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鈴
木
将
久
氏
の
こ
の
本
は
、
中
国
近
代
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
を
再
発
見
し
、
再
定
義
し
よ
う
と
す

る
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
了
し
て
な
お
、

わ
た
し
た
ち
は
中
国
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
の
明
快
な
答
え
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
中

国
近
代
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
大
い
な
る
達
成

な
ど
、
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ジ

ア
に
お
い
て
近
代
は
、
植
民
地
主
義
と
重
な
り

あ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
造
は
国
家
と

地
域
を
ま
た
い
で
連
鎖
し
て
い
る
。
そ
れ
が
国

民
国
家
の
成
立
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
で
あ
る
以

上
、
近
代
と
は
本
質
的
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で

も
あ
る
。
そ
し
て
文
学
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
近

代
的
価
値
へ
の
懐
疑
が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で

あ
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
文
学
史
上
の
狭
義
の
潮

流
と
と
ら
え
る
な
ら
、
西
欧
で
は
そ
れ
は
第
一

次
世
界
大
戦
の
終
結
と
と
も
に
現
れ
る
。
戦
争

に
よ
る
そ
れ
ま
で
の
諸
価
値
の
崩
壊
が
、
モ
ダ

ニ
ズ
ム
文
学
と
い
う
表
現
形
態
を
生
み
だ
し

た
。
そ
れ
ま
で
の
価
値
と
は
、「
神
」
と
「
近
代
」

の
コ
ー
ド
の
体
系
で
あ
り
、
そ
れ
を
信
憑
す
る

こ
と
で
成
立
し
て
い
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

体
系
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
、
ジ
ョ
イ

ス
の「
ユ
リ
シ
ー
ズ
」や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の「
響

き
と
怒
り
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
欧
米
で

も
周
縁
的
な
社
会
、
多
言
語
な
社
会
か
ら
の
声

を
響
か
せ
た
。
そ
れ
は
必
然
的
に
反
近
代
を
内

包
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、同
時
に
そ
れ
は
、

ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
市
民
的
な
個
と
い
う
近
代

の
理
想
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
個
と

し
て
の
近
代
性
を
い
か
に
想
像
し
、
書
く
こ
と

の
主
体
性
を
い
か
に
創
造
す
る
か
と
い
う
場
所

か
ら
、
ア
ジ
ア
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
は
じ
ま
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
都
市
の
文
学
の
様

相
を
帯
び
る
。
こ
の
本
の
名
前
が
、「
中
国
モ

ダ
ニ
ズ
ム
」
で
は
な
く
「
上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」

で
あ
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

そ
う
考
え
る
と
き
、鈴
木
氏
が「
子
夜
」論
を
、

こ
の
本
の
第
一
章
に
収
録
し
た
理
由
が
よ
く
わ

か
る
（「
第
一
章
・
都
市
上
海
を
語
る
こ
と
―
―
茅

盾
『
子
夜
』
の
テ
ク
ス
ト
の
布
置
」
）。
著
者
が
中

国
近
代
文
学
の
な
か
に
見
出
そ
う
と
し
た
文
学

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
理
想
の
か
な
り
の
も
の
が
、

「
子
夜
」
に
は
あ
っ
た
。
茅
盾
の
「
子
夜
」
は
、

マ
ル
ロ
ー
の
「
人
間
の
条
件
」
や
横
光
利
一
の

「
上
海
」
の
よ
う
に
、「
上
海
」
を
描
い
て
、
そ

の
可
能
性
を
も
っ
た
作
品
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

「
子
夜
」
論
は
、
著
者
の
中
国
近
代
文
学
研
究

の
出
発
点
に
位
置
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
わ
た

し
た
ち
は
中
国
近
代
文
学
に
何
を
読
も
う
と
す

る
の
か
。
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
が
現
在
を
生
き

ピ
エ
ロ
と
純
粋
と
周
縁

三
木
直
大

鈴
木
将
久
著

上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
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る
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
戦
後
日

