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『
東
方
』三
〇
九
号
よ
り

中
国
に
と
っ
て
近
代
と
は

ど
う
い
う
時
代
だ
っ
た
の
か

 

高
田 

幸
男（
明
治
大
学
）

　

著
者
宮
田
道
昭
さ
ん
は
評
者
に
と
�
て
大
先
輩
で
あ
り
�
そ
の
宮

田
さ
ん
が
ま
と
め
ら
れ
た
本
を
評
す
る
こ
と
は
�
評
者
が
経
済
史
に

疎
い
こ
と
も
あ
�
て
�
い
さ
さ
か
荷
が
重
い
こ
と
で
あ
る
�
た
だ
�

本
書
は
論
旨
明
確
で
�
�
門
外
漢
�
の
評
者
で
も
す
ん
な
り
と
読
む

こ
と
が
で
き
た
�
そ
こ
で
社
会
経
済
史
的
視
点
か
ら
の
本
格
的
な
書

評
は
他
に
譲
る
と
し
て
�
二
十
世
紀
の
江
南
地
域
社
会
史
を
研
究
す

る
評
者
の
視
点
か
ら
蛮
勇
を
ふ
る
�
て
評
す
る
こ
と
に
し
た
い
�

　

本
書
は
�
著
者
の
二
十
五
年
間
の
研
究
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ

る
�
章
立
て
は
以
下
の
よ
う
に
な
�
て
い
る
�

序
論　
　

中
国
の
開
港
と
沿
海
市
場

第
一
章　

開
港
後
に
お
け
る
外
国
貿
易
品
流
通
機
構
の
一
考
察

　
　
　
　

―
―

ギ
ル
ド
の
流
通
支
配
を
中
心
と
し
て

第
二
章　

十
九
世
紀
後
半
期
�
中
国
沿
岸
部
の
市
場
構
造

 
 
 
 
 
 
 
 
―

―

�
半
植
民
地
化
�
に
関
す
る
一
視
点

第
三
章　

広
東
省
潮
州
地
方
に
お
け
る
砂
糖
貿
易
の
展
開
と
地
域
社

会―
―

汕
頭
港
の
流
通
状
況
を
中
心
と
し
て

第
四
章　

十
九
世
紀
中
葉
�
上
海
に
お
け
る
豆
規
銀
本
位
制
の
成
立

に
つ
い
て―

―

中
国
在
来
の
地
域
的
通
貨
金
融
機
構
の
一

考
察

付
篇　
　

も
う
一
つ
の
上
海
案
内―

―

魔
都
・
上
海
戦
・
豫
園

　

い
ず
れ
の
章
も
既
発
表
論
文
を
ベ
�
ス
と
し
て
い
る
が
�
著
者
の

現
在
の
視
点
に
従
い
�
そ
れ
ぞ
れ
修
正
・
加
筆
さ
れ
て
い
る
�
と
く

に
本
書
の
全
体
構
成
を
展
望
す
る
序
論
は
一
九
九
一
年
�
雑
誌
�
思

想
�
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
ベ
�
ス
と
し
て
い
る
が
�
�
ア
ジ
ア
交

易
圏
�
論
批
判
を
意
図
し
た
旧
稿
を
大
幅
に
書
き
直
し
�
�
沿
海
市

場
�
の
自
説
を
前
面
に
出
し
た
と
�
著
者
は
説
明
し
て
い
る
�
は
し

が
き
�
�

　

そ
こ
で
序
論
を
少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
と
�
ま
ず
冒
頭
で
一
八
五

二
年
の
い
わ
ゆ
る
�
ミ
�
チ
�
ル
報
告
書
�
を
引
用
し
�
ヨ
�
ロ
�

パ
経
済
の
外
側
に
�
屹
立
し
て
�
そ
れ
自
身
が
中
心
の
一
つ
の
世
界

市
場
�
世
界
経
済
�
�
一
二
頁
�
と
し
て
中
国
沿
海
地
域
の
経
済
圏

�
本
書
で
は
以
下
�
沿
海
市
場
�
と
よ
ぶ
�
の
存
在
を
指
摘
す
る
�
当

時
の
中
国
市
場
は
�
こ
う
し
た
広
域
市
場
の
複
合
体
で
あ
り
�
そ
の

広
域
市
場
の
一
つ
と
し
て
沿
海
市
場
が
存
在
し
て
い
た
�
そ
れ
は
�

奢
侈
品
的
性
格
が
強
く
不
安
定
な
ア
ジ
ア
諸
地
域
間
の
シ
ナ
海
貿
易
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に
比
べ
る
と
地
味
な
が
ら
�
大
衆
の
日
常
生
活
に
密
着
し
た
沿
海
貿

