
『東方』475 号（2020 年 10 月）　　30

　

本
書
は
、『
章
炳
麟
と
明
治
思
潮
―
―
も
う
一
つ
の
近
代
』（
研
文
出

版
、
二
〇
〇
六
年
）、『
清
末
功
利
思
想
と
日
本
』（
佐
藤
豊
氏
と
の
共
著
、
研

文
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
章
炳
麟
を
中
心
と
す
る
中
国
近
代
思
想
史

研
究
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
小
林
武
氏
が
四
〇
年
来
の
論
考
を
ま
と
め
て

一
冊
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
章
炳
麟
と
い
え
ば
、
わ
が
国
で
は
仏
教
理

論
に
根
拠
を
お
く
そ
の
反
満
革
命
思
想
が
、
論
者
に
よ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
差
は
あ
れ
高
く
評
価
さ
れ
る
一
方
、
そ
う
し
た
評
価
へ
の
批
判
も
な

さ
れ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
清
朝
考
証
学
を
継
承
・
改
造
し
た
章

が
徹
底
し
て
伝
統
思
想
に
依
拠
し
た
思
想
家
だ
っ
た
こ
と
は
誰
も
が
認

め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
清
末
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
華
夷
的
文
明
観

か
ら
西
洋
中
心
の
新
た
な
文
明
観
へ
の
転
換
に
と
も
な
い
、
西
洋
近
代

思
想
の
受
容
が
課
題
と
な
る
が
、
知
識
人
の
思
考
は
な
お
伝
統
文
明
下

に
形
成
さ
れ
た
思
想
体
系
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
受
容
は
程

伝
統
思
想
再
生
の
文
化
構
造
の
解
明手

代
木　

有
児

Book Review

度
の
差
は
あ
れ
伝
統
思
想
を
意
識
し
て
展
開
さ
れ
た
。
か
く
し
て
西
洋

近
代
思
想
受
容
に
お
け
る
伝
統
思
想
の
作
用
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
、

章
は
そ
の
際
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
目
さ
れ
て
き
た
。
本
書

は
、
西
洋
近
代
思
想
受
容
に
お
け
る
伝
統
思
想
の
問
題
を
、
特
に
章
に

お
け
る
そ
の
再
生
の
文
化
構
造
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
た
労
作
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
難
解
な
文
章
で
知
ら
れ
る
章
に
な
か
な
か
近
づ
け
な
か
っ
た

評
者
も
多
く
の
刺
激
を
受
け
た
。
そ
こ
で
本
書
を
構
成
す
る
三
編
の
う

ち
、
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
章
の
法
制
論
を
扱
っ

た
直
近
の
成
果
で
あ
る
第
一
編
「
章
炳
麟
と
中
国
法
」
を
中
心
に
紹
介

し
て
み
た
い
。

　

中
国
で
は
儒
教
の
法
へ
の
評
価
が
低
か
っ
た
た
め
に
、
法
が
論
じ
ら

れ
る
こ
と
は
ま
れ
だ
っ
た
。
し
か
し
章
は
早
く
か
ら
法
に
関
心
を
も

ち
、
清
朝
が
日
本
な
ど
を
モ
デ
ル
に
立
憲
化
に
動
く
と
、
近
代
法
の
模
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倣
を
批
判
し
中
国
法
の
独
自
の
近
代
化
に
向
け
て
法
制
へ
の
思
索
を
深

め
て
い
っ
た
。
第
一
編
で
は
、
伝
統
思
想
と
の
関
わ
り
で
章
の
法
制
論

の
展
開
を
た
ど
り
、
そ
れ
が
辛
亥
革
命
前
後
の
体
制
構
想
に
深
く
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。
第
一
章
「
章
炳
麟
の
「
憲
法
大
綱
」
批

判
」
で
は
、
清
朝
が
頒
布
し
た
「
憲
法
大
綱
」（
一
九
〇
八
）
へ
の
章

の
批
判
に
は
、
代
議
制
は
一
君
万
民
体
制
下
の
粗
放
な
統
治
が
も
た

ら
し
た
民
の
自
由
（
放
任
の
自
由
）
を
阻
害
す
る
、
と
い
う
中
国
の
歴

史
・
文
化
を
ふ
ま
え
た
独
自
の
代
議
制
批
判
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す

