
『東方』381 号（2012 年 11 月）　　18

　

本
『
東
方
』
誌
上
に
載
っ
た
斯
波
義
信
氏
の
『
中
国
社
会
経
済
史
用

語
解
』（
以
下
『
用
語
解
』
と
す
る
）
の
刊
行
予
告
の
文
章
を
、
大
方
の
読

者
が
関
心
と
期
待
を
持
っ
て
読
ま
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
日
本
が
今
対
峙

し
つ
つ
あ
る
大
国
中
国
が
い
か
な
る
存
在
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
時
、

歴
史
的
な
理
解
は
欠
か
せ
な
い
。
経
済
や
経
済
政
策
に
つ
い
て
の
歴
史

的
な
考
究
も
重
要
で
あ
る
。
文
字
の
大
国
中
国
は
多
く
の
経
済
史
料
を

残
し
て
い
る
。
た
だ
、正
史
の
食
貨
志
等
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語
は
「
新

興
の
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
経
済
学
用
語
と
は
異
な
る
た
め
経
済
史
料

の
活
用
は
十
分
で
は
な
い
。
本
書
は
必
ず
や
そ
の
よ
う
な
未
踏
の
地
を

進
ま
ん
と
す
る
研
究
者
の
必
須
の
ア
イ
テ
ム
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
慶
賀
す
べ
き
刊
行
予
告
の
記
事
を
読
ん
で
不
埒
に

も
戦
慄
を
覚
え
た
者
が
い
る
。
外
な
ら
ぬ
評
者
で
あ
る
。
評
者
は
『
中

国
歴
史
公
文
書
読
解
辞
典
』（
以
下『
中
歴
』と
す
る
）を
刊
行
し
て
い
る
が
、

歴
代
正
史
・
食
貨
志
訳
注
の
恩
沢

　
　

―
―
『
中
国
社
会
経
済
史
用
語
解
』
に
つ
い
て
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『
用
語
解
』
は
公
文
書
の
語
彙
も
収
集
し
て
い
る
と
い
う
。
東
洋
文
庫

で
行
わ
れ
た
訳
注
事
業
を
背
景
と
し
、
宋
代
に
限
っ
た
だ
け
で
も
四
六

年
、
一
九
二
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
訳
注
事
業
か
ら
起
算
す
れ
ば
九
〇
年

に
垂
と
す
る
大
事
業
の
成
果
を
背
景
と
し
た
出
版
で
あ
る
。
こ
れ
で
は

こ
ち
ら
は
巨
象
に
踏
み
潰
さ
れ
る
蟻
さ
ん
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ

の
出
版
に
対
し
て
評
者
が
書
評
す
る
の
も
一
興
と
考
え
直
し
て
、
東
方

書
店
に
書
評
を
し
た
い
と
申
し
出
た
。

　
『
用
語
解
』
は
頁
を
め
く
る
だ
け
で
も
大
変
な
大
著
で
あ
る
。
辞
書

部
で
四
八
六
頁
あ
る
。
一
頁
が
原
稿
用
紙
七
枚
半
相
当
と
し
て
原
稿
用

紙
約
三
六
五
〇
枚
、
文
字
数
は
一
四
〇
万
字
を
超
え
る
。
見
出
し
語
は

約
六
〇
〇
〇
語
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
各
項
目
の
平
均
説
明
字
数
は

二
三
〇
字
ほ
ど
で
あ
る
（『
中
歴
』
は
辞
書
部
は
原
稿
用
紙
七
五
〇
枚
相
当
、

各
用
語
の
説
明
平
均
字
数
は
三
〇
字
）。
ど
の
項
目
で
も
こ
れ
だ
け
の
字
数

斯
波
義
信 

編
著

中
国
社
会
経
済
史
用
語
解
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で
よ
る
べ
き
史
料
に
基
づ
き
語
釈
を
ま
と
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。
そ
れ
が
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
項
目
数
で
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

と
は
偉
容
に
し
て
労
作
と
言
う
に
足
る
。『
用
語
解
』
は
見
出
し
語
の

み
な
ら
ず
巻
末
の
索
引
は
説
明
文
中
の
関
連
す
る
語
彙
約
三
五
〇
〇
語

も
収
録
し
て
お
り
合
わ
せ
て
一
万
語
近
く
の
語
に
つ
い
て
理
解
考
察
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
用
語
解
』
は
大
項
目
と
し
て
「
財
政
」「
経
済
」「
社
会
」「
公
文
書
」

の
四
つ
に
分
か
ち
、更
に
い
く
つ
か
の
中
項
目
に
分
か
れ
（「
財
政
」
は
、

「
財
務
行
政
」「
賦
税
」「
役
法
」「
駅
伝
」「
専
売
」
な
ど
八
つ
の
中
項
目
に
分

か
れ
る
）、
更
に
小
項
目
に
分
か
れ
る
も
の
も
あ
る
。
各
項
目
ご
と
に

ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
関
連
す
る
語
が
ま
と
ま
っ
て
お
り
面
白
く
読
め

