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中
国
に
お
け
る
溝
口
雄
三
の
中
国
近
代
像
の
受
容

は
じ
め
に

王
晶

　
中
国
思
想
史
研
究
者
で
あ
る
溝
口
雄
三
は
中
国
に
お
け
る
「
近
代
」
と
い

う
問
題
に
長
い
歳
月
を
費
や
し
、
中
国
の
近
代
に
つ
い
て
従
来
の
視
点
と
大

き
く
異
な
る
彼
自
身
の
独
特
な
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
を
放
棄
し
た
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
と
い
う
中
国
近
代
像

と
多
元
的
近
代
と
い
う
世
界
像
で
あ
る
。
中
国
歴
史
の
内
部
か
ら
発
し
た

「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
と
い
う
主
張
は
、
西
洋
の
衝
撃
に
よ
っ
て
中
国

が
近
代
を
歩
み
始
め
た
と
い
う
従
来
の
外
心
的
な
見
方
に
対
す
る
大
き
な
挑

戦
と
反
駁
と
な
る
。
そ
し
て
中
国
の
内
発
的
な
近
代
を
主
張
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
の
絶
対
的
な
地
位
を
揺
る
が
し
、
そ
れ
を
相

対
化
し
た
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ヨ
ン
が
急
激
に
進
む
今
日
に
お

い
て
、
溝
口
雄
三
の
近
代
中
国
像
と
そ
れ
に
関
連
す
る
世
界
像
は
ど
の
よ
う

な
意
義
を
持
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
る
の
か
、
そ

う
し
た
問
題
，
を
考
慮
し
な
が
ら
、
本
論
の
内
容
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

一
　
溝
口
中
国
学
に
対
す
る
評
価

　
溝
口
雄
三
の
描
い
た
中
国
近
代
像
は
、
日
本
に
お
け
る
中
国
研
究
と
し
て
、

中
隔
両
国
の
研
究
者
、
特
に
中
国
の
歴
史
哲
学
者
た
ち
か
ら
盛
ん
に
議
論
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
側
で
並
木
頼
寿
は
「
日
本
に
お
け
る
中
国
近
代

史
研
究
の
動
向
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
本
野
英
一
「
一
八
六
〇
年
代
上
海
に
於
け
る
買
弁
登
録
制
度
の
挫
折

　
　
と
輸
出
取
引
機
構
の
改
変
」
は
中
国
の
近
代
を
半
封
建
・
半
植
民
地
社

　
　
会
と
し
て
把
握
す
る
従
来
の
通
説
に
対
し
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
中

　
　
国
が
十
七
・
十
八
世
紀
の
中
国
」
と
断
絶
し
た
も
の
で
は
な
く
、
外
国
資

　
　
本
は
こ
の
中
国
社
会
内
部
に
深
く
浸
透
し
て
こ
れ
を
変
え
る
よ
う
な
力

　
　
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
を
（
中
略
）
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
こ
う
し
た
観
点
の
転
換
を
思
想
史
の
分
野
で
敢
行
し
た
の
が
溝
口
雄
三

　
　
で
あ
る
。
〈
注
1
）

　
溝
口
雄
三
は
、
外
国
の
衝
撃
は
中
国
を
変
え
る
ほ
ど
の
力
を
持
た
な
か
っ

た
と
す
る
従
来
・
の
通
説
に
挑
戦
し
て
転
換
を
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

並
木
頼
寿
の
評
価
で
あ
る
。

　
加
々
美
光
行
は
、
『
鏡
の
中
の
日
本
と
中
国
－
中
国
学
と
コ
・
ビ
ヘ
イ
ビ
オ

リ
ズ
ム
の
視
座
一
』
と
題
す
る
著
書
の
中
で
、
溝
口
雄
三
の
主
張
を
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
性
か
ら
見
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
　
「
近
代
化
」
・
が
い
か
に
内
発
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
が

　
　
　
「
欧
米
近
代
化
」
モ
デ
ル
を
目
標
と
す
る
可
能
．
性
も
依
然
あ
る
か
ら
だ
。

　
　
溝
口
は
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
縦
糸
の
内
発
性
が
強
く
現
れ
れ
ば
、
仮

　
　
に
そ
の
内
容
が
「
欧
米
」
モ
デ
ル
に
近
い
方
向
を
辿
っ
た
に
せ
よ
、
「
オ

　
　
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
受
動
性
は
克
服
さ
れ
る
と
楽
観
し
て
い
る
よ
う

　
　
に
思
わ
れ
る
。
（
中
略
）
問
題
は
、
そ
う
し
た
縦
軸
の
「
内
発
的
近
代
化
」

　
　
が
、
横
軸
か
ら
押
し
寄
せ
る
「
外
発
的
な
欧
米
近
代
化
」
の
圧
力
を
凌

　
　
い
で
、
「
東
方
ア
ジ
ア
」
の
「
内
発
的
近
代
化
」
に
成
功
し
う
る
の
か
と

　
　
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
溝
口
風
に
い
え
ば
、
縦
糸
が
横
糸
を
凌
駕
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し
，
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
圧
力
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
注
2
）

　
「
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
受
動
性
は
克
服
さ
れ
る
と
楽
観
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
、
「
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
圧
力
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
し
と
い
う
指
摘
を
み
れ
ば
、
溝
口
雄
三
が
描
い
た
中
国
近
代
像
に

対
す
る
加
々
美
光
行
の
批
判
と
懐
疑
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
溝
口
雄
三
の
著
書
に
対
す
る
書
評
は
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば

奥
崎
祐
司
は
「
書
評
溝
口
雄
三
『
中
国
前
近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』
」
の
中

で
、
「
本
書
は
、
こ
の
時
期
の
中
国
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
見
事
な
一
つ
の

成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
今
後
、
こ
の
時
期
を
研
究
す
る
も
の
が
け
っ
し
て
無

