
幕
末

・
維
新
期
に
お
け
る

『
海
国
図
志
」
の
受
容

佐
久
間
象
山
を
中
心
と
し
て

源

了

圓

幕末 ・維新期における 『海国図志』の受容

団

中
国

の
湖
北
大
学
教
授
馮
天
瑜
氏
は
次

の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
「中
国
に

お
け
る
近
代
新
学
の
発
生

・
成
長
は
、
無
論
、
西
洋
の
学
問

の
刺
戟
と
影
響
に

よ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
西
洋
の
学
問
が
簡
単
に
転
移
し
た
の
で
は
な

く
、
中
国
人
が
近
代
中
国
と
い
う
環
境
の
中
で
創
造
し
た
精
神
的
産
物
で
あ
り
、

中
国
の
伝
統
文
化
と
西
洋
の
学
問
が
衝
突
し
合

い
な
が
ら
、
互
い
に
溶
け
合

っ

た
所
産
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
互
作
用

の
複
雑
な
過
程
に
お
い
て
、
道

・
咸

年
間
の
経
世
実
学
は
、
接
木
の
台
木

の
よ
う
な
働
き
を
し
た
。

い
わ
ば
道

・
威

年
間
の
経
世
実
学
は
中
国
の

『古
学
』
が

『新
学
』
に
通
ず
る
媒
介
と
橋
渡
し

(
1
)

で
あ
る
」
。

こ
こ
で
馮
教
授

の
語

っ
て
い
る
こ
と
ば

は
、
日
本

の
幕
末

・
維
新
期
の
実
学

に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
日
中
両
国
は
と
も
に

「内
憂
外
患
」
に
見
舞
わ

れ
、
両
国
の
政
治
家
や
知
識
人
た
ち
は
必
死
に
な

っ
て
彼
ら
の
直
面
す
る
問
題

に
立
ち
向

い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
独
立
を
全
う
す
る
た
め
に
全
力
を
ふ
る

っ
た
。

そ
の
た
め
の
彼
ら
の
思
惟
と
行
動

の
軌
跡
が
、
中
国
で
は
道

・
咸
年
間

の
経
世

実
学
で
あ
り
、
日
本
で
は
幕
末

・
維
新
期
の
実
学
で
あ
る
。

当
時
の
中
国
が
清
朝
中
期
か
ら

の
急
速
な
人
口
増
加
に
よ
る
経
済
的
窮
乏
と

社
会
的
不
安

に
喘

い
で
い
た
と
す
れ
ば
、
幕
末

の
日
本
は
幕
府

の
創
業
以
来
の

自
然
経
済
と
商
品
経
済

の
矛
盾
が
収
拾

で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
、
慢
性
的

イ
ン
フ
レ
の
中
で
武
士
と
農
民
が
最
も
苦
し
み
、
百
姓

一
揆
が
頻
発
し
て
い
た
。

社
会
の
体
制
と
現
実
と
の
く
い
違

い
を
人
々
は
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ

こ
に
両
国
と
も
西
洋
に
よ
る
外
圧
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
相
似
た
状
況

に
あ

っ
た
両
者
を
思
想
的
に
つ
な

い
だ
著
作
が
あ

っ

た
。
魏
源

(
一
七
九
四
-
一
八
五
七
)
の

『海
国
図
志
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の

本
は
、
ア

ヘ
ン
戦
争
に
林
則
徐

二

七
八
五
-
一
八
五
〇
)
の
盟
友
と
し
て
戦

っ

13



た

一
人
の
知
識
人
が
、
敗
戦
の
苦
渋
を
糧

と
し
て
中
国
の
進
む
べ
き
道
を
示
し

た
本
と
し
て
、
ま
た
当
時
の
日
本
が
最
も
欲
し
て
い
た
世
界
の
事
情
に
つ
い
て

の
情
報
を
満
載
し
た
本
と
し
て
、
当
時
の
日
本
人
に
熱
狂
的
に
受
け
容
れ
ら
れ

た
。
幕
末
の
日
本

に
こ
の
本
ほ
ど
影
響
を
与
え
た
中
国
の
本
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
影
響
は
古
典
の
よ
う
な
永
続
性
を
も

つ
も
の
で
は
な
か

っ
た
が
、

日
本
が
そ
れ
ま
で
模
範
国
と
仰
い
だ
中
国

の
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
お
け
る
敗
北
と

い
う
衝
撃
的
事
件

の
中
で
取
る
べ
き
進
路

に
迷

っ
て
い
た
時
、
こ
の
本
は
読
者

イ
ン
パ
ク
ト

に
そ
の
人
な
り
の
仕
方
で
い
か
に
西
欧

の
衝
迫
に
対
応
す
る
か
と
い
う
切
実
な

問
題

へ
の
解
答

の
示
唆
を
与
え
た
。
幕
末

の
日
本
に
と

っ
て
は
ま
こ
と
に
時
宜

を
得
た
本
で
あ

っ
た
。

私
は
こ
こ
で

「そ
の
人
な
り
の
仕
方
で
」
と
言

っ
た
が
、
こ
の
本

の
影
響
は

次

の
三
つ
の
タ
イ
プ

に
類
型
化
で
き
る
。
第

一
の
最
大
な
る
も
の
は
、
「夷

の

長
技
を
師
と
し
て
夷
を
制
す
る
」
と
い
う
魏
源
の
考
え
に
触
発
さ
れ
て
、
西
欧

の
科
学
技
術
文
明
を
採
用
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
日
本
の
独
立
を
全
う
し

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ

に
属
す
る
人
が
圧
倒
的
に
多
か

っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
代
表
的
人
物

に
は
島
津
斉
彬
、
川
路
聖
謨
、
佐
久
間
象

山
、
そ
の
門
弟
の
吉
田
松
陰
、
若
き
日
の
西
村
茂
樹
ら
が

い
る
。
第
二
に
こ
れ

に
反
し
て
、
こ
の
本
を
読
む
こ
と
を
通
じ

て
自
分
の
攘
夷

の
信
念
を
ま
す
ま
す

鞏
固
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
本
か
ら
西
欧
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
抵
抗
す
る
道
を

学
ん
だ
人
々
で
あ
り
、
破
邪
論
で
有
名
な
幕
末

の
儒
者
安
井
息
軒
、
攘
夷
派
の

志
士
頼
三
樹
三
郎
な
ど
が
そ
う

で
あ
る
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
そ
う
大
き
い
と
は

言
え
な
い
。
そ
し
て
第
三
は
、
こ
の
本
を
通
じ
て
攘
夷
論
か
ら
開
国
論

に
転
ず

る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
積
極
的
な
交
易
論
を
と

っ
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
第

一
の
グ

ル
ー
プ
の
よ
う
に
科
学
技
術
を
学
ん
で
強
国
日
本
に
な
る
こ
と
だ
け
に

満
足
せ
ず
、
西
洋

の
諸
般
の
事
情
を
知
り
、
西
欧
の
政
治
、
法
律
、
経
済
、
社

会
の
し
く
み
、
福
利
厚
生
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
も
大

い
に
学
ぶ
と
こ
ろ
あ
り

と
考
え
、
場
合

に
よ

っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教

に
対
し
て
も
関
心
を
も

っ
た
人
々
で

あ
る
。
彼
ら
は
日
本
の
あ
り
方
の
変
革
さ
え
志
向
し
始
め
た
。
開
明
的
志
士
の

橋
本
左
内
が
そ
う
で
あ
り
、
横
井
小
楠
も
ま
た
そ
う
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
西
洋

テ

ヲ

の
軍
事
技
術
だ
け
で
な
く

「夷
情
」
に
つ
い
て
も
関
心
を
も
ち
、
「以
レ
夷

ス
ル

ヲ

款
レ
夷

」
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
こ
ん
だ

(「籌
海
篇
」
第
四
議
款
)
魏
源
に
対
し
て

関
心
を
も

っ
た
。

右
の
三
者

の
う
ち
、
歴
史
的
に
最
も
重
要
な
の
は
第

一
と
第
三
の
タ
イ
プ
で

あ
り
、
中
国
思
想
史
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従

っ
て
前
者
を

「洋
務
派
」、
後
者
を

「変
法
派
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
同
じ
く
開
国
論
者

で
あ
り
、
同
じ
く

『海
国
図
志
』
を
読
み
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
反
応

の
相
違
が
出
た
の
は
、
魏
源

の
思
想
そ
れ
自
体

に
洋
務
派
的
面
と
変
法
的
な
面
が
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て

(
2

)

い
る
が
、
他
方
、
『海
国
図
志
』
の
読
み
手
の
内
面
の
志
向
性
が
魏
源

の
そ
れ

ぞ
れ
の
面

に
共
鳴
し
、
選
択
的
な
呼
応
を
し
た
と
い
う
こ
と
を
閑
却
し
て
は
な

ら
な

い
と
思
う
。
紙
幅

に
制
限

の
あ
る
本
稿
で
は
、
洋
務
派
の
佐
久
間
象
山
だ

け
を
選
び
、
彼
の
魏
源

へ
の
共
鳴

の
内
容
を
示
し
、
そ
の
共
鳴
を
起
さ
せ
た
彼

の
思
想

の
志
向
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
示
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
幕
末
日

