
（1

）
本
書
に
関
す
る
内
在
的
な
書
評
と
し
て
、
中
島
隆
博
「
現
代
中
国
政
治
史
思
想
史
の
誕
生
」
『
Ｕ
Ｐ
』
二
〇
一
一
年

九
月
号
が
あ
る
。
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王
前
『
中
国
が
読
ん
だ
現
代
思
想
―
―
サ
ル
ト
ル
か
ら
デ
リ
ダ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ロ
ー
ル
ズ
ま
で
』
講
談

社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
一
年

現
代
中
国
が
世
界
全
体
に
と
っ
て
も
、
ま
た
日
本
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め
て
大
き
な
存
在
感
を
も
っ
て

い
る
こ
と
は
、
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
。
文
化
大
革
命
期
―
―
あ
る
い
は
日
中
国
交
回
復
以
前
の

時
期
―
―
の
記
憶
を
持
つ
世
代
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
数
十
年
の
巨
大
な
変
化
は
隔
世
の
感
を
い
だ
か
せ
る

も
の
が
あ
る
。
そ
の
変
化
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
多
面
的
で
あ
る
た
め
、
そ
の
過
程
を
き
ち
ん
と
フ
ォ

ロ
ー
し
て
い
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
ご
く
大
ま
か
な
像
を
つ
く
る
の
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
現
代
中
国
は
経
済
面
で
は
ほ
と
ん
ど
資
本
主
義
化
し
て
お
り
、
急
速
な

成
長
を
遂
げ
て
い
る
が
、
政
治
的
に
は
共
産
党
の
一
党
支
配
が
続
い
て
お
り
、
言
論
の
自
由
も
依
然
と
し

て
保
証
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
常
識
だ
ろ
う
が
、
そ
の
相
互
関
係
を
ど
う
理
解
し
て
よ
い
の
か
は
な

か
な
か
の
難
問
で
あ
る
。
し
か
も
、
聞
き
か
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
中
国
で
は
欧
米
諸
国
の
様

々
な
思
想
潮
流
が
積
極
的
に
紹
介
さ
れ
、
あ
る
種
の
流
行
を
見
て
い
た
り
す
る
と
い
う
。
マ
ル
ク
ス
・
レ

ー
ニ
ン
主
義
や
毛
沢
東
思
想
と
相
容
れ
な
い
か
に
見
え
る
多
彩
な
欧
米
思
想
が
紹
介
さ
れ
、
熱
心
な
議
論

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
一
党
支
配
・
言
論
統
制
の
継
続
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
関
係
に

立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
疑
問
を
い
だ
い
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
こ
の
本
は
タ
イ
ト
ル
を
見
た
だ
け

で
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
に
心
惹
か
れ

な
が
ら
、
本
書
を
手
に
取
っ
た
。
私
自
身
は
本
書
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
純
然
た
る
素
人
で
あ
り
、
内
在
的

な
批
評
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
点
で
興
味
を
引
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

そ
れ
を
中
心
に
感
想
を
書
き
つ
づ
っ
て
み
た
い
（1

）

。

本
書
で
は
、
お
よ
そ
一
九
八
〇
年
以
降
の
中
国
で
欧
米
お
よ
び
日
本
の
様
々
な
思
想
家
た
ち
の
言
説
が

ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
、
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
か
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
一
読
す
る
だ
け
で
、

そ
こ
に
壮
大
な
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
感
得
さ
れ
る
。
登
場
す
る
思
想
家
た
ち
の
名
前
を
ざ

っ
と
列
挙
す
る
な
ら
、
サ
ル
ト
ル
、
カ
ミ
ュ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
、
ア
ド
ル
ノ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
フ
ロ
ム
、
福
沢
諭
吉
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
リ
ク
ー
ル
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス

ト
ロ
ー
ス
、
フ
ー
コ
ー
、
デ
リ
ダ
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
ハ
イ
エ
ク
、
バ
ー
リ
ン
、
ロ
ー
ル
ズ
、
丸
山
眞
男
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
等
々
と
、
実
に
多
士
済
々
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
多
様
な
素
材
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
読
ん
で
い
て
眩
暈
に
襲
わ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。

本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
多
数
の
論
者
た
ち
の
間
に
種
々
の
対
立
や
論
争
が
あ
る
の
は
誰
の
目
に

も
明
ら
か
だ
が
、
い
ま
「
眩
暈
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
単
に
そ
の
こ
と
だ
け
を
指
す
の
で
は
な

い
。
も
し
明
確
に
規
定
さ
れ
た
土
俵
の
上
で
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
ま
だ
し
も
話
が
分
か
り

や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
登
場
す
る
論
者
た
ち
の
間
に
は
複
雑
に
ね
じ
れ
た
関
係
が
あ
り
、

何
と
何
が
ど
の
よ
う
に
対
抗
し
て
い
る
の
か
を
見
定
め
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
自
体
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

難
し
い
。
そ
の
こ
と
が
、
読
ん
で
い
て
眩
暈
と
か
消
化
不
全
と
か
い
っ
た
感
覚
に
襲
わ
れ
る
理
由
で
あ
る

、
、
、
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（2

）
海
老
坂
武
『
サ
ル
ト
ル
―
―
「
人
間
」
の
思
想
の
可
能
性
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
五
年
、
一
三
五
‐
一
四
七
頁
参