視
し
て
通
る
こ
と
の
で
き
ぬ
業
績
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
と

評
価
し
て
か
ら
溝
口
雄
三
の
主
張
に
対
す
る
疑
問
を
述
べ
、
溝
口
雄
三
の
見

方
に
限
界
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
（
注
3
）
。
そ
の
ほ
か
、
溝
口
雄
三

の
他
の
著
書
『
方
法
と
し
て
の
中
国
』
と
『
中
国
の
衝
撃
』
に
対
す
る
書
評

（
注
4
）
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
み
れ
ば
、
「
本
書
は
こ
れ
か
ら
中
国
研

究
を
担
う
者
に
と
っ
て
必
読
の
書
と
い
え
よ
う
」
、
「
全
面
的
に
同
意
す
る
の

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
著
者
の
方
法
論
と
も
言
う
べ
き
叢
論
は
、
歴
史
学
を

志
し
た
り
、
関
心
の
あ
る
向
き
に
は
、
，
目
を
通
し
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
一

文
で
あ
る
」
と
評
価
し
た
内
容
で
あ
る
。
そ
の
．
ほ
か
、
異
議
を
唱
え
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。
目
本
側
に
お
い
て
、
書
評
を
除
い
て
溝
口
雄
三
の
中
国
学
に
関

し
て
言
及
し
た
文
章
は
管
見
し
た
限
り
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
ゆ

　
次
に
溝
口
雄
三
に
対
す
る
中
国
側
の
評
価
を
見
て
み
る
。

　
武
漢
大
学
の
中
国
哲
学
研
究
者
の
葉
慶
は
「
溝
口
雄
三
的
中
国
学
方
法
研

究
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
溝
口
雄
三
は
当
代
日
本
中
国
研
究
に
お
け
る
有
名
な
学
者
で
あ
る
。

　
　
彼
は
思
想
史
、
哲
学
史
、
社
会
史
、
経
済
史
な
ど
の
広
い
分
野
に
わ
た

　
　
っ
て
中
国
研
究
を
行
い
、
相
当
な
成
果
を
あ
げ
た
。
特
に
中
国
学
研
究

　
　
方
法
に
お
い
て
、
溝
口
雄
三
は
西
洋
的
範
疇
、
論
理
、
価
値
判
断
基
準

　
　
を
も
っ
て
東
方
思
想
文
化
を
計
る
従
来
の
や
り
方
に
対
し
て
、
文
化
の

　
　
価
値
の
多
元
性
と
い
う
観
点
を
主
張
し
、
「
ア
ジ
ア
近
代
」
に
お
け
る
主

　
　
体
性
と
い
う
問
題
を
提
出
し
て
、
中
日
学
界
で
広
く
注
目
さ
れ
た
。
溝

　
　
口
雄
三
の
中
国
学
研
究
方
法
は
時
代
的
意
義
も
学
術
的
意
義
も
そ
な
え

　
　
て
い
る
。
（
注
5
）

　
西
洋
的
範
疇
、
論
理
、
価
値
判
断
基
準
を
も
っ
て
東
方
ア
ジ
ア
を
計
る
従

来
の
や
り
方
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
近
代
と
多
元
的
観
点
を
主
張
し
た
点
で
、

葉
慶
は
溝
口
雄
三
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
中
国
社
会
科
学
院
の
葉
坦
は
「
日
本
中
国
学
家
溝
口
雄
三
」
の
中
で
次
の

よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
主
張
は
観
念
的
に
、
理
性
的
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
論
」

　
　
の
限
界
を
解
明
し
た
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
、
客
観
的
研
究
方
法
と
成

　
　
果
で
中
国
学
研
究
に
貴
重
な
理
論
方
法
と
判
断
基
準
を
提
供
し
た
点
で
、

　
　
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
。
溝
口
教
授
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
論
」
を
否
定

　
　
す
る
と
同
時
に
、
各
国
と
各
民
族
独
自
の
価
値
と
歴
史
プ
ロ
セ
ス
を
評

　
　
価
す
る
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
超
え
て
、
も
っ
と
広
い
「
グ

　
　
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
」
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。
（
注
6
）

　
史
艶
玲
、
張
如
意
は
「
日
本
中
国
学
研
究
的
新
視
角
－
当
代
漢
学
家
溝
口

雄
三
粛
軍
国
学
研
究
1
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
多
元
化
、
内
発
的
な
近
代
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
価
値
体
系
の
相
対
化
と
い
う
三
つ
の
点
か
ら
溝
口
雄
三
の
新
た
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な
研
究
視
角
を
解
釈
し
て
い
る
。
（
注
7
）

　
中
国
社
会
科
学
慨
近
代
史
所
の
李
長
莉
は
「
掲
示
多
元
世
界
中
的
中
国
原

理
一
溝
口
雄
三
的
中
国
思
想
研
究
一
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
溝
口
雄
三
は
西
洋
的
な
近
代
の
パ
タ
ー
ン
を
唯
一
の
普
遍
的
認
識
票

　
　
式
と
す
る
見
か
た
が
、
ア
ジ
ア
国
家
の
歴
史
の
本
来
の
姿
を
歪
曲
し
た

　
　
と
指
摘
し
て
、
従
来
の
認
識
方
式
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
。
彼
は
世
界

　
　
の
多
元
性
と
平
等
性
の
立
場
に
立
っ
て
、
中
国
の
歴
史
自
身
の
中
か
ら

　
　
中
国
思
想
の
内
在
的
流
れ
を
把
握
し
、
中
国
自
身
の
価
値
観
念
の
中
か

　
　
ら
固
有
理
念
を
発
見
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
　
（
注
8
）

　
　
　
溝
口
は
自
分
の
研
究
を
通
じ
て
、
世
界
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
多
元

　
　
的
で
あ
り
、
西
洋
．
原
理
を
普
遍
的
、
唯
一
の
近
代
的
規
則
と
し
た
従
来

　
　
の
見
か
た
は
、
西
洋
中
心
主
義
と
西
洋
優
越
意
識
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