14



幕末 ・維新期における 『海国図志』の受容

本

の
思
想
的
可
能
性
と
そ
の
特
色
を
描
き
た
い
と
思
う
。

圀

こ
の
節

で
は

『海
国
図
志
』

の
成
立
に

つ
い
て
し
る
し
た
い
が
、
そ
の
前

に

こ
の
本

の
著
者
魏
源
に

つ
い
て

一
般
的
な

こ
と
を
紹
介
し
て
お
く
。
魏
源
は
清

末
の
官
僚

で
し
か
も
思
想
家
。
官
僚
と
し

て
は
揚
州
広
東
台
県
の
知
県
と
し
て

水
利
事
業
や
塩
政
に
関
し
て
大
き
な
貢
献
を
示
し
た
が
、
ア

ヘ
ン
戦
争
当
時
は

た
す

欽
差
大
臣
林
則
徐
を
扶
け
て
英
軍
に
抵
抗
す
る
知
的
指
導
者
の
役
割
を
果
す
。

彼
の
学
問
的
立
場
は
公
羊
学
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
改
革
の
理
論
的
根
拠
を
得
た

と
さ
れ
る
。
と
く
に
彼
が
共
感
し
た
の
は
董
仲
舒
の

『春
秋
繁
露
』
の

「微
言

大
義
」
で
、
「道
」
と

「勢
」
と
の
関
係

に
注
目
し
た
。
道
だ
け
で
な
く
そ
れ

と
の
関
係
で
勢
を
重
ん
ず
る
彼
の
思
想
は
、
こ
の
世
を

一
大
変
局
と
み
な
し
、

そ
こ
に
身
を
投
じ
て
現
実
を
変
革
す
る
生

き
方
を
選
ば
せ
、
政
治
変
革
の
主
体

た
る
べ
き
官
僚
の
腐
敗
を
除
去
す
る
た
め
に
官
僚
制

・
科
挙
制
の
改
革
を
説
き
、

地
方
民
利
の
増
進

の
た
め
に
水
利
事
業

・
漕
運

・
塩
政
等

の
改
革
に
向
わ
せ
る
。

そ
し
て
ア

ヘ
ン
の
密
輸

に
対
し
て
は
断
固

た
る
処
置
を
取
る
べ
き
こ
と
を
提
言

(3
)

し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

ア
ヘ
ン
戦
争
の
終
熄
し
た
道
光
二
十
二
年

(
一
八
四
二
)、
魏
源
は
二

つ
の
本

を
書
い
た
。

一
つ
は

『聖
武
記
』
全
十
四
巻
な
ら
び

に

『海
国
図
志
』
全
五
十

巻

(李
朝
朝
鮮

に
は
ほ
ど
な
く
受
容
さ
れ
た
が
、
わ
が
国
に
は
こ
の
五
十
巻
本

は
輸
入
さ
れ
て
い
な
い
)
で
あ
る
。
前
者
は
清
王
朝
創
業
以
来

の
武
功
を
主
と

し
て
記
述
し
た
本
で
、
ア

ヘ
ン
戦
争
に
よ
る
敗
北
と
い
う
こ
と
で
国
民
が
自
信

を
喪

っ
て
い
る
中

で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復
す
る
た
め

に
書

い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
巻
十

一
以
降
は

「武
事
余
記
」
と
な

っ
て

お
り
、
「兵
制
兵
餉
」
(巻
十

一
)、
「掌
故
考
証
」
(巻
十
二
)、
「事
功
雑
述
」
(巻

士

二
)、
「議
武
五
篇
」
(巻
十
四
)
と
い
う
構
成
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
わ
が

国
で
は
こ
の
四
巻
が
と
く
に
注
目
さ
れ
、
『聖
武
記
附
録
』
と
題
し
て
翻
刻
さ

れ
、
吉
田
松
陰
な
ど
は
こ
の
翻
刻
本

の
方
を
読

ん
だ
よ
う

で
あ

る

(翻
刻
者

(4
)

不
明
)
。

『
海

国

図

志

』

の
方

は

ヒ

ュ
ー

・
マ

レ

ー

の
大

著

『
地

理

全

書

』

(国
⊆
讐

寓

二
雫

蠢

メ

諺
⇔

国
ロ
2

0
一〇
冨

巴

冨

o
{
O
o
3
0
房

ヨ
ひq

①
O
o
日
b
一Φ
什Φ
U
①
ω
a

9

9

0
{

匪

①

国
碧

9

℃
ξ

皀
o
巴

℃
ω
什
鋤
け
犀

8
貫

穹

α

勺
o
一三

鐔

一.
い
o
巳

o
戸

一
。。
ω
心
・
ω

<
o
び

)

を

、

広

東

在

任

中

の
林

則

徐

が

、

袁

徳

輝

等

に

命

じ

て

翻

訳

さ

せ
、

『
四

洲

志

』

と
名

づ

け

た

本

を

藍

本

と

し

て
著

わ

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

『
四

洲

志

』

(道

光

十

八
年

・
一
八

三

八

年

刊

)

の
原

本

は

一
千

五

百

頁

を
超

す

大

冊

と

い
う

こ

と

で
あ

る

が

、

漢

訳

は

そ

の
要

点

を

拾

っ
て
、

全

体

の

二
十

分

の

一

(
5
)

位
の
分
量
に
要
約
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
本
を
林
則
徐
の
依
頼
に
よ

っ
て

魏
源
が
さ
ら
に
増
補
し
て
道
光
二
十
二
年
に

『海
国
図
志
』
全
五
十
巻
と
し
て

刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
魏
源
は
道
光
二
十
七
年

(
一
八
四
七
)
に
増

補
改
訂
し
て
六
十
巻
の
も
の
と
し
て
揚
州
で
刊
行
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
今
日
容

易

に
入
手
で
き
る
台
湾

の
成
文
出
版
社
か
ら
中
華
民
国
五
十
六
年

に
翻
刻
さ
れ

た

『海
国
図
志
』
は
こ
の
版
に
拠

っ
て
い
る
。
魏
源
は
そ
の
後
も
さ
ら
に
改
訂
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増
補

の
作
業
を

つ
づ
け
、
咸
豊

二
年

(
一
八
五
二
)
に
百
巻
本
を
出
し
、
こ
れ

を
定
本
と
し
た
。
こ
の
際
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
瑪
吉
士
の

『地
理
備
要
』
な
ら
び

に
ブ
リ
ッ
ジ
メ
ン
の

『合
省
図
志
』
に
よ

っ
て
増
補
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
本
は
基
本
的

に
は

「
万
国
地
理
書
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
巻
頭

(六
十

巻
本
で
は
巻

一
、
百
巻
本
で
は
巻

一
、
巻
二
)
に

「籌
海
篇
」
を
置
き
、
議
守
、
議
…

戦
、
議
款
と
い
う
防
禦

・
戦
闘

・
外
交
と

い
う
西
洋

の
イ
ン
パ
ク
ト

へ
の
対
応

に
つ
い
て
の
魏
源
の
考
え
方
の
基
本
的
骨
組
を
し
る
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ

ら
に
つ
づ
く
巻

で
各
国
の
地
理
に
つ
い
て
記
述
す
る
時
は

い
わ
ゆ
る
地
理
だ
け

で
な
く
、
そ
の
国
の
人
文

・
社
会

に
亙
る
世
界
の
国
々
の

「事
情
」
を
し
る
す
。

こ
の
本

の
末
尾
の
部
分
に
は
造
船
、
鋳
砲
、
測
量
、
砲
台

の
つ
く
り
方
、
火
薬

の
製
法
、
そ
の
他
の
西
洋
の
器
芸

(機
器
に
つ
い
て
の
技
術
)
等
に
つ
い
て
も
説

い
て
当
時
の
社
会
的
要
求
に
応
ず
る
情
報

が
提
供
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
本
の
基
本
的
考
え
は

「夷
の
長
技

を
師
と
し
て
夷
を
制
す
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
言
う
長
技

と

は

「戦
艦
」
「火

器
」
お
よ
び

「養

兵

・
練
兵
」
の
三
者
で
あ
る
。
し
か
し
彼

の
関
心
は
狭
義
の
軍
事
的
技
術
に
と

ど
ま
ら
ず
、
彼
は
通
商

の
必
要
を
説
く
と
と
も
に
、
よ
り
広

い
戦
略
的
観
点
か

ら
西
洋
の
事
情
を
知
る
必
要
を
説
き
、
そ

の
具
体
的
方
法
と
し
て

「訳
館
を
立

て
て
夷
書
を
翻
訳
」
す
べ
き
こ
と
も
説
い
て
い
る
℃
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

