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巻
頭
言
＝

東
洋
史
学
の
甦
生

弁
納

才
一

民
主
党
政
権
が
誕
生
し
て
か
ら
、｢

ム
ダ｣

探
し
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、

不
要
不
急
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
景
気
浮
揚
の
観
点
か
ら
優
先
度
の
低

い
も
の
を

｢

ム
ダ｣

と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況

下
で
、
東
洋
史
を
含
む
歴
史
学
も

｢

ム
ダ｣

と
断
定
さ
れ
る
可
能
性
が

無
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
危
惧
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
近
年
、
大
学
の

研
究
に
関
す
る
評
価
に
お
い
て
も
社
会
的
貢
献
の
有
無
が
問
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
が
、
歴
史
学
研
究
が
具
体
的
に
い
か
な
る
社
会
的
貢

献
を
し
て
い
る
の
か
に
答
え
る
の
に
は
苦
労
す
る
。
し
か
も
、
大
学
に

お
い
て
歴
史
学
と
り
わ
け
東
洋
史
学
は
学
生
か
ら
の
人
気
が
な
く
な
り

つ
つ
あ
り
、
歴
史
学
担
当
の
教
員
ポ
ス
ト
は
全
国
的
に
削
減
さ
れ
つ
つ

あ
る
。
東
洋
史
学
研
究
者
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
枠
組
み
の
設
定
で
は
、
東
洋
史
か
ら
東
ア
ジ
ア
史
へ
、
す
な

わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
対
比
す
る
よ
う
な
一
国
史
を
超
え
る
東
ア
ジ

ア
史
へ
移
行
す
べ
き
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
民
主
党
政
権
は
東
ア

ジ
ア
重
視

(

東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想)

を
提
唱
し
て
い
る
。
大
げ
さ
に

言
え
ば
、
日
本
は
明
治
維
新
以
来
の

｢

脱
亜
入
欧｣

か
ら

｢

脱
米
入
亜｣

へ
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
研
究
手
法
で
は
、
実
証
主
義
研
究
へ
の
固
執
と
い
う
保
守
主

義
か
ら
脱
却
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
誌
前
号
の
巻
頭
言
で

も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
献
資
料
に
基
づ
く
実
証
研
究
を
中
心

と
し
な
が
ら
も
、
社
会
学
・
文
化
人
類
学
の
手
法
で
あ
る
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
可
能
な
限
り
積
極
的
に
組
み
込
む
べ
き
で
あ
る
。

最
後
に
、
理
想
・
希
望
の
旗
を
高
く
掲
げ
続
け
る
こ
と
を
提
言
し
た

い
。
歴
史
学
は
人
気
・
魅
力
が
な
い
と
嘆
く
な
か
れ
。
人
気
を
得
る
た

め
に
学
生
・
大
衆
に
迎
合
し
て
趣
味
・
教
養
の
歴
史
学
に
甘
ん
じ
て
は

な
ら
な
い
。
歴
史
学
は
未
来
創
造
の
礎
で
あ
り
、
未
来
へ
の
道
標
で
も

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去

(

歴
史)

を
見
つ
め
直
す
こ
と
は
未
来
創
造

の
源
泉
で
あ
り
、
過
去
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
現
在

(

現
状)

を
理
解
し

得
な
い
し
、
未
来

(

将
来)

を
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
過
去
を

深
く
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
未
来
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
史
の
研
究
は
、
東
ア
ジ
ア
社
会
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
人
的
な
問
題

関
心
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
社
会
の
根
底
を
な
す
の
が
経
済
で
あ
る
が
、

近
年
流
行
し
て
い
る
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
あ
る
い
は
経
済
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
経
済
の
表
層
に
過
ぎ
ず
、
最
底
辺
に
あ
る
各
地
域
の
社
会
経
済
構
造

こ
そ
が
そ
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(
金
沢
大
学

人
間
社
会
研
究
域

経
済
学
経
営
学
系)
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