　
　
偏
見
で
あ
る
と
認
識
し
た
。
こ
の
結
論
は
、
従
来
の
近
代
認
識
へ
の
根

　
　
本
的
な
見
直
し
で
あ
り
、
ま
た
「
近
代
的
」
価
値
へ
の
本
質
的
な
懐
疑

　
　
で
も
あ
る
。
（
注
9
）

　
繋
属
莉
は
主
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
論
に
対
す
る
徹
底
的
な
批
判
」
と
「
世

界
の
多
元
化
へ
の
要
求
」
と
い
う
点
か
ら
、
溝
口
雄
三
の
主
張
を
高
く
評
価

し
て
い
る
。

　
中
国
学
術
界
の
中
国
思
想
と
哲
学
分
野
に
お
い
て
溝
口
雄
三
の
見
方
を
解

釈
し
、
分
析
し
た
論
文
は
他
に
も
あ
る
（
注
－
o
）
。
こ
こ
で
は
紙
面
の
関
係

で
省
略
す
る
。

　
中
国
側
で
溝
口
雄
三
の
中
国
学
を
対
象
と
し
た
論
文
と
評
論
が
、
　
一
九
九

一
年
置
　
一
九
九
二
年
か
ら
最
近
ま
で
盛
ん
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
上

の
こ
と
か
ら
分
か
る
。
そ
し
て
日
本
で
書
か
れ
た
論
文
と
評
論
と
は
相
違
点

が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
日
本
の
中
国
研
究
者
は
溝
口
雄
三
の
主
張
が
新

た
な
視
座
を
開
き
、
　
「
思
想
史
の
分
野
で
転
換
を
敢
行
し
た
」
と
評
価
す
る

と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
す
る
懐
疑
と
批
判
を
も
提
出
し
て
い
る
。
　
一
方
中
国

学
術
界
は
溝
口
雄
三
が
提
出
し
た
薪
た
な
視
角
に
非
常
に
注
目
し
、
　
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
心
論
へ
の
批
判
」
、
　
「
中
国
の
固
有
原
理
の
発
見
」
、
　
「
ア
ジ
ア

近
代
の
主
体
性
と
い
う
問
題
」
と
い
っ
た
積
極
的
な
評
価
以
外
の
論
文
は
見

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
近
代
を
研
究
の
主
題
と
す
る
溝
口
雄
三

に
対
し
て
中
国
、
側
に
は
批
判
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
本
論
は
、
先
述
の
評
価
を
土
台
に
し
て
、
旨
本
陣
の
冷
静
な
態

度
と
肯
定
的
評
価
が
圧
倒
的
な
中
国
側
の
態
度
が
共
存
す
る
状
況
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
近
代
中
国
像
の
全
面
的
な
検
討
を
目
指
す
こ
と
と
す
る
。

二
　
内
発
的
な
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代

　
溝
口
雄
三
の
言
う
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
と
は
、
文
字
通
り
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
近
代
と
異
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代

観
が
絶
対
的
な
価
値
判
断
の
基
準
と
な
っ
て
、
中
国
の
優
劣
を
決
め
る
道
具

と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
溝
口
雄
三
は
批
判
的
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
よ

う
に
言
う
。

　
　
　
今
後
わ
た
く
し
た
ち
が
ア
ジ
ア
の
近
代
を
考
え
る
に
は
、
日
本
に
せ

　
　
よ
中
国
に
せ
よ
、
そ
れ
自
体
の
前
近
代
に
も
と
づ
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
独
自
性
に
即
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

　
　
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
注
1
1
）

　
　
　
中
国
の
近
代
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
れ
自
身
の
前
近
代
を
あ
ら
か
じ
め
母

　
　
胎
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
中
国
の
前
近
代
の
歴
史
的
独
自
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性
を
み
ず
か
ら
の
内
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
注
1
2
）

　
　
　
世
界
史
的
な
普
遍
も
ま
た
、
こ
の
「
異
」
す
な
わ
ち
個
別
的
独
自
性

　
　
に
当
然
、
立
脚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
注
1
3
）

　
前
近
代
の
歴
史
と
の
連
続
性
、
そ
し
て
中
国
固
有
の
独
自
性
と
い
う
二
点

が
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
持
つ
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
右
の
内

容
か
ら
分
か
る
，
そ
し
て
中
国
の
近
代
は
、
中
国
の
歴
史
に
即
し
て
見
る
必

要
が
あ
る
と
溝
口
雄
三
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
非
常
に
簡
単
な
こ

と
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
浴
、
・
西
洋
的
論
理
が
深
く
浸
透
し
た
ア

ジ
ア
に
お
い
て
、
六
二
ロ
ッ
．
パ
中
心
主
義
か
ら
離
れ
て
、
先
入
観
を
持
た
ず

に
中
国
歴
史
の
内
部
に
入
っ
て
中
国
独
自
の
近
代
の
発
展
プ
ロ
セ
ス
を
探
求

す
る
と
い
う
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
溝
口
雄

三
は
様
々
な
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
例
は
、
大
同
思
想

で
あ
る
。

　
　
　
歴
代
王
朝
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
「
天
」
の
統
治
理
念
（
民
以

　
　
食
為
天
、
均
貧
富
、
万
物
得
其
所
）
は
、
例
え
ば
清
末
の
大
同
思
想
、

　
　
孫
文
の
民
主
主
義
（
四
億
人
の
豊
衣
豊
食
）
、
ま
た
そ
の
後
の
社
会
主
義

　
　
理
念
と
し
て
、
構
造
式
を
変
え
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
依
然
と
し
て

　
　
継
承
さ
れ
つ
づ
け
た
。
（
注
1
4
）

　
　
　
こ
の
大
同
的
な
近
代
は
、
十
九
、
二
十
世
紀
に
突
如
と
し
て
起
こ
つ

　
　
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
近
代
的
大
同
思
想
は
位
譲
ら
…
い
や