る
。「
庶
民
」
な
ど
は
面
白
か
っ
た
。

　
『
用
語
解
』の
各
項
目
で
は
冒
頭
に
歴
史
的
な
概
観
も
示
さ
れ
る
。「
役

法
」「
塩
法
」「
戸
籍
」「
互
市
」「
坑
冶（
鉱
業
）」「
市
鎮
」「
市
舶
」「
磁
器
」

「
酒
」「
漕
運
」「
茶
法
」「
賦
税
」
の
各
項
目
な
ど
は
通
史
的
に
説
明
が

な
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
二
段
組
レ
イ
ア
ウ
ト
で
一
段
分
（
約
一
六
〇
〇

字
相
当
）
を
超
え
る
記
述
で
あ
り
、「
塩
法
」
に
至
っ
て
は
六
〇
〇
〇

字
で
あ
ろ
う
（
本
書
評
は
約
四
〇
〇
〇
字
）。
か
つ
て
の
歴
史
専
門
の
事

典
の
記
述
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
関
心
を
持
つ
研
究
者
は
こ
れ
か
ら
は
ま

ず
見
て
お
く
べ
き
記
述
と
な
ろ
う
。
更
に「
商
事
行
政
」「
人
口
の
統
計
」

「
集
落
階
層
」「
牧
畜
業
」「
家
族
」
な
ど
現
代
の
概
念
に
よ
る
通
史
的

な
記
述
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
分
野
の
概
説
が
な
さ
れ
て
い
る

と
は
正
に
数
十
年
に
一
度
出
る
か
出
な
い
か
の
業
績
で
あ
ろ
う
。
た
だ

概
説
的
な
記
述
は
ど
う
あ
っ
て
も
字
数
に
よ
る
制
約
が
あ
る
か
ら
他
に

参
照
す
べ
き
論
著
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
後
学
を
裨
益
し
た
だ
ろ
う
と
思

う
。人
口
の
動
態
な
ら
桑
原
隲
蔵
の「
歴
史
上
よ
り
観
た
る
南
北
支
那
」、

塩
で
あ
れ
ば
宮
崎
市
定
「
歴
史
と
塩
」、
藤
井
宏
の
も
の
を
二
つ
か
三

つ
思
い
浮
か
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
公
文
書
に
つ
い
て
は
『
用
語
解
』
は
三
六
頁
分
の
語
彙
を
集

め
て
い
る
。
評
者
は
『
中
歴
』
が
採
用
し
て
い
な
い
用
語
に
つ
い
て
は

臍
を
噛
ん
だ
も
の
の
、
公
文
書
の
読
解
の
手
引
き
は
な
か
っ
た
の
で
、

『
中
歴
』
は
棲
み
分
け
て
生
き
残
る
だ
ろ
う
と
判
断
は
し
た
。
公
文
書

読
解
に
つ
い
て
は
語
彙
だ
け
で
は
な
く
、
書
式
の
体
裁
の
理
解
が
必
要

で
あ
る
。

　
『
用
語
解
』
と
『
中
歴
』
で
重
な
っ
て
い
る
語
彙
も
あ
る
。

　
「
部
院
」
に
つ
い
て
は
、『
用
語
解
』
と
『
中
歴
』
は
複
数
の
ほ
ぼ
同

じ
語
釈
を
掲
げ
る
が
、『
用
語
解
』
は
「
清
初
は
総
督
、
清
代
中
期
以

降
は
巡
撫
」
と
し
て
い
る
が
、『
中
歴
』
は
「
巡
撫
」
と
の
み
し
て
い

る
（『
中
歴
』
は
そ
も
そ
も
清
末
民
初
期
の
用
語
集
）。

　
「
印
結
」
に
つ
い
て
は
『
中
歴
』
で
は
「
印
つ
き
の
証
文
」
と
し
、た
っ

た
六
文
字
の
説
明
で
あ
る
。
出
典
は
『
福
恵
全
書
』
一
巻
二
〇
葉
ｂ
と

し
た
。こ
れ
に
対
し『
用
語
解
』は
二
箇
所（
？
）に
あ
り
、（
一
四
〇
、四
八
二
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頁
）
そ
れ
ぞ
れ
約
五
〇
字
で
あ
り
「
人
物
、
行
為
を
保
証
す
る
こ
と
を

保
結
と
し
、
官
印
の
押
印
の
あ
る
も
の
（
大
意
）」
と
「
印
」
が
官
印

で
あ
る
と
す
る
。

　

