
く
れ
て
い
る 。
紹
介
し
た
こ
つ
の
例
で 、
彼
の

イ
ン
タ
ピ
S
1

の
前
に 、
人
は
い
か
に
正
直
に

な
る
か 、
一税
み
と
る
と
と
が
で
き
る
だ
ろ
う 。

五O

兵 t
を
超
す
分
盤 、
い
ろ
ん
な
登
場
人

物
が
出
て
〈
る
し 、
場

面転換
が
ひ
ん
ぼ
ん
で

ス
ヲ
ス
ラ
と
は
読
め
ない 。
説
み
終
え
る
の
に

か
な
り

時
間
が
か
か・っ
た
む
と
を
正
直
に
告
白

せ
ね
ば
な
る
まい 。《肝岩は毎日新聞編集書員）

（晶文社二三 OO同）

－・－
文『明 嶋鎖中
の

雄壮大な
評
者

今堀
誠

本書
の
タ
イ
ト

ル
は 、
次
の
よ
う
な中
国観

を
ふ
ま
え
て
の
発
想
で
あ
る 。
中
国
の

最高指

針
で
あっ
た
「
毛
沢
東
芝ア
ル」
除 、
す
で
に

過去
の
歴
史
の
ひ
と
ζ
ま
と
なっ
た
が 、
と
れ

に
代
わ
る
毛
デ
ル
は
ま
だ
で
き
て
い
ない 。
－

九
七
五
年－
月
に
周
恩来
が
提
示
し
た
「
四
つ

の
現
代
化」
路
線
位 、
七
七
年
に
党
規
約
に
明

記
さ
れ 、
七
八
年
の
三
中
全
会
で
国
家
目
標
と

さ
れ
た
が 、
そ
れ
で
モ
デ
ル
が
で
き
た
と
は
雷

え
ない 。
例
え
ば
六O
O
O

億
米
〆
を
要
す
る

と
言
わ
れ
て
い
た
建
設
資
金
位 、
ど
う
し
て
集

め
る
の
か 、
現
代
化
を
阻
む
中
国
社
会
の
古い体閣時川」ゆ崎ゆ味川崎暁広崎嶋崎川崎

い
と
と
等 、
絶
望
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
阻 モ戸アの追究ノレ

密
要
因
が
山
積
し
て
い
る 。
と
れ
ら
を
克
服
し

つ
つ 、
国
家
を
建
設
す
る
に
足
る 、
壮
大
な毛

デ
ル
の
追
究
が 、

本書
の
ね
らい
な
の
で
あ

スv 。ー
「
現
代
中
国
の
政
治
と

文

明」
で
ほ 、
毛

沢
東モ
デ
ル
に
代
わ
る
も
の
と
し
て 、
ネッ
プ

と
非ス
タ
1
9
ン
体
制
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た

「
ソ
迎モ
デ
ル」

、
企
業
を
労
働
者
や
農
民
の

自
主
管
理
の
下
に
置
き 、
か
っ

資木主
義
的
な

市
場
経
済
を
潜
入
す
る「ユ
lゴ

号
デ
ル」 、
ま

た
「
後
巡
回
さア
ル」
等
を
と
り
あ
げ
た
後 、

そ
れ
ら
よ
り
も 、
一
九
四
九
t

五
五
年
の
中
国

新民
主
主
義
革命
を
ふ
ま
え
た
母
デ
ル
作
り

が 、
構
想
さ
るべ
き
だ
と
のべ
て
い
る 。
そ
れ

は
毛
沢
東毛
デ
ル
が
ス
タ
ー
ト

す
る
直
前
の
段

階
に
当
た
る
か
ら 、
と
と
ま
で
さ
か
の
ぼっ
て

農業集
団
化
を
再検
討
す
る
と
と
も
に 、
中
国

の

伝統社会 、
と
く
に
土
俗
的・
道
教的
な
要

紫
の
彼栂
を
考
え
X
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る 。

中
国
の

伝統社
会
の
諺本
で
あ
る
共
同
体

が 、
現
在
も
生
き
続
け
て
い
る
と
と
は 、
張
世

俊
「
な
ぜ
分隊
現
象
が
出
現
す
る
の
か」（－
九

七
九
年
五
月
五
日
の『
人
民
日
韓
己
に
よっ
て

も
明
ら
か
で
あ
る 。
と
の
共
同
体
が
毛
沢
東モ

デ
ル
へ
の
抵
抗
線
に
在っ
た
わ
け
で
あ
る
が 、

新
民
主

主義革命
で
は 、
共
同
体
を
生
か
し
な

が