　
　
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
十
六
、
十
七
世
紀
の
i
中
国
前
近
代
思
想
に
直

　
　
接
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
注
1
5
）

　
こ
ご
で
思
想
レ
ベ
ル
の
「
大
同
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
か

ら
あ
っ
た
「
天
」
の
理
念
は
、
十
六
、
十
七
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
中
国
の
全

体
的
生
存
を
め
ざ
す
大
同
的
調
和
を
基
調
と
し
た
も
の
と
な
り
、
清
末
の
大

同
思
想
か
ら
孫
．
文
の
大
同
共
和
的
な
社
会
革
命
へ
、
さ
ら
に
は
毛
沢
東
の
人

民
民
主
主
義
的
な
革
命
へ
と
一
貫
し
て
発
展
し
て
い
く
と
溝
口
雄
三
は
述
べ

る
。　

こ
こ
で
「
大
同
」
は
、
前
の
歴
史
と
の
連
続
性
を
見
せ
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
は
な
い
と
い
う
独
自
性
を
も
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
当
然
「
異
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
特
徴
を

持
づ
「
大
同
」
は
如
何
に
近
代
と
関
連
付
け
ら
れ
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
特
徴
か
ら
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
、
大
同
思

想
か
ら
大
同
的
な
近
代
に
至
る
道
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
、
溝
口
雄
三
に
と
っ
て
の
近
代
の
概
念
が
問
う
も
の
で
も
あ
る
と
言

え
よ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
溝
口
雄
三
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
わ
た
く
し
は
最
近
あ
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て

　
　
近
代
は
、
自
生
的
な
近
代
と
、
外
来
的
な
近
代
と
、
二
つ
の
側
面
か
ら

　
　
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
そ
の
場
合
、
自
生
的
な
そ
れ
は
往
々

　
　
そ
の
国
に
独
自
な
筋
道
を
辿
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
い
て
土
ハ
通
項
を
あ
げ

　
　
れ
ば
、
（
イ
）
絶
対
的
な
宗
教
的
権
威
あ
る
い
は
擬
似
宗
教
的
な
政
治
的

　
　
権
威
の
内
面
支
配
か
ら
の
離
脱
、
（
ロ
）
政
治
シ
ス
テ
ム
へ
の
大
衆
参
加
、

　
　
（
ハ
）
非
契
約
的
・
固
定
的
な
身
分
上
下
秩
序
か
ら
の
解
放
、
（
二
）
民
衆

　
　
の
経
済
活
動
の
機
会
均
等
化
、
（
ホ
〉
医
療
扶
助
な
ど
生
命
保
持
の
手
段

　
　
と
教
育
の
機
会
均
等
化
一
な
ど
が
共
通
の
指
標
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の

　
　
で
は
な
い
か
と
提
言
し
た
。
（
注
1
6
）

　
　
　
私
は
十
六
、
十
七
世
紀
以
降
に
変
化
の
初
発
が
認
め
ら
れ
る
中
国
タ

　
　
イ
プ
の
あ
る
歴
史
変
化
の
文
脈
を
挙
げ
た
い
。
其
の
文
脈
を
ど
う
呼
称
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す
る
か
、
い
ろ
い
ろ
と
異
論
が
予
測
さ
れ
る
の
で
難
し
い
が
、
こ
の
文

　
　
脈
を
見
通
す
視
座
を
こ
こ
で
は
内
発
変
動
型
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
（
注

　
　
1
7
）

　
ア
ジ
ア
近
代
、
そ
れ
を
さ
ら
に
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
生
的
な
近
代
と
外
来

的
な
近
代
と
に
分
け
た
溝
口
雄
三
は
、
目
本
の
中
国
研
究
に
お
い
て
近
代
そ

の
も
の
の
再
定
義
を
試
み
、
そ
の
拠
点
を
中
国
に
お
い
た
。
「
大
同
」
は
中
国

歴
史
上
十
六
、
十
七
世
紀
に
変
動
を
へ
て
初
め
て
現
れ
た
中
国
に
お
け
る
自

生
的
な
近
代
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
溝
口
雄
三
の
主
張
で

あ
る
。
こ
こ
で
「
異
」
ヨ
胆
ロ
ッ
パ
的
な
特
徴
と
し
て
の
大
同
思
想
は
、
中

国
歴
史
内
部
の
変
動
を
通
じ
て
は
じ
め
て
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
と

関
連
付
け
ら
れ
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
生
的
な
近
代
の
表
れ
と
な
る
。
図
式

で
表
せ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
p

大 大
同 ・同

的 思
；近 変歴 苗
代 動史 1
｝ を内 一

翼 経部
ﾄ　の

悪

声
ヨ
’

ヨ 1

1 口

口 ツ

ツ
ノ｛

ノミ 的

的 特
近 徴

・代

　
こ
の
図
式
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
中
国
独
自
の
「
大
同
的
近
代
」
と
は
「
異
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
ア

ジ
ア
あ
る
い
は
中
国
に
お
い
て
、
「
異
」
と
は
自
生
の
意
で
あ
り
、
中
国
歴
史

固
有
の
も
の
を
指
す
。

　
結
果
か
ら
言
う
と
溝
口
雄
三
の
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
観
は
、
中

国
史
内
部
か
ら
の
原
動
力
と
い
う
側
面
を
特
に
重
視
し
て
見
て
い
る
。
ア
ジ

ア
の
近
代
に
つ
い
て
は
、
自
生
的
な
側
面
の
ほ
か
に
、
外
来
的
と
い
う
も
う

一
つ
の
側
面
も
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
溝
口
雄
三
は
述
べ
て
い
る
が
、
結
果

的
に
、
外
来
的
な
面
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
別
言
す
れ
ば
、
「
．
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
を
そ
こ
ま
で