西
欧

の
科
学
技
術
文
明
の
積
極
的
な
受
容

や
、
外
国
の
事
情
を
知
る
た
め
の
措

置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
国
内
問
題
と
し
て
は
人
心
を
正
し
、

人
材
を
挙
げ
る
こ
と
の
必
要
が
説
か
れ
て

い
る
。
こ
の
本
に
説
か
れ
て
い
る
こ

と
は
、

一
つ

一
つ
の
精
密
さ
に
つ
い
て
は
ま
だ
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ

の
包
括
的

・
綜
合
的
見
方
は
政
策
立
案
者
と
し
て
の
魏
源
の
卓
越
性
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
本
は
こ
れ
ま
で
み
ず
か
ら
の
文
明

の
輝
か
し
い
伝
統
に
自
足
し
て

「中

華
主
義
」
に
立

っ
て
い
た
中
国
に
お
い
て
は
画
期
的
な
本
で
あ

っ
た
。
し
か
し

か
く
す
う
と
う

な
.が
ら
中
国
で
は
最
初
の
問
は
正
当
に
評
価
さ
れ
な
か

っ
た
。
郭
崇
熹
の

「書

海
国
図
志
後
」
に
よ
れ
ば
、

「要
す
る
に

『海
国
図
志
』
の
大
要
は
、
形
勢
を

考
え
洋
情

に
通
じ
、
敵
に
対
し
て
勝
を
制
す
る
た
め
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
に

ご

し

あ
る
。
そ
れ
は
互
市

・
議
款
及
び
夷
人
の
長
技
を
師
と
し
て
夷
を
制
す
る
こ
と

お
ど
ろ

を
論
じ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
通
商
開
始
の
日
に
説
い
て
、
笑

い
か
つ
駭
か
な
い

(6
)

も
の
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
言
の
正
し

い
こ
と
は
、
十
余
年
を

へ
て
は
じ
め
て
実
証
さ
れ
た
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「太
平
天
国
の

乱
」

(
一
八
五
一
-
六
四
)
や

「
ア

ロ
ー
号
事
件
」

(
一
八
五
六
)
を
契
機
と
し
て

は
じ
め
て
気
づ
か
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
ロ
ー
号
事
件
の
お
こ

っ
た
の
は
、

げ
ん
じ

わ
が
国
の
安
政
三
年
、
太
平
天
国
の
終

っ
た
の
は
元
治
元
年
で
あ

っ
た
こ
と
を

思
え
ば
、
そ
の
間
中
国
は
中
華
中
心
主
義
の
厳
し
い
代
償
を
支
払

っ
た
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

團

で
は
日
本
で
は
魏
源
の

『聖
武
記
』
や
と
く
に

『海
国
図
志
』
は
ど
の
よ
う

に
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
魏
源
受
容
に
つ
い
て
の
基
本
的
文
献
が
二
つ
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幕末 ・維新期における 『海国図志』の受容

あ
る
。
そ
の

一
つ
倣
大
庭
脩
教
授
の

『
嘉
塒
玳
唐
船
持
渡
書

の
研
究
』
(関
西
大

学
東
西
学
術
研
究
所
研
究
業
刊

一
)
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
開
国
百
年
記
念
文
化

事
業
会
編
に
な
る

『驩

日
本
人

の
海
外
知
識
』

(元
版
乾
元
社
、
現
在
原
書
房
)

で
あ
る

(実
際
の
担
当
者
は
鮎
澤
信
太
郎

・
大
久
保
利
謙
両
氏
)
。

前
者

に
よ
れ
ば
、
『聖
武
記
』
は
出
版

後
二
年
た

っ
た
弘
化
元
年

(
一
八
四

四
)
に
ま
ず

一
部

一
套
だ
け
渡
来
し
、
元
代
二
十
五
匁
で
老
中
阿
部
伊
勢
守

の

手
に
入

っ
て
い
る
。
翌
年

一
部
二
套
が
輸

入
さ
れ
、
同
じ
く
老
中
で
あ

っ
た
牧

野
備
前
守
が
入
手
し
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
弘
化
三
年
に
二
部
輸
入
さ
れ
、
老
中

青
山
下
野
守
、
戸
田
山
城
守

の
手
に
入

っ
て
い
る
。
時

の
老
中
全
部
が
こ
の
書

を
手
に
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
日
本
の
政
治
家
た
ち
は
な
か
な
か
勉
強

家
で
あ

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
後
も
毎
年
の
よ
う
に
輸
入
さ
れ
て

い
る
が
、
嘉
永
三
年
四
月
に
尾
張
の
鷲
津

監

(毅
堂
)
ー

永
井
荷
風

の
外
祖

父
1

の
校
に
な
る

『聖
武
記
採
要
』
三
冊
が
出
版

さ
れ
、
『聖
武
記
』
巻
十

四
の

「武
事
余
記
」
講
武
五
篇
が
城
守

篇
、
水
守
篇

(上
巻
)、
防
苗
篇
、
軍

(
7
)

政
篇

(中
巻
)、
軍
儲
篇

(下
巻
)
と
し
て
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
き
に

示
し
た
よ
う
に

『聖
武
記
附
録
』
四
巻

四
冊

(巻
十

一
ー
十
四
)
も
翻
刻
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
翻
刻

の
出
版
は
、
も
と
も
と
同
年

に
刊
行
さ
れ
た

『海
国
図

志
』
の
翻
刻
出
版
よ
り
も
四
年
早
い
。

こ
の

『聖
武
記
』
は
前
記
四
人

の
老
中

の
ほ
か
に
、
嘉
永
二
年
の
老
中
久
世

大
和
守
や
遠
藤
但
馬
守
、
本
庄
安
芸
守
、
酒
井
右
京
亮
等
の
政
治
家
の
手
に
は

い
り
、
佐
藤

一
斎
、
佐
久
間
象
山
な
ど
も
読
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

指
導
者
階
級
の
人
々
に
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
浸
透
度

や
影
響
は

『海
国
図
志
』
に
は
る
か
に
及
ぼ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は

『聖
武

記
』
の
大
半
は
清
朝
皇
帝
の
創
業
以
来
の
武
功
史
で
日
本
人
に
は
あ
ま
り
関
心

が
も
て
な
か

っ
た
こ
と
、
巻
十

一
-
十
四
の
末
尾
の
諸
巻
は
日
本
人
に
も
関
心

が
も
て
、
そ
の
翻
刻
版
が
出
た
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
視
野
は
軍
事
的
問
題

に

限
ら
れ
て
、
『海
国
図
志
』
の
よ
う
な
西
欧
諸
国
の
人
文
、
社
会
の
現
象

に
及

ぶ
視
野
の
ひ
ろ
さ
が
な

い
た
め
に
、
人
々
を
魅
き
つ
け
る
力
に
お
い
て
は

『海

国
図
志
』
に
較

べ
る
と
乏
し
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ
日
本

で
の

『海
国
図
志
』
の
受
容
は

『聖
武
記
』
に
較

べ
て
遅
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

『海
国
図
志
』

に
載
せ
る
と
こ
ろ
の
西
洋
事
情

が
国
禁
の
キ
リ
ス
ト
教

に
関
す
る
記
事
を
多
く
含
む
た
め
、
そ
の
輸
入
に
抵
抗

が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
下
ま
ず

『海
国
図
志
』
輸
入
の
次
第
を

『唐
船
持
渡
書
の
研
究
』
に
従

っ

て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
書
が
初
め
て
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
嘉
永
四
年

(
一
八
五

一
)
の
中
国
渡
来
船

「亥

二
番
船
」
を
通
じ
て
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
は

三
部
、

一
部
の
元
代
は

=
二
〇
目
で
あ
る
。
嘉
永
五
年

の
書
籍
元
帳
で
は

「此

ヘ

へ

桁

(項
目
の
意
)
御
禁
制
之
文
句
有
之

二
付
向
井
外
記
与
御
役
所
江
相
伺

峰
処
、

不
残
差
出

轟
様
御
沙
汰

二
付
相
納

除
旨
、
子
十

一
月
十
八
日
同
人
与
懸
合
越
。

(
8
)

手
紙
者

一
件
帳

二
帳
付
在
之
」
(傍
点
な
ら
び
に
句
読
点
は
筆
者
が
つ
け
た
)
と
あ

っ
て
、
三
部

の
本
は
み
な
奉
行
所
に
納
め
ら
れ
、
さ
ら
に
奉
行
所
を
通
じ
て
、

御
文
庫
用
、
学
問
所
御
用
、
老
中
牧
野
備
前
守
忠
雅

の
三
ケ
所
に
各

一
部
ず

つ
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納
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
本
が
ど
の
よ
う

