
本
書
は
、
徳
川
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
政
治
思
想
的
課
題
の
継
承
・
変

化
・
再
定
義
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
、
著
者
の
過
去
十
五
年
に
わ
た
る
諸
研
究
論

文
を
原
型
と
し
た
本
年
度
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
受
賞
作
で
あ
る
。
本
書
の
目
次
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序

第
一
部

統
治
エ
リ
ー
ト
観
に
お
け
る
伝
統
と
近
代

第
一
章

「
政
事
」
と
「
吏
事
」
―
徳
川
期
の
統
治
と
人
材

第
二
章

朱
子
学
・
正
学
・
実
学
―
佐
久
間
象
山

第
三
章

エ
リ
ー
ト
形
成
と
能
力
主
義
の
定
義

第
四
章

福
沢
諭
吉
に
お
け
る
知
の
「
分
権
」

第
二
部

ア
ジ
ア
認
識
と
伝
統
の
再
構
成

第
一
章
「
亜
細
亜
」
の
他
称
性

第
二
章
「
文
明
」「
儒
学
」「
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」

第
三
章
「
封
建
」
と
「
自
治
」、そ
し
て「
公
共
心
」と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

あ
と
が
き

以
下
、
各
章
ご
と
の
内
容
と
著
者
の
主
張
を
ま
と
め
る
。

序
で
は
、
研
究
の
視
角
と
し
て
、「
近
代
化
が
要
請
す
る
課
題
は
西
洋
の
諸
社

会
に
と
っ
て
重
く
困
難
で
複
雑
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
日
本
に
と
っ
て
も
重
く
困

難
で
複
雑
で
あ
っ
た
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
、
思
想
作
品
の
中
か
ら
具
体

的
な
論
点
に
即
し
て
つ
か
」
む
（
１
ｐ
）、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
西
洋
に
起

き
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
異
常
な
理
解
し
が
た
い
事
態
で
は
な
い
と
気
づ
い

た
知
識
人
が
複
数
存
在
し
た
」（
２
ｐ
）
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
第
一
に
徳
川
体
制
か
ら
明
治
新
政
府
の
確
立
へ
の
大
き
な
政
治
的
変

動
を
背
景
と
し
て
知
識
と
思
考
能
力
が
い
か
な
る
意
味
で
統
治
者
と
し
て
の
資
質

や
政
治
指
導
の
力
量
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
（
第
一

部
）、
第
二
に
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
期
の
知
識
人
た
ち
が
日
本
社
会
の
「
伝

統
」
と
さ
れ
る
思
考
習
慣
を
い
か
に
定
義
し
、
固
有
の
歴
史
と
実
体
を
有
す
る
存

在
と
し
て
の
「
日
本
」
が
い
か
に
構
成
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
（
第
二
部
）

【
書
評
】
松
田
宏
一
郎
『
江
戸
の
知
識
か
ら
明
治
の
政
治
へ
』

太

田

仙

一

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
三
号

二
〇
〇
九
年
三
月
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を
課
題
と
し
て
叙
述
を
進
め
る
と
す
る
。
以
下
、
各
章
ご
と
の
内
容
と
著
者
の
主

張
を
ま
と
め
る
。

第
一
部
第
一
章
で
は
、
近
世
に
お
け
る
統
治
人
材
育
成
と
知
的
訓
練
の
関
係
が

扱
わ
れ
る
。
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
職
務
と
し

て
の
統
治
に
対
す
る
需
要
が
増
加
し
て
い
た
。
丁
度
同
時
期
の
日
本
に
お
い
て
も

「
政
事
」
需
要
の
増
加
へ
対
応
す
る
た
め
の
動
き
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
一
種
の

共
鳴
状
態
が
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
上
で
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は

liberal

な
知

と
い
う
形
で
の
知
的
能
力
と
い
う
資
源
の
、
政
治
世
界
に
お
け
る
有
用
性
・
正
統

性
を
主
張
す
る
事
態
が
生
じ
た
。
同
様
に
日
本
に
お
い
て
も
、
学
問
に
よ
る
判
断

力
の
向
上
を
理
由
と
し
て
政
治
資
源
と
し
て
の
学
問
の
地
位
向
上
を
求
め
る
動
き

が
な
さ
れ
て
お
り
（
そ
れ
に
伴
い
う
る
弊
害
の
可
能
性
も
認
識
さ
れ
て
い
た
）、

知
識
を
政
治
人
材
の
資
源
と
し
て
評
価
す
る
流
れ
が
日
英
の
違
い
を
問
わ
ず
存
在

し
て
い
た
と
す
る
。

第
二
章
で
は
佐
久
間
象
山
が
扱
わ
れ
る
。
著
者
は
佐
久
間
を
「
あ
か
ら
さ
ま
に

自
己
の
知
的
卓
越
性
と
統
治
担
当
者
と
し
て
の
能
力
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
主

