
つ
て
著
者
を
追
及
し
て
み
る
こ

と
に
す
る
Q

一

　
《
ア
ジ
ア
の
近
代
》
、
そ
れ
を
著
者
は
ど
の
よ
う
に
見
た
の
か
。
　
「
ア
ジ
ア

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
世
界
の
中
へ
、
強
制
的
に
つ
き
こ
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ア
ジ
ア
の
近
代
と
は
、
極
言
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
反
射
で
あ
る
と
す

ら
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
別
の
面
か
ら
い
え
ば
、
近
代
西
欧
の
論
理
が

全
世
界
的
に
貫
徹
し
て
行
く
過
程
で
あ
り
、
逆
に
、
ア
ジ
ア
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

植
民
地
と
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
論
理
の
貫
徹
を
裏
側
か
ら
証
明
し
て
行

く
過
程
で
も
あ
つ
た
。
と
も
あ
れ
、
ア
ジ
ア
の
近
代
と
は
、
ア
ジ
ア
が
ア
ジ
ア
で

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
時
代
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
　
（
四
頁
、
傍
点
・

内
山
）
と
著
者
は
言
う
。

　
こ
の
ア
ジ
ア
近
代
史
の
唯
一
の
例
外
は
日
本
だ
、
と
指
摘
さ
れ
る
と
き
、

「
お
そ
ら
く
中
国
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
日
本
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
」

（
二
三
頁
）
と
い
う
認
識
は
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
の
か
。
こ
れ
を

見
透
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
中
国
の
近
代
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
の
有
意
な
研

究
は
あ
り
え
ま
い
。

　
第
一
章
「
近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
的
使
命
観
・
そ
の
諸
類
型
と
特
質
」
で

大
隈
重
信
・
内
村
鑑
三
・
北
一
輝
の
三
人
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
と
り
あ
げ
そ
の
も
の
が
著
者
の
思
想
史
構
成
の
方
法
論
上
の
問
題
と
し
て

論
議
の
対
象
と
な
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
私
は
、
そ

れ
を
あ
え
て
無
視
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
と
い
う
の
は
、
誰
を
も
つ
て
思
想
史

の
構
成
者
と
す
る
か
は
、
構
成
さ
せ
る
者
の
意
志
と
結
果
に
唯
一
に
か
か
わ
る

と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
あ
た
か
も
当
て
が
い
ぶ
ち
の
よ
う
に
か
た
は
し
か
ら
人
間

を
拾
い
あ
げ
る
問
題
意
識
欠
落
の
思
想
史
（
そ
ん
な
も
の
は
思
想
史
で
も
歴
史
で
も

何
で
も
な
い
）
を
排
除
す
る
テ
コ
と
私
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
大
隈
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
視
角
は
、
不
平
等
条
約
撤
廃
後
の
日
本
お
よ
び
日

本
人
の
情
状
、
つ
ま
り
「
自
ら
の
存
在
の
維
持
に
精
一
杯
で
あ
つ
た
わ
が
国

　
　
　
紹
介
と
批
評

は
、
ほ
ぼ
日
露
戦
争
を
境
と
し
て
、
よ
う
や
く
あ
る
程
度
の
ゆ
と
り
を
も
つ
て
、

そ
の
存
在
理
由
を
問
う
に
至
つ
た
」
（
六
頁
、
傍
点
・
著
者
）
と
こ
ろ
で
、
そ
の

「
理
由
」
を
「
東
西
文
明
融
合
論
」
に
求
め
た
、
そ
の
影
の
部
分
を
思
想
的
に

照
射
す
る
こ
と
に
あ
る
。
存
在
理
由
と
し
て
「
国
民
的
使
命
」
論
議
が
呼
び
お

こ
さ
れ
た
こ
と
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
凝
結
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
が
伽
界

の
中
の
日
本
と
し
て
み
ず
か
ら
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
契
機
で
あ
つ
た
ろ