に
利
用
さ
れ
た
か
よ
く
わ
か
ら
な

い
。

つ
い
で
嘉
永
五
年
入
港
の

「
子
二
番
船
」

で

一
部
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は

長
崎
会
所

に
保
管
さ
れ
た
。
そ

の
二
年
後

の
嘉
永
七
年

の
九
月

の

「寅

一
番

船
」
の
書
籍
元
帳
で
は
、
荷
主
陶
梅
の
分

の
十
二
部

の
う
ち

「内
七
部
除
、
残

五
部
」
で
あ
り
、
こ
の
五
部
と
荷
主
姚
洪

の
分
の
三
部
の
計
八
部
が
競
売
に
附

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
除
か
れ
た
七
部
は
幕
府
御
用
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
初
め
て

『海
国
図
志
』
は
日
本
人

の
知
的
共
有
財
産
と
な

っ
て
、
原
著

な
ら
び

に
や
が
て
出
る
そ
の
翻
刻
が
幕
末

の
日
本
を
ゆ
り
動
か
し
、
鎖
国
日
本

(
9
)

を
開
国

へ
と
促
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

嘉
永
七
年
に
輸
入
が
許
さ
れ
た
の
は
、

ペ
リ
ー
提
督

の
来
朝
に
よ

っ
て
同
年

三
月
に
日
米
和
親
条
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
と
深

い
関
係
が
あ
ろ
う
。
な
お
百

巻
本
は
、
前
記

の
よ
う
に

一
八
五
二
年

に
刊
行
さ
れ
た
が
、

一
八
五
四
年

(嘉

永
七
年

・
十

一
月
二
十
七
日
か
ら
安
政
元
年
)
に
舶
載
さ
れ
て
い
る
。
当
時

の
人
々

の
読
ん
だ
も
の
が
中
国
版
で
あ

っ
た
場
合
、
六
十
巻
本
で
あ

っ
た
か
百
巻
本
で

あ

っ
た
か
の
判
定
は
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
今
日
伝
わ

っ
て
い
な
い

の
で
、
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
た
だ
吉

田
松
陰

の
読
ん
だ
も
の
は
、
彼
が

「
こ
の
書
が
出
版
さ
れ
た
の
は
道
光
二
十

七
年
」
と
書

い
て
い
る
の
で
、
彼

の

(
10

)

読
ん
だ
も
の
は
六
十
巻
本
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
の

『海
国
図
志
』

の
受
容
に
お
け
る

一
つ
の
特
色
は
、
直
ち
に
多
く

の
翻
刻
版
が
出
た
こ
と
で
あ
る
。
濕
姻
日
本
人
の
海
外
知
識
』
に
よ
る
と
、
わ

が
国
で
翻
刻
さ
れ
た
も

の
は
二
十
三
種
も
あ
る
。
こ
れ
を
発
行
年

に
し
た
が

っ

て
み
る
と
、
嘉
永
七
年
15
、
安
政
二
年
5
、
安
政
三
年
2
、
明
治
三
年
1
、
と

な

っ
て
お
り
、
嘉
永
七
年

(安
政
元
年
)
か
ら
安
政
三
年
ま
で
の
三
年
間

に
集

中
的
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

次
に
翻
刻

の
形
式
を
見
る
と
、
ω
塩
谷
宕
陰

・
箕
作
阮
甫
の
協
力
に
よ

っ
て

な
さ
れ
た
よ
う
な
原
文

の
事
実
の
誤
り
を
正
し

(洋
学
者
箕
作
阮
甫
の
手
に
な

る
。
彼
は
歴
史
や
地
理
の
問
題

に
深
い
関
心
を
も

っ
て
い
た
)、
さ
ら

に
原
文

の
誤
植
を
直
し
、
そ
の
上
で
訓
点
を
施
し
た

「校
訂
本
」
と
も
い
う

べ
き
も
の

4
、
②
た
ん
な
る
訓
点
本
3
、
㈹
書
下
し
文
に
し
た

「和
訳
版
」
16
、

の
割
合

に
な
る
。
和
訳
版
が
十
六
も
出
て
い
る
と
い
う
の
は
さ
す
が
に
驚
か
ざ
る
を
得

な

い
。

こ
の
こ
と
は
漢
文
を
読
め
な
い

一
般
民
衆
も
世
界
の
情
勢
に
熱

い
関
心

を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
民
衆

の
知
的
水
準
の
高
さ
と
好
奇
心
が

そ
の
後
の
日
本

の
発
展
の
基
盤
と
な

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

校
訂
版
4
種
は
、
幕
府

の
開
明
官
僚
川
路
聖
謨
が
私
費
を
投
じ
て
求
め
た

『海
国
図
志
』
を
基

に
し
て
、
塩
谷

・
箕
作
に
命
じ
て
校
訂
さ
せ
た
も

の
で
あ

り
、
当
時

の
幕
府
の
開
明
官
僚
の
卓
越
性
を
物
語
る
。
ま
た
原
文
の
事
実

の
誤

り
を
正
す
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
国
の
洋
学
研
究
が
人
文

・
社
会
に
ま
で
及
ん

で
い
た
か
ら
初
め
て
出
来
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
漢
学
者
と
洋
学

(
11
)

者
と
の
協
力
関
係
が
容
易
に
出
来
た
当
時
の
知
的
状
況

に
注
目
し
た
い
。
こ
の

校
訂
版
は
中
国
の
原
版
以
上

に
す
ぐ
れ
た
版
で
あ

っ
た
。

最
後
に
、
翻
刻
の
対
象
と
な

っ
た
巻
に
注
目
し
た
い
。
日
本
で
の
翻
刻
は
組

織
的

・
網
羅
的
で
は
な
か

っ
た
。
重
要
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
重
点
的
に
集
中
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幕末 ・維新期における 『海国図志』の受容

し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は

「籌
海
篇
」
2
、
ア
メ
リ
カ
篇
9
、

ロ
シ
ア
篇
2
、

イ
ギ
リ
ス
篇
3
、
プ
ロ
シ
ア
篇
1
、
フ
ラ
ン
ス
篇

1
、
イ
ン
ド
篇
1
、
中
国
篇

1
、
「
夷
情
備
采
篇
」
2
、
「磁
台

・
火
薬

・
攻
船
水
雷
図
説
」

に
関
す
る
も
の

の
抄
訳
1
、
「国
地
総
論
篇
」
(六
十
巻
本
巻
47
・
48
)
1
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
総

計
は
24
と
な

っ
て
、
翻
刻
本

の
総
数
23
と
は
合
わ
な

い
が
、
そ
れ
は
頼
三
樹
三

郎
が

「
イ
ン
ド
篇
」
と

「夷
情
備
采
篇
」

と
を
合
わ
せ
て
、

一
つ
の
巻
と
し
て

翻
刻
し
た
か
ら
で
あ
る
。

識
者

へ
の
影
響

と
い
う
観
点

か
ら
捉
え

る
と
、
「籌
海
篇
」
に
お
け
る
魏
源

の
西
欧
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
最
大
の

も
の
で
あ

っ
た
が
、

一
般
民
衆

に
と

っ
て
は
眼
の
前
に
見
た
黒
船
の
印
象
は
強

烈
で
、
米
国
と
は
ど
う
い
う
国
か
と
い
う
関
心
が
こ
れ
を
機
に
勃
然
と
し
て
起

っ
て
来
た
こ
と
が
、
翻
刻
が
ア
メ
リ
カ
中

心
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
そ
の

後

の
日
米
関
係

の
重
要
さ
に
対
す
る
直
観

が
こ
の
翻
刻

の
量
に
あ
ら
わ
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
箕
作
ら
が
籌
海
篇

の
ほ
か
に
米
国

・
ロ
シ
ア

・
プ

ロ
シ

ア

.
イ
ギ
リ
ス
の
四
ケ
国
を
選
ん
だ
の
は
、
阮
甫

の
国
際
関
係
に
つ
い
て
の
見

識
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
服
部
静
遠
の

「磁
台

・
火
薬

・
攻
船
水
雷
図

説
」

の
巻
の
み
を
翻
刻
し
た
の
を
見
る
と
、
『海
国
図
志
』
を
読
ん
だ
人
々
が
、

あ
な
が
ち
開
明
論
者
た
ち
だ
け
で
は
な
か

っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
推
察

で
き
る
。

事
実
、
翻
刻
者

の

一
人
頼
三
樹
三
郎

(子
春
)
は
尊
皇
攘
夷
派
の

一
人
で
あ

っ

た
。
開
明
論
者

か
ら
攘
夷
論
者
ま
で
を
含
め
て
多
種
多
様
の
人
々
を
、
こ
の
翻

刻

の
作
業
に
引
き
入
れ
た
も
の
は
彼
ら
に
共
通
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
意
識