ら

社
会
主
義
に
向
か
う

総
路
線
す
な
わ
ち
革

命
の
具
体
僚
を
示
し
て
い
る 。
だ
か
ら
も

う－

皮
と
の
原点
に
た
ち
か
えっ
て 、
毛
デ
ル
を
構

築
で
き
る
の
で
は
ない
か
と
い
う
の
が 、
教
授

の
問

題提起
で
あ
る 。

もっ
と
も
木書
で
は
新
三ア
ル
の
全
容
が
語

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
怯
ない e
そ
の
代
わ
り 、

世

界
各
国
の
現
代
中
国
学
の
現
状
を
紹
介
す
る
と

と
に
よ・っ
て
号
デ
ル
作
りへ
の
サ
ジ
畠
ツ
シ
ョ

ン
を
提
供
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る 。

浅い日本の研究レベル
E
の
「
現
代
の
中
固
と
中
国
学」
位、
教
授

が
自
ら
訪
問
し
て
意

見交換
を
行っ
た
中
園 、

ソ
迎 、
西
ド
イ
ツ 、
オ
l

ス
ト
ラ
9
7 、
ア
メ

9
カ 、
フ
ラ
ン
ス
等
の
各
国
の 、
学
問
状
況
の

報
告
で
あ
る 。
例
え
ぽ一
九二
0
年
代
の
中
共

の

最高指噂者
の－
人 、
拶
述
之
夫
妻
は
中
国

草命
の
民
主
化
に
希
望
を
托
し 、
北
京
の
デ
ィ

シ
デ
ン
ト
グ
ル
ー
プ
の
出
し
て
い
る
『
北
京

之
容』
な
ど 、
反
体制
派
出
版
物
を
肝
価
し
て

い
る 。・
ソ
迎
の
学
界
位一
九
五
0
年
代の
中
ソ

友
誼
時
代
を
な
つ
か
し
み
つ
つ 、
ソ
迎毛
デ
ル

の
復活
は
あ
り
得
ない
と
い
う考
え
方
で
あ

る ＠
ア
メ
リ
カ
で
も
中
ソ
和
解
除
否
定
的
に
見

ら
れ
て
い
る
が 、

中嶋教授
は
中
国
の
世
界臓

略
の
基
本
は
中
ソ
同
盟
に
あ
る
と
い
う
立
場
を

と
り 、
ζ
れ
ら
の
米
ソ
の
単岩
と 、
一論
慨
を
関

わ
し
て
い
る 。
フ
ラ
ン
ス
で
は 、

文説期
に
怯

毛
沢
東
礼
献
が
圧
倒
的
で
あっ
た
が 、
今で

も
むユ
ノ
ー

の
よ
う
に 、
四
人

組支持
の
立
場

．
を
堅持
し
て
い
る
人
もい
る 。
し
か
し
学
界
の

大
勢
怯 、
と
の
問 、

終始
毛
沢
東
を
批
判
し 、

中
国
の
民
主
化
を
求
め
る
立
場
を
とっ
て
き
た

ギa
ル
マ
ズ月
ペ
ル
ジェ
1

ル 、
ピ
ア
ン
ヨ
等

の
9
1
ド

す
る
と
と
ろ
と
なっ
て
い
る 。
彼
ら

除 、
天

安門事件 、

説京生
事
件
な
ど 、
デ
ィ

シ
デ
ン
ト
グ
ル
ー
プ
の
励
き
を
重視
し
て
い
る

が 、
一新
し
い
中
国毛
デ
ル
を
発
見
す
る
ま
で
に

・
陪
到っ
て
い
ない 。

E
肱
「
毛
沢
東
主
義
を
め
ぐっ
て」
と
題
さ

れ 、
日
本の
思
想
界
が
毛
沢
東
に
の
め
り

込
ん

で
い
た
時
期
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
い

る 。
もっ
と
も
日
本
で
は 、
最
初
は
毛
沢
東に

対
し 、
理
解
を
示
す
人
ほ
ど
く
ま
れ
で
あ
っ

た 。
中
共
の
勝
利
が
確
実
に
なっ
た
時 、
ア
メ

9
カ
国
務
省
は一
九
四
九
年
八
月
に
『
中
国
白

書』
を
発
表
し
て
い
る
が 、
日
本
で
は
代
表
的

なか巴まみねお一九三六年長野県

生まれ。東京大学大学院内国際関原繭
）

修了。現在、東京外聞簡大学教授。
90 ヱコノミスド84.10.2 

1984.10.02　エコノミスト　文明の再鋳造を目指す中国　書評


