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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

日
本
人
の
間
で
は
「
日
本
民
族
」
と
い
う
言
い
方
は
余
り
し
な
い
。
そ
れ

よ
り
も
「
ヤ
マ
ト
（
大
和
）
民
族
」
と
い
う
方
が
、
古
代
日
本
人
を
念
頭
に

置
い
た
現
代
日
本
人
の
心
に
は
よ
り
ピ
タ
ッ
と
来
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
「
日
本
民
族
」
と
「
ヤ
マ
ト
民
族
」
と
は
、
そ
の
表
す
概
念
の
範

囲
に
些
か
の
ズ
レ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
語
の
感
覚

と
し
て
「
日
本
民
族
」
と
い
う
と
、
そ
の
範
囲
は
や
や
広
く
、
古
代
の
蝦

夷
や
隼
人
、
熊
襲
等
を
含
む
事
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
朝

鮮
半
島
か
ら
渡
来
し
て
き
た
人
々
や
、
鎌
倉
時
代
の
蒙
古
襲
来
時
に
船
団

か
ら
紛
れ
こ
ぼ
れ
落
ち
か
も
知
れ
な
い
蒙
古
兵
の
子
孫
や
室
町
時
代
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
か
ら
や
っ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
達
の
末
裔
等
が
含
ま
れ
、

或
は
近
代
以
降
、
太
平
洋
を
渡
っ
て
北
米
大
陸
や
南
米
大
陸
に
移
住
し
た

日
本
人
や
そ
の
子
孫
を
含
む
場
合
が
あ
る
の
に
対
し
て
、「
ヤ
マ
ト
民
族
」

と
い
う
の
は
、
古
代
の
こ
の
日
本
列
島
に
生
ま
れ
、
育
っ
た
い
わ
ば
純
粋

純
血
の
日
本
人
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
ま
た
「
〜
国
人
」

と
い
う
言
い
方
に
な
る
と
現
代
の
国
籍
な
ど
も
問
題
と
な
っ
て
、
こ
れ
ま

た
曖
昧
な
気
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
て
も
蝦
夷
、
隼
人
や

熊
襲
と
言
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
言
う
こ
と
に

な
る
。こ
う
し
て
見
る
と
、『
広
辞
苑
』
に
書
い
て
あ
る
一
応
の
民
族
の
定
義
、

「
文
化
の
伝
統
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
、
同
族
意

識
を
持
つ
人
々
の
集
団
」
と
い
う
の
も
、
必
ず
し
も
曖
昧
な
点
を
残
し
て

い
な
い
と
言
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
「
民
族
」
と
い
う
言
葉
ほ
ど
そ
の
表
す
範

囲
、
概
念
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
現
代
語
は
他
に
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
中
国
で
は
新
中
国
が
成
立
し
た
時
か
ら
、
中
国
は
多
民
族
国
家
で
、

漢
族
を
含
め
て
多
く
の
民
族
か
ら
成
っ
て
い
る
と
憲
法（

1
）に

も
明
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
中
国
人
全
体
の
一
人
一
人
が
、
こ
の
五
十
六
の
民
族
の
内

の
い
ず
れ
か
の
民
族
に
属
す
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
国

は
一
九
四
九
年
に
成
立
し
て
ま
も
な
く
「
五
十
六
」
民
族
を
抽
出
し
た
の
で

あ
る
か
ら
「
五
十
六
」
と
い
う
数
字
は
本
来
の
民
族
総
数
か
ら
い
え
ば
極

め
て
曖
昧
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
判
定
基
準
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
、

そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
定
義
も
、
余
り
根
拠
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
例
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
族
と
一
口
に
言
っ
て
も
、

「
日
本
人
論
」
と
「
中
国
人
論
」
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そ
の
中
に
は
、
あ
る
い
は
其
の
外
、
か
も
知
れ
な
い
が
、
ハ
ル
ハ
モ
ン
ゴ
ル
、

ブ
リ
ア
ー
ト
モ
ン
ゴ
ル
、
カ
ル
メ
イ
ッ
ク
モ
ン
ゴ
ル
等
、
い
く
つ
か
の
分
支
、

種
族
が
あ
る
。
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
族
に
も
シ
ェ
ル
パ
族
、
カ
ン
パ
族
な
ど
の

分
支
、
種
族
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
が
何
故
に
、
一
つ
の
独
立
し
た
族

と
な
り
得
な
い
の
か
、
或
は
そ
の
反
対
に
、
分
離
さ
れ
て
い
る
民
族
で
も

あ
る
い
は
一
つ
の
民
族
と
し
て
認
識
さ
れ
た
方
が
妥
当
な
場
合
も
あ
る
で

あ
ろ
う
。
以
上
書
い
て
き
た
点
か
ら
言
え
ば
、
現
代
的
に
は
国
籍
と
言
う

点
を
問
題
に
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
〜
人
」
と
い
う
言
い
方
は
「
〜
民
族
」

と
い
う
言
い
方
よ
り
も
更
に
曖
昧
で
、
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
に
成
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

此
処
で
は
そ
の
極
め
て
は
っ
き
り
し
な
い
「
中
国
人
」「
日
本
人
」
と
い

う
言
い
方
に
基
づ
い
て
、
そ
の
ま
ま
の
意
味
に
於
い
て
、
両
者
の
歴
史
観

及
び
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
価
値
観
の
違
い
を
述
べ
て
み
た

い
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

日
本
人
と
日
本
人
論

　

日
本
人
は
日
本
人
を
論
じ
る
の
が
好
き
で
あ
る
。
書
く
の
も
す
き
で
あ
る

し
読
む
の
も
す
き
で
あ
る
。
明
治
の
初
め
（
明
治
二
十
二
年
）
に
『
日
本
人（

2
）』

（
後
に
『
日
本
と
日
本
人
』
に
改
め
る
）
と
言
う
標
題
を
掲
げ
た
雑
誌
を
発

行
し
た
の
は
、
政
教
社
を
創
立
し
た
三
宅
雪
嶺
で
あ
っ
た
。
三
宅
雪
嶺
自

身
は
時
代
的
に
言
っ
て
も
か
な
り
国
粋
主
義
的
な
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い

か
ら
、
こ
の
標
題
の
雑
誌
が
ど
こ
ま
で
日
本
人
の
本
質
に
迫
り
得
た
か
ど
う

か
は
些
か
疑
問
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
標
題
を
掲
げ
た

以
上
、
他
の
国
、
あ
る
い
は
他
の
国
の
人
々
、
あ
る
い
は
他
の
民
族
を
意
識

し
た
上
で
、
日
本
人
の
本
質
的
心
身
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
本
質
的
な

心
身
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
追
及
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
事
は
ほ

ぼ
間
違
い
あ
る
ま
い
。
爾
来
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
平
成
、
と
百
四
十

年
近
き
に
亘
る
時
代
の
変
遷
の
間
に
も
、
多
く
の
「
日
本
人
論
」
が
世
に
出

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
今
ネ
ッ
ト
で
「
日
本
人
論
」
を
検
索
す
る
と
一
つ
は
，

７
８
８
、０
０
０
件
、
も
う
一
つ
の
方
で
は
１
０
、４
０
０
、０
０
０
件
と
出

て
く
る
。
こ
の
中
に
は
歴
史
文
化
上
あ
ま
り
価
値
の
な
い
も
の
、
雑
多
の

も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
其
の
数
の
多
さ
に
は
圧
倒
さ

れ
る
。
日
本
人
が
日
本
人
論
を
好
む
の
は
、
外
国
人
が
日
本
人
に
つ
い
て

展
開
し
た
日
本
人
論
を
読
む
の
も
非
常
に
好
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
そ
の
草
分
け
は
何
と
言
っ
て
も
ル
ー
フ
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
菊

と
刀（

3
）』

で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
は
戦
後
日
本
の
多
く
の
知
識
人
の
間
で
む
さ
ぼ

る
よ
う
に
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
こ
の
書
の
中
で
、
日
本
人
の
精
神
の
基
礎
を
揺
ぎ
無
く

貫
い
て
い
る
も
の
は
「
階
層
制
度
」
で
あ
り
、
日
本
人
の
中
に
形
成
さ
れ

て
い
る
各
社
会
、
各
組
織
或
い
は
各
家
庭
の
中
に
認
識
さ
れ
て
い
る
幾
層

か
の
階
層
は
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
混
同
さ
れ
る
事
な
く
、
其
の
時
代
、
其

の
時
代
、
其
の
時
、
其
の
時
、
或
い
は
其
の
環
境
、
其
の
環
境
、
其
の
場
合
、

其
の
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
人
の
意
識
と
行
動
を
決
定
付
け
て

い
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
各
々
其
ノ
所
ヲ
得
ル
」

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
考
え
方
は
確
か
に
戦
前
ま
で
の
日
本
人
は
謂
う
ま
で
も
無
く
、

恐
ら
く
昭
和
の
日
本
に
も
、
全
体
的
に
行
き
渡
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
些
か
崩
れ
か
か
っ
て
き
た
か
に
見
え
る
の
は
恐
ら
く
平
成

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
に
一
度
も
来
た
こ
と
も
無
い
と
い
う
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
が
、
此
処
ま
で
日
本
人
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
る
と
謂
う
の
は
驚
嘆

に
値
す
る
。

　

そ
し
て
面
白
い
事
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
こ
の
書
の
中
の
「
第
一
章
」
で

奇
し
く
も
日
本
人
の
性
格
に
つ
い
て
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

「
多
く
の
東
洋
人
と
は
違
い
、
日
本
人
は
自
分
の
こ
と
を
洗
い
ざ
ら
い
書

き
立
て
る
強
い
衝
動
を
持
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
の
世
界
的
拡
張
の
み

な
ら
ず
、
彼
ら
の
生
活
の
瑣
事
に
つ
い
て
も
書
く
。
彼
ら
は
驚
く
ほ
ど

あ
け
す
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
彼
ら
の
生
活
を
こ
と
ご
と
く
、

あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
書
き
写
し
て
は
い
な
い
。
ど
の
民
族
だ
っ
て
そ
ん

な
こ
と
は
し
な
い
。
日
本
の
こ
と
に
つ
い
て
書
く
日
本
人
は
、
本
当
に

重
要
な
事
柄
を
、
そ
れ
ら
が
彼
に
と
っ
て
、
彼
ら
が
呼
吸
す
る
空
気
と

同
じ
よ
う
に
慣
れ
き
っ
た
事
柄
で
あ
り
、
眼
に
つ
か
な
い
事
柄
で
あ
る

た
め
に
、
見
の
が
し
て
し
ま
う
。
ア
メ
リ
カ
人
が
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て

書
く
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
や
は
り
、
日
本
人
は
自

己
を
さ
ら
け
出
す
の
が
好
き
で
あ
っ
た
。」

　

こ
の
部
分
は
全
体
的
な
内
容
か
ら
言
え
ば
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
日
本
人

に
対
す
る
ご
く
大
雑
把
な
感
想
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
か
な

り
的
確
に
的
を
射
て
い
る
と
指
摘
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

此
処
で
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
如
何
に
的
確
に
日
本
人
の
本
質
を
見
抜

き
、
そ
れ
を
表
現
し
、
或
い
は
其
の
彼
女
が
見
抜
い
た
本
質
と
は
ど
ん
な

も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
は
あ
ま
り
深
入
り
せ
ず
、
と
り
あ
え
ず
、「
日

本
人
は
自
己
を
論
ず
る
事
が
非
常
に
好
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
見
極

め
て
い
る
と
謂
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
『
菊
と
刀
』
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
最
も
早
く
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
、
外

国
人
に
よ
る
日
本
人
論
で
あ
り
、
且
つ
本
来
日
本
人
論
好
き
で
あ
る
日
本

人
の
心
を
最
も
早
く
、
最
も
強
く
ひ
き
つ
け
た
書
で
あ
る
の
で
、
最
初
に

掲
げ
る
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
日
本
人
に
よ
る
日
本
人
論
を
掲
げ
る

の
が
此
処
で
は
本
筋
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
の
「
日
本
人
論
」
も
数
は
多
い
。

古
く
は
鈴
木
牧
之
の
『
北
越
雪
譜
』
な
ど
は
そ
の
典
型
か
も
知
れ
な
い
が
、

此
処
で
ど
う
し
て
も
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
や
は
り
、
昭
和

四
十
六
年
に
出
版
さ
れ
た
、
土
居
健
郎
の
『
甘
え
の
構
造（

4
）』

で
あ
ろ
う
。
こ

の
書
は
、「
甘
え
の
世
界
」「
甘
え
の
論
理
」「
甘
え
の
病
理
」
な
ど
、
甘
え

の
認
識
課
題
を
章
立
て
し
な
が
ら
自
ら
の
「
日
本
人
論
」
を
進
め
て
い
く

の
で
あ
る
。
し
か
し
面
白
い
事
に
、
土
居
健
郎
は
「
甘
え
の
着
想（

5
）」

と
題
し

た
第
一
章
の
中
で
、

「
こ
の
よ
う
な
時
、（
ア
メ
リ
カ
留
学
中
で
、
ア
メ
リ
カ
人
と
の
様
ざ
ま

の
接
触
の
中
で
、
い
ろ
い
ろ
と
戸
惑
う
事
が
多
く
、
心
細
い
気
持
ち
で

最
初
の
ア
メ
リ
カ
生
活
を
送
っ
て
い
た
時
）
た
ま
た
ま
知
り
あ
っ
た
あ
る

ア
メ
リ
カ
人
が
、
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
「
菊
と
刀
」
を
貸
し
て

く
れ
た
。
私
は
早
速
そ
れ
を
読
ん
だ
が
、
そ
の
際
自
分
の
姿
が
そ
こ
に
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映
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
き
り
と
し
た
こ
と
を
憶
え
て
い

る
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
な
が
ら
、
な
る
ほ
ど
そ
う
な
の
か
と
何
度
も
う

な
ず
い
た
も
の
で
あ
る
。」

　

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
『
甘
え
の
構
造
』
は

「
甘
え
」
を
極
め
て
日
本
人
的
心
情
の
一
つ
と
捉
え
て
、
そ
れ
を
機
軸
に
日

本
に
於
け
る
多
く
の
階
層
、
集
団
、
そ
し
て
日
本
人
の
個
人
的
事
象
の
様

ざ
ま
場
面
で
の
言
動
を
分
析
し
、「
甘
え
」
の
元
に
整
理
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
書
は
日
本
人
の
本
質
的
な
性
格
を
か
な

り
大
胆
に
腑
分
け
し
解
析
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
こ
の
書
は
「
日
本
人
論
」
の
専
門
書
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
ま
で
は
専
門
的
で
は
な
い
に
し
ろ
、
全
書
の
中
の
ご
く
一
部
で
は

あ
る
が
、「
日
本
人
論
」
に
な
っ
て
い
る
と
謂
う
書
は
極
め
て
多
い
。
私
が

学
生
の
と
き
に
読
ん
だ
、
後
の
「
ベ
平
連
」
の
指
導
者
小
田
実
の
『
何
で

も
見
て
や
ろ
う
』
や
、
朝
日
新
聞
社
の
記
者
で
あ
っ
た
、
本
多
勝
一
『
殺

す
側
の
論
理
と
殺
さ
れ
る
側
の
論
理
』
な
ど
も
、
中
の
一
部
で
は
有
る
が
、

か
な
り
優
れ
た
「
日
本
人
論
」
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
ん
と
言
っ
て
も
本
質
論
と
し
て
で
は
な
い
が
飽
く
こ
と
な
く

倦
む
こ
と
な
く
日
本
人
論
を
展
開
し
、
そ
れ
に
又
多
く
の
聴
衆
と
読
者
を

ひ
き
つ
け
、「
日
本
人
論
」
好
き
の
日
本
人
に
深
い
納
得
と
満
足
と
、
そ
こ

か
ら
興
る
喜
び
を
与
え
続
け
た
の
は
、司
馬
遼
太
郎
で
あ
っ
た
。
其
の
小
説
、

紀
行
文
、
随
筆
、
な
ど
な
ど
其
の
多
く
の
作
品
群
は
す
べ
て
「
日
本
人
論
」

で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
一
九
九
六
年
に
そ

の
生
涯
を
閉
じ
た
司
馬
遼
太
郎
は
其
の
半
生
の
す
べ
て
を
か
け
て
「
日
本

人
論
」
を
書
き
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
司
馬
遼
太
郎
は
一
九
八
五
年
八
月

に
高
知
県
で
行
っ
た
講
演
で
、「
私
は
決
め
ま
し
た
。
日
本
と
い
う
国
を
大

切
に
作
り
続
け
て
き
た
日
本
人
達
を
書
き
続
け
る
事
に
し
た
の
で
す
。」
と

述
べ
て
い
る
。「
日
本
人
達
を
書
き
続
け
る
」
と
い
う
の
と
、「
日
本
人
論
」

と
は
、
そ
の
ニ
ュ
ワ
ン
ス
が
些
か
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
司
馬

遼
太
郎
の
心
底
で
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
其
の
点
を
認
識
し
た
た

め
か
、
朝
日
新
聞
社
が
刊
行
し
た
「
未
公
開
講
演
録
」
全
六
巻
に
は
、『
司

馬
遼
太
郎
が
語
る
日
本
』
と
い
う
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
二
十
一
世
紀

も
も
う
既
に
十
年
も
過
ぎ
よ
う
か
と
い
う
現
在
で
も
な
を
司
馬
遼
太
郎
の

作
品
群
が
多
く
の
人
々
を
引
き
つ
け
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
代
社
会

に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
広
範
な
メ
デ
ィ
ア
さ
え
今
猶
司
馬
遼
太
郎
か
ら
は
離

れ
ら
れ
な
い
で
居
る
。

　

こ
う
し
た
現
象
は
ま
さ
し
く
日
本
人
の
「
日
本
人
論
・
日
本
論
」
好
き

と
い
う
性
格
を
象
徴
し
て
余
り
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
日
本
人
の
性
格
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
些
か
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
そ
の
前
に
、
日
本
人

と
対
比
す
る
意
味
で
、
中
国
人
と
「
中
国
人
論
」
に
つ
い
て
少
し
考
え
て

お
こ
う
と
思
う
。

Ⅲ　

中
国
人
と
「
中
国
人
論
」

　

中
国
人
は
中
国
人
を
論
じ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
ど
う
い
う
訳
か
中
国

に
は
古
来
中
国
人
論
に
当
た
る
も
の
が
な
い
。
と
言
う
こ
と
は
歴
史
的
に

「日本人論」と「中国人論」
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見
て
中
国
人
「
漢
民
族
」
は
他
者
（
他
民
族
）
に
対
し
て
、
自
己
民
族
と
い

う
も
の
を
余
り
強
く
意
識
す
る
こ
と
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ

な
い
。
尤
も
日
本
に
日
本
人
論
が
生
ま
れ
た
の
は
取
り
も
直
さ
ず
日
本
が

正
式
に
開
国
し
た
明
治
に
成
っ
て
か
ら
以
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
中
国
は
既
に
殷
、
周
の
時
代
か
ら
周
辺
の
多
く
の
異
民
族
と
交
渉

を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
の
早
く
か
ら
中
国
人

論
或
い
は
漢
民
族
論
が
生
ま
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
と
言
う
の
が
歴
史
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
更
に

そ
れ
を
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
と
、
漢
民
族
は
他
の
異
民
族
を
漢

族
と
同
じ
「
民
族
」
と
は
見
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
か
も
知
れ

な
い
。

　

中
国
に
は
中
国
人
論
が
あ
ま
り
無
い
、
と
は
言
う
も
の
の
全
く
な
か
っ

た
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
近
代
以
降
、
現
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、

そ
れ
で
も
あ
る
こ
と
は
あ
る
。
例
え
ば
一
九
一
五
年
、
マ
レ
ー
の
華
僑
で

あ
っ
た
辜
鴻
銘
が
『
中
国
人
の
精
神（

6
）』

と
言
う
書
を
著
し
、
北
京
で
出
版
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
初
め
英
文
で
書
か
れ
た
よ
う
で
、
原
題
は
「T

he 

Spirit of the Chinese People

」
と
著
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
者
は
若
く

し
て
、
十
数
年
に
わ
た
り
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ

ア
な
ど
に
留
学
し
、
そ
れ
で
い
て
極
め
て
頑
固
な
封
建
主
義
思
想
の
持
ち

主
で
あ
っ
た
。
彼
は
、「
中
国
人
の
中
国
文
化
の
三
大
特
徴
は
、正
し
く
深
沈
、

博
大
、
純
朴
で
あ
る
（deep

、broad

、and sim
ple

）（
7
）。」

と
述
べ
、
も
し

も
う
一
つ
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
「
霊
敏
（
鋭
敏
で
素
早
い
）」
で

あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
己
民
族
に
対
す
る
誇
大
な
正
の
み
の

評
価
は
、
自
民
族
自
覚
の
初
期
に
お
い
て
は
よ
く
あ
る
パ
タ
ー
ン
で
、
前

掲
日
本
明
治
の
三
宅
雪
嶺
等
と
も
共
通
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た

こ
の
他
に
、
少
し
前
に
な
る
が
、
二
十
年
に
亘
っ
て
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、

デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
に
、
晩
清
の
外
交
官
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
陳
季
同
は
、

一
八
八
〇
年
前
後
に
『
中
国
人
の
自
画
像
（T

he Chinese Painted by 

T
hem
selves

（
8
））』

と
言
う
書
を
著
し
て
い
る
。
こ
の
書
も
初
め
は
英
文
で

書
か
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
、
中
国
と
は
ど
ん
な

国
か
、
そ
こ
に
住
む
中
国
人
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
か
、
ど
の
よ
う
な
生

活
を
し
て
い
る
の
か
、
と
言
う
よ
う
な
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
書

い
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
内
容
と
し
て
は
、
当
時
の
中
国
事
情
案
内
と

言
う
よ
う
な
無
難
な
も
の
で
あ
る
。

　

丁
度
こ
の
時
代
に
は
、
中
国
の
事
情
に
関
す
る
外
国
人
に
よ
る
著
作
が

何
点
か
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
一
九
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
、

ア
メ
リ
カ
の
Ｅ
．Ａ
．羅
斯
（A

. E.

ロ
ス
）
の
『
変
わ
り
つ
つ
あ
る
中
国
（T

he 

Changing Chinese

）（
9
）』

で
あ
る
。
こ
れ
は
辛
亥
革
命
の
年
の
出
版
に
相
応

し
く
、
近
代
化
の
波
に
揺
れ
な
が
ら
も
、
古
い
中
国
か
ら
何
と
か
脱
皮
し

よ
う
と
も
が
き
悩
む
中
国
人
の
姿
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
此
処
に
は
「
中

国
人
の
民
族
精
神
」
と
題
す
る
項
目
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
近
代
化
の
前
で

立
ち
す
く
み
、
前
進
す
る
こ
と
に
逡
巡
す
る
中
国
人
の
保
守
性
と
消
極
性
に

つ
い
て
の
か
な
り
厳
し
い
分
析
批
判
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
頃
、
一
九
〇
九
年

イ
ギ
リ
ス
人
の
麦
高
温
（
マ
イ
コ
ー
ウ
ェ
ン
）
が
上
海
で
出
版
し
た
『
中
国

人
の
生
活
の
明
暗
（M

en M
anners of M

odern China

）（
10
）』

は
、
こ
れ
も

中
国
論
の
一
種
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
祖
先
崇
拝
」「
風
水
」「
面
子
」
な

「日本人論」と「中国人論」
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ど
中
国
の
伝
統
的
な
文
化
や
価
値
観
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
っ
て
、
今
読

ん
で
も
結
構
興
味
を
引
か
れ
る
事
柄
が
多
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
代
の
中
国
人
論
を
書
い
た
中
国
人
達
は
殆
ど

外
国
か
ら
中
国
を
眺
め
見
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た
人
々
で
あ
る
。

つ
ま
り
中
国
と
言
う
ゆ
り
か
ご
の
中
の
み
で
生
ま
れ
育
っ
た
中
国
人
は
未

だ
客
観
的
に
中
国
人
を
意
識
す
る
と
い
う
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
と
言
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
前
時
代
正
面
か
ら
中
国
あ
る
い
は
中
国
人
を
扱
っ
た

も
の
の
他
に
、
一
書
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
新
中
国
成

立
以
降
、
そ
し
て
文
化
大
革
命
以
降
、
中
国
人
と
は
ど
う
い
う
存
在
で
あ

る
か
と
言
う
こ
と
に
言
及
し
た
文
章
は
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
九
九
九
年
二
月
に
中
国
文
聯
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た『
反
省
中
国
人（

11
）』に

は
、
一
九
〇
〇
年
代
の
初
め
に
、
国
民
党
政
府
委
員
や
北
京
大
学
代
理
校

長
な
ど
を
歴
任
し
た
馬
相
伯
か
ら
始
ま
っ
て
、
孫
中
山
、
蔡
元
倍
、
梁
啓
超
、

陳
独
秀
、
魯
迅
、
周
作
人
、
胡
適
、
林
語
堂（

12
）、

郁
達
夫
、
そ
れ
に
今
な
お
活

躍
中
の
台
湾
の
評
論
家
李
敖
、　

平
凹
な
ど
の
中
国
の
近
代
か
ら
現
代
に
か

け
て
の
著
名
な
知
識
人
、
教
育
家
、
所
謂
文
化
人
と
言
わ
れ
る
様
な
人
々
、

お
よ
そ
五
十
五
人
の
中
国
あ
る
い
は
中
国
人
に
つ
い
て
の
論
評
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
此
処
に
掲
げ
ら
れ
た
論
評
の
多
く
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
当
時
わ
き
起
こ
ろ
う
と
す
る
民
主
運
動
や
、
解
放
運
動
、
解
放
闘

争
に
な
か
な
か
立
ち
上
が
り
き
れ
な
い
で
い
る
中
国
人
に
対
す
る
啓
蒙
、

鼓
舞
、
激
励
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
な
げ
て
、
古
来
か
ら
中
国
に
は
桎
梏

と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
、「
没
法
子
」「
差
不
多
」
の
考
え
を
批
判
弾

劾
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
本
質
的
な
中
国
人
論
の
域
ま
で

は
行
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
此
処
で

一
言
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
中
国
人
自
身
は
、
そ
れ
が
中

国
人
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
無
か
ろ
う
と
、「
中
国
人
論
」
そ
の

も
の
に
殆
ど
興
味
を
示
し
て
い
な
い
と
謂
う
こ
と
で
あ
る
。
此
処
で
魯
迅

に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
く
と
、
こ
の
『
反
省
中
国
人
』
で
は
ス
ペ
ー
ス

の
問
題
も
有
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
『
略
論
中

国
人
的
瞼
』『
説
面
子
』『
運
命
』
等
で
あ
る
。
魯
迅
が
最
も
言
い
た
い
中

国
人
論
の
本
質
は
、『
狂
人
日
記
』『
阿
Ｑ
正
伝
』『
孔
乙
已
』
等
に
強
烈
に

表
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
書
の
編
集
者
は
、
魯
迅
の
中
国
人

の
本
質
的
な
分
析
よ
り
も
む
し
ろ
階
級
的
民
族
現
象
の
解
釈
の
方
に
興
味

を
寄
せ
て
い
る
ら
し
い
。　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
に
於
い
て
は
、
純
粋

な
意
味
で
の
中
国
人
論
は
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
此
処
に
、
此

処
十
数
年
の
間
に
出
た
中
国
人
を
主
題
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
を
一
応

挙
げ
て
お
く
と
次
の
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
に
於
け
る
日
本
人
論
に
較
べ

て
そ
の
数
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。

　
『
中
国
精
神（

13
）』

杜
漢
生
、『
閑
説
中
国
人（

14
）』

易
中
天
、『
解
釈―

―

「
第
三

隻
眼
晴
看
中
国
」
批
判
』
劉
智
峰
、『
中
国
人
史
綱
上
・
下（

17
）』

台
湾
・
伯
楊
。

な
ど（

15
）（
16
）で

あ
る
。

　

日
本
人
論
が
好
き
な
日
本
人
、
中
国
人
論
が
あ
ま
り
好
き
で
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
中
国
人
。
東
洋
と
い
う
極
め
て
近
し
い
大
地
に
身
を
置
く
隣

人
同
士
で
あ
り
な
が
ら
何
故
こ
の
様
な
違
い
が
生
ま
れ
て
来
た
の
か
、
そ

の
本
源
的
理
由
を
追
究
し
て
い
き
た
い
の
で
る
。
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Ⅳ　
『
日
本
書
紀
』
に
見
る
日
本
民
族
発
生
の
記
述

　

日
本
人
の
拠
っ
て
立
つ
所
の
も
の
を
探
る
た
め
に
は
、
や
は
り
最
も
古

い
歴
史
書
を
見
る
の
が
順
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
日
本
人
が
、

自
分
達
が
此
処
に
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
言

う
根
源
的
な
確
認
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

先
ず
『
日
本
書
紀
』
は
人
の
出
現
の
前
提
と
な
る
世
界
の
記
述
、
つ
ま

り
そ
の
書
き
始
め
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　

古
い
に
し
へに

天あ
め
つ
ち
い
ま

地
未
だ
剖わ

か

れ
ず
、
陰め

を陽
分わ

か

れ
ざ
り
し
と
き
、
渾ま

ろ
か沌

れ
た
る
こ

と
鶏と

り
の
こ子

の
如ご

と

く
し
て
、溟ほ

の
か

に
し
て
牙き

ざ
し

を
含ふ

ふ

め
り
。
其そ

れ
清

す
み
あ
き
ら
か

陽
な
る
も
の
は
、

薄た
な
び靡
き
て
天あ

め

と
為な

り
、
重お

も
く
に
ご濁
れ
る
も
の
は
、
淹つ

つ滞
ゐ
て
地つ

ち

と
為な

る
に
及お

よ

び
て
、
精

く
は
し
く
た
へ
妙
な
る
が
合あ

へ
る
は
摶む

ら
が
り
易や

す

く
、
重

お
も
く

濁に
ご

れ
る
が
凝こ

り
た
る
は

竭か
た
まり
難が

た

し
。
故か

れ

、
天
先ま

づ
成な

り
て
地
後の

ち

に
定さ

だ
ま
る
。
然し

か
う
し
て
後
に
、
神か

み聖
、

其
の
中な

か

に
生あ

れ
ま
す
。
故か

れ
い曰
は
く
、
開

あ
め
つ
ち
ひ
ら
闢
く
る
初は

じ
め
に
、
州く

に
つ
ち壌
の
浮う

か

れ
漂

た
だ
よ

へ
る
こ
と
、
譬た

と

へ
ば
游あ

そ
ぶ
い
を魚
の
水み

ず
の
う
へ上
に
浮う

け
る
が
猶ご

と

し
。
時と

き

に
、
天
地
の

中
に
一ひ

と
つ
の
も
の
な

物
生
れ
り
。
状か

た
ち
あ
し
か
び

葦
牙
の
如
し
。
便す

な
は
ち
神か

み

と
化な
為
る
。
国

く
に
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

常
立
尊

と
号ま

う

す
。
至い

た

り
て
貴た

ふ
と
き
を
ば
を
尊そ

ん

と
曰い

ふ
。
自

こ
れ
よ
り
あ
ま
り
余
を
ば
命め

い

と
曰
ふ
。
並

な
ら
び

に
美み

こ挙
等と

と
訓い

ふ
。
下し

も
み
な皆
此こ

れ

に
効な

ら

へ
。
次つ

ぎ

に
国

く
に
の
さ
つ
ち
の
み
こ
と

狭
槌
尊
。
次
に
豊と

よ
く
む斟
渟ぬ

の

尊み
こ
と。

凡す
べ

て
三

み
は
し
らの

神
ま
す
。
乾あ

め
の
み
ち
ひ
と
り
な

道
独
化
す
。
所こ

の
ゆ
ゑ以

に
、此こ

の
純

を
と
こ
の
か
ぎ
り

男
を
成
せ
り
。

〔「
一
書
に
曰
は
く
」
は
略
、
以
下
同
じ（
18
）〕

　

此
処
ま
で
は
天
地
の
出
現
と
、
そ
の
時
の
大
地
の
状
況
と
、
初
め
て
の

神
の
登
場
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
書
紀
』
は
、
更
に
続
け
て
、

　

次
に
神
有
り
。
埿う

ひ
ぢ
に
の
み
こ
と

土
煮
尊　

沙す
ひ
ぢ
に
の
み
こ
と

土
煮
尊
。
次
に
神
有
り
。
大お

ほ
と
の
ぢ
の
み
こ
と

戸
之
道
尊

　

大お
ほ
と
ま
べ
の
み
こ
と

苫
辺
尊
。
次
に
神
有
り
。
面お

も
だ
る
の
み
こ
と

足
尊
・
惶か

し
こ
ね
の
み
こ
と

根
尊
。
次
に
神
有
り
。

伊い
ざ
な
き
の
み
こ
と

奘
諾
尊
・
伊い

ざ
な
み
の
み
こ
と

奘
冉
尊
。

　

伊
奘
諾
尊
・
伊
奘
冉
尊
、
天あ

ま
の
う
き
は
し

浮
橋
の
上
に
立
た
し
、
共と

も

に
計は

か

り
て
曰

の
た
ま

は
く
、「
底そ

こ
つ
し
た下

に
豈も

し
く
に
な

国
無
け
む
や
」
と
の
た
ま
ひ
、
廼

す
な
は
ちち

天あ
ま
の之

瓊ぬ

矛ほ
こ

を
以も

ち
て
、
指さ

し
下お

ろ

し
て
探さ

ぐ

り
た
ま
ひ
、
是こ

こ

に
滄

あ
を
う
な
は
ら

溟
を
獲え

き
。
其そ

の
矛
の
鋒さ

き

よ
り
滴し

た
だ
る瀝

る
潮し

ほ

、
凝こ

り
て
一

ひ
と
つ
の
し
ま

島
に
成な

れ
り
。
名な

づ

け
て
磤お

の
ご
ろ
し
ま

馭
慮
島
と
曰い

ふ
。

二ふ
た
は
し
ら
の
か
み

神
、
是こ

こ

に
彼そ

の
島
に
降く

だ

り
居ま

し
、
因よ

り
て
共
に
夫い

も
せ婦

と
為な

り
、
洲く

に国

を
産う生
ま
む
と
欲

お
も
ほ
すす（

19
）。

　

と
あ
る
。
こ
の
最
初
の
記
述
は
中
国
六
朝
時
代
の
『
三
五
歴
記（

20
）』

か
ら
取

っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
今
其
の
出
典
は
此
処
で
は
問
題
に
す
る

事
は
せ
ず
、
何
故
な
ら
そ
の
出
典
が
、
ど
の
よ
う
な
文
献
で
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
此
処
に
持
っ
て
き
た
編
者
自
身
が
自
分
が
記

述
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
と
合
致
し
た
と
言
う
こ
と
に
違
い
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　

此
処
に
引
用
し
た
の
は
第
一
巻
「
神
代
上
」
で
あ
る
。
即
ち
『
日
本
書
紀
』

は
「
神
代
」
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
に
人
が
ど
の
よ
う
な
状
況

の
中
で
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
当
時
当
然
解
る
こ
と
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
取
り
あ
え
ず
初
め
と
し
て
、
人
を
超
え
た
存
在
が
、
上
下

別
れ
て
出
来
た
天
地
の
、
地
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
し
た
と
い
う
具
合
で
あ

る
。
こ
の
辺
り
の
記
述
に
は
、「
無
か
ら
有
へ
」
と
い
う
よ
う
な
思
い
が
前

提
に
な
り
、
そ
の
上
に
立
っ
た
考
え
方
が
そ
の
基
本
に
有
る
よ
う
に
思
え
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る
。
こ
の
「
無
か
ら
有
へ
」
と
い
う
基
本
観
念
は
表
現
を
変
え
れ
ば
、
つ

ま
り
別
稿（

21
）を

以
て
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
静
か
ら
動
へ
」
と
い
う

観
念
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
人
の
思
考
に
は
「
無
」、つ
ま
り
「
静
」

が
基
本
に
有
る
と
い
う
観
念
が
抜
き
が
た
く
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
漢
民
族
と
日
本
民
族
違
い
で
あ
り
、
中
国
民
族

の
観
念
に
は
「
動
」
が
ど
こ
ま
で
も
つ
い
て
回
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
問
題
は
し
ば
ら
く
置
く
と
し
て
、
此
処
に
引
用
し
た
部
分

に
言
う
「
神
聖
」「
神
」
と
い
う
の
は
国
常
立
尊
で
あ
り
、国
狭
槌
尊
で
あ
り
、

豊
斟
淳
尊
で
あ
る
が
、
こ
の
三
柱
の
神
は
、
何
か
特
に
秀
で
た
神
秘
な
技
術
・

技
能
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
神
秘
な
事
を

し
た
と
言
う
訳
で
は
な
い
。
こ
の
後
十
数
柱
か
ら
八
百
万
の
神
々
が
登
場

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
神
々
も
、
一
部
を
除
い
て
、
さ
ほ
ど
目
立

っ
た
人
智
を
遙
か
に
超
え
た
能
力
や
働
き
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

た
だ
こ
の
段
、「
神
代
七
代
」
と
言
わ
れ
る
く
だ
り
の
最
後
に
登
場
す
る

伊
奘
諾
尊
・
伊
奘
冉
尊
は
少
々
違
っ
て
お
り
、
国
生
み
、
と
い
う
「
人
」

で
は
な
い
才
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
人
」
で
は
な
い
才
は
、

国
常
立
尊
の
才
の
延
長
線
上
に
有
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
代
上
・
下
」
は
、
登
場
す
る
神
々

の
才
能
の
優
劣
の
程
度
は
別
と
し
て
、「
神
代
の
世
界
」
と
し
て
描
か
れ
た

も
の
以
外
何
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
最
初
に
挙
げ

ら
れ
た
神
々
は
、
伊
奘
諾
尊
・
伊
奘
冉
尊
を
除
い
て
、
そ
の
力
、
そ
の
性

格
な
ど
は
全
く
解
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
此
処
で
は
「
国

生
み
」「
神
々
生
み
」
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
「
国
生
み
・
神
々
生
み
」
の

環
境
を
有
る
程
度
整
え
て
お
く
と
言
う
だ
け
の
意
味
合
い
な
の
か
も
知
れ

な
い
。
即
ち
此
処
で
は
「
無
」
と
い
う
底
辺
か
ら
「
有
」
の
先
端
へ
の
決

着
へ
の
一
応
の
道
筋
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
は
「
無
」
か
ら
有
へ
、「
有
」
か
ら
「
神
々
」
へ
、「
神
々
」

か
ら
「
人
」
へ
、
と
い
う
図
式
の
上
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
日
本
人
の
観
念
の
中
に
は
「
無
」
こ
そ
が
其
の

基
本
で
あ
る
と
い
う
感
覚
が
抜
き
難
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

此
処
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

Ⅴ　

日
本
の
神
々
の
発
展

　

日
本
各
地
に
数
多
く
存
在
す
る
神
社
の
神
々
は
、
所
謂
カ
ミ
（
神
）、
オ

オ
カ
ミ
（
大
神
）
等
の
ほ
か
に
、
実
在
し
た
か
ど
う
か
は
あ
ま
り
定
か
で
な

い
人
（
尊
・
命
）
が
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
が
、
こ
れ
等
の

ほ
か
に
全
国
に
広
が
る
神
社
信
仰
の
中
に
は
、
御
神
体
が
、
山
、
雷
、
大

岩
、
大
木
古
木
、
蛇
、
狐
な
ど
の
自
然
物
、
或
い
は
そ
の
各
時
代
に
活
躍

し
、
歴
史
的
に
名
を
揚
げ
た
武
将
や
統
治
者
な
ど
な
ど
極
め
て
多
様
で
あ

り
、
雑
多
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
農
業
の
興
隆
の
推
移
と
、
村
落
コ
ミ
ュ
ニ

テ
イ
ー
の
確
立
と
相
俟
っ
て
、
所
謂
氏
神
と
な
っ
た
り
、
ま
た
年
中
行
事

や
村
祭
り
も
、
そ
れ
ら
を
神
に
ま
で
昇
華
さ
せ
る
恰
好
の
機
会
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
大
雑
把
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、日
本
の
神
社
信
仰
と
は
、

遠
古
大
和
民
族
の
原
始
的
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
、
各
部
族
の
創
作
始
祖
伝
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説
が
結
び
つ
い
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
・・・
ノ
カ
ミ
、
と
か
・・・

ノ
ミ
コ
ト
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
各
部
族
の
始
祖
か
或
い
は
其
の
始
祖
に

当
時
は
直
接
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
た
者
達
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
九
州
に

し
ろ
、
大
和
に
し
ろ
、
統
一
王
朝
が
生
れ
る
と
其
の
王
朝
は
、
支
配
の
正

統
性
を
根
拠
つ
け
る
た
め
に
、
他
部
族
の
始
祖
伝
承
を
自
分
達
の
伝
承
或

い
は
創
作
伝
説
に
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
多

く
の
神
々
は
、
こ
う
し
た
組
み
込
み
の
結
果
と
し
て
出
て
来
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
日
本
神
話
に
現
さ
れ
た
神
々
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
こ
う
し
た
過
程

で
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
日
本
の
場
合
は
こ
の
統
一
王
朝

の
出
現
が
、
い
ま
だ
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
と
言
う

事
が
い
え
る
。
つ
ま
り
中
国
の
統
一
王
朝
が
生
ま
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
よ
り

三
百
年
も
前
に
既
に
人
倫
の
道
を
説
く
儒
家
思
想
や
道
家
思
想
が
生
ま
れ
、

そ
れ
ら
に
基
い
た
統
治
支
配
思
想
が
生
れ
て
い
て
、
支
配
の
正
統
性
の
根

拠
を
神
話
や
伝
承
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
謂
う
よ
う
な
時
代
で

は
も
は
や
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
は
そ
う
し
た
歴
史
環
境
が

全
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
ま
一
つ
は
日
本
の
太
古
の
時

代
の
建
築
様
式
、
或
い
は
各
神
域
の
た
た
ず
ま
い
な
ど
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
ん
な
に
変
化
に
富
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ャ

ー
マ
ン
が
奉
っ
て
い
た
神
々
は
み
な
一
様
で
は
な
か
っ
た
は
づ
で
あ
る
が
、

外
見
的
に
は
さ
ほ
ど
の
違
い
は
無
か
っ
た
た
め
に
、
多
く
の
神
々
も
比
較

的
統
一
、
融
合
さ
れ
や
す
か
っ
た
と
言
う
事
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
統

一
王
権
出
現
に
伴
っ
て
、
そ
の
軍
門
に
下
っ
た
神
々
も
多
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
神
社
信
仰
の
外
見
的
統
一
性
は
、
農
業
生
活
集
団
と
し
て
の
日
本

文
化
そ
の
も
の
の
統
一
性
や
、
建
築
、
そ
の
他
の
村
落
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ー

内
の
風
俗
習
慣
な
ど
や
、
関
連
造
作
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
の
少
な
さ
に

よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
祭
神
の
統
一
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
各
時
代
時
代
で
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
家
や
豪
族
や
幕
府
が
神
社
や

寺
院
の
力
を
頼
っ
た
た
め
に
、
時
代
に
よ
っ
て
興
隆
し
た
神
社
仏
閣
が
異
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
其
の
事
が
日
本
の
信
仰
興
隆
の
原
点
と
な
り
、
力

と
な
っ
た
。そ
の
た
め
に
日
本
の
各
時
代
の
統
治
者
や
武
将
達
は
常
に
「
神
」

を
担
ぎ
、「
神
」
を
頼
り
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
後
の
橿
原
神
宮
や

靖
国
神
社
な
ど
は
そ
の
好
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
る
と
日
本
民
族
に
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
伝
承
、
伝
説
、
神
、

神
話
、
神
社
建
築
な
ど
の
多
方
面
で
の
統
一
的
支
配
性
が
浸
透
し
て
い
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
や
が
て
仏
教
と
言
う
外
来
宗
教
が

新
た
に
入
っ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
結
局
は
貴
族
階
層
か
ら
徐
々

に
神
仏
習
合
と
な
り
、
庶
民
層
か
ら
は
、
聖
徳
太
子
信
仰
、
や
弘
法
大
師
（
御

大
師
様
）
信
仰
、
地
蔵
信
仰
な
ど
と
な
っ
て
神
仏
は
殆
ど
違
和
感
な
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
を
巡
る
蘇
我
氏
と
物
部
氏
の
争
い

は
あ
く
ま
で
も
政
治
支
配
権
の
争
い
で
あ
っ
て
、
寧
ろ
神
仏
を
巡
る
信
仰

上
の
争
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
点
が
多
分
に
有
る
で
あ
ろ
う
。
遂
に
は
上

も
下
も
今
ま
で
、
多
く
の
神
々
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
き
た
と
同
じ
よ

う
に
、
仏
も
神
の
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
の
よ
う
に
何
の
抵

抗
も
無
く
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
仏
教
は
、神
社
信
仰
と
異
な
っ
て
、

仏
祖
が
あ
り
、
経
典
が
あ
り
、
教
義
が
有
り
、
そ
し
て
修
行
及
び
修
行
集

団
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
力
と
影
響
力
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
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と
謂
う
点
が
今
ま
で
の
祭
神
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
ま
と
め
て
考
え
て
み
る
と
、
日
本
人
は
歴
史
観
の
上
で
は
、
始

め
と
終
わ
り
が
あ
り
、
そ
の
上
「
神
」
と
い
う
極
め
て
ま
と
ま
り
の
あ
る

存
在
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
神
は
い
ろ
い
ろ
種
類
は
有
る
よ

う
で
あ
る
が
、
神
話
的
に
は
ほ
ぼ
互
い
に
繋
が
っ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
は
始
め
は
神
を
祭
り
、
終
わ
り
は
そ
の
神

の
も
う
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
仏
に
祈
れ
ば
そ
の
生
涯
を
極
め
て
簡
潔
に
全

う
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

Ⅵ　
『
史
記
』
に
於
け
る
漢
民
族
発
生
の
記
述

　

正
確
に
謂
う
と
『
史
記
』
に
は
「
漢
民
族
発
生
」
の
記
述
は
無
い
。
中

国
の
先
秦
文
献
の
中
で
、『
史
記
』
以
前
に
所
謂
史
書
と
い
う
も
の
が
全
く

無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
『
春
秋
』
あ
る
い
は
『
春
秋
左
氏
伝
』

と
言
わ
れ
る
も
の
が
「
五
経（

22
）」、

或
い
は
「
九
經（

23
）」

の
中
に
あ
る
し
、
ま
た

二
十
二
子（

24
）に

入
っ
て
い
る
『
竹
書
紀
年（

25
）』

も
史
書
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
た
だ

こ
の
書
は
晋
の
武
帝
の
時
、
戦
国
襄
王
の
墓
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
と
言
わ

れ
、
も
と
は
夏
殷
か
ら
始
ま
る
史
書
で
あ
っ
た
が
、
後
人
が
黄
帝
軒
轅
氏

か
ら
偽
撰
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
通
史

で
は
な
い
。『
春
秋
』
は
、
春
秋
期
、
魯
の
歴
史
年
表
で
あ
る
し
、『
左
伝
』

は
そ
れ
に
伝
を
付
け
て
詳
し
く
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
い

え
ば
、
司
馬
遷
に
よ
る
『
史
記
』
が
、
こ
の
語
の
表
す
完
全
な
意
味
か
ら

で
は
な
い
が
、
中
国
最
初
の
通
史
と
言
う
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
其
の
『
史

記
』
は
、「
第
一
巻
・
五
帝
本
紀
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
き
始
め
ら
れ
て

い
る
。

「
黄
帝
者
、
少
典
之
子
、
姓
公
孫
、
名
曰
軒
轅
。
生
而
神
霊
、
弱
而
能
言
、

幼
而
徇
斉
、
長
而
敦
敏
、
成
而
聡
明
。　

軒
轅
之
時
、
神
能
氏
世
衰
。

諸
侯
相
侵
伐
、
暴
虐
百
姓
、
而
神
能
氏
弗
能
征
。
於
是
軒
轅
乃
習
用
干

戈
、
以
征
不
享
、
諸
侯
咸
來
賓
從
。
而
蚩
尤
最
爲
暴
、
莫
能
伐
。
炎
帝

欲
侵
陵
諸
侯
、
諸
侯
咸
帰
軒
轅
。
軒
轅
乃
修
徳
振
兵
、
治
五
氣
、
蓻
五

種
、
撫
万
民
、
度
四
方
、
教
熊
羆
貔
貅
貙
虎
、
以
與
炎
帝
戰
於
阪
泉
之
野
。

三
戦
、
然
後
得
其
志
。
蚩
尤
作
乱
、
不
用
帝
命
。
於
是
黄
帝
乃
徴
師
諸

侯
、與
蚩
尤
戰
於
涿
鹿
之
野
、遂
禽
殺
蚩
尤
。
而
諸
侯
咸
尊
軒
轅
爲
天
子
、

代
神
能
氏
、
是
爲
黄
帝
。
天
下
有
不
順
者
、
黄
帝
從
而
征
之
、
披
山
通
道
、

未
嘗
寧
居
。

　

東
至
于
海
、
登
丸
山
、
及
岱
宗
。
西
至
于
空
桐
、
登
鶏
頭
。
南
至
于

江
、
登
熊
、
湘
。
北
逐
葷
粥
、
合
符
釜
山
、
而
邑
于
涿
鹿
之
阿
。
遷
徙

往
来
無
常
処
、以
師
兵
爲
営
衛
。
名
皆
以
雲
命
、爲
雲
師
。
置
左
右
大
監
、

監
于
万
国
。
万
国
和
、
而
鬼
神
山
川
封
禪
與
爲
多
焉
。
獲
宝
鼎
、
迎
日

推
筴
。
挙
風
后
、
力
牧
、
常
先
、
大
鴻
以
治
民
。
順
天
地
之
紀
、
幽
明

之
占
、
死
生
之
説
、
存
亡
之
難
。
時
播
百
穀
草
木
、
淳
化
鳥
獣
蟲
蛾
、

旁
羅
日
月
星
辰
水
波
土
石
金
玉
、
労
勤
心
力
耳
目
、
節
用
水
火
材
物
。

有
土
徳
之
瑞
、
故
号
黄
帝（

26
）。」

　

日
本
人
即
ち
大
和
民
族
の
発
生
の
有
様
に
つ
い
て
は
『
古
事
記
』『
日
本

書
紀
』
に
其
の
記
述
が
あ
る
。
そ
の
記
述
に
は
、
そ
れ
が
如
何
に
荒
唐
無

稽
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
日
本
人
が
、
自
分
達
が
こ
の
世
界
に
ど
の
よ
う

「日本人論」と「中国人論」

Page:10無断転載禁止　



二
三

「日本人論」と「中国人論」 Vol. 45 No. 3

な
経
過
を
辿
っ
て
出
現
し
ど
の
よ
う
な
必
然
性
に
基
ず
い
て
今
此
処
に
存

在
し
て
い
る
の
か
と
言
う
事
を
、
い
か
に
認
識
し
、
納
得
し
て
い
る
の
か

と
言
う
根
拠
を
表
し
た
物
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
勿
論
こ
う
し
た
こ
と
は
日

本
人
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
民
族
は
全
て
、
其

の
形
は
文
書
と
い
う
形
で
あ
る
か
、
或
い
は
口
頭
に
よ
る
伝
承
と
い
う
形

で
あ
る
か
、
或
い
は
は
っ
き
り
と
し
た
伝
承
と
い
う
形
で
は
な
い
に
し
て

も
、
一
つ
の
祭
り
、
或
い
は
祈
り
、
或
い
は
其
の
祈
り
を
表
し
た
演
劇
と

言
う
よ
う
な
形
で
、
己
の
存
在
の
拠
っ
て
立
つ
所
を
表
す
手
立
て
と
な
る

も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る

か
、
一
部
だ
け
残
っ
て
い
る
か
、
或
い
は
其
の
民
族
の
滅
亡
と
共
に
、
そ

の
様
ざ
ま
な
形
で
の
伝
承
も
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
違
い
は
有
る

で
あ
ろ
う
。
又
世
紀
が
進
む
に
随
っ
て
、
各
民
族
自
身
の
混
在
と
、
各
民

族
文
化
の
融
合
が
激
し
く
な
る
た
め
に
、
原
型
の
ま
ま
で
残
っ
て
い
る
と

謂
う
の
は
非
常
に
少
な
く
、
大
き
く
変
形
し
て
し
ま
っ
た
物
も
多
く
存
在

す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
で
も
完
全
に
失
わ
れ
た
場
合
を

除
い
て
は
、
少
し
は
原
型
を
辿
り
う
る
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場

合
の
「
原
型
」
と
は
ど
こ
ま
で
の
も
の
を
意
味
す
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て

些
か
問
題
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
。

　

は
っ
き
り
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神
話
も
そ
の

原
型
に
当
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
ユ
ダ
ヤ
、
イ
ス
ラ
レ
ル
の
場
合
は
『
旧

約
聖
書
』
が
そ
の
原
型
に
当
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

中
国
の
場
合
は
、
西
安
近
郊
の
半
坡
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
の
表
面

に
画
か
れ
た
人
面
魚
か
ら
始
ま
っ
て
、
甲
骨
卜
辞
や
青
銅
器
上
の
金
文
な

ど
か
ら
も
其
の
痕
跡
を
探
る
事
は
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
最
も
整
理

さ
れ
た
形
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
中
国
最
初
の
通
史
で
あ
る
『
史
記
』
で

あ
る
。
よ
っ
て
此
処
で
は
『
史
記
』
を
検
討
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

Ⅶ　
『
史
記
』
に
見
る
人
の
歴
史

　

此
処
に
引
用
し
た
『
史
記
』
冒
頭
の
「
五
帝
本
紀
」
の
書
き
出
し
は
、「
黄

帝
、
少
典
之
子
（
黄
帝
は
、
少
典
の
子
な
り
）」
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
国
の

歴
史
観
と
し
て
は
飽
く
ま
で
も
、「
無
」
か
ら
「
有
」
に
進
む
の
で
は
な
く
、

「
有
」
の
上
と
い
う
前
提
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
処
の
部
分

か
ら
だ
け
で
も
、
こ
の
書
が
こ
の
世
の
初
め
か
ら
で
は
な
く
、
神
・
人
の

存
在
の
始
め
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
謂
う
こ
と
が
解
か
る
。
五

帝
は
並
み
の
人
間
よ
り
は
少
し
は
優
れ
た
能
力
と
才
能
を
持
っ
て
い
た
か

も
知
れ
な
い
が
、
決
し
て
人
間
を
大
き
く
超
越
し
た
「
神
」
の
部
に
入
る

と
謂
う
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
つ
ま
り
司
馬
遷
は
神
の
歴
史
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
人
の
歴
史
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
日
本
の
場
合
と
は
根
本
的
に
異
な
る
点
が

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
有
」
か
ら
始
ま
る
歴
史
は
「
祖
先
」
そ
し
て
「
祖

先
の
系
譜
」
に
重
点
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
。「
黄
帝
は
少
典
の
子
で
あ
る
」

と
い
う
の
は
明
ら
か
に
系
譜
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
漢
民

族
の
、
神
で
は
な
く
祖
先
を
最
重
要
に
考
え
る
と
い
う
価
値
観
そ
し
て
歴

史
観
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。『
史
記
』
の
「
夏
本
紀
」
や
「
殷
本
紀
」
を

始
め
と
す
る
各
王
朝
の
本
紀
は
極
め
て
綿
密
に
其
の
王
の
系
譜
が
書
か
れ
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て
い
る
。
そ
こ
に
は
漢
民
族
の
先
王
の
系
譜
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
思
い

入
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
『
史
記
』
の
殷
王
の
契
か
ら
成
湯
に
至
る
系
譜
は
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

「
殷
契
、
母
曰
簡
狄
、
有
娀
氏
之
女
。　

・
・
・
・
・
・　

契
卒
、
子
昭

明
立
。
昭
明
卒
、
子
相
土
立
。
相
土
卒
、
子
昌
若
立
。
昌
若
卒
、
子
曹

圉
立
。
曹
圉
卒
、
子
冥
立
。
冥
卒
、
子
振
立
。
振
卒
、
子
微
立
。
微
卒
、

子
報
丁
立
。
報
丁
卒
、
子
報
乙
立
。
報
乙
卒
、
子
報
丙
立
。
報
丙
卒
、

子
主
壬
立
。
主
壬
卒
、
子
主
癸
立
。
主
癸
卒
、
子
天
乙
立
。
是
爲
成
湯（

27
）。」

　

し
か
し
甲
骨
卜
辞
で
は
報
乙
以
降
、

「
報
乙
、
報
丙
、
報
丁
、
示
壬
、
示
癸
、
大
乙
、
大
丁
、
大
甲
、
外
丙
、

大
庚
、・
・
・（

28
）」

　

と
な
っ
て
い
る
。
細
か
い
事
で
は
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
に
も
甲
骨
卜

辞
が
『
史
記
』
の
間
違
い
を
正
す
根
拠
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
謂
う
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
さ
て
置
き
、
今
は
こ
の
祖
先
王
達
に
対
す
る

命
名
の
仕
方
で
あ
る
。つ
ま
り
此
処
に
揚
げ
た
祖
先
王
の
名
に
は
全
て
「
甲
、

乙
、
丙
、
丁
戊
、
己
、
庚
、
辛
、
壬
、
癸
」
の
十
干
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
を
探
る
た
め
に
は
、『
史
記
』「
殷
本
紀
」
の
最
後
の
部
分
の
記

述
が
参
考
と
な
ろ
う
。

「
周
武
王
遂
斬
紂
頭
、
縣
之
大
白
旗
。
殺
姐
己
。
釈
箕
子
之
囚
、
封
比
干

之
墓
、
商
容
之
閭
。
封
紂
子
武
庚
禄
父
、
以
続
殷
祀
、
令
修
行
盤
庚
之
政
。

殷
民
大
説
。　
・
・
・
・
・
・
・　

周
武
王
崩
、
武
庚
與
管
叔
、
蔡
叔
作
乱
、

成
王
命
周
公
誅
之
、
而
立
微
子
於
宋
、
以
続
殷
後
焉
。」

　

此
処
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
王
朝
が
敵
対
す
る
別
の
王
朝
を
倒

し
た
後
で
も
、
其
の
倒
し
た
王
朝
が
行
っ
て
き
た
祭
祀
は
絶
や
す
こ
と
な

く
後
々
ま
で
も
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
謂
う
漢
民
族
の
民
俗
的
習

慣
が
あ
っ
た
と
謂
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
其

の
倒
し
た
は
ず
の
王
朝
の
庶
子
が
た
と
え
ま
た
背
い
て
反
乱
を
起
こ
し
て
、

そ
れ
を
再
び
平
定
し
た
後
で
さ
え
も
其
の
倒
し
た
王
朝
の
庶
子
た
ち
に
再

び
彼
等
の
祭
祀
を
続
け
さ
せ
て
い
る
と
謂
う
こ
と
で
あ
る
。

Ⅷ　

漢
民
族
の
祖
先
祭
祀
思
想

　

こ
の
場
合
の
「
祭
祀
」
と
は
一
体
何
の
祭
祀
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
其

の
倒
し
た
王
朝
の
祖
先
王
達
の
祭
祀
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　

先
に
示
し
た
甲
骨
卜
辞
に
書
か
れ
た
祖
先
王
達
の
名
前
に
全
て
十
干
が

付
さ
れ
て
い
た
理
由
は
、
恐
ら
く
そ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
先
王
達
の
祭
祀

を
行
う
べ
き
日
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
日
と
言
う
の
は
恐
ら
く
そ
れ
ら

王
の
亡
く
な
っ
た
日
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
祭
祀
す
べ
き
日

を
忘
れ
る
事
の
な
い
よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
名
に
十
干
の
符
号
を
付
け

て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
祖
先
王
を
、
他
の
シ
ャ
ー
マ
ン
的
神
々
と
同
列
に
並
べ
て
祖

先
神
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
些
か
抵
抗
を
感
じ
る
が
、

ほ
か
に
い
い
呼
び
方
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
以
後
「
祖
先
神
」
と

い
う
こ
と
に
す
る
。
た
だ
「
神
」
字
は
示
偏
に
、
雷
の
稲
光
を
表
す
「
申
」

か
ら
な
っ
て
お
り
、
本
来
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
意
味
で
の
自
然
神
を
表
し
た

「日本人論」と「中国人論」
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字
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
の
古
代
文
献
で
所
謂
「
祖
先
神
」
を
表
す
意
味

で
こ
の
「
神
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
白
川
静
も
『
字
統
』

に
、「
神
は
天
神
、
す
な
わ
ち
自
然
神
で
あ
り
、
祖
霊
を
含
む
こ
と
は
な
く
、

人
の
霊
に
は
鬼
と
い
う
。」
と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
古
代
の
漢
民
族
に
と

っ
て
祖
霊
、
つ
ま
り
祖
先
神
は
、
他
の
様
ざ
ま
な
多
く
の
自
然
神
と
は
違

っ
た
特
別
の
存
在
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

で
は
何
故
祖
先
神
が
そ
こ
ま
で
特
別
な
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
も
や
は
り
甲
骨
卜
辞
が
あ
る
程
度
答
え
を
出
し

て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

甲
骨
文
字
が
刻
さ
れ
て
、
明
ら
か
に
占
卜
用
に
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る

甲
骨
片
は
、
今
ま
で
凡
そ
十
数
万
片
出
土
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
し

て
そ
う
し
た
占
卜
卜
辞
の
な
か
で
、
所
謂
「
卜
旬
」
と
言
わ
れ
る
、
以
後

十
日
間
に
災
い
が
起
こ
ら
な
い
か
ど
う
か
を
占
う
卜
辞
が
極
度
に
多
数
を

占
め
て
い
る
。
そ
れ
と
祖
先
神
を
祭
る
可
き
か
ど
う
か
、
の
卜
辞
も
非
常

に
多
い
。

　

こ
う
し
た
卜
辞
の
裏
に
は
祖
先
神
を
祭
ら
な
け
れ
ば
何
か
災
い
が
起
こ

る
の
で
な
い
か
と
言
う
恐
れ
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
「
災
い
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
一
口
に
言
え
ば
、
遠
古
の
漢
民
族
が
居
を
定
め
た
黄
河
中

流
域
の
、
当
時
と
し
て
は
劣
悪
な
自
然
環
境
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　

黄
河
は
勿
論
人
間
が
生
き
て
い
く
た
め
の
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
水

を
供
給
し
、
食
料
と
し
て
の
多
く
の
魚
類
な
ど
の
水
生
動
物
ま
た
水
生
植

物
も
供
給
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
そ
の
水
の
恵
み
で
、
木
々

や
草
木
が
育
ち
、
そ
れ
ら
を
そ
こ
に
生
活
す
る
人
々
に
食
料
と
し
て
与
え

た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
木
々
や
草
木
を
食
べ
て
生
息
す
る
様
ざ
ま
な
動
物

達
も
人
間
に
は
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
食
料
で
あ
り
、
人
間
生
活
に
と

っ
て
の
重
要
な
安
ら
ぎ
も
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
黄
河
の
水
系

は
運
搬
用
の
ル
ー
ト
と
し
て
も
大
い
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。
こ
う
し
た
好
条
件
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
人
々
に
そ
こ
に
寄
り
集
ま
っ

て
生
活
す
る
場
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
黄
河
は
そ
う
し
た
限
り
な
い
有
用
性
の
も
う
一
方
で
、
そ
の
流

域
に
居
住
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
極
め
て
恐
ろ
し
い
存
在
で
も
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。Ⅸ　

黄
河
と
初
期
漢
民
族

　

唐
突
で
あ
る
が
、
此
処
で
恵
み
豊
か
な
、
し
か
し
一
方
恐
ろ
し
き
黄
河

に
つ
い
て
、
経
験
し
た
こ
と
を
交
え
な
が
ら
少
々
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

一
九
八
〇
年
代
初
、
北
京
か
ら
大
同
へ
、
大
同
か
ら
西
安
へ
、
車
で
旅

を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
道
路
は
ま
だ
舗
装
は
さ
れ
て
い
な
い
で
、
右
手

に
黄
河
を
見
な
が
ら
、
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
が
、
時
々
黄
河

の
広
い
帯
状
の
、
日
に
照
ら
さ
れ
た
白
い
流
れ
を
遠
く
眺
め
な
が
ら
の
旅

で
あ
っ
た
。
途
中
た
ま
た
ま
一
度
だ
け
大
雨
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
す
る
と
大
型
バ
ス
も
対
向
出
来
る
よ
う
な
広
い
道
で
は
あ
っ
た
が
、
付

近
の
住
民
達
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
通
行
止
め
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
是
は
一
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体
ど
う
い
う
こ
と
か
と
車
を
降
り
て
み
て
い
る
と
、
雨
を
突
い
て
後
か
ら