本
の
中
国
近
代
文
学
研
究
を
覆
っ
て
い
た
革
命

中
国
幻
想
は
、と
っ
く
の
昔
に
消
滅
し
て
い
る
。

『
上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』
の
著
者
と
同
世
代
の
研

究
者
が
近
年
出
し
た
本
に
、
三
澤
真
美
恵
『「
帝

国
」
と
「
祖
国
」
の
は
ざ
ま
―
―
植
民
地
期
台

湾
映
画
人
の
交
渉
と
越
境
』（
岩
波
書
店
、
二
〇

一
〇
）
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
本
は
文
学
と
映

画
と
い
う
違
い
は
あ
っ
て
も
、
き
わ
め
て
近
似

し
た
位
置
に
あ
る
。
三
澤
氏
は
、「
越
境
」
す

る
映
画
人
の
制
作
し
た
映
画
に
「
存
在
論
的
な

問
題
の
立
て
方
」
は
し
な
い
こ
と
か
ら
出
発
す

る
。
鈴
木
氏
も
、
上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
そ

れ
自
体
を
問
う
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ

ズ
ム
な
ど
そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
と
言
い
き
る

こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
で
は
、ど
う
す
る
の
か
。

そ
こ
で
著
者
は
、
近
年
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
の

注
目
す
べ
き
視
点
を
導
入
す
る
。「
一
つ
は
ハ

イ
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
相
対
化
」
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
頂
点
と
す
る
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
階
層
構
造
の
相
対
化
」
で
あ
る
。「
中

国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
中
国
文
学
史
の
流
れ
か
ら

も
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
流
れ
か
ら
も
、
二
重

に
周
縁
化
さ
れ
た
存
在
と
い
え
る
。
中
国
モ
ダ

ニ
ズ
ム
を
考
え
る
こ
と
は
、
周
縁
化
さ
れ
た
マ

イ
ナ
ー
な
存
在
へ
の
注
目
だ
と
い
う
べ
き
か
も

し
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
本
に
お
け
る

鈴
木
氏
の
立
脚
点
に
な
る（「
は
じ
め
に
」）。「
二

重
の
周
縁
化
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
二
つ

の
本
が
近
似
し
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
周
縁
化
」
に

は
、
中
国
国
民
党
と
中
国
共
産
党
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
覇
権
争
い
か
ら
の
、
そ
し
て
汪
精
衛

政
権
か
ら
も
の
、
二
重
三
重
の
政
治
的
な
周
縁

化
も
ま
た
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
三
澤
氏
の
本
に
も
ま
し
て
鈴
木
氏
の

本
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
、
上
海
モ
ダ
ニ
ズ

ム
と
は
何
か
を
手
繰
り
寄
せ
よ
う
と
し
て
行
き

つ
戻
り
つ
す
る
ア
ポ
リ
ア
と
著
者
の
悪
戦
苦
闘

で
あ
る
。
そ
れ
は
、文
学
を「
方
法
的
概
念
」（
三

澤
）と
し
て
考
え
き
る
こ
と
の
難
し
さ
以
上
に
、

中
国
を
考
え
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
の
と
台
湾

を
考
え
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
の
と
の
違
い
か

ら
来
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
台
湾
を
考
え
よ
う

と
す
る
と
き
、そ
の
前
提
に
は
は
じ
め
か
ら「
越

境
」
が
あ
る
。
近
代
台
湾
の
知
識
人
た
ち
は
、

自
分
た
ち
が
何
者
で
あ
る
か
か
ら
、
ま
ず
問
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
中
国
で
は
、

