
本
書
の
主
旨
と
目
標
―
―
ま
え
が
き
に
代
え
て

東
ア
ジ
ア
文
化
圏
が
、
西
欧
と
の
対
比
に
お
い
て
自
ら
を
意
識
し
、
そ
れ
を
「
ア
ジ
ア
」
と
し
て
括
る
に
至
る
の
は
、
お
お
よ
そ

一
九
世
紀
後
半
以
降
の
こ
と
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
と
な
ら
ん
で
、
東
洋
の
美
と
思
想

を
め
ぐ
り
突
出
し
た
思
索
表
現
を
み
せ
る
。
本
研
究
で
は
、
そ
の
歴
史
的
実
相
に
迫
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
論
的
射
程
を
現
在
の
時

点
に
た
っ
て
問
い
直
す
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
育
ん
だ
両
大
戦
間
の
世
界
市
民
意
識
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
意
識
、
さ

ら
に
は
一
九
八
〇
年
代
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ムO

rientalism

論
争
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ムPost−M

odernism

を
経
由
し
、
二

一
世
紀
初
頭
の
全
球
化G

lobalization
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
、
現
時
点
に
至
っ
て
い
る
。「
東
洋
意
識
」
は
（
ア
フ
リ
カ
や
南
米
と
と

も
に
）
こ
れ
か
ら
将
来
、
人
類
の
文
明
の
将
来
に
と
っ
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
、
い
か
な
る
貢
献
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
お

お
よ
そ
日
本
で
い
え
ば
日
清
戦
争
期
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
再
独
立
ま
で
の
時
期
に
限
定
し
、
し
か
し
視
野
を
日
本

列
島
に
は
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
課
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
書
の
目
論
見
で
あ
る
。

本
書
の
背
景
を
な
す
共
同
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
に
検
討
を
加
え
る
た
め
、
狭
義
の
美
術
史
や
美
学
、
思
想
史
に
限
定
す

る
こ
と
な
く
、
文
学
、
宗
教
、
政
治
な
ど
隣
接
領
域
か
ら
の
参
画
も
得
て
学
際
的
な
接
近
を
試
み
、
ま
た
韓
国
・
中
国
の
み
な
ら
ず
、

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
を
含
め
、
ア
ジ
ア
意
識
の
帰
趨
を
国
際
的
な
視
野
の
も
と
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
た
。
ま
た
第
一
次
世
界

大
戦
を
経
た
時
期
の
欧
米
で
は
、
西
欧
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
の
方
策
を
東
洋
に
求
め
る
一
群
の
思
想
家
た
ち
も
登
場
す

る
。
か
れ
ら
の
思
索
の
可
能
性
を
再
検
討
す
る
た
め
に
は
、
西
洋
思
想
史
を
は
じ
め
と
す
る
分
野
の
専
門
家
の
参
加
も
得
て
、
世
界
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文
化
・
文
明
史
に
お
け
る
「
東
洋
」
の
命
運
と
将
来
へ
の
課
題
に
つ
き
、
総
合
的
な
見
通
し
を
与
え
る
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。

一
九
三
〇
年
代
に
模
索
さ
れ
た
東
洋
の
美
と
思
想
を
め
ぐ
る
思
索
は
、
当
時
な
お
圧
倒
的
な
優
位
を
誇
っ
て
い
た
西
欧
側
か
ら
の

期
待
に
応
答
す
る
性
格
を
宿
し
て
い
た
。
西
欧
内
部
で
の
知
的
な
需
要
に
応
じ
る
か
ぎ
り
で
、
東
方
か
ら
の
供
給
は
歓
迎
さ
れ
た
。

だ
が
期
待
に
反
す
る
異
質
性
は
受
け
入
れ
を
拒
絶
さ
れ
た
。
東
洋
に
期
待
さ
れ
る
異
質
性
と
は
、
西
欧
の
許
容
範
囲
と
い
う
均
質
性

の
限
界
を
超
え
な
い
限
り
で
し
か
有
効
で
な
い
。
そ
の
許
容
限
界
を
超
え
た
異
質
性
は
、
無
効
・
有
害
な
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
た
。