易
に
よ
る
も
の
で
�
十
八
世
紀
後
半
か
ら
開
港
に
い
た
る
時
期
に
�

東
北
か
ら
広
東
に
い
た
る
巨
大
な
沿
海
市
場
が
生
ま
れ
て
い
た
と
す

る
�
ミ
�
チ
�
ル
が
�
実
感
�
し
た
の
は
こ
う
し
た
沿
海
市
場
の
シ

ス
テ
ム
の
障
壁
で
あ
�
た
�

　

本
書
は
�
こ
の
沿
海
市
場
が
開
港
に
よ
�
て
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
�

解
体
し
て
い
�
た
の
か
を
考
察
す
る
�
と
い
う
と
�
教
科
書
的
�
帝

国
主
義
侵
華
史
�
を
思
い
浮
か
べ
が
ち
で
あ
る
が
�
一
方
的
に
解
体

さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
く
�
し
な
や
か
に
対
応
・
対
抗
し
�
初
期
に

は
む
し
ろ
貿
易
を
主
導
し
た
在
来
シ
ス
テ
ム
の
姿
を
浮
き
ぼ
り
に
し

て
い
く
�
中
国
で
は
十
八
世
紀
後
半
ま
で
に
�
沿
海
貿
易
に
よ
�
て

東
北
・
山
東
の
大
豆
・
豆
餠
�
豆
粕
�
�
江
南
の
綿
花
�
福
建
・
広
東

の
砂
糖
と
い
う
地
域
間
分
業
が
で
き
あ
が
り
�
こ
れ
に
応
じ
て
各
地

の
作
物
栽
培
も
特
化
し
て
い
た
�
そ
こ
で
著
者
は
�
以
下
の
各
章
に

お
い
て
�
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
流
通
の
開
港
後
に
つ
い
て
�
お
も
に
海

関
報
告
に
も
と
づ
い
て
考
察
す
る
�

　

そ
し
て
�
沿
海
市
場
は
開
港
後
も
構
造
を
改
変
す
る
こ
と
な
く
�

各
種
ギ
ル
ド
が
過
剰
貿
易
の
外
国
商
人
に
対
し
て
優
位
に
立
ち
�
外

国
船
舶
の
出
現
に
よ
る
�
交
通
革
命
�
な
ど
の
利
益
も
抽
出
し
て
い

た
こ
と
�
第
一
�
二
章
�
�
砂
糖
の
産
地
潮
州
で
は
�
�
交
通
革
命
�

に
よ
り
東
北
地
方
と
の
直
接
貿
易
が
増
え
人
々
の
富
裕
化
が
お
こ
�

て
い
る
が
�
日
清
戦
争
後
の
流
通
構
造
の
変
化
で
砂
糖
生
産
が
後
退

し
た
こ
と
�
第
三
章
�
�
江
浙
地
方
で
は
開
港
以
前
か
ら
流
通
し
て
い

た
ス
ペ
イ
ン
ド
ル
が
�
銀
貴
�
に
よ
�
て
消
滅
し
�
豆
規
銀
を
通
貨

単
位
と
す
る
銭
荘
手
形
が
創
出
さ
れ
た
が
�
そ
れ
は
銭
荘
が
相
互
に

信
用
を
保
証
す
る
最
大
限
合
理
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
�
た
こ
と
�
第

四
章
�
な
ど
興
味
深
い
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
�
付
篇
は
�
ガ

イ
ド
ブ
�
ク
な
ど
で
�
添
え
物
�
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
豫
園
を

中
心
と
す
る
老
城
隍
廟
地
区
こ
そ
が
�
上
海
を
築
い
た
各
種
ギ
ル
ド

の
拠
点
で
あ
り
�
開
港
後
�
さ
ら
に
民
国
期
に
い
た
�
て
も
上
海
の

一
方
の
中
心
で
あ
�
た
こ
と
を
強
調
す
る
�

　

