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中
国
や
日
本
と
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
研
究
に
関
し
て
の
著
作

は
多
い
が
、
研
究
ら
し
い
研
究
は
と
い
え
ば
、
質
・
量
と
も
に
乏
し
い

の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
各
学
会
の
研
究
者
と
そ
の
論
文
の

数
を
見
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
近
世
以
前
あ
る
い
は
大
き
く
時

代
を
飛
ん
で
現
代
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
の
に
対
し
、
近
代
期
の
研
究

は
き
わ
め
て
少
な
い
。
ま
し
て
や
、
近
代
へ
の
移
行
期
を
丹
念
に
研
究

し
た
著
作
と
な
る
と
、研
究
者
も
限
ら
れ
、そ
の
研
究
分
野
も
指
を
折
っ

て
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
こ
の
分
野
の
一
般
書

は
数
多
く
出
版
さ
れ
、書
店
に
も
こ
の
類
の
本
が
山
と
積
ま
れ
て
い
る
。

何
故
だ
ろ
う
か
。
古
典
研
究
と
異
な
り
、
未
だ
に
そ
の
息
吹
が
感
じ
ら

れ
る
近
代
は
な
ん
と
な
く
分
か
っ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
実
は
正
確
な

研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
時
代
が

近
い
だ
け
に
、
口
伝
や
風
聞
と
い
っ
た
こ
と
が
実
し
や
か
に
語
ら
れ
、
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一
般
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
ど
う
考
え
て
も
こ
ち
ら
の
方
が
お
も
し
ろ

い
に
違
い
な
い
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
本
書
は
一
般
的
な
近
代
物
の

面
白
み
か
ら
は
程
遠
い
、
実
に
精
密
な
事
実
の
積
み
重
ね
か
ら
近
代
を

描
き
出
し
た
一
書
で
あ
る
。

　

従
来
の
近
代
日
中
関
係
文
化
交
流
史
研
究
で
は
、
実
藤
恵
秀
氏
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
清
国
公
使
館
員
や
清
国
留
学
生
等
に
関
す
る
研
究

が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
近
代
日
中
関
係
史
に
お
い
て
は
、政
治
、

軍
事
と
い
っ
た
分
野
を
中
心
と
し
た
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。さ
ら
に
、

そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
は
政
治
家
、
外
交
官
、
軍
人
、
ま
た
い

わ
ゆ
る
大
陸
浪
人
な
ど
で
あ
っ
て
、
言
う
な
れ
ば
国
策
に
貢
献
し
た
人

物
が
中
心
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
よ
う
に
、
政

治
史
、
文
化
史
の
表
面
に
目
立
っ
て
現
れ
て
こ
な
い
宗
教
関
係
者
を
研

究
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
扱
っ
た
近
代
史
に
は
つ
い
ぞ
出
会
っ
て
い
な
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国
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研
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い
。
一
歩
譲
っ
て
、
近
代
に
お
け
る
日
本
の
仏
教
の
布
教
史
と
い
う
側

面
か
ら
捉
え
て
み
て
も
、
浄
土
真
宗
の
布
教
の
広
が
り
が
、
日
本
の
中

国
侵
略
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
、
宗
教
に
政
治
色
を

絡
め
た
よ
う
な
扱
い
で
あ
っ
て
、
純
然
た
る
布
教
活
動
の
実
態
や
制
度

に
光
を
当
て
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
加
え
る

な
ら
ば
、
幕
末
維
新
と
い
っ
た
近
代
に
お
け
る
浄
土
真
宗
に
絞
っ
て
見

て
み
る
と
、
当
時
の
政
治
家
や
権
力
者
と
通
じ
合
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
西
本
願
寺
派
の
研
究
が
主
と
な
っ
て
お
り
、
東
本
願
寺
の
僧
侶
が

い
か
に
し
て
近
代
に
活
躍
し
た
の
か
は
、
多
少
は
そ
の
方
面
に
興
味
を

持
っ
て
い
る
者
で
も
容
易
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
分
野
で
あ

る
。
そ
う
い
っ
た
面
で
、
本
書
を
読
む
に
至
っ
て
、
初
め
て
出
く
わ
す

近
代
の
諸
事
実
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

内
容
は
大
き
く
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
例
を
見
な
い

ほ
ど
の
序
論
が
そ
の
前
段
階
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
松
本
白

華
、北
方
心
泉
と
い
う
二
人
の
僧
侶
の
経
歴
と
、各
分
野
の
研
究
史
（
上

海
の
歴
史
、布
教
史
、文
化
交
流
史
、書
道
史
、漢
学
史
等
）
が
語
ら
れ
て
い
く
。

後
の
二
部
に
続
く
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
は
非
常
に
重
厚
で
著