で
あ

っ
た

。
圖

多
く
の
志
士
た
ち
が
魏
源
の

『海
国
図
志
』
を
読
ん
だ
時
、
中
国
版
で
読
ん

だ
の
か
、
翻
刻
本

で
読
ん
だ
の
か
そ
の
識
別
は
難
し

い
が
、
佐
久
間
象
山
の
場

合
は
明
ら
か
に
中
国

の
元
版
で
読
ん
だ
こ
と
は
、
彼
が
翻
刻
版
に
含
ま
れ
な
い

魏
源
の
銃
瞰

の
説
に
つ
い
て
、
砲
術

の
専
門
家

の
立
場
で
厳
し
い
批
判
を
投
げ

か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
象
山
の
場
合
は

『海
国
図
志
』
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て

『聖
武
記
』
を
も
読
ん
で
い
て
、
魏
源
に
つ
い
て

は
日
本
で
最
も
よ
く
識
る
者
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
象
山

の
場
合
は
魏
源
か

ら
影
響
を
受
け
た
と
い
う
よ
り
、
魏
源
の
存
在
を
知
る
前
か
ら
魏
源
と
同
じ
道

を
歩

い
て
い
た
同
志
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
著

『省
侃言
録
』

の

中
で
次
の
よ
う

に
言

っ
て
い
る
。
「
予
時
事

に
感
慨
し
、
上
書
し
て
策
を
階

べ

の
ち

し
は
、
実

に
天
保
壬
寅
十

一
月
也
。
後
清
の
魏
源
の

『聖
武
記
』
を
観
る
に
、

亦
時
事
に
感
慨
し
之
に
著
は
す
所
な
り
。
而
し
て
其
の
書
の
序
は
、
又
是

の
歳

わ
ず

の
七
月

に
作
ら
れ
た
れ
ば
、
則
ち
予
が
上
書
に
先
だ
つ
こ
と
麈
か
に
四
月
な
り
。

而
し
て
其
の
論
ず
る
所
、
往
往
約
せ
ず
し
て
同
じ
き
者
有
り
。
あ

〉
、
予
と
魏

と
は
、
各

々
異
域
に
生
れ
姓
名
を
相
ひ
識
ら
ず
し
て
、
時

に
感
じ
言
を
著
す
は
、

同
じ
く
こ
の
歳
に
在
り
。
而
し
て
そ
の
見
る
所
も
、
又
闇
合
す
る
者
有
る
は
、

一
に
何
の
奇
そ
や
。
真
に
海
外
の
同
志
と
謂
ふ
べ
し
」

(原
漢
文
、
『象
山
全
集
』

巻

一
「省
讐
録
」

一
二
頁
)



象
山
は
ア

ヘ
ン
戦
争
に
お
け
る
中
国

の
敗
北
に
よ

っ
て
衝
撃
を
受
け
た
日
本

の
知
識
人
の

一
人
で
あ

っ
た
。
天
保
十
三
年

(
一
八
四
二
)
十
月
九
日
、
上
田

藩
の
旧
友
加
藤
氷
谷
宛

へ
の
手
紙

で
は
次

の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
「時
に
清

国
英
吉
利
と
戦
争
の
様
子
は
近
頃
御
伝
聞
候

や
。
…
…
近
来

の
風
聞
に
て
は
実

と
う
ぐ

に
容
易
な
ら
ぬ
事
に
被
存
候
。
事
勢
に
依

り
候
て
は
唐
虞
以
来
礼
楽
之
区
、
欧

邑
洲
の
腥
穢
に
変
じ
申
さ
れ
ま
じ
き
と
も
申

難
き
様
子
に
聞
え
、
扠
々
歎
は
し

き
義

に
有
之
候
」
(『象
山
全
集
』
巻
三
、
二

一
五
頁
)。
こ
れ
ま
で

「模
範
国
」
と

仰
い
だ
中
国
の
ア

ヘ
ン
戦
争

に
お
け
る
敗

北
に
よ
る
衝
撃
は
、
日
本
の
知
識
人

や
政
治
家
の
方
が
、
北
京

の
中
央
政
府

の
高
官
や
そ
の
周
辺
の
知
識
人
た
ち
に

与
え
た
衝
撃
以
上
に
大
き
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
え
る
。

象
山
は
そ
の
年
の
秋
、
主
君
の
真
田
幸
貫
が
海
防
掛
に
就
任
す
る
と
と
も
に

そ
の
顧
問
と
な
り
、
九
月
に
は
西
洋
砲
術
家
江
川
坦
庵
に
入
門
し
て
い
る
。
そ

れ
と
と
も
に
意
識
革
命
を
お
こ
な

っ
て

「
談
兵
も
講
学
家

の

一
端
に
て
、
本
よ

と
て

り
儒
術
中
の
事

に
御
座
候
。
迚
も
入
て
相

と
な
り
出
て
将
と
な
る
の
規
模
無
之

候

て
は
、
正
学
も
畢
竟
無
用
に
属
し
申
候
」
(同
前
、
二
一
七
頁
)
と
言

っ
て
い

る
。
そ
れ
は
彼
が
そ
の
約

一
年
前
自
分

の
定
め
た
私
塾
象
山
書
院

の

「学
約
」

に

「凡
そ
此
の
中
に
在
る
者
は
、
聖
賢
の
学
を
以
て
志
を
為
し
、
世
俗
の
浮
華

の
習
を
除
去
し
、
読
書
は
務
め
て
小
学
を

以
て
先
と
為
し
、
次
に
四
書
、
次
に

五
経
、
以
て
周
程
張
邵
朱
諸
子
の
書
に
及
び
、
務
め
て
序

に
従
ひ
精
を
致
す
に

う

も
ひつ

在
り
、
鹵
莽
臘
等
す
る
を
得
ず
。
非
理
無

益
の
書
は
妄
り
に
看
る
を
許
さ
ず
」

(『象
山
全
集
』
巻

一
、
文
稿

一
一
四
頁
)
と
し

て
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な

教
育
理
念
の
提
起
を
し
て
い
た
の
と
は
大
変
な
違

い
で
あ
る
。
儒
者
は
兵
を
談

じ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
日
本

の
場
合
は
武
士
が
儒
学
を
学
ん
だ
場
合
が

多
か

っ
た
の
で
、
儒
者

で
兵
を
談
じ
た
人
は
た
く
さ
ん

い
る
。
象
山
の
場
合
は

さ
ら
に

一
歩
進
ん
で
兵
を
学
び
そ
し
て
実
践
し
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
象
山
だ

か
ら
こ
そ
、
ア

ヘ
ン
戦
争
の
渦
中
に
あ

っ
た
そ
の
経
験
か
ら
兵
を
談
じ
て
い
る

儒
者
魏
源
に
、
同
志
魏
源
と
し
て
共
感
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

象
山
は
魏
源
が

『聖
武
記
』
を
書

い
た
四
ケ
月
後
、
た
ま
た
ま

「海
防
八

策
」
(天
保
十
三
年
十
月
)
を
書
き
、
「感
応
公

(幸
貫
)
に
上
り
て
天
下
当
今

の

要
務
を
陳
ず
」

(同
前
十

一
月
二
十
四
日
)
と
い
う
、
彼
が
そ
の
後
最
も
力
を
尽

し
た
国
防

に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
を
闡
明
す
る
上
書
を
書

い
た
。
そ
れ
は
西

洋
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
対
し
て
日
本
は
ど
う
対
応
す
べ
き
か
、
と
い
う
文
明
論
的

問
題
に
対
し
て
、
彼
な
り
に
真
正
面
か
ら
答
え
よ
う
と
す
る
、
儒
者
象
山
か
ら

思
想
家
象
山

へ
の
転
身
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
期
が
魏
源
の

『聖
武
記
』

の
執
筆

と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
感
慨
が
、
さ
き
に
引
用
し
た

『省
侃言
録
』
の

一
節

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
西
欧
近
代
文
明

へ
の
対
応
者
と
し
て
、
魏
源
と
佐
久
間
象
山
と
は
ど
の

よ
う
な
共
通
性
を
も

っ
て
い
る
の
か
。
異
国
に
育
ち
な
が
ら
あ
る
共
通
志
向
を

も
ち
、
そ
れ
が
そ
の
時
代
の
中
で
は
共
に
先
駆
的
な
も
の
で
、
そ
の
点
か
ら
言

え
ば
抵
抗
の
多

い
生
き
方
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
類
同
性
を
も
つ
が
故
に
、

象
山

の
魏
源

へ
の
共
感
は
起

っ
た
。
そ
の
共
通
志
向
は
何
か
P

そ
れ
は
周
囲

の
人
々
が
伝
統
文
明
に
安
住
し
た
り
、
た
だ
異
質
の
文
明

へ
の
嫌
悪
感
、
恐
怖
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感
、
さ
ら
に
は
拒
絶
反
応
を
示
し
て
い
る
時
に
、
積
極
的
に
異
質
文
明
の
卓
越