重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
の
点
こ
そ
吟

味
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
溝
口
雄
三
の
研
究
に
お
い
て
、
外
来
的
近
代
は
重
要
視
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
溝
口
は
少
し
言
及
し
て
い
る
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
近
代
的
な
土
ハ
和
思
想
か
ら
さ
ら
に
人
民
民
主
主
義

　
　
的
そ
れ
へ
発
展
し
て
い
く
過
程
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
権
・
平
等
．
思

　
　
想
や
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
摂
取
な
ど
が
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
も
摂

　
　
取
を
可
能
と
す
る
だ
け
の
大
同
思
想
の
成
熟
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ

　
　
り
、
外
来
の
そ
れ
ら
は
要
す
る
に
外
か
ら
の
刺
激
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
（
注
1
8
）

　
　
　
”
衝
撃
”
は
、
日
本
と
中
国
に
つ
い
て
言
う
か
ぎ
り
、
前
近
代
以
来

　
　
の
構
造
を
破
壊
し
た
り
崩
壊
さ
せ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
に

　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
前
近
代
の
脱
皮
を
促
成
し
た
、
た
だ
し
そ
の
力
あ
ま
っ
て

　
　
や
や
変
形
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
（
注
1
9
）

　
　
「
外
か
ら
の
刺
激
」
、
「
前
近
代
の
脱
皮
を
促
成
し
た
ト
、
「
や
や
変
形
を
も

た
ら
し
た
程
度
の
も
の
で
あ
る
」
と
溝
口
雄
三
は
、
外
来
的
近
代
の
働
き
に

つ
い
て
言
う
。
西
洋
の
衝
撃
は
た
だ
促
成
作
用
で
あ
り
、
核
心
と
な
る
の
は
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中
国
の
歴
史
内
部
の
流
れ
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば

ア
ジ
ア
の
自
生
的
な
力
が
主
で
あ
り
、
西
洋
か
ら
の
衝
撃
は
従
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
．
こ
こ
か
ら
東
西
の
力
関
係
に
対
す
る
溝
口
雄
三
の
態
度

が
明
ら
か
に
伺
え
巻
。
し
か
し
実
際
に
は
、
内
発
的
近
代
が
必
ず
外
発
的
近

代
を
凌
駕
し
て
主
要
な
作
用
を
発
揮
で
き
る
と
い
う
確
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。

溝
口
雄
三
の
吋
外
の
力
関
係
に
対
す
る
こ
う
し
た
見
解
は
、
研
究
上
の
便
宜

の
た
め
に
簡
略
化
さ
れ
た
恐
れ
が
あ
菊
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ま

れ
る
。
加
々
美
光
行
は
さ
ら
に
述
べ
る
。

　
　
　
溝
口
は
、
「
東
方
ア
ジ
デ
」
の
縦
糸
に
発
す
る
内
発
的
「
近
代
化
」
の

．
．
展
開
が
ハ
横
糸
か
ら
迫
る
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
外
発
的
な
「
近

　
　
代
化
」
の
展
開
に
対
す
6
「
抵
抗
」
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
発

　
　
的
圧
力
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
独
自
の
形
式
で
立
ち
上
が
っ
て

　
．
く
る
と
い
う
点
を
強
調
す
る
。
（
注
2
0
）

　
外
発
的
な
力
よ
り
内
発
的
な
力
を
よ
り
重
視
す
る
溝
口
雄
三
の
論
調
に
対

し
て
、
加
々
美
光
行
が
懐
疑
的
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て

も
溝
口
雄
三
の
議
論
は
、
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
は
内
か
ら
の
力
が
外
か

ら
の
力
を
凌
駕
す
る
と
い
う
前
提
で
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
東
西
世
界
が
出
会
っ
て
か
ら
の
力
関
係
は
、
実
際
計
り
よ
う
が
な
く
、
非

常
に
複
雑
で
あ
る
。
溝
口
雄
三
は
東
が
西
に
勝
る
と
い
う
も
う
一
種
の
力
分

配
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
従
来
と
異
な
る
東
西
の
力
関
係
を
提
示
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
内
か
ら
発
す
る
力
を
重
要
視
す
る
の
は
、
外
か
ら
寄
せ

て
く
る
力
を
意
識
せ
ず
に
済
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
内
部
か

ら
発
生
す
る
力
と
、
外
部
か
ら
押
し
寄
せ
・
て
く
る
各
方
向
か
ら
の
力
の
総
合

的
な
作
用
の
も
と
で
、
中
国
の
歴
史
は
ど
の
よ
う
に
動
い
た
の
か
、
そ
う
し

た
多
方
向
性
の
考
察
こ
そ
、
よ
り
明
晰
に
中
国
の
近
代
化
の
過
程
を
分
析
で

き
る
の
で
は
な
い
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ジ
ア
の
自
生
的
な
近

代
だ
け
を
重
視
す
る
立
場
と
、
西
洋
の
衝
撃
だ
け
を
考
慮
す
る
立
野
を
両
方

と
も
放
棄
し
て
、
よ
り
総
合
的
に
東
西
の
力
関
係
を
分
析
す
る
視
点
を
創
出

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
特
徴
を
手
が
か
り
に
、
中
国
史
に
お
け
る
「
異
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
を
描
き
出
す
。
そ
し
て
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
を

も
た
ら
す
内
部
か
ら
の
原
動
力
を
、
特
に
重
要
視
す
る
。
こ
う
し
た
溝
口
雄

三
の
観
，
点
が
盛
ん
に
中
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
況
を
考
え
る
と
、
そ

こ
に
は
大
き
な
危
険
性
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
溝
口
雄
三
の

「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
と
い
う
主
張
が
、
中
国
史
の
過
大
評
価
に
つ
な

が
る
と
、
そ
れ
は
逆
の
行
き
過
ぎ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
溝
口
雄
三
の
近
代
中