刑
律
だ
け
と
は
解
さ
ず
広
く
制
度
と
し
て
み
な
す
と
と
も
に
、
法
を
例

外
な
く
公
平
に
適
用
す
べ
き
も
の
と
考
え
、
ま
た
罪
刑
一
致
を
重
視
し

た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
六
章
「
章
炳
麟
の
体
制
構
想
」
で

は
、
章
の
そ
う
し
た
法
制
論
が
、
彼
が
辛
亥
前
に
構
想
し
た
「
諦
実
之

共
和
」
体
制
に
お
け
る
法
制
に
も
反
映
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
法
制
の
意
図
は
①
民
衆
の
権
利
擁
護
、
②
総
統

権
力
の
牽
制
、
③
権
力
者
・
官
員
へ
の
法
適
用
厳
格
化
に
あ
っ
た
と
す

る
。
た
だ
し
主
権
者
た
る
民
で
は
な
く
法
制
エ
リ
ー
ト
に
立
法
を
ゆ
だ

ね
、
民
意
の
実
現
に
お
い
て
問
題
を
残
し
た
と
す
る
。
終
章
で
は
、
民

国
初
の
一
〇
年
に
及
ぶ
規
範
機
能
な
き
法
制
の
現
実
に
よ
り
、
辛
亥
前

に
お
け
る
法
の
普
遍
的
支
配
（
上
記
①
②
③
な
ど
）
へ
の
期
待
を
裏
切

ら
れ
た
章
は
、
さ
ら
に
法
の
支
配
と
民
の
主
権
の
保
護
を
目
指
し
、
権

力
の
分
散
に
よ
る
牽
制
（
連
省
自
治
な
ど
）
お
よ
び
国
会
機
能
の
監
察

官
に
よ
る
監
督
を
唱
え
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
辛
亥
前
後
を
通
じ
て

章
の
法
制
論
が
法
の
普
遍
的
支
配
を
重
視
す
る
点
で
一
貫
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
辛
亥
後
の
章
を
単
に
「
頽
唐
」
し
た
と
見
る
従
来
の
評
価
の

再
検
討
を
提
起
す
る
。

　

第
一
編
が
、
章
の
法
制
論
に
注
目
す
る
こ
と
で
辛
亥
前
後
の
政
治
体

制
構
想
に
見
出
せ
る
一
貫
性
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
辛
亥
後
の
章

へ
の
評
価
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
章
が

儒
教
倫
理
の
中
国
法
へ
の
影
響
を
強
く
批
判
し
た
こ
と
に
関
す
る
詳
細

る
。
第
二
章
「
章
炳
麟
の
中
国
法
に
対
す
る
評
価
」、
第
三
章
「「
五
朝

法
律
索
隠
」
の
歴
史
的
位
置
」
で
は
、「
五
朝
法
律
索
隠
」（
一
九
〇
八
）

と
い
う
論
文
に
注
目
し
、
章
が
清
朝
の
近
代
法
導
入
に
触
発
さ
れ
て
儒

教
色
が
濃
厚
な
中
国
法
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
、
歴
代
の
法
に
汲
む
べ

き
可
能
性
を
探
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
民
の
儒
教
倫
理
か
ら

の
逸
脱
に
厳
し
く
、
官
僚
ら
を
優
遇
す
る
漢
律
や
唐
律
を
批
判
し
、
ま

だ
研
究
が
な
か
っ
た
五
朝
（
魏
、
晋
、
宋
、
斉
、
梁
）
の
法
に
、
法
の
公

平
適
用
、
罪
刑
一
致
の
性
格
を
見
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま

た
第
四
章
「
清
末
に
お
け
る
礼
と
法
の
見
方
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
梁

啓
超
、
劉
師
培
、
厳
復
や
清
朝
官
僚
が
、
儒
教
が
旧
律
に
与
え
た
ゆ
が

み
に
無
関
心
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
第
五
章
「
章
炳
麟
に
お
け
る
法
の

問
題
」
で
は
、『
訄
書
』（
初
刻
本
一
八
九
九
、
重
訂
本
一
九
〇
四
）
と
『
検

論
』（
一
九
一
四
）
を
検
討
し
、
章
の
法
制
論
が
一
貫
し
て
法
を
狭
く
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な
指
摘
は
（
第
二
章
）、
彼
の
儒
教
批
判
を
考
え
る
う
え
で
ま
こ
と
に

興
味
深
い
。
だ
が
評
者
が
最
も
刺
激
を
受
け
た
の
は
、
一
見
伝
統
思
想

と
は
結
び
つ
か
な
い
法
の
近
代
化
の
問
題
が
、
近
代
法
基
準
に
か
な
う

五
朝
法
の
発
見
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
と
の
指
摘
で
あ
る
。
本
編
は
、

