
淵
や
ア
ジ
ア
へ
の
敬
意
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
近
代
化
が
遅
れ
て
い
た
ア

ジ
ア
の
国
々
や
民
衆
を
蔑
視
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
植
民
地
化
を
謀
り
、

戦
渦
に
巻
き
込
み
大
き
な
悲
劇
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
日
本
人
達

が
戦
争
に
負
け
た
根
本
的
な
理
由
は
、
六
十
五
年
が
経
っ
た
か
ら
こ
そ
、

決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
、
ア
ジ
ア
を
直
視
で
き
な
か
っ
た

原
因
を
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
人
は
忘
却
し
や

す
い
国
民
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
が
日
本
人
の
最
大
の
弱
点
で
あ
る
こ
と
に

自
覚
的
で
は
な
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
大
戦
後
の
朝
鮮
戦
争
や
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
の
特
需
が
日
本
の
経
済
成
長
に
寄
与
し
た
こ
と
な
ど
も
忘
れ

て
し
ま
い
、
日
本
人
の
勤
勉
性
が
経
済
成
長
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
側

面
だ
け
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
な
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
に
引
き
摺
ら
れ
た

戦
後
の
歴
史
の
光
と
影
さ
え
も
重
層
的
に
認
識
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で

は
な
い
か
。

　

高
炯
烈
さ
ん
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
六
日
に
『
長
詩　

リ
ト
ル
ボ
ー

イ
』（
韓
成
禮
訳
）
を
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
か
ら
刊
行
し
た
。
一
九
九
九

年
か
ら
七
年
間
も
連
載
し
て
き
た
約
八
〇
〇
〇
行
も
の
長
詩
を
一
冊
に

ま
と
め
た
詩
集
だ
。
原
爆
は
日
本
人
だ
け
が
被
害
を
被
っ
た
の
で
は
な

い
。
例
え
ば
広
島
で
は
少
な
く
と
も
朝
鮮
半
島
の
人
々
が
五
万
人
前
後
、

被
爆
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
の
三
万
人
は
死
亡
し
、
二
万
人

が
生
き
残
り
、
一
万
五
千
人
が
韓
国
の
陝
ハ
プ
チ
ヨ
ン川

な
ど
に
帰
国
し
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
高
さ
ん
は
そ
の
陝
川
の
被
爆
者
に
取
材
し
、
こ
の
『
長
詩

　

リ
ト
ル
ボ
ー
イ
』
を
一
九
八
〇
年
半
ば
以
降
に
七
年
も
か
け
て
書
き

上
げ
て
一
九
九
五
年
に
韓
国
で
刊
行
し
た
。
私
は
こ
の
詩
集
の
こ
と
を

ア
ジ
ア
の
「
叙
景
の
悲
劇
」
を
凝
視
す
る
人

　
　
高
炯
烈
詩
集
『
ア
ジ
ア
詩
行

―
今
朝
は
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
』

�　
　

１

　

日
本
人
は
、
果
た
し
て
こ
れ
ま
で
朝
鮮
半
島
・
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
の

民
衆
を
等
身
大
で
直
視
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
距
離
的
に
は

近
い
が
、
な
ぜ
か
ア
ジ
ア
は
遠
い
国
々
で
、
関
わ
り
を
持
ち
た
く
な
い

消
極
的
な
態
度
を
取
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

（
十
五
年
戦
争
）
か
ら
六
十
五
年
、
日
韓
併
合
か
ら
一
〇
〇
年
の
歴
史
が

過
ぎ
て
も
、
日
本
人
に
と
っ
て
ア
ジ
ア
は
ど
こ
か
他
人
ご
と
の
よ
う
な

希
薄
な
感
じ
が
し
て
い
る
。
そ
の
根
本
的
な
要
因
は
、
日
本
が
極
東
の

島
国
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
影
響
が
目
に
見
え
る
よ
う
な
形
で
知
ら

さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
日
本
は
多
く
の
ア
ジ
ア
か
ら

の
文
化
・
文
明
の
吹
き
溜
ま
り
の
よ
う
な
場
所
で
、
日
本
の
固
有
性
と
は
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
由
で
も
た
ら
さ
れ
た
多
様
な
も
の
、
例
え
ば
中
近
東
・

イ
ン
ド
・
中
国
・
朝
鮮
・
東
南
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ゴ
ル
・
ロ
シ
ア
を
含
め

た
世
界
の
文
化
・
文
明
が
ア
ジ
ア
の
国
々
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
を
日
本
が
再
構
築
し
て
発
展
さ
せ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
冷
静
に

考
え
る
の
な
ら
、
ア
ジ
ア
の
多
様
性
や
混
沌
は
、
日
本
人
の
暮
ら
し
や

考
え
方
の
根
底
を
形
成
し
て
い
る
母
胎
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
明
治

維
新
後
に
欧
米
列
強
に
劣
等
感
を
抱
い
た
日
本
政
府
は
、
ア
ジ
ア
の
深

日
本
の
詩
人
た
ち
の
多
く
の
支
援
も
あ
り
刊
行
を
決
意
し
た
の
だ
っ
た
。

信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
約
四
〇
〇
冊
も
日
本
の
詩
人
た
ち
や
韓
国
・

朝
鮮
の
関
係
者
達
が
購
入
し
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
高
名
な
詩

人
の
一
人
は
三
冊
も
購
入
し
世
に
広
め
て
く
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
高

さ
ん
の
試
み
が
、
日
本
の
詩
人
、
在
日
の
詩
人
に
と
っ
て
自
分
た
ち
が

出
来
な
か
っ
た
、
二
十
世
紀
の
日
本
と
米
国
と
朝
鮮
半
島
の
歴
史
を
通

し
て
、
朝
鮮
人
被
爆
者
の
悲
劇
を
浮
き
彫
り
に
す
る
、
壮
大
な
叙
事
詩

を
実
現
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
人
々
が
注
目
し
て
く
れ

た
。
翌
年
の
二
〇
〇
七
年
の
『
原
爆
詩
一
八
一
人
集
』
が
、
一
八
一
人

も
の
優
れ
た
参
加
者
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
そ
の
前
年

に
『
長
詩　

リ
ト
ル
ボ
ー
イ
』
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
私
は
考
え

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
高
さ
ん
に
は
心
か
ら
感
謝
を
し
て
い
る
。
高
さ

ん
は
日
韓
の
詩
人
の
友
情
の
象
徴
的
な
存
在
に
な
っ
た
の
だ
と
私
は
考

え
て
い
る
。
そ
の
灯
を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
高
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、「
詩

評
」
の
若
き
詩
人
達
と
も
友
好
を
深
め
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
　

２

　

今
回
の
『
ア
ジ
ア
詩
行

―
今
朝
は
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
』
の
特

長
は
、
ア
ジ
ア
の
民
衆
へ
の
交
流
の
仕
方
を
高
さ
ん
が
身
を
持
っ
て
示

し
て
く
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
高
さ
ん
は
本
当
に
自
由
な
感
性
で
旅
先

の
ア
ジ
ア
の
今
こ
こ
を
眺
め
て
い
る
。
全
く
先
入
観
の
な
い
詩
人
の
感

性
が
そ
こ
で
出
合
う
人
び
と
の
現
れ
て
く
る
も
の
と
同
時
に
そ
の
奥
底

の
苦
悩
を
垣
間
見
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
正
確
に
記
そ
う
と
試
み
ら
れ
て

韓
国
の
詩
人
韓
成
禮
さ
ん
か
ら
教
え
て
貰
い
、
強
い
関
心
を
抱
い
て
い

た
。
そ
し
て
「
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
」
誌
上
で
日
本
人
に
紹
介
し
た
い
と
願