「
国
家
に
従
属
し
な
い
個
人
主
義
を
基
礎
に
お

く
」、
た
と
え
ば
羅
隆
基
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
リ

ス
ト
は
、稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た（
水
羽
信
男『
中

国
近
代
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』、
東
方
書
店
、
二
〇
〇

七
）。そ
れ
が「
中
心
と
周
縁
」の
差
異
で
あ
り
、

ま
た
「
近
代
」
と
表
裏
一
体
と
な
っ
た
連
鎖
す

る
植
民
地
主
義
の
帰
結
で
あ
る
と
し
て
も
、
誤

解
を
お
そ
れ
ず
に
言
え
ば
、
彼
ら
は
自
分
た
ち

が
も
は
や
「
第
三
種
人
」
で
す
ら
な
く
、「
漢
奸
」

で
あ
る
と
ま
な
ざ
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
問
い
に

直
面
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
鈴
木
氏
の
こ

の
本
の
主
要
な
部
分
が
、
穆
時
英
論
と
路
易
士

論
と
陶
晶
孫
論
で
構
成
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
も
あ
る
。

　
「
彼
ら
の
文
学
活
動
を
現
在
読
み
な
お
す
価

値
が
あ
る
の
は
、
文
学
的
達
成
度
の
高
さ
の
ゆ

え
で
は
な
く
、
社
会
や
政
治
の
要
請
と
切
り
結

び
つ
つ
、
近
代
文
学
を
生
み
出
す
た
め
に
格
闘

し
た
緊
張
度
の
強
度
の
ゆ
え
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
」（「
序
章
」
）。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
近
代

文
学
を
生
み
出
す
た
め
の
格
闘
」
で
あ
っ
て
、

彼
ら
の
文
学
は
瞿
秋
白
の
言
語
改
革
論
と
同
じ

く
、「
国
民
国
家
」
と
「
国
語
」
の
問
題
群
で

も
あ
っ
た
。
上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
目
指
し
た
文
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い
。
と
も
あ
れ
、
著
者
は
そ
う
言
い
き
る
こ
と

で
、
上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
考
察
を
先

に
す
す
め
る
方
法
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。「
虚

構
と
し
て
の
中
国
現
代
」（
三
木
直
大
「
卞
之
琳
と

オ
ー
デ
ン
」『
二
三
十
年
代
中
国
と
東
西
交
渉
』、
東

方
書
店
、
一
九
九
八
）
な
ど
と
い
う
西
欧
中
心
主

義
か
ら
抜
け
だ
せ
な
い
視
点
に
た
っ
て
中
国
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
考
え
る
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
明

ら
か
に
そ
れ
は
研
究
を
前
に
す
す
め
る
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
鈴
木
氏
は
こ
と
さ

ら
に
「
ア
ジ
ア
的
近
代
」
と
い
っ
た
理
念
を
対

峙
さ
せ
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

の
著
書
の
中
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
キ
ー
ワ
ー

ド
が
浮
か
び
あ
が
る
。
そ
れ
が
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。「
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

と
い
う
や
っ
か
い
な
も
の
か
ら
、
い
か
に
「
上

海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
擁
護
す
る
か
に
、
著
者
の

全
力
が
注
が
れ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。

穆
時
英
は
「
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
外
側

の
位
置
に
立
っ
た
」
小
説
を
創
作
し
よ
う
と
し

た
（「
第
三
章
・
流
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
―
穆
時
英
の

小
説
的
実
験
」
）。
で
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

に
軸
足
を
お
か
な
い
「
抵
抗
」
の
拠
点
は
あ
り

う
る
の
か
。
戴
望
舒
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

学
言
語
と
し
て
の
「
大
衆
の
言
語
」
と
い
う
も

の
も
、
そ
の
文
脈
の
上
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く

る
も
の
で
あ
っ
た
（「
第
二
章
・
可
能
性
と
し
て
の

言
語
―
瞿
秋
白
の
言
語
理
論
」）。だ
か
ら
話
は「
上

海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
中
国
左
翼
文
芸
が
初
発
の
段

階
に
お
い
て
共
通
の
基
盤
を
持
っ
て
い
た
こ
と
」

か
ら
は
じ
ま
る
。「
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
上

海
に
お
け
る
新
文
学
の
一
つ
の
大
き
な
課
題
」

は
、「
上
海
で
は
一
九
二
〇
年
代
に
形
成
さ
れ

た
都
市
の
大
衆
」
を
「
新
文
学
の
読
者
と
し
て

獲
得
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。「
都
市
大
衆
を

描
き
出
す
新
し
い
こ
と
ば
を
生
み
だ
す
こ
と
」

が
左
翼
文
芸
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
共
有
す
る
課
題

で
あ
り
、
そ
れ
が
戦
争
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

分
岐
し
て
い
く
か
が
、
著
者
の
関
心
の
中
心
に

あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論

を
展
開
し
な
が
ら
な
お
、
い
っ
ぽ
う
で
著
者
が

き
わ
め
て
「
正
統
的
な
文
学
史
」
論
を
意
識
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
お

わ
り
に
」
で
「
毛
沢
東
の
提
起
し
た
新
し
い
近

代
性
」
と
い
う
理
念
が
提
示
さ
れ
る
の
だ
が
、

そ
の
こ
と
の
是
非
は
、
い
ま
は
問
う
ま
い
。
著

者
に
は
、「
中
国
的
な
現
代
主
義
や
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
意
味
を
も
う
一
度
確
認
し
な
お
し
て
、
現

在
の
中
国
と
結
び
つ
け
」
よ
う
と
す
る
研
究
者

と
し
て
の
強
い
自
己
抑
制
と
倫
理
意
識
が
あ
る

（
特
集
「
遠
い
隣
人
の
文
学
を
読
む
」、『
言
語
社
会
』

第
四
号
、
二
〇
一
〇
）。
と
も
あ
れ
、
上
海
と
い

う
場
所
は
中
国
に
と
っ
て
特
殊
で
あ
る
。
中
国

全
体
に
広
げ
れ
ば
、
中
国
に
こ
の
時
期
、「
近

代
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
る
は
ず

も
な
い
が
、
上
海
と
い
う
限
ら
れ
た
場
所
に
焦

点
を
向
け
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
租
界
地
で
あ
る

が
ゆ
え
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
近
代
ら
し

き
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
上
海
は
中
国
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
中
心
地
で
あ
っ
た
が
、「
中
国
の

周
縁
」
で
も
あ
っ
た
。
著
者
も
援
用
す
る
史
書

美
の
議
論
に
よ
る
な
ら
、上
海
は
「
半
植
民
地
」

「
次
植
民
地
的
都
会
」
で
あ
っ
た
。

　
「
中
国
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ

西
欧
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
技
法
を
用
い
て
自
分
た

ち
の
現
在
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
、
鈴
木

氏
は
明
確
に
規
定
す
る
。
そ
れ
で
は
ま
る
で「
中

体
西
用
論
」
で
は
な
い
か
、
そ
う
で
は
な
く
て

中
国
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
本
質
主
義
的
な
達
成
を

み
な
い
ま
ま
挫
折
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

の
か
と
反
論
し
た
く
な
る
が
、
け
っ
き
ょ
く
そ

れ
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
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い
う
の
が
、
著
者
の
結
論
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
著
者
が
路
易
士
に
見
出
そ
う
と
す

る
の
は
、「
戦
時
中
の
上
海
で
活
動
し
た
こ
と

が
必
然
的
に
持
っ
た
政
治
的
な
意
味
」
と
、「
文

化
の
隅
々
に
わ
た
っ
て
い
た
当
時
の
政
治
性
の

意
味
を
問
い
直
す
こ
と
」（「
第
五
章
・
戦
時
下
に

お
い
て
詩
は
ど
こ
に
あ
る
か
―
―
路
易
士
の
詩
的

活
動
」）で
あ
る
。
路
易
士
の「
純
粋
詩
」と
は
、

「
純
粋
」
と
相
反
し
て
、
い
か
に
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
。「
路
易
士
の『
純

粋
詩
』
は
、
純
粋
を
妨
げ
る
現
実
の
場
で
あ
る

当
時
の
上
海
の
情
況
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
を

結
ん
で
い
る
」。
し
か
し
、「
日
本
占
領
下
上
海

の
路
易
士
の
活
動
を
再
考
す
る
こ
と
、
そ
れ
は

路
易
士
と
い
う
個
人
の
内
面
を
探
る
も
の
に
は

な
り
え
な
い
」。「
路
易
士
の
事
例
は
、
人
物
の

へ
の
回
収
を
慎
重
に
避
け
な
が
ら
、
別
の
形
で

戦
争
へ
の
抵
抗
を
表
現
す
る
べ
く
模
索
」
し
、

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政
治
運
動
か
ら

離
れ
た
独
自
の
立
場
か
ら
、
政
治
運
動
の
形
式

に
よ
っ
て
は
届
か
な
い
戦
争
の
暴
力
性
の
一
端

を
、詩
と
し
て
表
現
し
よ
う
」と
し
た
。
彼
は「
単

一
の
声
に
よ
っ
て
不
安
を
代
表
す
る
方
法
を
と

ら
な
か
っ
た
」。「
香
港
と
い
う
場
所
は
、
世
界

的
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
交
通
の
場
で
あ
り
、
中

国
人
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
主
体
を
形
成
す

る
こ
と
な
く
、
境
界
を
越
え
る
抵
抗
を
可
能
に

す
る
拠
点
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
」（「
第

四
章
・
詩
は
抵
抗
と
表
現
で
き
る
か
―
―
戴
望
舒
の

模
索
」）。
そ
し
て
、「
不
透
明
な
主
体
」
で
あ
る

し
か
な
い
存
在
の
仕
方
が
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
と
し

て
の
彼
ら
の
書
く
こ
と
の
主
体
性
で
あ
っ
た
と

重
要
性
か
ら
考
え
て
も
、
対
日
協
力
の
強
さ
か

ら
考
え
て
も
、
限
り
な
く
無
意
味
に
近
い
」。

だ
が
、
そ
の
空
虚
さ
は
、
彼
自
身
が
選
ん
だ
方

法
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
彼
は
自
ら

を
、
地
上
を
「
散
歩
す
る
魚
」（
一
九
四
三
）
に

喩
え
た
。
著
者
は
、
路
易
士
の
特
徴
と
し
て
、

「
ず
れ
」
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
。

　

実
は
、
そ
れ
は
路
易
士
だ
け
の
こ
と
で
は
な

い
。
ア
ジ
ア
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
、
け
っ
き
ょ

く
「
ず
れ
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
戴
望
舒
で
あ

れ
路
易
士
で
あ
れ
、
東
京
で
あ
れ
上
海
で
あ
れ

ソ
ウ
ル
で
あ
れ
台
北
で
あ
れ
、
そ
れ
は
程
度
の

差
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
ず
れ
」
て
い

る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」と
は
、畢
竟「
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
」

の
産
物
で
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
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は
政
治
性
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
、台
湾
で
路
易
士
が
紀
弦
と
な
っ
て
か
ら
の
、

彼
の
「
縦
の
継
承
」
で
は
な
く
「
横
の
移
植
」

だ
と
す
る
「
現
代
派
運
動
」
の
主
張
は
、
ま
さ

に
著
者
の
考
え
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
か
ら
の
主
体
的
な
「
ず
れ
」
の
創
出
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、

「
移
動
」
と
「
距
離
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

そ
う
考
え
て
く
る
と
き
、『「
帝
国
」
と
「
祖
国
」

の
は
ざ
ま
』
の
著
者
の
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
人
々
を
強
く
支
配
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、
む

し
ろ
そ
う
し
た
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
脱
し
う

る
価
値
の
創
造
を
映
画
と
い
う
芸
術
に
求
め
る

こ
と
、
そ
れ
は
た
し
か
に
「
幻
想
」
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、植
民
地
台
湾
で
も
、

「
帝
国
」
日
本
の
本
国
で
も
、「
祖
国
」
中
国
で

も
、
当
然
に
は
「
国
民
」
に
統
合
さ
れ
な
い
、

あ
る
い
は
統
合
さ
れ
ま
い
と
す
る
劉
吶
鷗
自
身

に
と
っ
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
を
脱
し

う
る
価
値
の
創
造
は
、
極
め
て
切
迫
し
た
要
求

だ
っ
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
」と
い
う
論
点
は
、

き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

　
「
上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
は
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
「
ピ
エ
ロ
」
の
よ
う
な
も
の
だ
。「
ピ
エ
ロ
」