う
。
し
か
し
、
大
隈
の
”
東
洋
に
対
し
て
は
西
洋
文
明
の
説
明
者
μ
　
”
西
洋
に

対
し
て
は
東
洋
の
代
表
者
κ
と
い
う
形
、
つ
ま
り
説
明
者
・
代
表
者
を
根
底
の

認
識
と
す
る
意
識
構
造
が
、
そ
の
現
実
的
表
現
で
あ
る
「
日
英
同
盟
」
と
「
支

那
保
全
論
」
に
投
影
さ
れ
れ
ば
、
西
洋
方
式
に
よ
る
中
国
開
発
志
向
と
な
つ
て

霧
消
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
大
隈
の
使
命
感
は
「
日
本
の
生
存
の
論
理
」
と

し
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
大
隈
の
「
偽
善
を
す
て
て
、
『
世
界
の
日
本
』
の
使
命
を
打
ち
立
て
る
道
は
、

ぎ
わ
め
て
・
ジ
カ
ル
に
い
え
ば
…
…
…
、
あ
え
て
東
洋
の
『
非
文
明
』
を
代
表

し
て
、
西
洋
の
『
文
明
』
に
挑
戦
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
東
洋
の
代

表
者
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
西
洋
の
『
文
明
』
に
内
在
し
つ
つ
、
そ
れ
を
徹

底
的
に
批
判
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
新
し
い
進
路
を
切
り
開
い
て
行
く
か
」

（
一
四
頁
）
に
な
ら
な
い
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。

　
著
者
が
北
と
内
村
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
こ
の
困
難
に
立
ち
む
か
い
、
　
「
そ

の
試
み
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
成
功
し
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
」
に
し
て
も
、

こ
の
二
人
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
が
、
「
近
代
日
本
の
運
命
の
中
で
『
生
存
の
論

理
』
と
『
倫
理
』
と
い
う
課
題
を
極
限
に
ま
で
追
求
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て

逆
に
、
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
と
い
う
運
命
に
密
着
し
た
使
命
観
を
樹
立
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
五
　
　
（
二
一
四
三
）
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紹
介
と
批
評

う
」
（
一
四
頁
）
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
思
想
的
営
為
の
意
義
を
認
め
た
か
ら
に
ち

が
い
な
い
。

　
内
村
に
と
つ
て
、
　
「
西
洋
文
明
と
は
、
自
由
、
進
取
、
共
和
と
い
う
人
類
進

歩
の
理
念
以
外
の
何
物
で
も
な
か
つ
た
」
（
一
九
頁
）
の
で
あ
り
、
そ
の
代
表
は
何

よ
り
も
ま
ず
英
国
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
義
戦
た
る
べ
き
日
清
戦
争
が
不
義
の

戦
い
で
あ
り
、
義
の
代
表
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
英
国
の
南
阿
戦
争
も

ま
た
不
義
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
日
英
同
盟
そ
の
も
の
が
「
野
合
的
同

盟
」
た
る
こ
と
を
露
呈
す
る
。
こ
こ
か
ら
内
村
は
み
ず
か
ら
の
思
想
的
位
相
に

突
入
し
て
ゆ
く
、
つ
ま
り
、
東
洋
へ
の
回
帰
あ
る
い
は
現
実
の
権
力
闘
争
か
ら

歴
史
の
真
実
を
聴
取
す
る
（
往
々
に
し
て
歴
史
に
埋
没
す
る
）
の
で
は
な
く
、
西

洋
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
と
キ
リ
ス
ト
教
文
明
を
識
別
す
る
こ
と
で
、
　
「
む
し
ろ
西

洋
文
明
に
一
層
内
在
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
突
き
ぬ
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
こ

に
西
洋
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
視
点
を
獲
得
し
た
」
（
二
二
頁
）
の
で
あ
つ
た
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
「
『
西
洋
の
東
洋
へ
の
先
駆
者
ー
東
洋
の
西
洋
へ
の
弁
護
者
』