あ
く
ま
で
歴
史
・
文
化
に
ね
ざ
し
て
独
自
の
近
代
化
を
構
想
し
よ
う
と

し
た
章
に
お
け
る
伝
統
思
想
再
生
の
具
体
的
様
相
を
、
章
の
法
制
論
の

検
討
を
通
じ
て
鮮
や
か
に
浮
き
彫
り
に
し
た
と
い
え
る
。

　

続
く
第
二
編
「
章
炳
麟
に
お
け
る
知
の
諸
相
」、
第
三
編
「
清
末
の
諸

子
学
と
異
文
化
受
容
」
を
読
む
と
、
第
一
編
に
う
か
が
え
た
伝
統
思
想

再
生
の
様
相
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
鮮
明
な
問
題

意
識
が
、
著
者
の
研
究
に
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
編
で

は
、
章
の
知
の
あ
り
方
が
、
西
洋
近
代
思
想
の
刺
激
を
受
け
つ
つ
、
そ

二
次
的
だ
っ
た
「
書
」・「
志
」
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
歴
史
を
皇
帝
中

心
で
な
く
集
団
・
モ
ノ
・
人
の
関
数
と
捉
え
、
民
俗
の
世
界
に
目
を
向

け
た
と
す
る
。
補
論
「
清
末
の
「
自
主
」
と
明
治
思
想
」
で
は
、
章
の

「
自
主
」
の
思
想
が
、
一
方
でliberty

を
意
識
し
つ
つ
も
、
他
方
で
個

人
を
強
調
し
公
理
の
強
制
を
拒
み
、
東
洋
的
自
由
（
放
任
の
自
由
）
の

色
彩
を
併
せ
持
つ
独
自
の
も
の
だ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
章
の
思

想
を
構
成
す
る
表
現
方
法
、
歴
史
叙
述
、「
自
主
」
の
思
想
な
ど
に
つ

い
て
、
そ
の
形
成
過
程
を
詳
細
に
分
析
し
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
歴
史
・

文
化
に
ね
ざ
し
た
思
索
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

り
、
伝
統
思
想
再
生
の
多
様
な
様
相
を
理
解
で
き
る
。
な
お
前
著
『
章

炳
麟
と
明
治
思
潮
―
―
も
う
一
つ
の
近
代
』
は
、
初
期
の
章
に
お
け
る

肯
定
的
な
西
洋
近
代
思
想
受
容
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
で
あ
り
、
そ
の

一
部
が
第
二
編
の
第
四
章
、
第
五
章
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
こ
う
し
た
伝
統
思
想
の
再
生
は
な
ぜ
可
能
と
な
っ
た
の
か
。
第
三

編
で
は
こ
の
こ
と
が
清
末
に
し
ば
し
ば
異
文
化
受
容
の
受
け
皿
と
な
っ
た

諸
子
学
の
性
格
の
検
討
を
通
じ
て
考
察
さ
れ
る
。
こ
と
に
第
一
章
「
清

末
の
諸
子
学
」
で
は
、
章
の
言
説
か
ら
伝
統
学
術
の
性
格
と
し
て
思
想

性
（
強
い
社
会
的
関
心
）
と
学
術
性
（
厳
密
な
文
献
考
証
。
そ
こ
に
は
経
学

由
来
の
討
議
す
る
性
格
を
含
む
）
を
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
伝
統
学
術
は

保
守
主
義
（
経
の
不
可
侵
）
お
よ
び
批
判
主
義
（
経
の
自
主
的
解
釈
）
と

い
う
両
義
性
を
有
し
た
と
し
、
思
想
性
と
学
術
性
の
間
に
保
守
主
義

の
摸
倣
で
は
な
く
伝
統
思
想
の
再
生
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
様

相
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
第
一
章
「
章
炳
麟
に
お
け
る
表
現

の
問
題
」
で
は
、
章
が
文
学
に
お
い
て
文
字
の
特
性
を
重
視
し
、
レ
ト

リ
ッ
ク
を
排
し
て
文
質
の
調
和
を
強
調
し
、
ま
た
名
実
一
致
を
説
く
正

名
論
を
文
学
論
と
同
次
元
で
捉
え
た
の
は
、
漢
字
と
い
う
視
覚
性
・
象

徴
性
の
強
い
文
字
言
語
に
着
目
し
た
こ
と
と
関
わ
り
、
そ
の
こ
と
が
世

界
と
人
間
の
多
様
性
を
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
る
態
度
を
生
ん
だ
と
す

る
。
第
二
章
「
章
炳
麟
に
お
け
る
歴
史
叙
述
」
で
は
、
章
は
西
洋
の
文

明
史
の
新
た
な
視
点
か
ら
中
国
史
の
叙
述
形
式
を
再
考
し
、
正
史
で
は
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と
批
判
主
義
の
関
係
が
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
伝
統
思
想
の
革
新