清
代
で
は
布
告
文
の
冒
頭
な
ど
で
使
わ
れ
た
「
照
得
」
と
い
う
用
語

に
つ
い
て
は
、
宋
元
時
代
に
お
け
る
用
法
の
説
明
が
異
な
る
。『
中
歴
』

は
「
上
下
行
文
書
み
な
『
照
得
』
と
い
う
表
現
を
冒
頭
に
使
っ
て
い
た
」

と
す
る
が
、『
用
語
解
』
は
「
下
よ
り
上
に
行
う
文
書
に
こ
れ
を
用
い

た
」
と
し
、「
照
対
得
之
」
の
省
略
と
す
る
。
宋
元
代
の
専
門
家
の
記

述
で
あ
ろ
う
が
、
辞
書
を
編
纂
し
て
い
る
者
と
し
て
は
出
典
が
気
に
な

る
。
こ
の
場
合
の
「
照
」
は
拠
る
べ
き
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
示
す
と
す

る
が
、
評
者
も
か
つ
て
Ｈ
Ｐ
上
で
同
様
の
推
量
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
得
」
は
『
中
歴
』
で
は
独
立
し
た
項
目
を
立
て
「『
～
し
た
結
果
以
下

の
よ
う
に
な
る
』『
曰
く
』
の
意
あ
り
か
？
」
と
し
た
。『
用
語
解
』
は

「
看
得
」「
議
得
」
の
語
釈
を
見
る
と
「
～
し
得
た
内
容
」
と
し
て
い
る
。

　
『
用
語
解
』
で
惜
し
ま
れ
る
の
は
、
巻
頭
に
参
考
文
献
は
掲
げ
る
も

の
の
、
各
用
語
が
ど
の
食
貨
志
に
見
え
る
か
が
判
ら
な
い
こ
と
で
あ
る

（
項
目
内
に
ど
の
王
朝
の
時
代
に
と
明
記
す
る
説
明
も
あ
る
が
）。『
用
語
解
』

は
漢
代
か
ら
清
代
ま
で
の
用
語
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
（
貨
幣

な
ど
は
先
秦
時
代
に
ま
で
溯
る
）、
正
史
の
ど
の
食
貨
志
に
見
え
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
知
り
た
い
。
た
だ
、
宋
代
を
中
心
に
使
わ
れ
た
用
語
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
も
膨
大
な
労
大
作
で
あ
る
が
、
斯
波
義
信
編
『
宋
会

要
輯
稿　

食
貨
篇　

社
会
経
済
用
語
集
成
』（
二
〇
〇
八
）
に
よ
り
『
宋

会
要
』
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
印
結
」
は
『
集
成
』

に
見
え
、『
中
歴
』
に
よ
り
『
福
恵
全
書
』
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
か

ら
は
宋
代
か
ら
清
代
ま
で
は
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
（「
執
照
」
も

ほ
ぼ
同
様
の
手
順
で
や
は
り
宋
清
間
の
用
語
だ
と
判
る
）。『
用
語
解
』
は

四
六
年
も
か
か
っ
た
『
宋
史
』「
食
貨
志
」
の
訳
注
（
二
〇
〇
六
年
終
了
）

後
の
企
画
で
あ
り
、宋
代
の
用
例
を
中
心
と
し
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

「
均
輸
法
」
の
項
目
は
宋
代
を
中
心
と
し
て
詳
述
し
な
が
ら
漢
代
の
記

述
が
な
い
。
漢
代
の
「
平
準
法
」
も
独
立
し
た
項
目
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

以
下
は
評
者
が
関
心
を
も
つ
塩
に
つ
い
て
見
る
。「
両
浙
塩
」
の
説

明
も
宋
代
を
中
心
と
し
た
説
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
蘇
州
に
加
え
て
後
代

の
上
海
も
「
浙
西
」
に
あ
た
り
物
流
的
に
は
寧
ろ
浙
江
省
だ
と
あ
れ
ば

今
日
的
に
も
面
白
か
っ
た
だ
ろ
う
に
と
思
う
。
こ
れ
は
浙
江
財
閥
が
上

海
を
支
配
し
た
背
景
で
あ
り
、
蔣
介
石
も
浙
江
省
の
塩
商
の
家
の
出
で

あ
る
。

　

大
項
目
の
中
に「
専
売
」が
あ
り
、そ
の
中
に「
塩
」が
含
ま
れ
て
い
る
。

更
に
「
塩
課
」「
塩
税
」
と
い
う
小
項
目
も
あ
る
。「
専
売
」
の
項
目
の

中
で「
税
」と
あ
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
れ
は『
台
湾
私
法
』や『
清

国
行
政
法
』（
以
下
『
行
政
法
』
と
す
る
）
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
の
矛
盾