近
代
を
不
平
等
条
約
に
代
表
さ
れ
る
列
強
の
侵
略
の
深
化
と
�
そ

れ
に
対
す
る
民
族
革
命
の
過
程
と
と
ら
え
る
と
�
外
国
資
本
・
商
人

の
優
位
性
を
前
提
と
し
て
描
き
が
ち
で
あ
り
�
さ
ら
に
そ
の
侵
略
性

と
中
国
側
の
被
害
の
大
き
さ
を
強
調
す
る
あ
ま
り
�
結
果
的
に
中
国

側
の
受
動
性
�
ひ
い
て
は
停
滞
性
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
�
ま
た
そ
の
後
の
革
命
の
�
成
功
�
を
強
調
す
る
と
�
や
は
り

そ
の
分
革
命
以
前
の
近
代
は
暗
黒
と
し
て
描
く
こ
と
に
な
る
�
著
者

も
指
摘
す
る
よ
う
に
�
七
七
頁
�
�
革
命
が
自
己
を
�
反
帝
国
主
義
反

封
建
闘
争
�
と
規
定
し
て
い
く
中
で
�
近
代
は
遡
及
し
て
暗
黒
の
�
半

植
民
地
半
封
建
社
会
�
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
�
で
は
�
侵
略
と

革
命
と
を
対
置
さ
せ
�
現
代
と
近
代
を
対
置
さ
せ
る
二
項
対
立
の
構

図
を
い
か
に
打
破
し
�
近
代
を
ど
う
い
う
時
代
と
し
て
提
示
す
る
の

か
�

　

著
者
は
�
い
わ
ゆ
る
�
半
植
民
地
化
�
過
程
と
は
�
資
本
主
義
の
侵

略
と
�
そ
れ
に
対
す
る
中
国
側
の
抵
抗
と
の
力
関
係
の
過
程
�
で
あ

り
�
決
し
て
前
者
の
一
方
的
な
過
程
�
あ
る
い
は
中
国
の
受
動
的
な

過
程
は
あ
り
得
な
い
�
�
七
七
頁
�
と
す
る
�
そ
こ
で
著
者
が
提
起

し
た
の
が
�
商
品
流
通
と
沿
海
市
場
と
い
う
視
点
で
あ
る
�
そ
こ
で

は
外
国
商
人
と
と
も
に
中
国
の
商
人
や
農
民
も
主
体
的
に
利
益
を
追

求
し
�
開
港
や
�
交
通
革
命
�
か
ら
利
益
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
ア

ク
タ
�
と
し
て
描
か
れ
�
近
代
産
業
の
展
開
も
中
国
の
在
来
諸
産
業

を
含
む
在
来
の
市
場
構
造
と
そ
の
変
化
の
中
で
考
察
さ
れ
る
�
従
来

こ
の
よ
う
な
見
方
が
弱
か
�
た
の
は
�
流
通
よ
り
生
産
を
重
視
す
る

マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
に
加
え
�
商
業
を
軽
視
す
る
儒
教
的
価
値
観

が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
�

　

商
品
流
通
と
沿
海
市
場
と
い
う
視
点
か
ら
浮
か
び
上
が
�
て
く
る

の
は
�
否
応
な
く
突
き
つ
け
ら
れ
た
開
港
と
い
う
事
態
の
下
�
流
通
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過
程
で
展
開
さ
れ
る
中
国
商
人
と
外
国
商
人
と
の
つ
ば
ぜ
り
合
い
で

あ
り
�
結
局
は
解
体
さ
れ
て
い
く
に
し
て
も
存
続
・
変
革
を
模
索
す

る
在
来
シ
ス
テ
ム
の
エ
ネ
ル
ギ
�
で
あ
る
�
そ
れ
は
知
識
人
主
導
の

民
族
運
動
・
革
命
闘
争
と
は
別
の
次
元
の
�
人
々
の
日
常
的
営
為
に

お
け
る
生
き
る
た
め
の
闘
い
で
あ
る
が
�
改
革
開
放
政
策
下
の
�
中

国
型
資
本
主
義
�
と
底
流
で
つ
な
が
�
て
い
る
印
象
を
評
者
は
得
た
�

評
者
の
専
門
で
あ
る
近
代
江
南
地
域
社
会
史
と
の
関
連
で
い
う
と
�

江
南
は
沿
岸
市
場
の
要
に
位
置
す
る
が
�
地
域
エ
リ
�
ト
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
生
活
空
間
に
生
き
�
彼
ら
の
国
家
意
識
・
地
域
意
識
は
こ