っ
た
。
二
〇
〇
六
年
八
月
五
日
に
『
長
詩　

リ
ト
ル
ボ
ー
イ
』
の
出
版

記
念
会
を
広
島
で
開
催
し
た
。
多
く
の
日
本
の
詩
人
た
ち
が
広
島
に
集

ま
っ
て
く
れ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
の
高
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
に
耳
を

傾
け
て
く
れ
た
。
広
島
周
辺
で
二
泊
を
し
た
際
に
、
今
後
も
「
コ
ー
ル

サ
ッ
ク
」
誌
上
で
定
期
的
に
詩
を
書
い
て
も
ら
う
こ
と
を
お
願
い
し
た
。

高
さ
ん
は
、
ア
ジ
ア
の
詩
人
た
ち
を
紹
介
す
る
「
詩
評
」
と
い
う
詩
誌

を
二
〇
〇
〇
年
か
ら
編
集
し
て
い
て
、
ア
ジ
ア
の
国
々
に
旅
行
す
る
こ

と
も
多
い
と
い
う
。
そ
こ
で
「
ア
ジ
ア
詩
行
」
と
い
う
連
作
を
試
み
た

い
と
私
に
語
っ
て
く
れ
た
。
幸
い
に
広
島
で
の
通
訳
を
在
日
二
世
の
李

美
子
さ
ん
が
し
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
李
さ
ん
に
そ
の
翻
訳
を
し
て

貰
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
四
年
が
過
ぎ
、
詩
篇
が
終
結
し
た

こ
と
も
あ
り
、
私
は
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
で
『
長
詩　

リ
ト
ル
ボ
ー
イ
』

と
同
じ
よ
う
に
企
画
出
版
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

実
は
高
さ
ん
の
『
長
詩　

リ
ト
ル
ボ
ー
イ
』
を
刊
行
す
る
こ
と
は
、

私
に
と
っ
て
詩
誌
「
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
」
を
株
式
会
社
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社

に
さ
せ
る
原
動
力
に
な
っ
た
記
念
す
べ
き
本
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
私
の

中
で
『
原
爆
詩
集
』
を
編
集
す
る
構
想
が
一
九
九
七
年
に
浜
田
知
章
さ

ん
と
広
島
に
行
っ
た
時
か
ら
芽
生
え
て
、
い
つ
か
必
ず
実
現
し
た
い
と

考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
前
に
高
さ
ん
の
『
長
詩　

リ
ト
ル
ボ
ー
イ
』

を
企
画
出
版
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ

し
て
二
〇
〇
六
年
に
韓
成
禮
さ
ん
も
残
り
最
後
の
翻
訳
を
急
い
で
く
れ
、



に
な
つ
か
し
い
笑
い
声
や
話
し
声
、
そ
し
て
町
や
通
り
の
快
い
騒
音
」

に
耳
を
澄
ま
す
の
だ
。
そ
れ
ら
を
含
め
、
高
さ
ん
が
ア
ジ
ア
を
歩
い
て
、

感
じ
た
手
触
り
が
そ
の
ま
ま
詩
に
転
化
さ
れ
て
い
く
不
思
議
な
体
験
を

こ
の
詩
集
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
日
本
の
詩
人
は
も
ち
ろ

ん
、
ア
ジ
ア
に
真
に
向
き
合
う
こ
と
を
感
じ
て
い
る
人
び
と
は
、
こ
の

詩
集
か
ら
多
く
の
こ
と
を
感
じ
取
り
、
ア
ジ
ア
に
向
き
合
う
ヒ
ン
ト
に

な
る
だ
ろ
う
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
カ
バ
ー
表
紙
と
大
扉
の
写
真
は
、
詩
人
で
カ
メ
ラ
マ
ン

の
柴
田
三
吉
氏
が
何
度
も
ア
ジ
ア
を
旅
行
し
た
時
の
写
真
の
中
か
ら
使

用
さ
せ
て
頂
い
た
。
柴
田
さ
ん
も
写
真
と
詩
を
通
し
て
ア
ジ
ア
を
凝
視

し
て
い
る
詩
人
だ
。
二
〇
〇
六
年
の
広
島
で
の
出
版
記
念
会
に
も
参
加

し
て
く
れ
、
高
さ
ん
と
も
二
次
会
で
親
し
く
話
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
覚