性
を
認
め
、
そ
れ
を
学
び
、
そ
し
て
受
容

し
よ
う
と
す
る
態
度
を
と
り
、
し
か

も
そ
れ
ら
を
通
じ
て
異
質
文
明
の
卓
越
性

を
自
分
の
も
の
と
し
て
、
異
質
文
明

の
イ
ン
パ
ク
ト
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
と
っ
た
点
が
そ
れ
で
あ
る
。

ア
ー
ノ
ル
ド

・
ト
イ
ン
ビ
ー
は
古
代
イ

ス
ラ

エ
ル
の
宗
教
思
想
の
用
語
を
借

り
て
、
前
者
の
典
型
を

N
①
9。
一〇
房

(狂
信
派
)
と
呼
び
、
後
者
の
典
型
を

寓
Φ
ワ

(
12
)

o
臼
き
ω

(
ヘ
ロ
デ
主
義
者
)
と
言
う
。
彼

の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
魏
源
も
佐
久

間
象
山
も
と
も
に

ヘ
ロ
デ
主
義
者
で
あ

っ
た
。
両
者
は
い
ず
れ
も
深

い
儒
教
的

教
養
を
も

っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け

に
安
住
し
て
西
欧
文
明
を
学
ば
な
け

れ
ば
祖
国
は
亡
国

の
悲
惨
を
味
わ
う
と
考

え
て
い
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ

て
二
人
と
も
完
全

に
西
欧
主
義
者
に
な
る
道
は
選
ぼ
な
か

っ
た
。
伝
統
文
明
の

基
盤

の
上
に
西
欧
文
明
を
受
容
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
自
己
の
帰
属
す
る

文
明

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
充
分
に
保

て
る
と
考
え
て
い
た
。

時
代
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
彼
ら
は
と
も
に
西
欧
の
科
学
技
術
、
と
く
に

軍
事
技
術
を
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
自
国
の
独
立
は
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
て
い
た
。
し
か
し
た
ん
な
る
科
学
技
術
だ
け
で
な
く
、
科
学
技
術

の
成
立

す
る
社
会
的
文
脈

の
下
に
問
題
を
考
え
る
視
座
を
も

っ
て
い
た
点
に
、
両
者
の

先
駆
性
が
あ
る
。
象
山
は

『省
侃
言
録
』

の
中

で
次

の
よ
う

に
語

っ
て
い
る
。

「そ
の
江
都
に
あ
る
の
日
に
、
は
じ
め
て
魏
氏
の
書
を
獲
て
こ
れ
を
読
み
し
に
、

ま
た
内
地
に
学
を
設
け
、
専
ら
夷
書

・
夷
史
を
訳
し
、
敵
情
を
瞭
悉
し
、
も

っ

て
駕
馭

に
補
せ
ん
と
欲

せ
り
。
こ
れ
ま
た
そ
の
見
の
予
と
相
符
す
る
も
の
な

り
」
(『象
山
全
集
』
巻

一
、
「省
侃言録
」

一
三
頁
)。
象
山
が
長
崎

の
オ
ラ
ン
ダ

領

事
で
あ

っ
た
ド
ゥ
ー
フ

(}宀①
昌
α
『一困

】U
O
①h胤)
が
通
詞
十

一
人
の
協
力
を
得
て

完
成
し
た

い
わ
ゆ
る

『道
富

ハ
ル
マ
』

の
増
補
改
訂
版
と
し
て
の
増
補

『和
蘭

語
彙
』
の
刊
行

に
心
血
を
注
い
だ
の
は
、
彼
が
魏
源
の
た
ん
な
る
科
学
技
術

・

軍
事
技
術
の
受
容

に
と
ど
ま
ら
な
い
見
識

に
共
感
し
こ
れ
を
日
本

の
幕
末
の
社

会
に
生
か
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
魏
源
と
象
山
は
十
九
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
が
西
欧

・の
イ
ン
パ
ク
ト
に
直
面
し
た
時

の
代
表
的
な

ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ン
で
あ

っ
た
。
で
は

象
山
は
た
ん
な
る
日
本
に
お
け
る
魏
源
の
祖
述
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
P

そ

う
で
は
な
い
。
彼
ら
は
違

っ
た
コ
ー
ス
を
た
ど
り
な
が
ら
、
た
ま
た
ま
同
じ
よ

う
な
考
え
に
到
達
し
た

「同
志
」
で
あ

っ
た
。
し
か
も
象
山
に
は
同
じ

ヘ
ロ
デ

ィ
ア
ン
の
タ
イ
プ

で
あ
り
な
が
ら
、
魏
源

に
な
い
も
の
が
あ
り
、
魏
源
に
共
感

す
る
と
と
も
に
魏
源
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
魏
源
に
な
い
側
面
を
発
展
さ
せ
た
。

そ
し
て
こ
の
両
者

の
差
異
は
た
ん
に
二
人

の
間
だ
け
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、

日
中
の
近
代
化
の
差
異
と
も
な

っ
て
い
る
。

象
山
が
魏
源
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、
海
防
な
ら
び
に
銃
砲
の
技
術
に
関
す

る
側
面
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
象
山
は
言
う
、
「魏
は
、

上
世
よ
り
以
来
、
中
国
に
海
防
あ
り
て
海
戦
な
し
と
い
ひ
、
遂
に
壁
を
堅
く
し

野
を
清
く
し
て
、
岸
奸
を
杜
絶
す
る
を
も

っ
て
、
防
海
の
家
法
と
な
せ
り
。
予

は
す
な
は
ち
盛
ん
に
傲

・
艦
の
術
を
講
じ
て
、
邀
撃
の
計
を
な
し
、
駆
逐
防
截

し
て
も

っ
て
賊
の
死
命
を
制
せ
ん
と
欲
す
。
こ
れ
を
異
な
れ
り
と
な
す
の
み
」
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(同
上
、
「省
讐
録
」
一
二
頁
)。

こ
こ
で
象
山
が
念
頭

に
置

い
て
い
る
の
は
、
『海
国
図
志
』
巻

一
の

「籌
海

篇

一
備
守
」
に
お
け
る
魏
源

の
防
禦
に
関
す

る
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
魏
源
は

「外
洋
を
守
る
は
海

口
を
守
る
に
如
か
ず
。
海
口
を
守
る
は
内
河
を
守

る
に
若

か
ず
」
と
い
う
立
場
に
立

っ
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は

「敵
を
制
す
る

者
は
必
ず
敵

に
其
の
長
ず
る
所
を
失
は
し

む
」
と
い
う
見
解
を
と

っ
て
お
り
、

「夷
艘
」
の
長
ず
る
も
の
は

「
外
洋
」
で
あ
り
、
「内
河
」
は
中
国
の
長
ず
る
と

こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
外
洋
で
夷
船
と
戦
う

と
い
う
よ
う
な
無
謀
な
考
え
を
捨
て

て
、
夷
船
を
内
河
に
引
入
れ
、
そ
の
進
退

の
自
由
に
制
約
を
加
え
、
上
陸
し
た

敵
に
対
し
て
は
兵
砲
を
も

っ
て
攻
撃
し
、
河
中

の
船
に
対
し
て
は
水
雷
を
も

っ

て
攻
撃
す
る
と
い
う
よ
う
な
戦
法
を
展
開

し
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の

経
験
に
基
づ
く
議
論
で
あ
る
。
鉄
を
も

っ
て
船
体
を
覆

っ
て
お
り
、
ま
た
速
度

に
お
い
て
も
大
砲
の
装
備
に
お
い
て
も
は
る
か
に
勝
る
夷
船

に
対
し
て
は
外
洋

戦
法
で
は
勝
敗
の
帰
趨
は
お
の
ず
か
ら
明

ら
か
で
あ
り
、
海

口
そ
の
他

の
沿
岸

の
要
地

に
据
え
ら
れ
た
砲
台
か
ら
す
る
砲
撃
も
、
弾
丸
が
火
薬
庫
や
船

に
命
中

す
る
以
外
は
無
効
で
あ
り
、
防
禦

の
成
功
例
は
敵
船
を
内
河
に
引
入
れ
、
上
陸

し
た
敵
軍
に
対
し
て
土
地
の
状
況
を
よ
く
知

っ
た
現
地

の
陸
軍
が
ゲ
リ
ラ
戦
を

や
り
、
河
中
の
船

に
対
し
て
は
水
雷
攻
撃

で
こ
れ
に
当

っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
に

限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

大
陸
国
家
で
要
衝
が
海
か
ら
遠
く
隔
た

っ
た
中
国

の
場
合
は
こ
れ
で
よ
か
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
海
洋
国
家
で
島
国
で
あ
る
日
本
で
は
通
じ
な

い
議

論

で
あ
る
。
象
山
は
天
保
十
三
年

の

「海
防
八
策
」
で
、
「其
三

西
洋
の
製

に
倣
ひ
堅
固

の
大
船
を
作
り
江
戸
御
廻
米
に
難
破
船
無
之
様
仕
度
候
事
」
「其

五

洋
製

に
倣
ひ
戦
艦
を
造
り
、
専
ら
水
軍
の
駆
引
を
習
は
せ
申
度
候
」
(『象

山
全
集
』
巻
二
、
三
五
頁
)
と
、
魏
源
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
積
極
的
な
海
軍
建