者
の
研
究
方
向
を
如
実
に
語
る
部
分
で
あ
る
。

　

第
一
部
は
、
東
本
願
寺
が
海
外
布
教
を
開
始
す
る
以
前
、
す
な
わ
ち

幕
末
明
治
維
新
期
に
東
本
願
寺
が
置
か
れ
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
幕
末
期
に
多
数
の
浄
土
真
宗
僧
侶
が

大
分
県
日
田
の
咸
宜
園
で
学
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
著
者
は

こ
の
点
に
注
目
し
、
そ
の
学
統
で
あ
る
松
本
白
華
を
通
し
て
東
本
願
寺

と
明
治
新
政
府
が
ど
の
よ
う
に
し
て
関
係
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
か
に

つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
自
ら
何
回
も
咸
宜
園
や
そ
の
周
辺
に
足

を
運
び
、
咸
宜
園
教
育
セ
ン
タ
ー
の
研
究
者
と
の
学
問
的
交
流
を
持
っ

た
著
者
だ
か
ら
こ
そ
の
考
察
で
あ
り
、
咸
宜
園
と
い
う
江
戸
時
代
の
教

育
セ
ン
タ
ー
の
実
態
把
握
と
い
う
側
面
か
ら
も
、
後
の
研
究
の
基
盤
と

な
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
白
華
た
ち
東
本
願
寺
僧
侶
一
行
に

よ
る
海
外
視
察
の
有
り
様
を
渡
航
前
、
渡
航
中
、
渡
航
後
に
分
け
て
分

析
し
、
こ
の
視
察
か
ら
彼
ら
が
い
か
な
る
刺
激
を
受
け
、
今
後
の
方
針

を
立
て
て
い
っ
た
の
か
が
明
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

在
外
別
院
開
設
の
経
緯
、
当
時
の
上
海
や
そ
の
中
に
在
っ
て
の
別
院
の

状
況
、
さ
ら
に
は
日
清
戦
争
後
の
中
国
布
教
の
再
開
に
つ
い
て
語
ら
れ

て
い
る
が
、
当
時
の
上
海
社
会
の
状
況
分
析
は
著
者
の
得
意
と
す
る
研

究
分
野
で
あ
り
、
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
緻
密
な
考
察
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
部
分
だ
け
で
も
上
海
近
代
史
と
し
て
成
立
す
る
ほ
ど
の
研
究

成
果
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
著
者
は
上
海
近
代
史
に
関
す
る

国
際
学
会
に
お
い
て
数
々
の
発
表
を
行
い
、
中
国
の
研
究
者
と
も
交
流

を
持
ち
な
が
ら
、
こ
の
分
野
の
研
究
を
リ
ー
ド
す
る
存
在
と
し
て
活
躍

し
て
い
る
。

　

第
二
部
は
「
東
本
願
寺
僧
侶
の
日
中
文
化
交
流
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
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い
る
が
、
こ
こ
に
も
著
者
の
得
意
と
す
る
当
時
の
上
海
の
社
会
、
文
化

状
況
が
散
り
ば
め
ら
れ
、
そ
こ
に
日
本
の
布
教
僧
が
飛
び
込
ん
で
活
動

し
て
い
く
様
子
が
鮮
や
か
に
活
写
さ
れ
て
い
く
。
幕
末
か
ら
明
治
維
新

期
に
お
け
る
邦
人
の
上
海
進
出
と
そ
の
著
作
に
つ
い
て
は
、『
滬
游
雑

記
』
と
『
上
海
繁
盛
記
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
中
国

で
出
版
さ
れ
た
書
籍
が
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
日
本
に
伝
わ
り
、
そ
の

情
報
の
重
要
さ
に
目
を
つ
け
た
日
本
人
が
和
刻
本
を
作
成
し
て
い
く
様

子
が
丁
寧
に
説
か
れ
て
い
る
。
中
国
に
と
っ
て
も
、
日
本
に
と
っ
て
も

近
代
国
家
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
す
る
こ
の
時
期
、
じ
つ
は
多
種
の
書

籍
が
中
国
か
ら
日
本
へ
、
主
に
長
崎
経
由
で
舶
載
さ
れ
た
。
そ
の
中
に

は
著
者
が
取
り
上
げ
た
よ
う
な
中
国
都
市
の
社
会
状
況
を
伝
え
る
も
の

が
あ
っ
た
り
、
南
京
条
約
以
後
に
中
国
に
住
み
着
い
た
在
華
欧
米
宣
教

師
が
中
国
語
で
書
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
布
教
書
が
あ
っ
た
り
、
ま

た
西
洋
の
近
代
科
学
を
紹
介
し
た
漢
訳
西
洋
科
学
書
な
ど
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
書
籍
輸
入
は
、
そ
れ
以
後
は
逆
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
西
洋
近

代
の
情
報
が
中
国
へ
と
舶
載
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
中
国

か
ら
日
本
へ
と
い
う
ア
ジ
ア
的
文
化
の
流
れ
の
最
後
期
と
言
っ
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
未
だ
歴
史
分
野
で
も
哲
学
、
文

学
分
野
で
も
こ
の
時
期
の
文
献
を
対
象
と
し
た
研
究
は
殆
ど
無
い
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
部
分
の
著
者
の
研

究
は
重
要
で
あ
る
。

　

さ
て
上
海
へ
と
渡
っ
た
白
華
や
心
泉
は
、
清
末
の
文
人
、
杭
州
の
文

人
た
ち
と
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
上
海
に
在
住
し
て
い

る
日
本
人
画
家
た
ち
と
の
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

今
ま
で
の
研
究
と
は
異
な
り
、
民
間
の
僧
侶
と
現
地
の
文
化
人
の
交
流

を
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
近
代
ア
ジ
ア
を
見
る
視
点
が
は
っ
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き
り
と
見
て
取
れ
る
。
そ
こ
に
、
歴
史
は
社
会
の
上
層
部
だ
け
で
作
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
活

動
し
た
人
々
の
重
層
的
な
活
躍
が
そ
れ
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
だ
と
い

う
、
著
者
の
意
見
を
汲
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

最
終
章
は
主
に
帰
国
し
て
か
ら
の
心
泉
の
活
動
が
、
書
の
受
容
を
中

心
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
。
彼
は
異
邦
で
学
ん
だ
書
に
磨
き
を
か

け
る
べ
く
、
三
宅
真
軒
に
教
え
を
請
い
、
独
自
の
書
風
を
築
い
て
い
っ

た
。
日
本
人
が
容
易
に
渡
航
で
き
る
状
況
で
な
か
っ
た
上
海
に
渡
り
、

現
地
の
生
活
の
中
で
中
国
文
化
に
触
れ
、
各
地
の
文
人
と
の
交
流
を
通

じ
て
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
流
通
し
て
い
な
い
小
学
、
金
石
類
の
漢
籍

を
学
ん
だ
。
さ
ら
に
物
事
に
拘
泥
し
な
い
心
泉
の
性
格
と
自
由
な
立
場

が
心
泉
独
自
の
書
風
を
作
っ
て
い
っ
た
。ま
た
心
泉
は
書
だ
け
で
な
く
、

そ
の
中
国
で
の
長
い
生
活
を
通
し
て
、
中
国
の
文
化
や
生
活
様
式
ま
で

も
含
め
た
中
国
文
化
を
総
合
的
に
摂
取
し
て
い
っ
た
。
中
国
に
対
す
る

憧
憬
の
念
を
生
涯
持
ち
つ
つ
、
布
教
を
通
し
た
中
国
に
お
け
る
活
動
に

最
後
ま
で
意
欲
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

白
華
や
心
泉
を
始
め
と
す
る
布
教
僧
の
日
記
、
各
種
の
清
末
文
化
人

た
ち
と
の
交
流
、
彼
ら
が
収
集
し
た
書
画
と
い
っ
た
資
料
が
残
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
今
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
研
究
の
手
が
及
ん
で
い
な
い
と
い

う
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
書
の
上
梓
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
資
料

の
多
く
が
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
が
逆
に
そ
の
後
の
渡
清
僧
た
ち
に
与
え
た
影
響
を
も
知

り
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
著
者
が
近
代
を
研
究
す
る
に

当
た
っ
て
詳
細
な
文
献
調
査
と
徹
底
し
た
現
地
調
査
を
行
わ
れ
た
こ
と

は
、
近
代
を
扱
う
も
の
と
し
て
は
当
然
の
研
究
姿
勢
で
は
あ
る
が
、
こ

こ
ま
で
徹
底
し
た
例
は
あ
ま
り
類
を
見
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
著
者
の
研

究
ス
タ
イ
ル
な
の
だ
ろ
う
。
学
問
を
同
じ
く
す
る
者
と
し
て
は
、
深
く

反
省
す
る
と
と
も
に
、
改
め
て
勉
強
さ
せ
て
も
ら
う
機
会
を
得
た
こ
と

に
感
謝
し
た
い
。

（
な
か
む
ら
・
さ
と
し　

玉
川
大
学
）

♦