え
て
い
る
。
こ
の
詩
集
も
多
く
の
日
本
人
に
愛
さ
れ
る
詩
集
に
な
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
。

い
る
。
こ
の
「
ア
ジ
ア
詩
行
」
の
試
み
は
、
い
ま
固
有
名
を
持
っ
て
生

き
て
い
る
ア
ジ
ア
の
民
衆
の
姿
や
現
在
の
ア
ジ
ア
の
置
か
れ
て
い
る
困

難
な
情
況
を
凝
視
し
、
そ
れ
を
詩
に
変
換
し
て
い
る
。
楽
々
と
ア
ジ
ア

の
国
境
を
越
え
て
い
く
独
特
の
凝
視
の
仕
方
が
「
ア
ジ
ア
詩
行
」
の
芸

術
性
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
い
る
。　
　

　

高
さ
ん
は
初
め
て
二
〇
〇
六
年
八
月
四
日
に
原
爆
ド
ー
ム
の
前
に
立

っ
た
。
そ
の
元
安
川
の
岸
辺
で
咲
い
て
い
た
「
油
桃
花
」（
夾
竹
桃
）
や

宮
島
で
見
か
け
た
「
白
い
リ
ボ
ン
」（
お
み
く
じ
）
に
つ
い
て
記
し
た

「
木
の
枝
の
リ
ボ
ン
と
油
桃
花
」
か
ら
詩
集
は
始
ま
っ
て
い
る
。
き
っ
と

高
さ
ん
は
「
油
桃
花
」（
夾
竹
桃
）
が
原
爆
の
熱
風
を
浴
び
た
ら
ど
の
よ

う
に
な
る
の
か
を
想
像
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
お
み
く
じ
の
意
味
を
剝

奪
さ
せ
て
「
白
い
リ
ボ
ン
」
と
喩
え
て
、
韓
国
で
は
喪
中
に
女
性
が
白

い
布
き
れ
を
髪
に
つ
け
る
こ
と
を
ダ
ブ
ら
せ
て
い
る
。
高
さ
ん
は
夾
竹

桃
と
「
白
い
リ
ボ
ン
」
の
「
こ
の
ふ
た
つ
が
わ
た
し
に
は
叙
景
の
悲
劇

に
な
ろ
う
と
は
」
と
語
っ
て
い
る
。
高
さ
ん
の
「
ア
ジ
ア
詩
行
」
は
現

在
の
ア
ジ
ア
の
「
叙
景
の
悲
劇
」
を
直
視
す
る
試
み
で
あ
る
と
も
言
え

る
だ
ろ
う
。
日
本
の
広
島
・
宮
島
か
ら
始
ま
り
、
ロ
シ
ア
の
サ
ハ
リ
ン

で
タ
ー
リ
ア
の
花
を
見
つ
め
、
中
国
吉
林
省
延
吉
市
の
大
便
所
の
ネ
ズ

ミ
に
親
近
感
を
抱
き
、
空
想
の
エ
ベ
レ
ス
ト
山
に
登
り
、
モ
ン
ゴ
ル
の

バ
ヤ
ン
ゴ
ビ
の
草
原
で
排
泄
す
る
女
た
ち
の
逞
し
さ
を
眺
め
、
モ
ン
ゴ

ル
の
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の
太
い
雨
を
天
啓
の
よ
う
に
見
上
げ
、
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
の
ラ
ン
コ
ッ
ク
の
白
い
砂
浜
の
ハ
マ
ナ
ス
と
少
女
を
慈
し
む
。
ま

た
沿
海
州
で
日
本
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
韓
国
・
朝
鮮
を
感
じ
な
が
ら
「
耳