と
再
生
が
可
能
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
清
末
諸
子
学

が
西
洋
近
代
思
想
と
接
触
し
た
際
、
こ
の
思
想
性
と
学
術
性
（
討
議
の

性
格
）
が
作
用
し
、
伝
統
を
脱
ぎ
捨
て
て
西
洋
に
置
き
換
え
ず
「
異
文

化
を
一
々
自
国
文
化
に
比
擬
」
す
る
こ
と
で
、
諸
子
学
が
西
洋
受
容
の

準
拠
枠
と
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
中
西
を
対
比
す
る
思
考
方
法

は
、
伝
統
学
術
が
も
つ
討
議
の
性
格
の
作
用
に
よ
る
中
西
の
同
異
の
検

証
（
例
と
し
て
、
梁
啓
超
に
お
け
る
西
洋
近
代
科
学
精
神
と
考
証
学
の
「
実
事

求
是
」、
お
よ
び
章
に
お
け
る
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
と
『
周
易
』
の
同
異
の
検
証
を

あ
げ
る
）
が
見
出
せ
る
点
で
、
所
謂
「
付
会
」
を
超
え
て
展
開
し
た
と
す

る
。
こ
う
し
た
伝
統
学
術
の
性
格
と
伝
統
思
想
再
生
の
関
係
に
つ
い
て

の
指
摘
、
こ
と
に
討
議
の
性
格
の
作
用
が
「
付
会
」
を
超
え
さ
せ
た
と

の
指
摘
は
、
清
末
知
識
人
の
異
文
化
受
容
へ
の
従
来
に
な
い
鋭
い
洞
察

で
あ
り
、
今
後
の
議
論
の
深
化
が
期
待
さ
れ
る
。

　

か
つ
て
島
田
虔
次
氏
は
、
清
末
に
お
け
る
伝
統
思
想
諸
流
派
の
展
開

の
中
で
、
古
文
派
の
章
が
革
命
と
ど
う
結
び
つ
い
た
の
か
を
克
明
に
明

ら
か
に
し
た
。
そ
の
指
摘
は
今
日
も
価
値
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
は

西
洋
近
代
思
想
は
背
景
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
対
し
て
本
書
で
は
、
章
に

お
い
て
西
洋
近
代
思
想
と
の
格
闘
を
通
じ
て
伝
統
思
想
が
ど
う
作
用
し

ど
う
再
生
し
た
か
が
、
両
者
の
内
容
対
比
、
伝
統
思
想
の
性
格
分
析
を

ふ
ま
え
て
論
じ
ら
れ
る
ま
で
に
研
究
が
深
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
梁
啓

超
、
厳
復
ら
西
洋
受
容
の
積
極
的
推
進
者
た
ち
と
の
対
比
が
終
始
意
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
本
書
の
価
値
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る
。

　

日
清
戦
争
後
、
宣
教
師
の
中
国
国
民
性
批
判
や
日
本
経
由
の
西
洋
近

代
思
想
の
影
響
力
の
強
ま
り
の
中
で
、
急
激
に
進
ん
だ
西
洋
近
代
へ
の

傾
斜
は
、
辛
亥
後
の
五
四
新
文
化
運
動
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
。
し

か
し
第
一
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
は
西
洋
近
代
へ
の
不
信
感
を
生
み
、
東

西
文
化
論
争
の
中
で
伝
統
思
想
の
再
評
価
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
展
開
の
中
で
、
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
ご
と
く
あ
く
ま
で
伝
統

思
想
に
依
拠
し
つ
つ
西
洋
近
代
思
想
と
格
闘
し
た
章
の
思
想
的
営
為
を

考
え
る
と
き
、
中
国
近
代
に
お
け
る
章
の
思
想
家
と
し
て
の
存
在
の
大

き
さ
と
伝
統
思
想
の
多
様
な
可
能
性
を
改
め
て
強
く
認
識
さ
せ
ら
れ

る
。
本
書
の
刊
行
が
、
中
国
近
代
に
お
け
る
伝
統
思
想
の
作
用
に
関
す

る
研
究
の
新
た
な
発
展
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
な
お

小
文
の
校
正
段
階
で
、
佐
藤
豊
氏
に
よ
る
書
評
（『
中
国
研
究
月
報
』
第

七
十
四
巻
第
五
号
、
二
〇
二
〇
年
五
月
）
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
あ
わ

せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
て
し
ろ
ぎ
・
ゆ
う
じ　

福
島
大
学
）