を
引
き
継
い
で
い
る
。『
台
湾
私
法
』
と
『
行
政
法
』
で
「
専
売
」
と

い
う
項
目
の
中
で
塩
が
扱
わ
れ
た
の
は
編
纂
さ
れ
た
当
時
の
「
中
国
で
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は
な
く
」
台
湾
・
日
本
に
お
い
て
塩
の
専
売
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
で

あ
る
。『
行
政
法
』
で
も
塩
は
「
専
売
」
の
項
目
の
中
で
扱
わ
れ
て
い

る
が
、
な
ん
と
清
代
の
塩
政
は
「
国
家
専
売
と
は
異
な
る
」
と
明
記
し

て
い
る
（
六
巻
一
七
四
～
八
一
頁
）。
専
売
と
い
う
項
目
の
中
で
記
述
は

そ
れ
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。『
行
政
法
』の
塩
政
の
記
述
に
か
か
わ
っ

た
一
人
は
こ
の
『
用
語
解
』
の
序
文
に
も
そ
の
名
前
が
掲
げ
ら
れ
る
加

藤
繁
で
あ
る
。
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
当
時
は
「
清
朝

の
制
度
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
素
人
」
で
あ
っ
た
加
藤
繁
は
「
清

代
の
塩
法
に
つ
い
て
」（
一
九
三
七
）
で
も
『
行
政
法
』
の
分
類
を
踏
襲

し
つ
つ
も
清
代
の
塩
政
は
専
売
な
ど
で
は
な
く
「
消
費
税
」
と
し
た
。

　

漢
の
武
帝
の
塩
鉄
策
の
運
用
の
実
態
は
不
明
で
あ
り
考
古
学
上
の
成

果
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
唐
代
に
劉
晏
が
完
成
さ
せ
た
制
度

こ
そ
は
政
府
が
塩
を
買
い
上
げ
貯
蔵
し
転
売
し
利
益
を
あ
げ
た
正
に

「
専
売
」
制
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
専
売
制
に
お
い
て
は
商
品
を
買
い

上
げ
る
、
管
理
す
る
、
売
り
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
の
種
々
の
リ

ス
ク
が
伴
う
。
人
口
の
増
大
に
よ
り
こ
の
リ
ス
ク
は
更
に
増
大
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
リ
ス
ク
は
商
人
達
に
丸
投
げ
し
て
税
制
策
へ
転
じ
れ
ば

回
避
で
き
る
。
唐
代
以
降
塩
の
専
売
制
は
増
大
す
る
人
口
に
よ
り
必
然

的
に
税
制
策
へ
と
転
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
学
達
の
一
時
の
研
究
は
明

代
に
至
り
専
売
制
が
完
全
に
破
綻
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
研
究
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
清
代
は
税
制
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
清
末
民
初
期
の

塩
法
論
者
左
樹
珍
は
税
制
論
と
専
売
論
の
論
議
を
混
同
す
べ
き
で
は
な

い
と
説
い
た
。
塩
を
扱
う
政
策
手
法
の
中
に
専
売
制
と
税
制
等
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
塩
は
専
売
の
項
目
内
で
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。

　

記
念
す
べ
き
こ
の
出
版
物
に
対
し
て
い
さ
さ
か
評
者
の
妄
言
が
過
ぎ

た
か
も
知
れ
ぬ
。一
知
半
解
に
ケ
チ
を
つ
け
る
な
ど
誰
に
で
も
で
き
る
。

そ
う
評
者
は
重
農
学
家
の
「
為
す
に
任
せ
よ
、
行
く
に
任
せ
よ
」
は
唐

代
の
劉
晏
が
主
張
し
た
「
不
問
所
之
（
之ゆ

く
所
を
問
わ
ず
）」
に
由
来
す

る
に
違
い
な
い
な
ど
と
説
く
妄
言
居
士
で
あ
る
。
し
か
し
、中
国
は『
管

子
』
の
昔
か
ら
経
済
学
の
先
進
国
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
よ
う
や
く

経
済
学
が
産
声
を
上
げ
た
と
き
、中
国
に
は
す
で
に
『
皇
明
経
世
文
編
』

と
い
う
大
部
な
編
纂
物
が
あ
っ
た
。
そ
の
編
者
に
よ
り
劉
晏
の
主
張
は

税
制
用
語
と
し
て
再
生
し
て
い
た
。
今
は
中
国
の
経
済
史
料
を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
起
源
の
社
会
学
・
経
済
学
の
用
語
に
置
き
換
え
て
読
み
解
く
べ

き
時
代
で
あ
る
が
、『
用
語
解
』
は
必
ず
や
そ
の
一
大
橋
頭
堡
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

（
や
ま
ご
し
・
と
し
ひ
ろ　

徳
島
県
立
城
北
高
等
学
校
）