と
い
う
規
定
か
ら
、
最
後
に
『
宗
教
的
日
本
に
よ
る
新
文
明
の
創
造
』
と
い
う

課
題
に
至
る
ま
で
、
内
村
の
使
命
観
の
辿
つ
た
サ
イ
ク
ル
は
、
近
代
日
本
の
コ

ー
ス
の
上
に
派
生
し
た
他
の
い
く
つ
か
の
使
命
観
が
、
ど
の
点
に
お
い
て
決
定

的
な
虚
像
に
齢
ち
い
つ
た
か
を
、
余
り
に
も
明
ら
か
に
て
ら
し
出
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
」
（
三
二
頁
）

　
内
村
と
対
極
に
立
つ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
生
存
の
論
理
」
の
中

に
「
生
存
の
倫
理
」
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
北
一
輝
で
あ
つ
た
。
彼
の
視
線

は
、
日
本
の
保
全
の
た
め
の
支
那
の
保
全
と
い
う
大
隈
を
峻
拒
す
る
意
味
で
の

中
国
四
億
万
民
の
独
立
の
擁
護
で
あ
り
、
　
「
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
と
い
う
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
天
　
　
（
二
一
四
殴
）

を
忠
実
に
追
求
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
運
命
に
密
着
し
た
使
命
観
」
　
（
三

八
頁
）
が
浮
か
び
あ
が
つ
て
く
る
。
対
西
洋
を
認
識
の
バ
ネ
と
す
る
彼
に
と
つ

て
、
明
治
以
後
の
日
本
の
発
展
は
徹
底
的
に
内
発
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
。

　
著
者
は
、
　
「
北
が
目
本
の
〈
近
代
〉
を
こ
の
よ
う
に
規
定
し
て
、
西
洋
ー
東

洋
の
文
明
的
価
値
序
列
を
全
く
否
定
し
た
時
、
こ
の
両
者
は
、
も
つ
ば
ら
民
族

的
覚
醒
の
次
元
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ

ぽ
こ
の
時
、
北
は
、
両
者
の
対
立
を
民
族
の
存
亡
と
い
う
次
元
に
お
い
て
の
み

把
握
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
そ
の
対
立
の
決
済
は
、
ひ
た
す

ら
赤
裸
々
な
『
強
力
』
に
委
ね
ら
れ
る
他
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
（
三
九
頁
、
傍

点
丙
山
）
と
指
摘
し
て
、
北
に
お
け
る
西
洋
文
明
と
東
洋
文
明
の
廃
棄
、
そ
し

て
民
族
の
覚
醒
と
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
べ
き
力
に
対
す
る
信
仰
の
創
造

性
を
見
て
と
つ
た
Q

　
内
村
と
北
に
あ
つ
て
、
　
「
使
命
実
現
の
努
力
は
、
外
に
対
す
る
戦
い
で
あ
る

と
同
時
に
、
内
に
対
す
る
戦
い
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
彼
ら
の
使
命
観

が
、
単
に
外
在
的
な
行
動
目
標
の
提
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、
常
に
そ
の
実
現
の
た

め
に
内
部
的
な
革
新
と
内
発
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
求
し
た
理
由
は
、
こ
こ
に

あ
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
使
命
観
の
提
示
を
通
じ
て
、
近

代
日
本
の
い
わ
ゆ
る
文
明
開
化
の
コ
ー
ス
に
構
造
的
な
対
立
と
、
ま
た
そ
れ
に

対
す
る
働
き
か
け
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
四
四
頁
）

二

国
家
・
国
民
統
合
を
至
上
命
令
と
し
た
同
時
代
性
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
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内
に
、
民
族
」
を
醸
成
し
、
そ
し
て
そ
の
「
民
族
」
を
見
き
わ
め
、
　
「
民
権
」

を
限
り
な
く
止
揚
す
る
こ
と
で
過
程
化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
に
「
民

族
」
を
切
り
返
し
て
い
つ
た
わ
れ
わ
れ
の
ポ
ジ
を
、
著
者
は
ネ
ガ
に
う
つ
し
か

え
る
作
業
を
続
け
る
。
第
二
章
「
近
代
日
本
の
中
国
認
識
」
は
、
テ
ー
マ
を

〈
大
陸
問
題
〉
に
す
え
る
こ
と
で
、
　
「
近
代
日
本
の
歴
史
は
、
中
国
認
識
失
敗

の
歴
史
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
歴
史
は
、
現
在
も
な
お
、
基
本
的
に
変
わ