照
。

（3

）
丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
、
あ
と
が
き
の
七
頁
（
『
丸
山
眞
男
集
』

第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
二
八
九
‐
二
九
〇
頁
に
収
録
。
後
者
で
は
旧
字
体
が
新
字
体
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
も
そ
れ
に
倣
っ
た
。
傍
点
は
原
文
の
も
の
）
。
私
は
こ
の
文
章
を
数
十
年
前
に
読
ん
で
以
来
、
頭
の
片
隅
に
漠
た
る

記
憶
と
し
て
と
ど
め
て
い
た
が
、
正
確
な
出
典
は
思
い
出
せ
ず
に
い
た
。
私
の
質
問
に
答
え
て
、
こ
の
出
典
を
ご
教
示
下

さ
り
、
私
の
記
憶
を
新
た
に
し
て
下
さ
っ
た
松
本
礼
二
氏
に
感
謝
す
る
。
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よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
入
り
組
ん
だ
難
問
に
著
者
が
ど
の
よ
う
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
点
に
興
味
を
い
だ
き
な
が
ら
、
本
書
を
通
読
し
た
。

い
ま
書
い
た
「
ね
じ
れ
」
の
構
造
に
著
者
自
身
が
言
及
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、
「
近
代
化
」
を
中
心

課
題
と
す
る
現
代
中
国
に
お
い
て
、
い
わ
ば
早
熟
的
に
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
思
想
が
流
行
す
る
こ
と
の
意

味
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
は
本
書
各
所
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
摂
取
が
主

要
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
峙
す
る
「
毒
」
を
含
ん
だ
思
想
（
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
な
ど
）
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
特
に
最
終
章
で
重

要
視
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
外
に
も
、
「
ね
じ
れ
」
を
感
じ
さ
せ
る
例
は
数
多
い
。
た
と
え
ば
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
サ
ル
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
か
つ
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
思
想
」
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た

サ
ル
ト
ル
が
解
禁
さ
れ
た
こ
と
、
そ
こ
に
お
い
て
「
自
由
」
が
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
ま
で

は
、
比
較
的
分
か
り
や
す
い
。
そ
れ
だ
け
な
ら
、
ま
さ
し
く
「
言
論
・
思
想
の
自
由
の
拡
大
」
の
好
例
と

い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
サ
ル
ト
ル
が
一
時
期
、
フ
ラ
ン
ス
の
毛
沢
東
派
と
行
動
を
共

に
し
、
毛
派
の
代
表
的
人
物
と
さ
え
見
な
さ
れ
た
―
―
こ
れ
は
サ
ル
ト
ル
自
身
の
思
想
に
即
し
て
い
え
ば

十
分
公
平
な
評
価
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
見
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
に
は
、
彼
自
身
に
責
任

が
な
い
と
も
言
い
切
れ
な
い
―
―
と
い
う
事
情
を
思
い
出
す
と
き
（2

）

、
毛
沢
東
時
代
か
ら
の
脱
却
を
目

指
す
中
で
サ
ル
ト
ル
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
歴
史
の
皮
肉
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。

第
一
三
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
丸
山
眞
男
の
場
合
、
「
近
代
性
」
に
つ
い
て
深
く
考
え
抜
い
た
思

想
家
と
し
て
の
紹
介
が
中
軸
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の

丸
山
が
、
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
の
比
較
に
関
し
て
、『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
あ
と
が
き
で
、

む
し
ろ
中
国
の
近
代
化
の
方
を
高
く
評
価
す
る
見
解
を
示
し
た
こ
と
は
、
本
書
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
あ
と
が
き
で
丸
山
は
、
同
書
の
冒
頭
に
あ
っ
た
「
中
国
の
停
滞
性
に
対
す
る
日
本
の
相
対
的
進
歩
性
」

と
い
う
図
式
へ
の
反
省
を
述
べ
、
「
カ
ッ
コ
付
の
近
代
を
経
験
し
た
日
本
と
、
そ
れ
が
成
功
し
な
か
っ
た

中
国
と
に
お
い
て
、
大
衆
的
地
盤
で
の
近
代
化
と
い
う
点
で
は
、
今
日
ま
さ
に
逆
の
対
比
が
生
れ
つ
つ
あ

、
、
、

る
」
と
書
き
、
人
民
中
国
へ
の
高
い
評
価
を
明
確
に
し
て
い
る
（3

）

。
今
日
か
ら
振
り
返
っ
て
、
こ
の
丸

山
の
言
葉
を
ど
う
受
け
と
め
る
べ
き
か
は
大
き
な
問
題
だ
が
、
現
代
中
国
の
「
近
代
化
」
へ
の
教
訓
と
い

う
観
点
か
ら
丸
山
を
読
む
場
合
、
こ
の
点
は
一
種
の
「
躓
き
の
石
」
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ソ
連
と
の
比
較
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。
も
っ
と
も
、
本
書
の
中
で
ソ
連
へ
の
言
及
が
そ
れ
ほ
ど