国
観
は
、
確
か
に
わ
れ
わ
れ
に
近
代
中
国
を
見
る
新
た
な
視
座
を
提
供
し
た

が
、
し
か
し
そ
の
新
た
な
観
点
を
批
判
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
、
中
国
の

研
究
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
し
た
点
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
が
非
常
に
慎
重
に
対
処
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
　
申
国
近
代
の
再
発
見
と
多
元
的
世
界

　
多
元
化
と
い
う
言
葉
は
現
代
人
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
。

し
か
し
近
代
の
修
飾
語
と
し
て
の
「
多
元
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
広
く
使
わ
れ
て

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
中
国
研
究
分
野
で
溝
口
雄
三
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
と
異
な
る
中
国
固
有
の
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代

を
含
め
、
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
だ
け
の
＝
量
的
世
界
の
秩
序
を
破

壊
し
て
、
多
元
的
世
界
秩
序
を
主
張
す
る
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
含
ん
だ
も
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の
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
溝
口
雄
三
が
主
張
す
る
多
元
的
近
代
は

中
国
と
い
う
要
素
と
は
離
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
中
国
を
方
法
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
を
目
的
と
す
る
と
い
う

　
　
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
中
国
を
方
法
と
す
る
世
界
ど
は
、
中
国
を
構
成

　
　
要
素
の
↓
つ
と
す
る
、
い
い
か
え
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
も
そ
の
構
成
要

　
　
素
の
一
つ
と
し
た
多
元
的
な
世
界
で
あ
る
。
（
注
2
1
）

　
こ
こ
で
「
中
国
を
そ
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
す
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
も
そ

の
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
た
多
元
的
な
世
界
で
あ
る
」
に
注
目
す
る
。
中
国

に
お
け
る
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
は
、
同
じ
次
元
に

置
か
れ
た
対
等
の
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
合
の
結
果
、
多
元
的
な
世

界
観
が
出
現
す
る
点
は
興
味
深
い
。
こ
の
多
元
化
世
界
の
中
で
、
中
国
を
考

慮
す
る
こ
と
は
、
既
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
言
い

か
え
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
世
界
史
は
も
は
や
無
効
で
あ
り
、
中
国
や
ほ

か
の
地
域
を
含
め
た
世
界
史
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
溝
口
雄
三
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
．

　
　
　
わ
れ
わ
れ
の
中
国
学
が
中
国
を
方
法
と
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ

　
　
う
に
日
本
を
も
相
対
化
す
る
眼
に
よ
っ
て
中
国
を
相
対
化
し
、
そ
の
申

　
　
国
に
よ
っ
て
他
の
世
界
へ
の
多
元
的
認
識
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

　
　
で
あ
る
。
ま
た
世
界
を
目
的
と
す
る
と
い
う
の
は
、
相
対
化
さ
れ
た
多

　
　
元
的
な
原
理
の
上
に
も
う
一
層
、
高
次
の
世
界
像
と
い
っ
た
も
の
を
創

　
　
出
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
・
（
注
2
2
）

「
相
対
化
さ
れ
た
多
元
的
な
原
理
の
上
に
も
う
一
層
、
高
次
の
世
界
像
を
創

出
す
る
」
と
い
う
一
文
は
意
味
深
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
穐
山
薪
は
「
中
国

を
語
る
作
法
と
「
近
代
」
一
竹
内
耳
に
お
け
る
抵
抗
と
し
て
の
中
国
i
し
と

題
す
る
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
溝
口
に
と
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
「
近
代
」
の
独
自
性
を
明
ら
か
に

　
　
す
る
こ
と
は
、
普
遍
史
的
な
意
義
を
も
っ
た
「
近
代
」
の
価
値
を
追
及

　
　
す
る
こ
と
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
（
注
2
3
）

　
相
対
化
さ
れ
た
多
元
的
な
原
理
と
い
う
の
は
、
中
国
原
理
（
中
国
独
自
の
発

展
プ
ロ
セ
ズ
〉
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
理
と
い
っ
た
多
元
化
世
界
の
構
成
要
素
た
る

も
の
を
指
す
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
も
う
一
層
の
高
次
の
世
界
像
を
創
出
す
る

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
溝
口
雄
三
は
わ
れ
わ
れ
に
は
っ
き
り

提
示
し
な
っ
た
が
、
中
国
に
お
け
る
独
自
の
近
代
と
は
、
普
遍
的
な
意
義
を

も
っ
た
「
近
代
」
を
模
索
す
る
道
あ
る
い
は
方
法
と
な
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ

る
。　

　
　
こ
の
二
十
世
紀
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
先
進
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
世

　
　
紀
で
あ
っ
た
。
二
十
一
世
紀
は
ア
ジ
ア
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
並
進
し
て
ス

　
　
タ
ー
ト
す
る
世
紀
と
予
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
並
進
は
先
進
に
並
ぶ
と
い

　
　
う
こ
と
で
は
な
く
、
先
後
の
タ
テ
の
原
理
を
並
列
の
ヨ
コ
の
原
理
に
転

　
　
換
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
従
来
の
諸
原
理
の
再
検

　
　
討
や
見
直
し
は
、
’
新
し
い
原
理
の
模
索
と
創
造
に
そ
の
ま
ま
つ
な
淋
る

　
　
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
中
国
を
方
法
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
世
界
の
創
造
そ
れ
自
体
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
原
理
の
創
造
に
向
か
う
と

　
　
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（
注
2
4
）

「
先
後
の
タ
テ
の
原
理
を
並
列
の
ヨ
コ
の
原
理
に
転
換
す
る
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
、
新
し
い
原
理
の
模
索
と
創
造
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
溝
口
雄
三
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
創
造
さ
れ
た
新

し
い
原
理
は
、
中
国
原
理
も
し
く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
理
と
転
換
で
き
る
も
の
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●

で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
新
し
く
創
造
さ
れ
た
原
理
は
中
国
で
も
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
も
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
溝
口
雄

三
が
新
た
な
多
元
的
近
代
を
創
出
し
よ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
れ
は
輪
郭
の
な
い
理
念
上
の
概
念
に
と
ど
ま
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
近
代
と
い
う
テ
ー
マ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
新
た
な
可
能
性
を
示

唆
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
本
論
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
の
多
元
的
近
代
を
強
調
す
る
過
程

で
、
中
国
的
近
代
の
再
発
見
に
と
も
な
っ
て
様
々
な
状
態
が
起
こ
り
う
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
原
理
と
ヨ
ー
・
ロ
ッ
パ
原
理
の
対
決
、
も
し
く
は
中

国
原
理
へ
の
一
極
化
な
ど
と
い
う
事
態
に
も
陥
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
中
国
原
理
の
発
見
か
ら
多
元
的
近
代
、
さ
ら
に
も
う
一
層
の
高
次
の

世
界
像
を
創
出
す
る
理
念
に
向
か
っ
て
前
進
す
る
途
中
で
、
中
国
だ
け
を
過

大
評
価
す
る
方
向
に
行
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
は
中
国
研
究

者
、
特
に
中
国
の
研
究
者
に
と
っ
て
、
充
分
認
識
し
て
警
戒
す
べ
き
と
こ
ろ

で
は
な
い
の
か
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
溝
口
雄
三
の
近
代
中
国
像
は
中
国
研
究
の
分
野
に
お
い
て
非
常
に
豊
か
な

鉱
脈
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
資
源
を
い
か
に
利
用
す
る
の
か
、
そ
れ
は
今
日

あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
も
直
面
す
る
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
，
特
に
中
国
に
と

っ
て
、
溝
口
雄
三
の
著
書
が
多
く
訳
さ
れ
（
注
2
5
）
、
そ
れ
に
対
す
る
評
論
も

増
え
て
い
く
今
日
に
お
い
て
は
、
溝
口
雄
三
の
中
国
近
代
像
の
受
容
問
題
は

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
異
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
は
、
溝
口
雄
三
の
近
代
中
国
観
を
導
き
出
す

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
中
国
の
近
代
史
だ
け
を
肥
大
化
さ
せ

る
た
め
の
道
旦
ハ
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
を
乗
り
，
越
え
た

一
種
の
近
代
超
克
論
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
・
多
元
的
近
代
の

一
員
と
な
る
中
国
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
と
共
存
す
る
世
界
の
一
員
と
し

て
よ
り
高
次
の
世
界
を
創
出
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
こ
そ
溝
口
中
国
観
の

有
意
義
な
継
承
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

［
付
記
］

一
　
中
国
語
引
用
文
の
訳
は
筆
者
に
よ
る
拙
訳
で
あ
る
。

（
注
－
）
並
木
頼
寿
「
日
本
に
お
け
る
中
国
近
代
史
研
究
の
動
向
」
（
小
島
晋

　
　
　
治
、
並
木
頼
寿
編
『
近
代
中
国
研
究
案
内
』
第
一
部
　
岩
波
書
店
、

　
　
　
一
九
九
三
年
六
月
）
二
二
頁
。

（
注
2
）
加
々
美
光
行
『
鏡
の
中
の
日
本
と
中
国
－
中
国
学
と
コ
・
ビ
ヘ
イ
ビ

　
　
　
オ
リ
ズ
ム
の
視
座
1
』
目
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
八
月
、
一
七
八

　
　
　
頁
。

（
注
3
）
奥
崎
祐
司
「
書
評
溝
口
雄
三
『
中
国
前
近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』
」

　
　
　
『
歴
史
学
研
究
』
五
〇
四
号
、
青
木
書
店
、
一
九
八
二
年
五
月
、
二

　
　
　
二
頁
。
そ
の
他
、
三
浦
秀
一
「
〈
書
評
〉
溝
口
雄
三
著
『
中
国
前
近

　
　
　
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』
」
（
『
集
刊
東
洋
學
』
四
八
号
、
一
九
八

　
　
　
二
年
十
月
）
を
も
参
考
し
た
。

（
注
4
）
臼
井
佐
知
子
「
溝
口
雄
三
著
『
方
法
と
し
て
の
中
国
』
」
『
史
學
雑

　
　
　
誌
』
九
八
（
九
）
、
一
九
八
九
年
九
月
。
代
田
智
明
「
溝
口
雄
三
著
『
中

一ユ08一



　
　
　
国
の
衝
撃
』
」
『
中
国
研
究
月
報
』
五
九
（
三
）
、
二
〇
〇
五
年
三
月
。

　
　
　
西
野
可
奈
「
溝
口
雄
三
『
中
国
の
衝
撃
』
東
京
大
学
出
版
会
」
『
北

　
　
　
東
ア
ジ
ア
研
究
』
八
号
、
二
〇
〇
五
年
一
月
。
以
上
三
つ
の
書
評
を

　
　
　
参
考
し
た
。

（
注
5
＞
票
慶
「
溝
口
雄
三
的
中
国
学
方
法
研
究
」
『
武
漢
大
学
学
報
（
人
文

　
　
　
科
学
版
）
』
二
〇
〇
三
年
第
五
六
巻
第
二
期
、
一
七
九
頁
。

（
注
6
）
葉
坦
「
日
本
中
国
学
家
溝
口
雄
三
」
『
国
外
社
会
科
学
』
一
九
九
二

　
　
　
年
第
六
期
、
六
〇
頁
。

（
注
7
）
史
艶
玲
、
張
如
意
「
日
本
中
国
学
研
究
的
薪
視
角
i
当
代
漢
学
家

　
　
　
溝
口
雄
三
的
中
国
学
研
究
1
」
『
河
北
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学