い
わ
ゆ
る
東
西
の
知
的
対
話
は
、
こ
の
需
要
・
供
給
関
係
に
抵
触
し
な
い
範
囲
に
自
己
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
枠
組
み
を
い
か
に

し
て
脱
却
で
き
る
の
か
。
現
在
の
「
文
明
間
対
話
」
の
停
滞
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
課
題
に
は
重
大
な
知
的
挑
戦
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
目
的
を
設
定
す
る
と
、
そ
こ
で
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
対
象
と
し
て
は
、
人
名
に
限
っ
て
も
、
ま
ず
近
代
東
洋

に
あ
っ
て
、
東
洋
人
で
あ
る
こ
と
を
自
問
し
た
数
多
く
の
知
識
人
が
念
頭
に
の
ぼ
っ
て
く
る
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
列
挙
す
る
だ
け
で

も
、
そ
の
第
一
世
代
と
し
て
は
、
辜
鴻
銘
、
岡
倉
覚
三
、
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
な
ど
の
名
が
脳
裏
を
過
ぎ
る
。
次
の
世

代
に
は
、
狭
義
の
美
学
・
美
術
思
想
に
限
定
し
て
も
、
日
本
で
は
、
野
口
米
次
郎
、
谷
崎
潤
一
郎
、
鈴
木
大
拙
、
柳
宗
悦
、
和
辻
哲

郎
、
金
原
省
吾
、
橋
本
関
雪
、
矢
代
幸
雄
、
鼓
常
良
、
保
田
與
重
郎
、
大
川
周
明
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
著
述
家
・
思
想
家
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
か
れ
ら
と
交
流
の
あ
っ
た
韓
国
や
中
国
の
文
人
や
画
家
、
さ
ら
に
は
フ
ォ
シ
ヨ
ン
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
ヘ
ッ
セ
、
ロ
ラ

ン
、
パ
ン
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
タ
ウ
ト
、
フ
ロ
ム
な
ど
「
東
洋
」
を
強
く
意
識
し

つ
つ
思
索
し
創
作
し
た
西
洋
の
知
識
人
も
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
中
国
の
文
人
と
し
て
は
呉
昌
碩
、
羅
振
玉
、
銭
痩
鉄
な
ど
が
著
名

だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
胡
適
、
周
作
人
、
林
語
堂
な
ど
「
西
洋
」
と
の
関
係
で
考
察
す
べ
き
作
家
や
学
者
は
多
い
。
韓
国
で
は
高

裕
燮
、
朴
鐘
鴻
に
は
じ
ま
る
系
譜
、
あ
る
い
は
崔
南
善
か
ら
徐
寅
植
へ
の
展
開
、
イ
ン
ド
で
は
ア
ナ
ン
ダ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
、

カ
リ
ダ
ス
・
ナ
グ
ー
、
ス
テ
ラ
・
ク
ラ
ム
リ
ッ
シ
ュ
ほ
か
、
さ
ら
に
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
関
係
で
は
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
や
ム
ハ
マ
ド
・
ア

ii



ブ
ド
ゥ
フ
、
ラ
シ
ッ
ド
・
リ
ダ
ー
ら
に
代
表
さ
れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
運
動
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
リ
・
マ
シ
ニ
ョ
ン
か

ら
日
本
の
井
筒
俊
彦
に
至
る
ま
で
の
振
幅
を
含
ん
で
「
東
洋
」
の
軌
跡
が
辿
ら
れ
よ
う
。

だ
が
と
も
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
固
有
名
詞
は
、
中
国
、
朝
鮮
、
イ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、
あ
る
い

は
政
治
思
想
、
哲
学
、
美
学
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
の
縦
割
り
の
枠
組
み
ゆ
え
に
、
た
が
い
に
結
び
付
け
て
議
論
さ
れ
る

機
会
に
乏
し
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
も
、
ひ
と
た
び
そ
の
専
門
家
共
同
体
の
枠
を
越
え
る
と
、

そ
の
事
績
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
従
来
の
学
術
に
は
付
き
物
の
弊
害
を
乗
り
越
え
る
た
め
、
共
同
研
究
会
と
い