大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、
下
手
を
す
る
と
無
い
物
ね

だ
り
や
我
田
引
水
の
類
に
な
り
か
ね
な
い
。
だ
が
、
か
つ
て
の
ソ
連
も
中
国
も
、
と
も
に
社
会
主
義
国
―
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（4

）
私
は
こ
れ
ま
で
何
度
か
、
中
ソ
／
中
ロ
比
較
の
試
み
に
関
与
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ど
れ
も
不
完
全
燃
焼
に
終
わ

り
、
十
分
な
比
較
論
に
た
ど
り
着
く
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
近
藤
邦
康
・
和
田
春
樹
編
『
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
改
革
・
開

放
―
―
中
ソ
比
較
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
へ
の
寄
稿
、
座
談
会
（
加
々
美
光
行
・
緒
方
康
、
両
氏
と
）

「
中
国
と
ロ
シ
ア
―
―
そ
の
党
史
と
政
治
改
革
の
構
図
」
愛
知
大
学
『
中
国

21

』
第
一
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
、
「
ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
・
冷
戦
終
焉
・
ソ
連
解
体
―
―
二
〇
年
後
の
地
点
か
ら
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
（
ユ
ー
ラ
シ
ア
地
域
大
国
比
較

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
講
演
、
法
政
大
学
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
二
日
。
そ
の
記
録
は
、
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン

タ
ー
『
比
較
地
域
大
国
論
集
』
第
三
号
、
二
〇
一
〇
年
に
収
録
）
。

（5

）
一
つ
の
思
い
つ
き
と
し
て
、
個
別
の
事
例
に
即
し
た
詳
し
い
比
較
を
最
初
の
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
本
書
第
二
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

自
身
が
一
九
〇
五
年
の
第
一
次
ロ
シ
ア
革
命
を
熱
心
に
注
視
し
て
大
論
文
を
書
い
た
こ
と
に
始
ま
り
、
「
ロ
シ
ア
と
ウ
ェ
ー

バ
ー
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
は
膨
大
な
量
の
議
論
が
あ
る
。
そ
う
し
た
「
ロ
シ
ア
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
」
問
題
と
「
中

国
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
」
問
題
と
を
交
錯
さ
せ
る
の
は
容
易
な
業
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
同
様
の
こ
と
は
、
他
の
様
々
な
思
想
家
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
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―
そ
こ
で
い
う
「
社
会
主
義
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
大
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
点
は

ひ
と
ま
ず
お
く
―
―
で
あ
り
、
一
時
期
の
中
国
が
ソ
連
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
念
頭
に

お
く
な
ら
、
両
国
の
比
較
は
決
し
て
無
意
味
な
作
業
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ご
く
単
純
に
い

う
な
ら
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
ソ
連
と
毛
沢
東
時
代
の
中
国
の
間
に
は
一
定
の
並
行
関
係
が
あ
り
（
実
際
、

本
書
第
一
章
に
は
「
ジ
ダ
ー
ノ
フ
の
幽
霊
」
へ
の
言
及
が
あ
る
）
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
か
ら
ソ
連
解
体

期
に
か
け
て
の
ロ
シ
ア
と
現
代
中
国
と
の
間
に
も
あ
る
種
の
並
行
関
係
が
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
言
え
る
だ

ろ
う
。
だ
が
、
一
歩
立
ち
入
っ
て
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
幾
重
に
も
ね
じ
れ
た
関
係
が
あ
り
、

そ
れ
ら
を
整
序
し
て
同
じ
土
俵
の
上
に
載
せ
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
（4

）

。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
様
々
な
思
想
家
た
ち
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
彼
ら
の
多
く
は
ロ
シ
ア
で
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
議
論
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
論
じ
ら
れ
方
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
く
、
一
体
ど
の
よ
う
に
対
比
し
た
ら

よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
、
こ
れ
も
相
当
な
難
問
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
（5

）

。

以
上
、
「
ね
じ
れ
」
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
例
に
即
し
て
論
じ
て
き
た
。
そ
う

し
た
問
題
の
所
在
に
著
者
が
無
自
覚
で
な
い
こ
と
は
、
本
書
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
が
あ
る
種
の
単
一
の
図
式
に
き
れ
い
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
印
象
も
な
く

は
な
く
、
そ
の
点
で
は
微
妙
な
違
和
感
を
い
だ
く
。
乱
暴
に
要
約
す
る
な
ら
、
「
文
化
大
革
命
期
に
は
極

度
に
遅
れ
て
い
た
中
国
が
、
よ
う
や
く
古
い
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
、
自
由
な
模
索
を
開
始
し
、
近
代
化

に
向
け
て
前
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
図
式
の
中
に
、
種
々
の
潮
流
が
み
な
収
ま
る
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
相
互
矛
盾
や
緊
張
関
係
を
意
識
し
つ
つ
も
、
と
に
か
く
こ
れ
ら
全
部

が
「
進
歩
」
の
要
因
な
の
だ
と
い
う
予
定
調
和
的
図
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
ら
言

い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
？

（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）