と
は
「
生
活
の
圏
外
に
外
れ
て
し
ま
っ
た
人
、

弱
者
と
す
ら
い
え
な
い
よ
う
な
、
固
有
の
場
所

を
持
た
な
い
人
で
あ
る
」。
そ
の
こ
と
を
集
約

的
に
論
じ
た
の
が
、「
第
六
章
・
文
の
か
な
た
に

何
が
見
え
る
か
―
―
穆
時
英
の
選
択
」で
あ
り
、

「
穆
時
英
の
文
学
活
動
と
政
治
問
題
は
、
ほ
ん

と
う
に
切
断
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問

い
で
あ
る
。
そ
こ
で
鈴
木
氏
は
、「
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
主
張
と
は
異
な
っ
た
方
法
で
政
治
に

関
与
し
よ
う
と
し
た
中
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
思
潮
の

運
命
を
確
認
し
、
あ
わ
せ
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
思
潮

に
生
存
の
余
地
を
残
さ
な
か
っ
た
二
〇
世
紀
中

国
文
学
の
歩
み
を
再
検
討
し
た
い
」
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
、
近
代
な
る
も
の
の
指
標
で
あ

る
「
国
民
国
家
」
へ
の
疑
義
と
「
越
境
」
と
い

う
問
題
が
、
最
後
に
置
か
れ
た
「
第
七
章
・『
対

日
文
化
協
力
者
』
の
声
―
―
陶
晶
孫
の
屈
折
」

へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
中
川
成
美

『
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
想
像
力
』（
新
曜
社
、二
〇
〇
九
）

に
な
ら
う
な
ら
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
近
代
性

の
先
端
を
担
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
抜

け
出
る
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
」
で
あ
り
、「
近
代

性
に
束
縛
さ
れ
た
意
識
を
解
き
放
と
う
」
と
企

て
、「
国
民
国
家
の
版
図
を
超
え
よ
う
と
す
る

動
態
」
で
あ
っ
た
。
鈴
木
氏
の
こ
の
本
の
出
版

に
よ
っ
て
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
視
点

か
ら
中
国
近
現
代
文
学
を
考
え
る
本
格
的
な
論

考
が
、
よ
う
や
く
登
場
し
た
と
い
う
つ
よ
い
思

い
が
す
る
。

（
み
き
・
な
お
た
け　

広
島
大
学
）

第
3
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
中
国
語
文
法
研
究
の
新
展
望
」

▼
開
催
日
：
7
月
22
日
（
日
）
9
時
半
～
18
時

（
受
付
9
時
～
）▼
場
所
：
大
東
文
化
会
館
ホ
ー

ル（
東
武
東
上
線
東
武
練
馬
駅
か
ら
徒
步
4
分
）

▼
研
究
発
表
：
古
市
友
子「
教
本『
官
話
急
就
篇
』

初
版
本
と
増
訂
版
の
比
較
」、
何
一
薇
「
对
外

汉
语
“
把
”
字
句
教
学
」、
高
橋
弥
守
彦
「
中
国

語
受
身
表
現
の
体
系
に
つ
い
て
」
▼
講
演
：
齐

沪
扬
「
与
处
所
范
畴
相
关
的
“
把
＋
O
＋
Ｖ
Ｒ

＋
Ｌ
”
构
式
」、
周
小
兵
「
二
语
教
学
习
得
研

究
与
汉
语
语
法
研
究
的
互
动
」、
三
宅
登
之
「
ア

ス
ペ
ク
ト
マ
ー
カ
ー
と
図
地
分
化
―“
了
”･“
着
”

の
前
景
化
と
背
景
化
の
作
用
に
つ
い
て
―
」、

江
蓝
生
「
隐
含
义
的
显
现
与
句
法
创
新
」