う
し
た
市
場
空
間
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
�
考
え
さ

せ
ら
れ
た
�

　

著
者
は
す
で
に
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
こ
う
し
た
視
点
を
提
起
し
�

従
来
の
�
半
植
民
地
�
論
�
生
産
重
視
の
観
点
か
ら
捨
象
さ
れ
て
き

た
叙
述
を
丹
念
に
拾
い
集
め
�
ま
た
統
計
資
料
の
分
析
を
積
み
重
ね
�

各
ア
ク
タ
�
の
主
体
的
努
力
・
利
潤
追
求
と
客
観
的
情
勢
の
相
互
作

用
の
過
程
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
�
序
論
が
大
幅
に
書
き
直
し
て

あ
る
と
は
い
え
�
そ
の
視
点
自
体
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
�
残
念
な

の
は
�
本
書
が
旧
稿
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
た
め
�
す
で
に
旧
稿

を
読
ん
だ
読
者
に
と
�
て
�
新
鮮
さ
に
や
や
欠
け
る
点
で
あ
る
�
ま

た
�
た
と
え
ば
日
清
戦
争
以
降
の
シ
ス
テ
ム
解
体
の
過
程
は
詳
細
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
�
ま
た
そ
れ
は
完
全
な
解
体
な
の

か
�
解
体
後
で
あ
る
二
十
世
紀
前
半
は
ど
う
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
必

ず
し
も
明
確
で
は
な
い
な
ど
課
題
も
残
�
て
い
る
�
こ
れ
を
経
過
点

と
し
て
�
著
者
の
研
究
の
新
た
な
展
開
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
�

　

最
後
に
付
篇
に
関
わ
る
個
人
的
な
想
い
出
に
つ
い
て
述
べ
た
い
�

付
篇
の
旧
稿
は
一
九
八
八
年
�
著
者
の
留
学
中
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
が
�
こ
こ
に
描
か
れ
た
上
海
体
験
は
評
者
も
共
有
し
て
い
る
�

そ
も
そ
も
評
者
は
八
七
年
に
留
学
の
た
め
乗
�
た
上
海
行
き
の
船
の

デ
�
キ
で
�
同
じ
く
留
学
に
向
か
う
著
者
と
偶
然
再
会
し
�
そ
れ
で
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留
学
期
間
中
�
お
互
い
の
留
学
先
を
訪
問
す
る
こ
と
が
あ
�
た
�
評

者
が
上
海
の
華
東
師
範
大
学
に
著
者
を
訪
ね
て
行
�
た
の
は
�
八
八

年
春
�
上
海
で
Ａ
型
肝
炎
が
大
流
行
し
て
い
た
と
き
で
�
大
学
内
に

も
隔
離
病
棟
が
設
置
さ
れ
て
い
た
�
ま
た
そ
の
こ
ろ
�
上
海
郊
外
で

大
き
な
列
車
事
故
が
あ
り
�
日
本
の
修
学
旅
行
生
に
も
多
数
犠
牲
者

が
出
た
た
め
�
華
東
師
大
の
日
本
人
留
学
生
が
通
訳
と
し
て
動
員
さ

れ
た
�
著
者
は
そ
の
一
人
と
し
て
現
場
に
行
�
て
お
り
�
当
時
の
緊

迫
し
た
状
況
に
つ
い
て
評
者
に
語
�
て
く
れ
た
�
�
上
海
史
�
�
東
方

書
店
�
一
九
九
五
年
�
で
も
少
し
触
れ
た
が
�
肝
炎
の
流
行
も
鉄
道

事
故
も
�
改
革
開
放
政
策
に
よ
り
中
国
の
人
や
物
の
移
動
が
急
に
活

発
に
な
�
た
た
め
生
じ
た
現
象
で
あ
る
�
い
わ
ば
新
た
な
流
通
の
時

代
の
黎
明
期
に
起
き
た
悲
劇
で
あ
�
た
�
八
八
年
は
物
価
も
急
騰
し
�

�
価
格
改
革
�
が
提
唱
さ
れ
た
が
う
ま
く
い
か
ず
�
こ
う
し
た
状
況

の
上
に
�
翌
年
�
大
規
模
な
民
主
運
動
が
起
き
る
の
で
あ
る
�
こ
れ

ら
一
連
の
体
験
が
�
著
者
の
研
究
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
か
伺
い

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
�


