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序　章

梁啓超
1903年，ボストンにて



世
界
史
の
近
代
は
西
洋
に
お
け
る
産
業
革
命
・
政
治
革
命
・
思
想
革
命
に
よ
っ
て

は
じ
ま
り
、
伝
統
的
な
東
ア
ジ
ア
世
界
は
十
九
世
紀
に
そ
の
波
浪
に
ま
き
こ
ま
れ

た
。
清
国
の
知
識
界
が
ま
ず
対
応
し
、
日
本
が
そ
れ
を
追
い
か
け
、
時
代
の
変
容

は
政
治
・
経
済
・
社
会
の
す
べ
て
を
お
お
う
も
の
だ
っ
た
。
異
文
明
の
受
容
に
も

っ
と
も
重
要
な
役
割
を
は
た
す
の
が
翻
訳
で
あ
り
、
こ
ち
ら
に
な
い
概
念
を
受
容

す
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
明
治
日
本
に
お
い
て
多
く
の
「
近
代
」
漢
語
が
創
出
さ

れ
た
。
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
西
洋
近
代
文
明
が
中
国
で
も
広
く
受
容
さ
れ
て
近
代

東
ア
ジ
ア
文
明
圏
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
最
大
の
功
労
者
が
梁
啓
超
と
い
う
学
識

あ
る
天
才
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
こ
の
地
域
で
は
自
国

語
で
高
等
教
育
を
も
お
こ
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
は
銘
記
さ
れ
て
よ
い
。
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人
類
の
歴
史
が
大
き
く
変
化
し
て
き
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
ど
の
地
域
の
ど
の
民
族
も
か
つ
て
石
器
時

代
を
経
過
し
た
こ
と
は
常
識
で
あ
る
。
そ
し
て
古
代
、
中
世
を
経
て
い
ま
の
近
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
な
っ
た
。
そ

の
変
化
の
過
程
は
普
通
に
は
進
歩
な
い
し
発
展
の
道
筋
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
現
代
に
生
き
る
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
、
電
気
や
水
道
、
さ
ら
に
は
自
動
車
の
な
い
生
活
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
歴

史
は
不
可
逆
的
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
地
球
上
の
人
口
は
二
十
世
紀
の
百
年
間
に
四
倍
以
上
に
ふ
え
て
、
現

在
、
七
十
億
人
に
も
な
っ
て
い
る
。

近
代
の
定
義
は
複
雑
で
万
人
の
納
得
す
る
定
論
は
な
い
に
ひ
と
し
い
が
、
話
を
す
す
め
る
た
め
に
私
な
り
の
見
解

を
示
し
て
お
こ
う
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
単
純
化
し
て
言
う
な
ら
、
世
界
史
の
近
代
は
、
経
済
的
に
は
資
本
主
義
の
時

代
、
す
な
わ
ち
世
界
市
場
と
国
民
経
済
の
時
代
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
民
権
主
義
の
時
代
、
す
な
わ
ち
万
国
共
存
と

国
民
国
家
の
時
代
で
あ
り
、
文
化
的
に
は
科
学
主
義
の
時
代
、
す
な
わ
ち
客
観
知
識
と
国
民
教
育
の
時
代
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
近
代
は
産
業
革
命
・
政
治
革
命
・
思
想
革
命
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
数
世
紀
前
の
西
洋
に
は
じ
ま

り
、
し
だ
い
に
非
西
洋
地
域
を
ま
き
こ
ん
で
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

人
類
が
こ
の
よ
う
な
生
活
環
境
を
経
験
し
た
の
は
、
か
り
に
政
治
的
指
標
を
と
る
な
ら
、
そ
の
画
期
と
さ
れ
る
大

事
件
か
ら
数
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
清
教
徒
革
命
で
四
百
年
た
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
革
命

か
ら
は
二
百
年
あ
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
の
統
一
か
ら
は
百
五
十
年
前
後
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
間
に
お
け
る
産

業
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
は
こ
と
さ
ら
述
べ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
思
考
の
基
礎
な
い
し
機
軸
を
「
民
」
に
置
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く
よ
う
に
な
っ
た
思
想
面
で
の
変
容
の
意
義
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
、
そ
れ

が
ま
だ
理
念
に
と
ど
ま
り
、
現
実
と
な
る
に
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
で
あ

る
。近

代
に
お
け
る
変
容
に
つ
い
て
も
定
論
は
な
い
が
、
一
九
四
五
年
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
了
が
一
つ
の
画
期
と

な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
か
ら
七
十
年
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
め
の
帝
国
主
義
全
盛
時
代
に

つ
く
ら
れ
た
植
民
地
は
み
な
「
独
立
」
国
家
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
各
国
の
発
展
に
む
す
び
つ
く
の
で
は
な

く
、
帝
国
主
義
の
新
様
式
と
も
い
え
る
「
新
自
由
主
義
」
の
旗
の
も
と
に
あ
ら
た
な
収
奪
体
系
に
く
み
こ
ま
れ
、
民

衆
の
生
活
は
さ
ら
な
る
困
難
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。「
九
・
一
一
」
以
後
は
、
国
家
の
仕
組
み
に
も
ゆ
ら
ぎ
が
生
じ
、

世
界
は
ま
す
ま
す
混
迷
の
度
を
深
め
て
い
る
か
に
見
え
る
。

わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
東
ア
ジ
ア
は
古
来
、
す
ぐ
れ
た
独
自
の
文
明
を
誇
っ
て
き
た
が
、
十
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て

そ
の
地
位
が
大
き
く
ゆ
ら
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
迫
っ
て
き
た
の
は
従
来
と
は
異
質
の
近
代
文
明
を
擁
す
る
西
洋
諸
国

で
あ
っ
た
。
動
揺
は
さ
ら
に
零
落
へ
と
す
す
み
、
そ
の
苦
境
を
脱
す
る
た
め
に
は
そ
の
近
代
文
明
を
摂
取
す
る
し
か

な
い
こ
と
を
覚
る
と
、
誇
り
高
い
中
国
も
そ
れ
に
向
か
っ
て
の
努
力
を
開
始
す
る
。

そ
こ
に
、
東
隣
の
日
本
が
や
や
遅
れ
て
つ
づ
き
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
中
心
と
東
辺
が
騒
が
し
く
な
る
。
中
華
の
文

明
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
り
歴
史
的
に
発
展
し
て
き
た
日
本
は
、
学
習
の
対
象
を
西
洋
に
替
え
て
は
げ
ん
だ
結
果
、

両
者
の
立
場
が
逆
転
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

い
く
ら
か
詳
し
く
言
え
ば
、
清
国
が
一
八
四
〇
年
に
は
じ
ま
る
イ
ギ
リ
ス
と
の
ア
ヘ
ン
戦
争
に
敗
北
し
た
こ
と
に

よ
り
西
洋
文
明
に
目
を
向
け
た
の
に
た
い
し
、
日
本
の
場
合
の
転
機
は
一
八
五
三
年
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
船
来
航
に
は
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じ
ま
る
。
当
初
、
日
本
は
情
報
と
知
識
を
清
国
に
依
存
し
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
自
前
の
成
果
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
は
追
い
こ
す
に
い
た
る
。

規
準
と
す
る
べ
き
も
の
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
書
籍
の
移
動
が
も
っ
と
も
簡
便
な
一
つ
の
指
標
と
な
る
だ
ろ
う
。

日
本
が
有
史
以
来
、
五
世
紀
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
『
論
語
』『
千
字
文
』
に
は
じ
ま
り
、
中
国
の
書
籍
に
多
く
を

負
う
て
き
た
こ
と
は
こ
と
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
、
十
八
世
紀
末
に
編
纂
さ
れ
た
中
華
文
明
の
集

大
成
と
も
い
う
べ
き
『
四
庫
全
書
』
は
約
三
千
五
百
種
の
書
籍
を
収
め
る
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
日
本
人
の
著
作
は

山
井
鼎
『
七
経
孟
子
考
文
』
な
ど
の
数
点
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
中
華
へ
日
本
か
ら
伝
わ
っ
た
書
籍
が
無
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
両
者
は
基
本
的
に〈
中
心
─
周
辺
〉の
関
係
を
な
が
く
も
ち
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
方
的
な
関
係
に
変
化
が
現
れ
る
の
は
、
幕
末
明
治
期
に
日
本
が
学
習
の
対
象
を
西
洋
に
切
り
か
え
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
夏
目
漱
石
等
の
批
判
を
持
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
そ
の
学
び
の
性
質
に
は
表
層
的
な
軽

薄
性
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
特
性
は
、
異
文
化
接
触
の
際
に
は
ど
こ
で
で
も
、
か
な
ら
ず
見
ら

れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

日
清
戦
争
の
頃
の
東
京
書
籍
商
組
合
の
目
録
に
拠
れ
ば
、
日
本
の
刊
行
書
籍
は
万
に
も
の
ぼ
る
。
康カ

ン
ヨ
ウ
ウ
ェ
イ

有
為
が
そ

れ
を
元
に
し
て
一
八
九
八
年
に
刊
行
し
た
の
が
七
千
余
点
を
収
め
る
『
日
本
書
目
（
1
（
志
』
で
あ
る
。
康
が
こ
の
書
を
刊

行
し
た
の
は
、
学
習
用
の
参
考
目
録
を
提
供
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
の
刊
行
自
体
が
逆
転
の
様
相
を
如
実

に
示
す
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

文
明
の
摂
取
と
い
う
角
度
か
ら
見
る
な
ら
、
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
翻
訳
書
で
あ
る
が
、
翻
訳

の
た
め
に
は
訳
語
が
必
要
で
あ
る
。
他
文
明
の
事
物
や
概
念
は
こ
ち
ら
に
無
い
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
を
こ
ち
ら
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の
語
彙
で
訳
出
す
る
の
で
あ
る
。
西に
し

周あ
ま
ねや
箕み
つ
く
り
あ
き
よ
し

作
麟
祥
に
代
表
さ
れ
る
人
び
と
が
そ
の
た
め
に
利
用
し
た
の
が
漢
語
で

あ
り
、
何
千
年
の
蓄
積
を
も
つ
漢
籍
・
漢
語
が
日
本
で
の
翻
訳
の
た
め
に
精
力
的
に
動
員
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
営

為
が
東
ア
ジ
ア
に
育
ま
れ
た
文
明
的
基
盤
の
上
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
事
実
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
さ

い
、
漢
籍
・
漢
語
の
軸
と
な
る
の
は
儒
学
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
く
わ
え
て
中
国
化
さ
れ
、
さ
ら
に
日
本
化
さ
れ
た
仏

教
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
も
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、「
朱
子
学
」
な
る
術
語
を
、
と
き

に
近
世
の
新
儒
学N

eo-Confucianism

一
般
を
指
す
な
ど
、
か
な
り
広
く
も
ち
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り

し
て
お
く
。
蘭
学
は
重
要
な
導
因
で
は
あ
っ
た
が
、
摂
取
の
基
盤
は
や
は
り
漢
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
い
か
に
漢
籍
・
漢
語
が
豊
富
に
存
在
し
て
い
て
も
、
過
不
足
な
く
対
応
す
る
語
彙
が
有
る
は
ず
は
な

い
。
そ
の
「
ず
れ
」
を
包
み
込
ん
だ
語
彙
が
定
着
す
る
と
き
、
翻
訳
の
初
歩
的
な
条
件
が
整
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

ら
の
語
彙
は
借
用
・
転
用
・
新
造
を
問
わ
ず
時
代
性
か
ら
言
え
ば
「
近
代
」
漢
語
で
あ
り
、
空
間
性
か
ら
言
え
ば
基

本
的
に
は
「
和
製
」
漢
語
で
あ
っ
た
。
中
華
の
文
明
的
達
成
を
足
場
に
日
本
が
西
洋
近
代
文
明
を
受
け
入
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
近
代
世
界
が
東
ア
ジ
ア
に
ま
で
広
が
る
こ
と
に
な
る
。「
近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
」
が
初
歩
的
に
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
初
歩
的
に
成
立
し
た
「
近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
」
を
中
華
文
明
の
本
拠
へ
移
入
す
る
上
で
決
定
的
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
本
書
で
取
り
あ
げ
る
梁リ

ア
ン
チ
イ
チ
ャ
オ

啓
超
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
一
八
七
三
年
の
生
ま
れ

で
、
一
九
二
九
年
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
日
本
の
明
治
・
大
正
時
代
を
生
き
て
昭
和
初
年
に
お
よ
ん
だ
人
物
で
あ
る
。

梁
啓
超
は
戊ぼ

じ
ゅ
つ戌
政
変
が
お
こ
っ
た
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
一
二
年
に
か
け
て
十
四
年
間
、
清
朝
政
府
の
お
尋
ね
者
と

し
て
日
本
で
亡
命
生
活
を
送
っ
た
。
日
清
戦
争
と
第
一
次
世
界
大
戦
に
は
さ
ま
れ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
間
、
明
治
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日
本
に
蓄
積
さ
れ
た
新
知
識
を
き
わ
め
て
積
極
的
に
吸
収
し
、
清
国
を
立
憲
的
な
国
民
国
家
に
改
革
す
る
た
め
に
縦

横
無
尽
の
活
躍
を
し
た
。

亡
命
に
先
だ
つ
一
八
九
〇
年
か
ら
一
八
九
八
年
に
か
け
て
は
康
有
為
の
弟
子
と
し
て
変
法
維
新
運
動
に
た
ず
さ
わ

っ
て
い
た
。
辛
亥
革
命
後
の
一
九
一
二
年
に
帰
国
し
て
か
ら
一
九
二
〇
年
に
い
た
る
時
期
に
は
「
司
法
総
長（
法
務

大
臣
）」「
財
政
総
長（
財
務
大
臣
）」
に
な
る
な
ど
、
現
実
の
政
治
に
ふ
か
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
に
政

界
か
ら
身
を
退
く
と
、
文
筆
・
教
育
活
動
に
全
力
を
そ
そ
い
で
多
く
の
文
章
を
の
こ
し
、
五
十
七
歳（
数
え
年
、
以

下
同
）と
い
う
早
す
ぎ
る
逝
去
に
い
た
る
。

才
能
に
め
ぐ
ま
れ
た
人
物
だ
っ
た
か
ら
、
梁
啓
超
の
活
動
範
囲
は
き
わ
め
て
広
く
、
梁
自
身
が
「
革
命
」
す
べ
し

と
呼
号
し
た
分
野
だ
け
で
も
、
学
界
、
思
想
界
、
経
学
、
史
学
、
文
字
、
文
界
、
詩
界
、
曲
界
、
小
説
界
、
音
楽
界

な
ど
、
人
文
・
社
会
科
学
の
多
く
を
お
お
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
注
目
す
べ
き
成
果
を
あ
げ
た
だ

け
で
な
く
、
図
書
館
学
、
新
聞
学
な
ど
、
新
し
い
分
野
の
開
拓
に
お
け
る
功
績
も
い
ち
じ
る
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

な
か
で
、
も
っ
と
も
人
目
を
ひ
く
の
が
学
識
有
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
政
論
活
動
、
と
り
わ
け
『
新
民
叢

報
』
な
る
学
術
的
政
論
誌
を
か
ざ
っ
た
流
麗
の
文
章
で
あ
る
。
そ
れ
が
清
国
の
留
学
生
や
知
識
人
に
大
き
な
影
響
を

あ
た
え
、
中
国
思
想
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
転
換
の
基
礎
を
き
ず
い
た
こ
と
に
よ
り
、
近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
形
成
の

重
要
な
功
労
者
の
一
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
が
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
の
一
結
果
と
し
て
、
日
本
と
中
国
で
は
高
等
教
育
ま
で

自
国
語
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
も
つ
歴
史
的
な
意
味
は
き
わ
め
て
大
き

い
。
梁
啓
超
の
文
章
の
影
響
は
漢
字
文
化
圏
を
構
成
し
て
き
た
韓
国（
朝
鮮
）・
ベ
ト
ナ
ム
に
お
よ
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
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第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
そ
れ
ら
諸
国
の
と
っ
た
方
策
は
ち
が
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。

本
書
は
梁
啓
超
の
日
本
亡
命
時
代
に
お
け
る
思
想
と
行
動
を
追
跡
し
、
と
り
わ
け
『
清
議
報
』
と
『
新
民
叢
報
』

で
の
文
章
の
分
析
を
通
じ
て
か
れ
が
近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
形
成
に
は
た
し
た
役
割
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。



第 1章

亡　命
─「思想一変」

吾妻兵治訳『国家学』
善隣訳書館，1899年刊



日
清
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
勝
利
は
世
界
の
各
国
を
驚
か
せ
た
が
、
も
っ
と
も
衝

撃
を
う
け
た
の
は
中
華
を
自
認
す
る
清
国
の
知
識
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
自
国

の
敗
因
を
政
治
体
制
の
ち
が
い
に
求
め
、
専
制
が
立
憲
に
打
ち
負
か
さ
れ
た
と
考

え
た
。
そ
こ
で
光
緒
帝
の
戊
戌
維
新
が
始
ま
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
西
太
后
が
発
動

し
た
政
変
に
よ
り
百
日
あ
ま
り
で
失
敗
す
る
。
政
変
を
避
け
て
日
本
に
亡
命
し
た

梁
啓
超
は
日
本
人
の
支
援
者
に
さ
さ
え
ら
れ
て
活
動
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
日

清
両
国
の
外
交
的
圧
力
を
う
け
て
亡
命
者
の
悲
哀
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
、「
国
家
に

つ
い
て
の
学
」
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
お
す
こ
と
を
決
意
す
る
。
ブ
ル

ン
チ
ュ
リ
の
学
説
は
明
治
国
家
の
建
設
に
有
用
だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
か
れ
が
学

ん
だ
の
は
そ
の
日
本
訳
を
吾
妻
兵
治
が
漢
訳
し
た
『
国
家
学
』
で
あ
っ
た
。
梁
の

い
う
「
思
想
一
変
」
の
中
核
部
分
は
国
家
に
つ
い
て
の
理
解
を
ふ
ま
え
た
国
家
主

義
の
確
立
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。