設
を
な
し
、
外
洋
に
お
い
て
戦
う
プ
ラ
ン
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
必

ず
し
も
象
山

の
独
創
で
は
な
く
、
彼

に
先
ん
じ
て
会
沢
正
志
斎
が
文
政
八
年

(
一
八
二
五
)
に

『新
論
』
で
、
古
賀
恫
庵
が

『海
防
臆
測
』
(天
保
九
年
成
稿
、

幕
末
に
は
写
本
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
刊
行
さ
れ
た
の
は
明
治
十
三
年
)
の
中
で
す
で

(
13

)

に
論
じ
て
い
る
議
論
で
も
あ
る
。

象
山

の
特
徴
は
第
二
の
銃
砲
説

の
方
に
よ
り
よ
く
出
て
い
る
。
彼
は
言
う
、

「海
防
の
要
は
碾
と
艦
と
に
あ
り
て
、
畷
は
最
も
首

に
居
れ
り
。
魏
氏

の
海
国

図
識

(志
)
の
中
に
、
銃
薇
の
説
を
輯
め
た
る
は
、
類
ね
粗
漏
無
稽
に
し
て
、

し
わ
ざ

児
童
戯
嬉
の
為
の
ご
と
し
。
お
ほ
よ
そ
事
は
自
か
ら
こ
れ
を
な
さ
ず
し
て
、
能

く
そ
の
要
領
を
得
る
も
の
は
こ
れ
な
し
。
魏

の
才
識
を
も

っ
て
し
て
も
、
し
か

も
こ
れ
を
こ
れ
察
せ
ざ
り
き
。
今

の
世
に
当
り
て
、
身

に
畷
学
な
く
、
こ
の
謬

妄
を
貽
し
、
反

っ
て
後
世
を
誤
り
し
は
、
吾
、
魏
の
た
め
に
深
く
こ
れ
を
惜
し

む
」

(同
上
、
「省
侃言録
」

=
二
頁
)

魏
源
は

『聖
武
記
』
の
中
で

「彼
の
長
技
を
禦
ぐ
、
此
れ
古
よ
り
以
て
夷
を

攻
む
る
の
上
策
な
り
」
と
言

っ
て
い
な
が
ら

「碾
を
造
る
は
砲
を
購
ふ
に
如
か

ず
、
舟
を
造
る
は
舟
を
購
ふ
に
如
か
ず
」

(い
ず
れ
も
巻
十
四
の

「軍
政
篇
」
中
に

出
る
)
と
不
徹
底
な
洋
務
策
を
述

べ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も

『海
国
図
志
』

の
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幕末 ・維新期における 『海国図志』の受容

く
ち
ま

ね

翻
刻
者
の

一
人
塩
谷
宕
陰
は
こ
の
言

の
口
模
倣
を
し
て
、
象
山

の
海
防
論
の
直

(14

)

弟
子
吉
田
松
陰

に
批
判
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
魏
源
の
銃
砲
論
は

『海
国
図
志
』
の
六
十
巻
本
の

「巻
五
十
五
」

(百
巻
本
の
巻
八
十
六
)
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
西
洋
最
新

の
銃
砲
製

造
の
技
術
を
伝
え
た
も

の
で
は
な
く
、
襲
振
麟

(浙
江
)、
丁
洪
辰

(福
建
)、

林
則
徐
ら
の
著
を
収
録
し
た
も
の
で
、
み
ず
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
最
新
の
技
術

に

基
づ
い
て
鋳
砲
し
た
経
験
を
も

つ
象
山
か
ら
す
れ
ば
物
足
り
な
く
思
わ
れ
た
の

は
や
む
を
得
な
い
。

象
山
が
魏
源
に
先
ん
じ
て
い
た
も

の
は
、
敵
の
長
を
学
ん
で
そ
れ
を
自
分

の

長
と
す
る

ヘ
ロ
デ
主
義
者

の
側
面
で
あ

っ
た
。
象
山
は
銃
砲
操
練

の
技
術
を
江

川
坦
庵
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
せ
ず
、
み
ず
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語

を
学
び
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
通
じ
て
西
洋
最
新
の
科
学
技
術
を
知
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
銃
砲
の
製
造
技
術
を
覚
え
、
そ
れ
を
親
試
実
験
の
精
神
に
基
づ
い
て
実
地

に
試
し
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら

つ
い
に
成
功
し
て
い
る
。

魏
源
に
な
く
て
象
山
に
あ

っ
た
も

の
は
何
か
。
そ
の
第

一
は
、
魏
源
が
西
洋

か
ら
砲
や
船
艦
を
求
め
る
こ
と
に
は
熱
意
を
示
し

(聖
武
記
)
、
『海
国
図
志
』

で
は
広
東
に
造
船
廠
や
火
器
局
を
置

い
て
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
の
二
国
か

ら
指
導
者
や
専
門
の
技
術
者
た
ち
を
呼
ん

で
、
広
東
地
方
で
船
や
火
器
の
製
造

を
始
め
る
等

の
提
案

(「籌
海
篇
」
〈議
戦
〉)
を
な
す
に
至

っ
た
が
、
み
ず
か
ら

そ
れ
ら
を

つ
く
る
こ
と
に
は
熱
意
を
示
さ
な
か

っ
た

(前
述
)
の
に
対
し
て
、

象
山
は
み
ず
か
ら

つ
く
ろ
う
と
し
た
こ
と
、
第
二
は
、
魏
源
が
西
洋
の
原
語
を

学
ぶ
意
志
を
も
た
な
か

っ
た
の
に
、
象
山
は
儒
者
と
し
て
江
戸

で

一
家
を
な
し

て
い
た
三
十
二
歳
に
、
新
し
く
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
ん
で
そ
れ
を
マ
ス
タ
ー
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
著
作
か
ら
得
た
知
識

に

よ

っ
て
み
ず
か
ら
鉄
砲
を
つ
く
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

こ
れ
ら
の
差
異
は
、
ア

ヘ
ン
戦
争
時

の
両
者
の
年
齢
差

(天
保
±

二
年
当
時
、

象
山
は
三
十
二
歳
、
魏
源
は
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
)
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
国
の
士

大
夫
と
し
て
の
魏
源
と
、
日
本
の
下
級
武
士
と
し
て
の
象
山
と
の
意
識
の
差
と

い
う

こ
と
が
あ

っ
た
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
六
芸

の
中

に

「射

・
御

(乗
馬
)」
と
い
う
軍
事
技
術
や

「数

(学
)
」
を
も
含
め
た
中
国
も
、
六
朝
以

来
、
士
大
夫
は
完
全
に
文
人
と
な

っ
て
、
技
術
や
数
学

へ
の
関
心
を
失

い
、
ま

た
技
術
者
や
語
学
者
に
対
す
る
社
会
的
偏
見
を
免
れ
な
か
っ
た
。
武
士
象
山
は

そ
れ
ら

へ
の
偏
見
を
も
た
ず
、
儒
学
や
武
芸
の
ほ
か
に
幼
少
の
頃

か
ら
和
算
で

は
あ

っ
た
が
数
学
を
学
ん
で
い
た
。
そ
し
て
儒
学
を
学
ぶ
時
、
す
で
に
中
国
語

を
僧
活
文
か
ら
学
ん
で
い
た
。
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と

へ
の
抵
抗
感
は
少
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
び
始
め
、
そ
れ
を
通
じ
て
西
洋

の
学
芸
を
学
ん

で
以
後
、
「詳
証
術

(数
学
)
は
万
学

の
基
礎
な
り
」
と

い
う
認
識

を
も

つ
に

至

っ
て
い
る
。
象
山
の

ヘ
ロ
デ
主
義
者
と
し
て
の
徹
底
は
そ
う
し
た
こ
と
に
基

づ
い
て
い
る
。

そ
の
反
面
、
象
山
が
変
法
論
者
と
し
て
の
魏
源
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
関
心
を

示
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
閑
却

で
き
な

い
。
象
山
は
幕
藩
体
制
に
全
面
的
に
満
足

し
き

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
横
井
小
楠
の
献
言
を
容
れ
て
な
さ
れ
た
文
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久
の
改
革
に
対
す
る
彼
の
反
応
を
見
る
と
、
彼
は
基
本
的

に
幕
藩
体
制
を
認
め
、

む
し
ろ
そ
れ
を
強
化
し
て
、
強

い
政
府
、
強

い
国
家
の
下
で
の
軍
事
的
改
革
に

基
づ
く
国
家
の
独
立
を
志
向
し
て
い
た
と
み
な
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
彼
に
は
、
変
法
主
義
者
と
し
て
の
魏
源

