
開購
私
の
よ
う
に
中
国
や
ア
ジ
ア
の
こ
と
を
研

究
し
て
い
る
者
に
と
っ
て、
もっ
と
も
大
切

な
思
想
史
的・
文
明
史
的
土
援
は、
な
ん
と

い
っ
て
も
ヨ
l
ロ
γ
パ
で
は
な
い
か、
と
私

自
身
は
こ
の
ご
ろ
つ
く
づ
く
思っ
て
い
る。

こ
う
し
た
思
い
に
駆
ら
れ
て、
こ
の
ご
ろ

は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
学
生
た
ち
を
引
き
連
れ
て

「
ヨ
l
ロ
ァ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
を
考
え
る」
と

い
っ
た
テ
1
7
の
ヨ
l
ロ
ァ
パ
研
修
旅
行
に

も
出
か
け
て
行
く
私
で
は
あ
る
が、
そ
の
よ

う
な
と
き、
テ
キ
ス
ト
に
選
ぶ
の
は、
高
原

正
発
著
『
文
明
が
衰
亡
す
る
と
き』
（
新
潮

選
哲、
一
九
八一
年〉
と
木
村
尚
三
郎一者

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
対
話』
（
日
経
選
書、
一

九
七
四
年）
で
あ
る・

高
坂
氏
は、
周
知
の
よ
う
に、
国
際
政
治

学
者
と
し
て、
ま
た
『
宰
相官ロ
回
茂』
（
中

公
議
宮、
一
九
六
八
年〉
以
来
は、
日
本
政

治
鎗
の
論
客
と
し
て
す
ぐ
れ
た
業
絞
を
残
し

て
お
り、
私
の
好
き
な
現
代
政
治
論
と
し
て

は
『
政
治
的
思
考
の
復
権』
（
文
官製
春
秋、

一
九
七
二
年）
と
い
っ
た
味
わ
い
深
い
作
品

も
あ
る
の
だ
が、
『
文
明
が
衰
亡
す
る
と
き』

は
こ
の
一者
が
広
く
読
ま
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も－
不
さ
れ
て
い
る
よ

う
に、
実
に
内
容
の
豊
か
な
文
明
史
論
で
あ

司令。文
明
論
と
い
う
と‘
と
か
く
呪
術
的
で

著
者
は、
「
子
供
の
こ
ろ
か
ら、
こ
の
よ

う
な
本
を
奮
い
て
み
た
い
と
思っ
て
来
た
気

が
す
る」
と
み
ず
か
ら
語っ
て
い
る
け
れ

ど、
本
苫
は
著
者
の
若
き
自
の
田山
菜
紀
行

『
世
界
地
図
の
中
で
考
え
る』
（
新
潮
選
雷、

一
九
六
八
年〉
が
さ
ら
に
成
熟
し
た
地
点
で

花
咲
い
た
も
の
で
あ
り、
こ
の
聞
に
『
古
典

外
交
の
成
熟
と
崩
媛』
（
中
失
公
論
社、
一

九
七
八
年）
と
い
う、
著
者
の
学
位
論
文
に

も
なっ
た
外
交
史
研
究
が
あっ
て
こ
そ、
本

書
は
成っ
た
と
い
え
よ
う。
そ
の
高
塚
氏
は

最
近、
過
般
の
フ
t
l
グ
ラ
ン
ド
戦
争
に
つ

い
て
の
論
考
寸
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
戦
争
の
原

因
と
そ
の
教
訓」
〈『
国
際
法
外
交
雑
誌』
第

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

か

ら

ア

ジ

ア

を

考

え

る

大
時
代
が
か
っ
た
も
の
が
多
い
な
か
で、
こ

の一者
は
ロ
1
7
帝
国
の
哀
亡
の
プ
ロ
セ
ス
や

ヴュ
ネ
ツ
ィ
ア
王
国
の
栄
光
と
後
折
の
歴
史

を
国
家
論
と
外
交
史
の
立
場
か
ら
多
彩
色
で

と
ら
え
て
い
て、
し
か
も
同
時
代
的
問
い
か

け
に
充
ち
て
い
る・
「
通
商
国
家
は
他
人
に

依
存
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
だ
け
に、
脆
弱

性
を
持っ
て
い
る」
（
同
笛一
四
四
ペ
ー
ジ）

と
か
「
基
本
的
に、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
た
ち

は
疲
れ
て
し
まっ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う」

（一
五
五
ペ
ー
ジ）
と
い
っ
た
指
摘
は、
今

自
の
通
商
大
国・
日
本
へ
の
教
訓
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い＠

八
三
巻
第
五
号、
一
九
八
五
年〉
で、
こ
の

戦
争
は
「
十
八
世
紀
に
戻っ
た
よ
う
な
戦
争

で
あっ
た」
と
い
う
大
変
興
味
深
い
結
諭
を

出
し
て
い
る。
と
に
か
く
高
坂
氏
の
国
際
政

治
論
に
は、
そ
の
世田
ち
の
良
さ
を
映
し
出
す

伸
び
や
か
さ
と
ロ
マ
ン
が
あ
る
の
で
あ
っ

て、
や
は
り
氏
の
存
在
は
か
け
が
え
の
な
い

も
の
で
あ
る．

木
村
氏
の
著
作
も
私
は
つ
ね
に
変
説
し
て

い
る
が、
『
ヨ
l
ロ
ァ
パ
と
の
対
お』
か
ら

『
西
欧
文
明
の
原
像』
（
縁
談
社、
一
九
七
四

年〉
や
『
カ
オ
l
ル
の
一泊
霊』
〈
講
談
社、

一
九
八
三
年）
な
ど
を
経
て、
ま
さ
に一方
磁

な
ワ
イ
ン
の
味
わ
い
を
も
っ
俵
近
作
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
の
が
『
家
狭
の
時
代
｜｜
ヨ
l

ロ
ァ
パ
と
日
本

｜｜』
（
新
潮
選
雷、
一
九

八
五
年）
だ
と
い
え
よ
う・
今
日
の
低
成
長

M

ど
き

の

ど
S

時
代
は、
世
阿
到
の
い
う
「
男
降、
女
時」

の
「
女
時」
時
代
で
あっ
て、
天
下
回
家
を

論
じ
る
大
思
想、
大
論
議
の
時
代
か
ら、
も

っ
と
感
性
的
な
「
つ
な
ギこ
の
感
覚
が
大
切

に
さ
れ
る
時
代
と
な
り、
個
人
主
義
で
は
な

く
「
個
人」
の
時
代に
なっ
て
き
て
い
る
が

ゆ
え
に、
家
族
が
再
発
見
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
をヨ
l
ロ
γ
パ
と
日
本
の
共
通
性
と
し
て

著
者
は
論
じ
て
い
る。

こ
の
容
は、
ョ
l
ロ
ァ
パ
の
大
思
想
家
や

近
代
市
民
革
命
の
世
界
史
的
足
跡
な
ど
を
通

じ
て
ヨ
l
ロ
ァ
パ
を
と
ら
え
る
こ
と
に
馴
ら

さ
れ
て
き
た
読
者
を、
姿
と
夫
そ
し
て
子
供

が
「パ
γ
を
分
け
合
う」
姿
を
通
じ
て
と
ら

え
ら
れ
た
B
常
生
活
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に

努
い、
そ
の
こ
と
に
よっ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近

代
の
血泣
か
さ
の
真
の
意
味
を
伝
え
て
く
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う。
「
イ
ギ
リ
ス・
ア
メ
リ

カ
型
の
女
性
の
生
き
方・
考
え
方
は、
家
庭

ま

ず

料
理
の
不
味
さ
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
忠
わ

れ
る」
ハ
本
容
二一
六ペ
ー
ジ）
と
い
う
著

者
の
女
性
論
も
ま
た、
最
近
琉
行
の
ウ
ー
マ

ン・
リ
プ
型
「
女
の
時
代」
の
主
張
と
は
異

なっ
た
女
性
鈴
と
し
て
思
わ
ず
膝
を
た
た

Je、（
な
か
じ
ま・
み
ね
お
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