張
し
た
事
例
」（
４
ｐ
）
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
佐
久
間
の
朱
子
学

へ
の
固
執
の
論
理
を
分
析
し
、
佐
久
間
に
と
っ
て
朱
子
学
は
「
物
」
に
即
し
て

「
理
」
を
究
め
る
精
神
的
な
緊
張
を
要
す
る
方
法
論
・
知
識
と
思
考
の
構
成
そ
の

も
の
に
つ
い
て
の
反
省
的
方
法
と
し
て
重
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
（
そ

れ
ゆ
え
に
安
易
な
学
問
と
政
治
の
結
合
に
は
自
制
的
で
あ
っ
た
点
も
指
摘
さ
れ

る
）。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
知
の
反
省
的
方
法
と
し
て
の
学
問
（
朱
子
学
）
こ
そ

が
、
実
際
の
政
治
と
結
合
す
る
「
実
学
」
と
し
て
意
味
を
持
つ
と
主
張
し
て
い
た

と
指
摘
す
る
。

第
三
章
で
は
、
知
識
・
教
養
が
政
治
資
源
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
を
持
つ
か

と
い
う
発
想
の
在
り
方
を
扱
う
。
ま
ず
は
近
世
に
お
け
る
、
知
の
役
割
（
そ
し
て

そ
の
中
で
の
競
争
と
い
う
概
念
の
扱
わ
れ
方
）
な
ど
が
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
る
。
そ

の
上
で
分
析
対
象
は
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
へ
と
飛
び
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
言
説

を
分
析
し
、
そ
こ
に
は
有
能
な
人
材
の
統
治
機
構
へ
の
集
中
が
も
た
ら
す
弊
害
へ

の
危
惧
、
と
い
う
視
点
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
様
な

議
論
は
明
治
維
新
以
降
の
日
本
に
お
い
て
も
福
沢
諭
吉
ら
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
こ
れ
は
第
四
章
へ
と
継
承
さ
れ
る
）。
そ
の
上
で
明
治

期
の
人
材
論
は
最
終
的
に
は
旧
体
制
哲
学
の
残
存
で
は
な
く
同
時
代
の
西
洋
思
想

の
輸
入
に
よ
っ
て
「
道
徳
」「
儒
教
」
化
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。

第
四
章
で
は
、
福
沢
諭
吉
の
「
分
権
」
概
念
を
手
掛
か
り
に
、
知
識
と
思
考
能

力
が
広
く
社
会
に
分
散
し
競
争
的
に
高
度
化
し
て
い
く
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
確

立
を
扱
う
。
ま
ず
、『
学
問
の
す
す
め
』
に
お
け
る
政
府
の
職
分
論
が
分
析
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
近
世
後
期
か
ら
の
職
分
と
い
う
議
論
（
士
農
工
商
全
て
が

自
ら
の
家
業
に
専
念
し
、
他
の
職
分
と
の
境
界
を
意
識
し
つ
つ
全
体
と
し
て
国
家

を
形
成
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
）
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
し
て
福
沢
は
こ
の
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
様
々
な
地
方
分
権
論
争
に
対
し

て
、『
分
権
論
』
に
お
い
て
「
職
分
」
領
域
の
重
層
体
と
し
て
の
「
日
本
国
」
と

い
う
論
理
を
提
示
し
、
そ
の
た
め
の
地
方
分
権
を
主
張
し
た
。
こ
の
国
家
像
を
福

沢
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
ミ
ル
と
い
っ
た
西
欧
の
思
想
家
か
ら
直
接
論
理
を
吸
収
し

た
の
で
は
な
く
、
近
世
以
来
の
「
公
・
私
」
観
、「
職
分
」
観
と
い
っ
た
概
念
を

西
洋
の
思
想
作
品
と
共
鳴
さ
せ
る
中
で
導
き
出
し
た
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。第

二
部
第
一
章
で
は
、「
ア
ジ
ア
」
概
念
の
導
入
と
定
義
が
与
え
た
影
響
に
つ

い
て
分
析
が
な
さ
れ
る
。
ま
ず
、
儒
学
と
い
う
枠
組
み
を
維
持
し
て
い
た
時
代
が

持
っ
て
い
た
、
中
国
・
朝
鮮
社
会
を
他
者
と
し
て
と
ら
え
つ
つ
そ
の
他
者
性
の
意

識
を
手
掛
か
り
と
し
て
日
本
社
会
に
と
っ
て
の
儒
学
の
正
統
性
を
検
証
し
よ
う
と
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い
う
知
的
緊
張
感
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
緊
張
感
は
、
十
九
世
紀
後
半
に

入
り
、「
亜
細
亜
」
と
い
う
呼
称
が
定
着
す
る
中
で
も
、
そ
の
「
他
称
」
性
を
意

識
す
る
と
い
う
形
で
現
れ
た
（
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
時
期
の
日
清
提
携
論
に
あ
る
種

の
戦
略
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
）。
そ
し
て
、
福
沢
の
い
わ
ゆ
る
脱
亜

論
も
、
日
本
が
な
ぜ
「
亜
細
亜
」
に
含
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
徳
川
期
の

思
想
的
蓄
積
か
ら
継
承
し
て
い
る
、
と
い
う
側
面
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
他

称
性
へ
の
違
和
感
は
消
え
去
っ
て
い
く
中
で
、
安
直
な
形
で
「
ア
ジ
ア
主
義
」
が

生
ま
れ
て
い
く
。

第
二
章
で
は
、「
文
明
」
と
い
う
概
念
が
、
近
世
日
本
の
知
的
社
会
で
ど
の
よ

う
に
議
論
さ
れ
、
明
治
以
降
に
は
西
洋
か
ら
導
入
さ
れ
た
社
会
理
論
の
理
解
と
説

明
の
中
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
扱
わ
れ
る
。
ま
ず
、
徳

川
期
の
儒
者
達
が
、
闘
争
的
な
原
初
の
世
界
と
そ
こ
か
ら
の
離
脱
、
と
い
う
歴
史

的
時
間
の
始
ま
り
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
断
絶
的
契
機
へ
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た

と
す
る
（
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
断
絶
へ
の
意
識
は
一
部
の
国
学
者
に
も
見
ら
れ
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
）。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
文
明
化
を
一
つ
の
驚
異
と

し
て
受
け
止
め
る
視
覚
が
、
福
沢
ら
明
治
初
期
の
論
者
達
に
も
継
承
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
見
出
す
。
し
か
し
、
西
洋
か
ら
の
社
会
的
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
理
論
の
導
入

は
結
果
と
し
て
そ
の
よ
う
な
文
明
へ
の
関
心
を
欠
落
さ
せ
る
方
向
に
働
き
、
新
し

い
人
間
・
文
明
像
の
発
見
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。

第
三
章
で
は
、「
封
建
」
と
い
う
概
念
を
通
し
て
、
秩
序
と
発
展
を
可
能
に
す

る
日
本
「
固
有
」
の
条
件
の
定
義
付
け
が
最
終
的
に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
陥
る
ま

で
の
経
緯
を
扱
う
。
近
世
社
会
に
お
い
て
封
建
は
、
士
民
・
君
民
に
よ
る
責
任
感

の
共
有
を
も
た
ら
す
側
面
を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
明

治
期
に
は
地
域
の
「
独
立
心
」
と
い
っ
た
形
で
読
み
換
え
ら
れ
継
承
さ
れ
て
い
っ

た
。「
封
建
」
の
記
憶
は
、
国
民
の
公
共
的
関
心
・
自
発
性
を
効
率
的
に
引
き
出

し
う
る
、
日
本
固
有
の
歴
史
的
蓄
積
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
定
着
し
て
い
く
に

至
っ
た
。
そ
の
後
そ
の
論
理
は
時
に
地
方
改
良
運
動
の
推
進
に
、
植
民
地
を
得
た

後
は
朝
鮮
・
中
国
の
社
会
へ
の
批
判
や
軽
視
へ
の
論
理
に
、
そ
し
て
昭
和
期
の
農

村
更
生
運
動
推
進
の
論
理
へ
と
適
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
近
代
日
本
の
「
封
建
」

概
念
は
、
社
会
・
歴
史
の
理
解
を
深
め
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
反
復
・

再
利
用
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

あ
と
が
き
で
は
、「
問
題
を
め
ぐ
っ
て
噴
出
し
た
多
様
な
発
想
と
論
理
が
ぶ
つ

か
り
あ
う
場
に
あ
ら
わ
れ
る
摩
擦
や
矛
盾
の
在
り
方
そ
の
も
の
」（
２８３
ｐ
）
へ
の

関
心
、
と
い
う
視
角
が
提
示
さ
れ
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
の
思
想
史
研
究
の
風
潮
に

対
し
て
抱
え
て
き
た
違
和
感
と
そ
れ
へ
の
取
り
組
み
が
語
ら
れ
る
。

以
上
、
雄
大
な
テ
ー
マ
に
対
し
て
大
上
段
か
ら
切
り
込
む
知
的
刺
激
に
富
ん
だ

研
究
で
あ
る
。
本
書
を
貫
く
も
っ
と
も
重
要
な
視
点
の
一
つ
は
、
近
世
思
想
と
の

連
続
性
を
意
識
し
て
明
治
期
の
思
想
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
関
心
が
持
た
れ
、
前
田
愛
に
は
じ
ま
り
近
年

で
は
坂
本
多
加
雄
『
市
場
・
道
徳
・
秩
序
』（
創
文
社
、
一
九
九
一
年
、
後
に
ち

く
ま
学
芸
文
庫
）
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
研
究
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
ま
で
一
貫
し
て
自
覚
的
な
方
法
論
を
以
て
描
か
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
最
初
で

あ
ろ
う
。
同
時
期
の
英
国
と
の
比
較
と
い
う
視
覚
を
踏
ま
え
つ
つ
、
思
想
家
・
知

識
人
に
よ
る
発
言
が
な
さ
れ
た
時
期
の
社
会
・
言
論
状
況
に
も
幅
広
く
目
が
配
ら

れ
て
い
る
と
い
う
点
も
、
本
書
の
学
術
的
価
値
を
高
め
て
い
る
。

本
書
に
お
い
て
、
最
も
大
き
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
思
想
家
は
、
福
沢
諭
吉

で
あ
る
。
第
一
部
第
二
章
以
降
、
全
て
の
章
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
福
沢
の
言

説
が
分
析
対
象
に
上
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
福
沢
を
正
面
か
ら
分
析
し
た
第

一
部
第
四
章
は
、
多
く
の
評
者
達
が
本
書
の
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
（
１
）
と
見
る
点
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で
一
致
し
て
い
る
。
近
世
の
伝
統
の
流
れ
に
位
置
す
る
職
分
論
が
、
西
洋
の
人
材

論
と
呼
応
し
つ
つ
福
沢
の
地
方
分
権
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
く
論

理
は
実
に
説
得
的
・
示
唆
的
と
言
え
よ
う
。
本
書
は
、
福
沢
研
究
と
し
て
も
、
一

つ
の
最
高
峰
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
第
一
部
第
一
章
・
第
三
章
に
お
い
て
は
、
十
九
世
紀
の
日
本
が
直
面
し

て
い
た
問
題
が
、
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
西
洋
に
お
い
て
も
共
鳴
す
る

か
の
よ
う
に
似
た
よ
う
な
問
題
が
発
生
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
日
本
に

お
い
て
統
治
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
は
決
し
て
西
洋
と
の
接
触
以
後
に
突
然
発
生
し

た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
ミ
ル
な
ど
の
西
洋
の
思
想
家
の
議
論
を
よ
り
深

い
レ
ベ
ル
で
理
解
す
る
下
地
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
点
を
通
し

て
、
本
書
の
論
点
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。

本
書
か
ら
窺
え
る
の
は
、
福
沢
、
そ
し
て
第
一
部
第
二
章
で
異
彩
を
放
っ
た
佐

久
間
象
山
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
近
代
化
が
要
請
す
る
課
題
」
に
誠
実
に
向

き
合
い
、「
西
洋
に
起
き
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
異
常
な
理
解
し
が
た
い
事

態
で
は
な
い
と
気
づ
い
た
」（
２
ｐ
）
思
想
家
た
ち
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る

点
で
あ
り
、
本
書
に
お
い
て
行
わ
れ
る
彼
ら
の
丁
寧
な
言
説
分
析
は
、
そ
の
評
価

が
深
い
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
印
象
を
与
え
て
く
れ
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
と
裏
返
し
に
窺
え
る
の
は
、「
そ
の
後
」
の
時
代
の
知
識
人
・
思
想
家
達
へ

の
距
離
感
の
あ
る
評
価
で
あ
る
。「
明
治
以
降
の
思
想
家
の
多
く
は
、
思
考
過
程

で
発
生
す
る
違
和
感
や
す
わ
り
の
悪
さ
を
丁
寧
か
つ
適
切
に
表
現
す
る
こ
と
が
あ

ま
り
上
手
く
な
い
」（
８
ｐ
）
と
い
う
印
象
的
な
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
第

三
章
の
末
尾
に
お
い
て
、
よ
り
豊
か
な
人
材
論
を
提
示
し
う
る
可
能
性
を
持
っ
て

い
た
植
木
枝
盛
が
安
易
な
道
徳
論
に
移
行
す
る
様
を
描
写
す
る
筆
致
、
そ
し
て
同

じ
く
中
江
兆
民
が
「
唯
一
の
確
定
的
な
解
決
へ
の
憧
憬
」
を
抱
く
に
至
る
過
程
を

描
き
だ
し
、
近
世
以
来
の
豊
か
な
人
材
論
が
皮
肉
に
も
西
洋
思
想
に
よ
っ
て
道
徳

化
・
儒
教
化
し
て
い
く
様
の
描
写
は
印
象
深
い
。
た
だ
し
、
こ
の
流
れ
に
つ
い
て

は
や
や
早
急
な
印
象
も
受
け
る
。
植
木
・
中
江
ら
の
言
説
そ
の
も
の
を
よ
り
慎
重

に
分
析
し
た
上
で
評
価
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
も
当
然
浮
上
す
る
で
あ
ろ

う
。明

治
以
降
の
思
想
家
へ
の
冷
や
や
か
と
も
と
れ
る
評
価
、
は
第
二
部
に
お
い
て

さ
ら
に
顕
著
と
な
る
。「
徳
川
期
の
思
想
は
古
め
か
し
い
教
養
が
た
だ
目
録
的
に

保
存
さ
れ
て
い
た
倉
庫
で
は
な
く
（
中
略
）、
意
識
的
に
参
照
す
る
に
た
る
思
想

の
蓄
積
」（
６
〜
７
ｐ
）
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
の
下
で
、
近
世
と
近
代
の
思
想

的
継
承
・
断
絶
と
い
う
テ
ー
マ
が
よ
り
前
面
に
出
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、

近
世
の
思
想
家
た
ち
の
豊
か
な
発
想
と
比
較
し
た
際
の
、
明
治
以
降
の
思
想
家
・

知
識
人
の
物
足
り
な
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
く
る
。

第
二
部
第
一
章
に
お
い
て
、
徳
川
期
の
儒
学
者
達
が
朝
鮮
・
中
国
と
の
差
異
の

自
覚
に
強
い
意
識
を
持
っ
て
い
た
点
、
そ
し
て
そ
れ
は
後
に
「
亜
細
亜
」
と
い
う

概
念
そ
の
も
の
を
安
易
に
受
け
止
め
る
こ
と
を
自
制
す
る
態
度
に
つ
な
が
っ
た
と

い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
過
程
は
極
め
て
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
の
お
わ
り
に
、
で
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
主
義
」
が
生
ま
れ
て
く
る
過
程
に
つ

い
て
の
記
述
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
丁
寧
な
説
明
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「『
日
本
内
的
自
己
意
識
』
へ
の
無
邪
気
な
執
着
に
抵
抗
で
き
る
知
的
体
力
が
、
明

治
以
降
の
日
本
の
知
識
人
に
ど
れ
だ
け
継
承
さ
れ
た
（
さ
れ
な
か
っ
た
）
の
か
」

（
１８１
ｐ
）、
と
い
う
鋭
い
問
題
意
識
へ
解
答
す
る
に
は
、
現
実
の
政
治
家
の
発
言
・

行
動
も
含
め
て
「
ア
ジ
ア
主
義
」
を
主
張
し
た
人
々
の
内
在
的
論
理
を
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
。
近
代
日
本
を
長
く
拘
束
し
て
き
た
「
ア
ジ
ア
主
義
」
へ
の
理
解
を

深
め
る
た
め
に
も
、
近
世
以
来
の
蓄
積
と
の
断
絶
は
ま
だ
検
討
す
る
余
地
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
章
に
お
い
て
も
、
同
じ
傾
向
は
見
ら
れ
る
。「
文
明
」
と
「
野
蛮
」
の
隔
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絶
と
い
う
状
況
へ
の
意
識
の
高
さ
、
と
い
う
こ
と
へ
の
徳
川
期
の
知
識
人
た
ち
の

強
い
自
覚
が
魅
力
的
に
前
半
部
で
描
か
れ
る
一
方
で
、
進
化
論
な
ど
の
西
洋
的
議

論
の
導
入
が
結
果
と
し
て
豊
か
な
可
能
性
を
失
わ
せ
る
と
い
う
指
摘
、
そ
し
て
同

じ
く
第
三
章
に
お
い
て
「
封
建
」
と
い
う
近
世
以
来
の
概
念
が
結
果
と
し
て
安
易

な
国
民
動
員
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
堕
し
て
い
く
過
程
を
描
き
だ
す
プ
ロ
セ
ス
は
極

め
て
ス
リ
リ
ン
グ
に
し
て
魅
力
的
で
あ
る
。
だ
が
、「
参
照
す
る
に
足
る
思
想
の

蓄
積
」
が
最
終
的
に
西
洋
の
概
念
と
出
会
う
中
で
、
十
分
な
形
で
継
承
さ
れ
て
い

か
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
根
源
的
な
疑
問
を
抱
か
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
様
な
点
は
、
そ
も
そ
も
簡
単
に
答
え
が
出
る
類
の
も
の
で
は
な

く
、
教
育
・
社
会
状
況
な
ど
の
幅
広
い
視
点
・
そ
し
て
大
正
・
昭
和
を
も
視
野
に

入
れ
た
幅
広
い
時
代
ス
パ
ン
か
ら
の
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
本
書
の
紙

幅
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
大
き
く
答
え
の
出
し
に
く

い
テ
ー
マ
に
対
し
て
安
易
な
解
答
に
走
ら
ず
に
誠
実
に
向
き
合
い
多
く
の
興
味
深

い
視
点
を
提
供
し
た
著
書
の
深
い
思
考
を
証
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
本
書
は

思
想
史
研
究
の
新
た
な
段
階
を
画
す
る
研
究
成
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

著
者
は
別
の
論
考
に
お
い
て
（
２
）
、
福
沢
は
文
明
化
に
は
人
心
が
信
じ
ら
れ
る
物
語

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
日
本
の
伝
統
に
多
事
・
自
治
・
公
共
心
が
組
み
込
ま
れ

存
続
し
て
お
り
そ
れ
が
日
本
の
文
明
化
の
足
掛
か
り
に
な
る
は
ず
だ
と
い
う
虚
妄

に
賭
け
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
福
沢
の
誤
算
は
そ
の
後
の
知
識
人
が
安
易
に
そ

の
よ
う
な
虚
妄
に
の
め
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
だ
、
と
し
て
い
る
。
今
後
は
、

そ
の
様
な
知
識
人
た
ち
の
在
り
方
を
も
う
一
度
見
直
す
こ
と
も
重
要
な
研
究
の
課

題
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
書
を
読
め
ば
、
著
者
が
そ
の
よ
う
な
安
易
な
物
語
に

乗
ら
ず
に
い
か
に
誠
実
に
福
沢
が
作
っ
た
問
題
と
向
き
合
っ
て
き
た
か
と
い
う
、

「
そ
の
後
の
知
識
人
」・
研
究
者
と
し
て
の
矜
恃
が
よ
く
分
る
だ
ろ
う
。
日
本
思
想

史
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
指
針
と
な
る
で
あ
ろ
う
本
書
の
刊
行
を
心
か
ら
喜
び
た

い
。

（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
年
）

（
１
）

五
百
旗
頭
薫
氏
・
苅
部
直
氏
・
猪
木
武
徳
氏
の
評
で
あ
る
。

（
２
）

松
田
宏
一
郎
「
江
戸
か
ら
明
治
へ
」『
大
航
海
』
六
八
号
、
１１９
〜
１２５
ｐ
、

二
〇
〇
八
年
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