う
場
を
設
定
し
、
縦
割
り
の
壁
を
越
え
た
知
的
対
話
・
学
術
的
情
報
交
換
を
目
指
し
た
。「
東
洋
意
識
」
と
い
う
括
り
に
よ
っ
て
、

複
数
の
地
域
や
学
術
領
域
で
潜
在
し
て
い
な
が
ら
こ
れ
ま
で
没
交
渉
だ
っ
た
問
題
を
共
有
し
、
互
い
に
他
を
照
ら
し
だ
し
つ
つ
、
自

ら
も
映
し
だ
さ
れ
る
と
い
う
、
相
映
・
相
発
の
場
を
設
け
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
共
同
研
究
の
目
論
見
で
あ
っ
た
。

そ
の
成
果
の
一
斑
と
し
て
こ
こ
に
刊
行
す
る
本
論
文
集
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
人
名
だ
け
で
も
多
岐
に
わ

た
る
領
域
を
す
べ
て
鳥
瞰
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
寄
稿
者
に
は
、
あ
た
う
限
り
一
次
資
料
に
基
づ
き
、
従
来
不
当
に
低
い
評
価
を

得
て
き
た
、
知
ら
れ
ざ
る
思
索
家
を
再
検
討
す
る
方
向
で
、
執
筆
を
お
願
い
し
た
。
人
物
と
系
譜
を
軸
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
時
代

特
有
の
問
題
系
を
浮
上
さ
せ
て
再
検
討
す
る
努
力
、
論
争
を
復
元
し
、
争
点
を
再
検
討
す
る
探
索
、
ま
た
特
定
の
キ
ー
タ
ー
ム
の
命

運
を
見
極
め
、
現
時
点
か
ら
振
り
返
っ
て
批
判
的
整
理
を
施
す
こ
と
も
不
可
欠
だ
ろ
う
。
そ
の
設
計
図
に
つ
い
て
は
、
続
く
導
入
部

「
共
同
研
究
の
構
想
と
概
要
」
で
詳
説
し
た
い
（
１
）

。

限
ら
れ
た
紙
幅
と
執
筆
者
だ
け
で
は
、
こ
の
広
大
な
課
題
の
す
べ
て
を
尽
く
す
に
は
程
遠
い
。
だ
が
、
個
々
の
事
例
は
、「
東

洋
」
を
軸
と
し
た
思
索
の
可
能
性
と
陥
穽
と
を
見
定
め
、
と
と
も
に
従
来
の
西
側
世
界
に
よ
る
学
術
方
法
論
、
理
論
志
向
の
限
界
や

欠
点
を
露
呈
さ
せ
た
思
索
の
射
程
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。「
東
洋
」
と
呼
ば
れ
る
―
―
あ
る
い
は
時
代
遅
れ
と
な
り
つ
つ
あ
る
―
―

観
念
を
拠
り
所
と
し
て
展
開
さ
れ
た
思
索
が
孕
む
錯
索
を
再
吟
味
す
る
一
助
と
な
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。
た
と
え
一
隅
な
り
と
も
照

本書の主旨と目標

iii



ら
す
こ
と
で
問
題
の
所
在
に
見
当
を
つ
け
、
今
後
よ
り
幅
広
い
領
域
の
研
究
者
と
の
協
働
へ
の
糸
口
と
な
る
な
ら
ば
、
本
書
の
意
図

の
一
端
は
達
せ
ら
れ
る
。

平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
二
月
八
日
記

稲
賀

繁
美

註（
１
）

な
お
、
共
同
研
究
会
と
あ
わ
せ
て
開
催
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
論
文
は
、
別
途
非
売
品
の
英
文
論
文
集
と
し
て
刊
行
す
る
た

め
、
本
書
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
触
れ
た
幾
つ
か
の
問
題
意
識
や
関
連
す
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
こ
の
英
文
報
告
書
、

Q
uestioning

the
O

riental
A

esthetics
and

T
hinking

:
C

onflicting
V

isions
of

“A
sia”

under
the

C
olonial

E
m

pires,
International

R
esearch

C
enter

for
Japanese

Studies

（2010

）,2011

を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
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