　
　
　
版
）
』
、
二
〇
〇
八
年
第
五
期
。

（
注
8
）
李
長
莉
「
掲
示
多
元
世
界
中
的
中
国
原
理
一
溝
口
雄
三
的
申
国
思

　
　
　
想
研
究
一
」
『
国
外
社
会
科
学
』
一
九
九
八
年
第
一
期
、
五
〇
頁
。

（
注
9
）
同
業
、
五
一
頁
。

（
注
1
0
）
李
甦
平
「
構
築
儒
学
的
新
椎
架
一
読
溝
口
雄
三
的
『
作
為
方
法
的

　
　
　
中
国
一
』
」
『
国
外
社
会
科
学
』
一
九
九
一
年
第
七
期
、
　
「
溝
口
雄

　
　
　
三
（
日
）
教
授
談
研
究
中
国
」
　
『
哲
学
動
態
』
一
九
九
一
年
第
三
期
。

　
　
　
張
薄
「
日
本
人
認
識
中
国
文
化
的
五
個
階
段
i
溝
口
雄
三
教
授
訪
談

　
　
　
録
一
」
『
中
国
文
化
』
、
一
九
九
五
年
第
二
期
。
顧
乃
忠
「
論
文
化

　
　
　
的
普
遍
性
和
特
殊
性
－
兼
正
孔
幽
思
的
『
普
遍
理
論
』
和
溝
口
雄
三

　
　
　
的
『
作
為
方
法
的
中
国
学
』
一
」
『
漸
江
社
会
科
学
』
、
二
〇
〇
二
年

　
　
　
第
五
期
。
何
培
忠
「
日
本
中
国
学
考
察
記
（
二
）
1
訪
著
名
日
本
中
国

　
　
　
学
家
溝
口
雄
三
1
」
『
国
外
社
会
科
学
』
、
二
〇
〇
四
年
第
三
期
。
孫

　
　
　
歌
「
在
中
国
的
的
歴
史
脈
動
中
求
真
－
溝
口
雄
三
的
学
術
世
界
一
」

　
　
　
『
開
発
時
代
』
、
二
〇
一
〇
年
第
一
デ
期
等
。

（
注
1
1
）
溝
口
雄
三
「
〈
中
国
の
近
代
〉
を
み
る
視
点
」
（
『
方
法
と
し
て
の
中

　
　
　
国
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
六
月
）
三
〇
頁
。

（
注
1
2
）
「
〈
中
国
の
近
代
〉
を
み
る
視
点
」
前
掲
、
一
五
頁
。
（
注
1
1
参
照
）

（
注
1
3
）
「
〈
中
国
の
近
代
〉
を
み
る
視
点
」
前
掲
、
三
十
頁
。
（
注
1
1
参
照
）

（
注
1
4
）
溝
口
雄
三
「
中
国
近
代
の
源
流
」
（
『
中
国
の
衝
撃
』
所
収
、
東
京

　
　
　
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
五
月
）
一
＝
二
頁
。

（
注
1
5
）
「
〈
中
国
の
近
代
〉
を
み
る
視
点
」
前
掲
、
十
八
頁
。
〈
注
1
1
参
照
）

（
注
1
6
）
「
中
国
に
お
け
る
〈
封
建
〉
と
近
代
」
（
『
方
法
と
し
て
の
中
国
』
所

　
　
　
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
六
月
）
一
一
七
頁
。

（
注
1
7
）
「
中
国
近
代
の
源
流
」
前
掲
、
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。
（
注
1
4
参
照
）

（
注
1
8
）
「
〈
中
国
の
近
代
〉
を
み
る
視
点
」
前
掲
、
十
四
頁
。
（
二
言
参
照
）

（
注
1
9
）
溝
口
雄
三
「
近
代
中
国
像
の
再
検
討
」
（
『
方
法
と
し
て
の
申
国
』

　
　
　
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
六
月
）
、
五
七
～
五
八
頁
。

（
注
2
0
）
『
鏡
の
中
の
日
本
と
中
国
一
中
国
学
と
コ
・
ビ
ヘ
イ
ビ
オ
リ
ズ
ム
の

　
　
　
視
座
1
』
前
掲
書
、
一
七
九
－
一
八
○
頁
。
（
注
2
参
照
）

（
注
2
1
）
「
方
法
と
し
て
の
中
国
」
（
『
方
法
と
し
て
の
中
国
』
所
収
、
東
京
大

　
　
　
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
六
月
）
＝
二
七
頁
。

（
注
2
2
）
同
右
、
＝
二
九
頁
。

（
注
2
3
）
穐
山
新
「
中
国
を
語
る
作
法
と
「
近
代
」
i
竹
内
好
に
お
け
る
抵

　
　
　
抗
と
し
て
の
中
国
1
」
『
社
会
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
（
三
二
）
二
〇
〇
七

　
　
　
年
三
月
、
八
八
頁
。

（
注
2
4
）
「
方
法
と
し
て
の
中
国
」
前
掲
、
　
一
四
〇
頁
。
（
注
2
1
参
照
）

（
注
2
5
）
例
え
ば
『
中
国
前
近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』
は
一
九
九
七
年
に
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中
華
書
局
と
上
海
人
民
出
版
社
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
出
版
さ
れ
た
。

二
〇
〇
五
年
、
二
〇
一
一
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
再
版
が
さ
れ
て
い
る
。

『
方
法
と
し
て
の
中
国
』
は
一
九
九
六
年
に
出
版
さ
れ
、
二
〇
一
一

年
に
再
版
さ
れ
た
、
『
中
国
の
思
想
』
は
一
九
九
五
年
、
『
中
国
の
衝

撃
』
は
二
〇
一
一
年
、
『
中
国
の
公
と
私
』
は
二
〇
一
一
年
に
そ
れ

ぞ
れ
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
溝
口
雄
三
は
三
十
数
本
の
論
文
を
中

国
語
で
発
表
し
て
い
る
（
本
人
が
中
国
語
で
書
い
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

訳
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
）
。
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