つ
た
と
は
い
え
な
い
」
（
四
七
頁
、
傍
点
・
内
山
）
と
す
る
著
者
の
問
題
認
識
に
せ

ま
る
内
容
を
示
し
て
い
る
。

　
〈
大
陸
問
題
V
と
い
う
問
題
の
立
て
方
は
、
中
国
の
問
題
が
「
わ
が
国
に
と

つ
て
、
近
代
西
洋
の
侵
出
の
前
に
立
た
さ
れ
た
近
代
ア
ジ
ア
の
運
命
の
問
題
で

は
な
く
て
、
む
し
ろ
一
つ
の
地
理
的
・
物
理
的
な
大
陸
の
問
題
、
領
土
の
問
題

へ
と
転
化
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
中
国
問
題
は
、
明
治
の
後
半
か
ら

大
正
の
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
る
に
つ
れ
て
、
何
よ
り
も
思
想
・
文
明
の
問
題
で

あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
力
関
係
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
る
政
治
の
問
題
へ
と
転
化

し
て
い
つ
た
」
（
四
九
頁
）
と
こ
ろ
に
、
そ
の
重
大
さ
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
第
二
章
は
、
そ
の
意
味
で
、
内
田
良
平
、
吉
野
作
造
、
北
一
輝
、
そ
し
て
武

者
小
路
実
篤
・
芥
川
龍
之
介
ら
の
大
正
知
識
人
、
な
ら
び
に
堺
利
彦
・
山
川
均

ら
の
社
会
主
義
者
を
経
緯
と
す
る
大
陸
問
題
認
識
の
去
就
を
も
つ
て
、
逆
に
日

本
問
題
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
Q
こ
こ
で
の
論
脈
は
、
私
に
は
か

な
り
示
唆
的
だ
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
著
者
が
、
彼
ら
は
一
九
一
〇
年
代
か
ら

二
〇
年
代
の
中
国
社
会
の
底
に
渦
ま
く
真
の
力
を
認
識
で
き
な
か
つ
た
と
す
る

点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
「
問
題
」
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
を
す

　
　
　
紹
介
と
批
評

く
い
あ
げ
て
お
き
た
い
α

　
何
よ
り
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
　
「
中
国
は
、
こ
め
時
、
た
し

か
に
如
何
と
も
名
状
し
が
た
い
混
沌
た
る
渦
の
中
に
は
げ
し
く
推
移
し
続
け
て

い
た
」
し
、
　
「
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
枠
組
を
も
つ
て
し
て
も
、
容
易
に
は
捉
え

が
た
い
状
況
を
呈
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
枠
組
を

も
拒
否
す
る
何
物
か
で
あ
つ
た
」
（
一
〇
七
ー
八
頁
）
、
そ
の
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の

中
国
認
識
も
分
裂
し
解
体
す
る
他
な
く
、
　
「
こ
の
解
体
を
避
け
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
た
め
に
は
中
国
そ
の
も
の
の
動
き
に
目
を
つ
ぶ
る
以
外
に
途
は
残

さ
れ
て
い
な
か
つ
た
」
（
一
〇
八
頁
）
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
Q

　
第
二
点
は
、
こ
の
中
国
認
識
は
、
「
中
国
を
そ
の
崎
形
性
に
お
い
て
捉
え
る

中
国
観
の
破
産
的
な
姿
」
（
『
〇
九
頁
）
と
し
て
表
出
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
中
国
お
よ
び
中
国
の
流
動
を
運
動
と
見
る
こ
と
の
な
い
、
い
わ
ば
歴
史
へ

の
盲
目
的
感
性
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
・
だ
か
ら
こ
そ
、
著
者
は
第
二
章
で

取
り
あ
げ
た
認
識
者
た
ち
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
よ
り
普
遍
的
な
範
時
を
駆

使
す
る
中
国
観
を
も
つ
限
り
で
の
有
効
性
を
論
じ
た
の
だ
つ
た
。
し
か
し
、
民

衆
の
感
性
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。
「
中
国
認
識
を
め
ぐ
る
知
識
人
と
民
衆
と
の

間
に
こ
そ
、
本
当
の
意
味
で
の
分
裂
が
ひ
そ
ん
で
い
た
」
（
二
〇
頁
）
こ
と
、
そ

こ
か
ら
支
那
通
や
革
命
加
担
者
た
ち
が
、
日
中
関
係
の
悲
劇
を
一
身
に
体
現
せ

ざ
る
を
え
な
い
事
態
が
鮮
明
に
な
つ
て
く
る
。

　
大
陸
問
題
と
し
て
中
国
問
題
を
と
り
直
す
こ
と
に
は
、
だ
か
ら
本
来
的
に

は
、
国
家
の
枠
組
を
と
り
払
つ
て
、
民
衆
の
動
き
に
目
を
こ
ら
す
こ
と
が
何
よ

り
も
重
大
で
あ
つ
た
。
吉
野
が
辛
亥
革
命
か
ら
五
四
運
動
へ
の
過
程
を
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
潮
流
に
、
北
一
輝
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
胎
動
に
把
握
し
た
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
（
一
二
四
五
）
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紹
介
と
批
評

も
、
そ
れ
が
「
内
な
る
あ
る
も
の
」
と
の
戦
い
と
し
て
、
歴
史
普
遍
的
に
確
認

さ
れ
、
世
界
に
た
い
す
る
目
に
つ
ら
な
る
と
こ
ろ
で
内
に
か
え
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
、
領
土
問
題
に
、
そ
し
で
赤
い
夕
陽
の
満
州
に
死
ん
だ
十
万
の
生
命

と
二
十
億
の
国
幣
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ソ
に
吸
収
し
つ
く
さ
れ
る
た
ぐ
い
の
も
の

で
し
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

三

　
第
二
部
は
、
「
『
ア
ジ
ア
』
へ
の
航
路
t
宮
崎
活
天
の
思
想
と
行
動
」
、
「
尾

崎
秀
実
と
中
国
」
、
「
橘
僕
ー
ナ
ジ
ア
主
義
の
彷
復
」
の
三
論
文
が
お
さ
め
ら

れ
て
い
る
。
濾
天
論
は
最
近
か
な
り
行
な
わ
れ
て
い
る
し
、
渡
辺
京
二
『
評
伝

宮
崎
酒
天
』
（
大
和
書
房
、
一
九
七
六
年
）
で
も
ユ
ニ
ー
ク
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
本
文
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
民
衆
の
動
き
そ
の
も
の
が
中
国
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
の

だ
、
と
す
る
著
者
の
指
摘
、
し
た
が
つ
て
中
国
認
識
に
お
い
て
、
た
と
え
ぽ
酒

天
の
よ
う
な
運
動
者
が
、
こ
の
民
衆
と
と
も
に
あ
ら
ん
と
し
た
と
こ
ろ
で
の
悲

劇
を
、
　
「
こ
う
し
た
歴
史
状
況
の
中
で
、
酒
天
が
、
日
本
人
革
命
家
と
し
て
の

彼
に
期
待
さ
れ
た
役
割
を
果
」
て
行
く
過
程
は
、
逆
に
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
彼

が
『
支
那
』
国
民
と
な
り
、
『
支
那
革
命
派
』
と
な
る
こ
と
か
ら
次
第
に
遠
ざ

か
つ
て
行
く
過
程
で
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
」
（
一
四
八
頁
）
と
言
い
つ
く
し
て

い
る
と
こ
ろ
は
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
尾
崎
秀
実
に
し
て
も
、
民
族
運
動
の
、
と
り
わ
け
運
動
の
中
に
民
衆
を
見
る

べ
く
し
て
見
て
い
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
尾
崎
は
、
そ
の
運
動
の
本
質

を
自
己
解
放
に
見
た
か
ら
こ
そ
、
「
ま
さ
に
こ
の
一
点
こ
そ
は
、
歴
史
を
ふ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
　
（
二
一
四
六
）

返
つ
て
み
る
限
り
、
近
代
目
本
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、
明
治
末
、
大
正
以
降

の
わ
が
国
に
お
い
て
、
つ
い
に
人
々
が
決
し
て
十
分
に
把
握
し
切
れ
な
か
つ
た

問
題
だ
つ
た
」
（
一
九
一
頁
）
と
著
者
に
よ
つ
て
評
価
さ
れ
た
の
だ
つ
た
。

　
「
日
露
戦
争
の
翌
年
か
ら
日
本
の
敗
戦
の
日
ま
で
と
い
う
時
期
を
と
れ
ば
、

彼
の
思
想
と
行
動
の
変
遷
の
中
に
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
を
通
じ
て
の
中
国

問
題
の
在
り
よ
う
が
、
そ
の
一
身
に
凝
縮
さ
れ
つ
つ
示
し
出
さ
れ
て
い
た
と
い

つ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
」
（
二
〇
九
頁
）
と
著
者
が
見
抜
い
た
橘
僕
論
は
、
私

の
関
心
も
あ
つ
て
、
も
つ
と
も
挑
戦
的
で
あ
り
、
戦
闘
意
欲
を
か
き
立
て
ら
れ

る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
橘
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
山
本
秀
夫
氏
の
編
集
に
よ
る
『
甦
え
る
橘
撲
』

（
龍
渓
書
舎
、
一
九
八
一
年
）
が
出
版
さ
れ
、
や
は
り
山
本
氏
の
『
橘
僕
』
　
（
中
央

公
論
社
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
つ
て
、
か
な
り
ア
プ
ロ
ー
チ
が
容
易
に
な
つ
た
も

の
の
、
彼
の
思
想
と
行
動
は
、
支
那
の
民
衆
と
国
家
と
の
有
意
な
接
合
へ
の
追

求
に
し
ぼ
ら
れ
る
点
で
、
必
然
的
に
わ
れ
わ
れ
の
側
で
の
有
意
な
接
合
に
照
合

す
れ
ば
、
そ
の
イ
ロ
ニ
ー
が
き
わ
だ
つ
て
く
る
点
で
、
重
大
な
対
象
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。

　
著
者
は
い
う
。
　
「
近
代
目
本
の
ア
ジ
ア
主
義
は
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
、
た

ぶ
ん
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
を
橘
の
中
に
生
み
落
し
つ
つ
、
そ
の
時
、
そ
れ
は
、

つ
い
に
現
実
の
定
着
点
、
支
柱
を
見
出
し
え
ぬ
ま
ま
に
、
む
な
し
く
中
国
大
陸

の
う
え
を
彷
径
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
同
時
に
ま

た
、
近
代
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
主
義
の
歴
史
的
終
焉
を
意
味
す
る
も
の
で
も

あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
。
」
（
二
九
八
頁
）
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ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ

　
私
事
を
語
つ
て
お
き
た
い
。
私
は
か
げ
り
の
な
い
政
治
学
で
政
治
学
を
は
じ

め
る
勺
と
い
う
幸
運
を
に
な
つ
た
。
言
い
か
え
れ
ぽ
、
そ
の
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ー
な

顔
に
、
し
か
し
な
が
ら
、
自
分
で
目
鼻
だ
ち
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
を
負
つ

た
の
だ
つ
た
。
そ
れ
は
分
析
的
事
実
や
歴
史
的
事
実
と
さ
れ
た
も
の
を
拒
否
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
衝
迫
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
近
代
化
論
か
ら
の
脱
出
を
意
図
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
つ
た
と
ぎ
で
あ
る
Q

　
そ
れ
は
私
に
、
二
つ
の
こ
と
を
同
時
に
、
し
か
も
有
意
に
交
錯
さ
せ
な
が

ら
、
私
に
生
き
る
こ
と
を
命
ず
る
た
ぐ
い
の
こ
と
で
あ
つ
た
・
そ
の
一
つ
は
、

政
治
学
を
人
間
が
生
ぎ
る
た
め
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

さ
ま
ざ
ま
な
近
代
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
場
合
、
近
代
と
は
い
か
な

る
意
味
で
も
、
人
間
に
生
ぎ
る
こ
と
を
積
極
的
に
続
行
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
ら
で
も
あ
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
は
、
結
衆
か
ら
共
住
へ
の
シ
ナ
リ
オ
で
構
想
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
後
者
は
、
研
究
者
に
な
る
以
前
か
ら
の
私
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
目
本
の
近

代
を
さ
ま
ざ
ま
に
見
る
こ
と
で
、
多
分
、
私
の
時
間
は
な
く
な
る
と
予
想
し
て

い
た
。

　
こ
の
両
面
作
戦
は
私
に
は
苦
闘
と
い
え
る
。
と
く
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
ど

う
し
て
も
、
　
「
周
辺
」
の
人
び
と
に
私
を
の
り
移
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
億

の
り
移
り
た
く
て
も
、
そ
れ
を
と
が
め
だ
て
す
る
自
分
を
識
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
だ
。
そ
れ
を
私
は
ほ
と
ん
ど
は
じ
め
て
自
分
の
意
思
で
行
つ
た
水
俣
で
確
認

し
た
の
だ
つ
た
。

　
私
が
目
鼻
を
つ
け
る
の
は
、
実
に
私
の
抱
い
て
い
る
《
人
間
》
な
の
で
は
な

　
　
　
紹
介
と
批
評

い
か
、
と
私
は
思
つ
た
。
し
か
ら
ば
、
誰
か
こ
れ
と
同
じ
作
業
を
し
た
人
た
ち

が
い
る
に
ち
が
い
な
い
Q
そ
の
意
味
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
マ
ル
ク
ス
も
、
レ
ー
ニ

ソ
も
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
も
読
め
た
し
読
も
う
と
も
で
き
た
。
し
か
し
、
気
に
な

つ
た
の
は
、
日
本
人
の
目
鼻
立
ち
で
あ
る
。
そ
れ
も
私
が
生
ま
れ
育
つ
た
、
そ

し
て
や
が
て
死
ぬ
で
あ
ろ
う
、
そ
の
時
代
の
人
た
ち
の
作
業
だ
つ
た
。

　
大
正
・
昭
和
，
に
生
き
た
人
た
ち
の
作
業
を
な
ぞ
る
の
は
、
私
に
と
つ
て
苦
痛

が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
が
い
ま
思
つ
て
い
る
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
も
さ
ま

ざ
ま
に
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
著
者
野
村
浩
一
氏
は
私
と
同
年
齢
。
く
た
び
れ
て
い
た
私
が
、
野
村
さ
ん
の

目
鼻
づ
け
に
興
味
を
も
つ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
蛇
を
つ
つ
き
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

て
し
ま
つ
た
感
が
深
い
Q
そ
れ
は
私
の
ア
ジ
ア
ヘ
の
こ
だ
わ
り
と
い
つ
た
も
の

を
、
野
村
さ
ん
に
明
確
な
形
で
突
き
つ
け
ら
れ
た
か
ら
だ
。
一
種
の
う
ら
み
と

と
も
に
、
野
村
さ
ん
の
論
考
が
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
に
突
き
こ
ん
で
き
て
い
る
、

世
界
と
人
間
の
状
況
に
た
い
す
る
認
識
の
点
で
、
誤
ま
り
な
い
こ
と
を
書
き
と

め
、
現
代
の
中
の
現
在
、
そ
し
て
現
在
の
中
の
現
代
を
人
間
の
営
為
と
し
て
の

思
想
史
に
突
き
と
め
よ
う
と
す
る
人
び
と
に
、
ど
ん
な
に
も
し
て
読
ん
で
も
ら

い
た
い
と
思
い
信
じ
て
、
本
書
を
呈
示
し
た
い
。
　
（
四
六
版
三
Ω
ハ
頁
、
研
文
出

版
、
　
一
九
八
一
年
、
一
九
〇
〇
円
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
山
秀
夫

二
一
九
　
　
（
二
一
四
七
）
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