の
相
が
見
え
な
か

っ
た
の
も
当
然
で

あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
象
山

の
奉
じ
た
朱
子
学
と
、
魏
源
の
奉
じ
た
公
羊
学

の
影
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

し
か
し
魏
源
に
つ
い
て
の
象
山
的
受
容

が
幕
末
日
本
の
知
的
状
況
の
す
べ
て

で
は
な
か

っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

注(
1
)

馮

天
瑜

「
道

・
咸
年

間

の
経

世
実
学

」
、

源

了
圓

・
末

中
哲

夫

共
編

『
日
中

実

学
史

研
究
』
、

四

二
三
頁
。

(
2
)

『中

国

思
想

通
史

』

の
著

者

侯
外

廬

は
、

魏
源

の
思
想

に

つ
い
て

「
最

も

早

い

『変

法
』

と

『維
新

』

の
思
想

」

で
あ

る

(同
著
第

五
巻

『中

国

早
期
啓

蒙

思
想

』
、

六

三
六

頁
)

と
規

定

す

る

と
と

も

に
、
魏

源

の

「
夷
」

に
関

す

る

思
想

に

「
師
夷

」

と

「款

夷

」

の
両
面

が
あ

る

と
し
、
前

者

は

「
堅
甲
利

兵
」

の
面
、

後

者

は

「
通
商

互

市

」

の
面

で
あ

る

と

し

て

い
る

(同

上
、

六

四

〇

頁

)
。
象

山

が
共
感

し
、

注
目

し

た

の
は
前
者

の
側

面

の

み
で
あ

っ
た
。

(
3
)

魏

源

の
経
歴

に

つ
い
て
の
概

括
的

記
述

は
主

と
し

て
日

原
利

国
編

『中

国

思

想
辞

典
』

の
大

谷
敏
夫

氏

の

「
魏
源

」

の
項

に
よ

っ
て

い
る
。

(
4
)

増

田
渉

『西

学
東
漸

と
中
国

事
情

』

三
九

ー
四
〇

頁
。

(
5
)

従

来

は
、

『
海

国
図

志
』

の
藍

本

で
あ

る

『
四
洲

志

』

は
、
米

国

人

ブ

リ

ッ
ジ

メ

ン

(国
・
0
9
①
日
き

ud
ユ
α
σq
ヨ
き

)

の
著

わ

し
た

『万

国

地

理
書

』

の

翻
訳
と
さ
れ
て
お
り
、
私
も

『鬮

日
本
人
の
海
外
知
識
』
に
拠

っ
て
そ
の
よ

う

に
書

い
た

こ

と
が

あ

る

(拙

著

『
佐
久

間

象

山
』
、

一
五

頁
)

が
、

百

瀬

弘

氏

に
よ

っ
て
明
ら

か

に
さ
れ

(「
海

国
図

志

小
考

」
、

『岩

井
博

士

古
稀

記
念

典

籍
論

集

』
所
収

、

一
九

六

三
)
、
佐

々
木

正
哉

氏

に
よ

っ
て
確

認

さ
れ

た

(
『海

国

図
志

』
余
談

、

『
近
代

中
国

』
十

七
、

一
九

八
五
)

と

こ
ろ

に
よ
る

と
、

『
四

洲

志
』

の
原
著

は
ヒ

ュ
ー

・
マ
レ
ー

の

『
地

理
全
書

』

と

い
う

こ
と

で
あ

る

の

で
、

こ

れ

に

従

う
。

な

お
右

の
ブ

リ

ッ
ジ

メ

ン
説

は
、
尾

佐

竹

猛

博

士

が

『騰

糶

立
憲
思
想
』
(初
版
大
正
+
四
年
)
に

コ

八
三
八
年

(道
光
+
八

年
、

天

保
九
年

)

米
国
ブ

リ

ヂ

メ

ン
が
、

新
嘉

坡

に
於

て
著

は
し

た

る
、
万

国

地

理
書

を
、

阿
片
戦

争

の
大
立

物

た

る
林

則

徐
が
漢

訳

せ
し

め
、

之

に
魏
源

が

諸
書

を
輯

録

し
、
道

光

二
十

二
年

『海

国
図

志
』

と
題

し
、
道

光

二
十

七
年
増

補

出
版

し

た
」

(全

集
版

、
第

一
巻
、

一
七
頁

)
と

誌

し

た

の
を
、

そ

の
後

み

な
踏

襲

し
た

も

の
ら
し

い

(佐

々
木
正
哉

氏
前

掲
論

文

)
。

(6
)

小

野
川
秀

美

『
清
末

政

治
思
想

史
研

究
』
、

一

一
頁

。

(
7
)

増

田
渉
、

前
掲

書

、

一
=

ニ
ー

一
一
五
頁

、

な

お
こ

の

『聖
武

記
採

要
』

は
幕

府

に
よ

り
絶

版
を
命

ぜ

ら
れ

た
。

(8

)

大
庭

脩

『唐
船

持

渡
書

の
研
究

』
、

一
九

五

-

一
九

六
頁

よ
り

引
用

。

(9

)

塩

谷
世

弘

訓
点

『海

国

図

志
』

「
籌
海

篇
」

序

に
は
、
嘉

永

六

年

に
実

際

に
輸

入

さ
れ

た
と

い
う

情
報

が
載

せ
ら

れ

て

い
る
。

小
島

康
敬

氏

の

「
西
村
茂

樹

に
お
け

る
国
家

と
宗

教

・道

徳
」

(源

了
圓

・
玉
懸

博
之

共
編

『国

家

と
宗

教

』

所
収

)

に

は
、

嘉
永

六
年

八
月

に
西
村
茂

樹

の
当
時

の
老
中
首

座
阿

部

正
弘

に

奉

呈

し
た

上
書

に
は

『
海

国
図

志
』

の

一
節

「
以

彼

長

技
、

禦
彼

長

技

」

「
以

夷

攻
狄

」

の
句

が
引

用

さ

れ
て

い
る

と

い
う

こ

と
で
あ

り

(同

書

四

八
六
頁

)
、

西

村

の
拠

っ
た
も

の
が

何
時

の
舶

載

の
本

で
あ

る
か

は
興
味

深

い
問
題

で
あ

る
。
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(
10
)

増

田
渉

、
前

掲
書

、

四
三
頁

。

(
11
)

た
と

え
ば
儒

者
古

賀
恫

庵

と
渡

辺
崋
山

、
高

野
長

英

ら

は
親

交

が
あ

っ
た
。

幕

府

の
昌
平
黌

は
け

っ
し

て
洋
学

を
拒

否

す
る

も

の
で
は

な

か

っ
た

(梅
澤

忠

夫

「
昌

平
黌

朱

子

学

と
洋

学
」
、

『思

想
』

一
九

八

八
年

四
月

号

参

照
)
。

ま

た

時

期

は
や

や
遡

る
が
、

大
坂

の
懐

徳
堂

の
儒

者

た
ち

は
、
中

井
履

軒

や
そ

の
門

弟

山
片

蟠
桃

に
見

ら

れ
る

よ
う

に
、
洋

学

へ
の
関

心

を
も

ち
、

天
文
学

者
麻

田

剛

立

と
親
交

が
あ

っ
た
。

(
12
)

、.N
Φ
巴
o
けω
..
と

..口
曾
0
9
鋤
昌
ω
..
に

つ

い

て

は

》
ヨ

o
匡

↓
o
鴇
ロ
げ
①
ρ

.、Ω

〈
集
N
9。
岳
o
口
o
口
↓
は
9。
冤

δ

軽
。。
・
岑

》
巨

曽
β

匪
Φ
芝

Φ
馨

p。
昌
自
勾
暮
彗
Φ
の

章

(℃
・目
。。
蔭
-

勺
・N
旨
)

を

参

照

さ

れ

た

い
。

な

お

こ

の
本

に

つ

い

て
は
、

深

瀬

基
寛

訳

『
試
練

に
立

つ
文

明
』

(上

・
下

)
が

あ

る
。

(
13
)

こ

の
問

題

に

つ
い

て
の
会
沢

正
志

斎

の
洋
式

の
船

艦

・
巨
砲

の
製

造

の
考

え
や
、

外

洋

で
戦

う

と

い
う
方

針

は

『
新
論

』

「
守
禦

篇

」

に
展
開

さ

れ

て

い

る
し
、

同
様

の
考

え

が
古
賀

恫
庵

の

『
海
防

臆
測

』
巻

之

上

に
披

瀝

さ
れ

て

い

る
。

(
14
)

増

田
渉

、
前

掲
書

、

四

一
頁

参
照

。

本
論
文
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
同
研
究

「江
戸
時
代
の
芸
術

に
お
け
る
外
国
文
化

(中
国
を
中
心
と
し
て
)
の
受
容
と
変
容
」
の
成
果
の
ひ

と
つ
で
す
。
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