や
っ
て
来
た
車
の
車
輪
は
み
ん
な
黄
色
い
泥
で
固
め
ら
れ
、
殆
ど
回
転
し

て
い
な
い
よ
う
で
さ
え
あ
っ
た
。
ま
た
自
転
車
も
道
の
泥
に
埋
ま
っ
て
進

め
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
車
輪
全
体
が
泥
で
厚
く
コ
ー
テ
イ
ン
グ
さ
れ
た

か
の
よ
う
に
な
っ
て
回
転
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
自
転
車

で
通
行
し
て
い
た
人
々
は
み
ん
な
、
自
転
車
そ
の
も
の
を
持
ち
上
げ
担
い

で
徒
歩
で
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。
歩
く
人

も
ま
る
で
雪
の
中
を
歩
く
よ
う
に
ひ
ざ
ま
で
泥
に
埋
ま
っ
て
、
一
歩
一
歩

が
難
渋
極
ま
り
な
い
と
謂
う
風
情
で
あ
っ
た
。
又
道
路
わ
き
の
草
地
に
建

て
ら
れ
て
い
る
小
屋
は
、
壁
が
日
干
し
煉
瓦
で
固
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

草
地
に
、
大
雨
の
た
め
に
無
数
に
出
来
た
縦
横
に
走
る
小
さ
な
し
か
し
強

い
流
れ
に
洗
わ
れ
、
そ
の
う
ち
日
干
し
煉
瓦
は
溶
け
て
、
流
れ
に
崩
れ
込
み
、

や
が
て
そ
う
し
た
小
屋
自
体
が
流
れ
出
し
て
、
少
し
太
め
の
川
の
中
に
消

え
て
い
く
と
謂
う
光
景
を
何
度
か
目
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
は
当

り
に
田
畑
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
も
し
有
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
ひ

と
た
ま
り
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
場
合
は
ま
だ
黄

河
が
溢
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
氾
濫
で
も
し
た
あ
か
つ
き
に
は
想
像

を
絶
し
て
文
章
ぐ
ら
い
で
は
で
は
と
て
も
表
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
ほ

ど
悲
惨
な
状
況
を
呈
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

黄
河
は
今
も
、
そ
し
て
古
代
は
も
っ
と
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。

　

更
に
少
し
で
も
日
照
り
が
続
い
た
な
ら
ば
、
畑
地
と
い
わ
ず
、
草
原
と

言
わ
ず
、
大
地
は
カ
ラ
カ
ラ
に
干
上
が
り
、
そ
の
う
ち
ひ
び
割
れ
で
覆
わ
れ
、

そ
の
表
面
は
そ
っ
く
り
返
っ
て
、
そ
れ
が
崩
れ
、
風
で
砕
か
れ
る
と
、
後

は
砂
漠
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
た
大
地
を
再
び
元
の
草

地
に
戻
す
事
は
容
易
な
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
後
半
文
革
時
代
に
、
草
原
で
の
放
牧
は
経
済
効
率
が
よ

く
な
い
と
言
う
事
で
、
草
原
を
畑
地
に
改
造
す
る
と
謂
う
運
動
が
大
々
的

に
起
こ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
オ
ル
ド
ス
の
広
大
な
草
原
の
多

く
の
部
分
が
耕
さ
れ
畑
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
植
え
ら
れ
た
作
物
が
収

穫
さ
れ
る
ま
で
に
、
或
は
実
る
ほ
ど
に
成
長
す
る
ま
で
に
、
低
温
と
水
不

足
の
た
め
に
か
れ
て
し
ま
い
、
種
を
と
る
こ
と
も
出
来
な
く
て
、
結
局
は

砂
漠
状
態
に
な
る
か
、
其
の
後
の
何
度
か
の
旱
魃
と
水
没
、
流
失
の
た
め
に
、

不
毛
の
砂
地
と
な
り
、
そ
れ
が
未
だ
に
回
復
せ
ず
、
今
猶
オ
ル
ド
ス
の
草

原
の
あ
ち
こ
ち
に
砂
漠
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と

親
し
い
内
蒙
古
大
学
の
蒙
古
族
で
経
済
学
の
教
授
で
あ
る
友
人
は
苦
々
し

く
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

黄
河
は
今
も
、
そ
し
て
古
代
は
も
っ
と
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。

　

し
か
し
ど
れ
ほ
ど
恐
ろ
し
か
ろ
う
と
水
が
豊
富
に
あ
る
限
り
、
彼
等
は

黄
河
流
域
に
住
み
続
け
な
け
れ
ば
生
き
て
生
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅹ　

漢
民
族
と
祖
先
の
観
念
と
「
正
史
」

　

黄
河
中
流
域
に
定
住
し
た
漢
民
族
は
常
に
自
然
災
害
、
自
然
災
難
と
背

中
合
わ
せ
で
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
生
活
上
の
願
い
は
、「
何
と

か
安
定
し
た
生
活
を
、
何
か
幸
せ
な
生
活
を
・
・
・
・
、」　

で
は
な
く
寧
ろ
、
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「
何
と
か
災
害
災
難
を
避
け
た
い
、
災
難
災
害
が
何
と
か
降
り
か
か
ら
な
い

よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
。」
と
い
う
の
が
、
彼
等
の
ふ
だ
ん
の
生
活
か
ら

自
然
に
身
に
つ
い
た
最
も
強
い
願
望
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
否
定
の
願
望
は
、
天
上
の
遠
い
と
こ
ろ
の
自
然
神
よ
り
、
よ

り
身
近
な
彼
等
も
明
ら
か
に
苦
労
し
て
来
た
に
違
い
な
い
祖
先
に
発
す
る

ほ
う
が
実
現
性
が
高
い
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
此
処
に
漢
民
族
が

祖
先
を
こ
の
上
な
く
重
要
視
す
る
理
由
が
あ
る
。

　

一
般
的
に
日
本
人
は
所
謂
ご
先
祖
様
、
祖
先
神
は
、
そ
の
子
孫
末
裔
で

あ
る
自
分
達
を
当
然
守
護
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
謂
う
観
念
が
あ
る
。

し
か
し
漢
民
族
の
場
合
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま

り
ご
先
祖
様
は
、
常
日
頃
か
ら
し
っ
か
り
と
祭
祀
を
執
り
行
い
、
ご
機
嫌

を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
し
て
お
か
な
い
と
、
降
り
か
か
る
多
く
の
災
難
災

害
を
防
い
で
く
れ
な
い
ば
か
り
な
く
、
時
に
よ
っ
て
は
積
極
的
に
悪
を
為

し
か
ね
な
い
。
是
が
長
年
に
亙
っ
て
度
重
な
る
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
、

そ
れ
に
耐
え
、
何
と
か
や
り
過
ご
し
て
き
た
歴
代
の
漢
民
族
達
の
学
ん
で

き
た
事
で
あ
っ
た
。

　

甲
骨
卜
辞
に
見
る
多
く
の
卜
旬
と
先
王
達
に
対
す
る
卜
祀
は
そ
の
結
果

で
あ
る
。
し
か
し
事
は
、
自
分
達
の
先
王
ば
か
り
で
は
収
ま
ら
な
い
。
自

分
達
に
敵
対
し
、
自
分
達
が
打
ち
倒
し
た
王
朝
の
先
王
達
に
も
そ
れ
相
応

の
祭
祀
を
し
て
お
か
な
い
と
、
た
と
え
同
族
、
同
属
の
子
孫
に
対
し
て
さ

え
、
何
時
悪
を
為
す
か
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
に
、
ま
し
て
相
手
が
敵

対
者
の
祖
先
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
彼
等
が
何
時
よ
り
大
き
な
災
害
と
災
難

を
齎
す
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
相
手
が
自
然
神
な
ら
、そ
れ
は
遠
く
、

し
か
も
想
像
を
超
え
る
広
範
囲
の
存
在
で
あ
る
の
で
手
の
施
し
よ
う
も
な

い
。
し
か
し
此
処
で
そ
の
敵
対
祖
先
た
ち
を
蔑
ろ
に
扱
え
ば
、
い
つ
何
時

再
び
悪
を
為
す
や
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
さ
き
に
引
用
し
た
殷
本
紀
の
最

後
、

「
周
武
王
崩
、
武
庚
與
管
叔
、
蔡
叔
作
乱
、
成
王
命
周
公
誅
之
、
而
立
微
子

於
宋
、
以
続
殷
後
焉
。」

　

の
「
而
立
微
子
於
宋
、
以
続
殷
後
焉
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

は
こ
こ
に
在
る
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
民
族
的
な
、
そ
し
て
政
治
的
な
習
慣
は
恐
ら
く
殷
周
か
ら
春

秋
の
始
め
頃
ま
で
は
、
つ
ま
り
儒
教
の
最
も
初
め
の
形
態
と
思
わ
れ
る
、

雨
乞
い
の
踊
り
な
ど
を
事
と
す
る
よ
う
な
天
意
と
人
の
間
を
取
り
持
つ
シ

ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
或
い
は
儒
教
の
そ
の
次
の
形
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、

葬
送
儀
礼
の
祭
司
、
物
言
わ
ぬ
死
者
と
生
き
て
い
る
人
と
の
間
を
取
り
持

つ
巫
女
の
よ
う
な
役
割
が
登
場
し
、
更
に
進
ん
で
物
言
え
ぬ
民
、
或
い
は

物
言
わ
ぬ
民
の
声
を
聴
き
と
っ
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
が
人
倫
の
道
で

あ
り
、
為
政
者
の
道
で
あ
る
と
す
る
、
所
謂
儒
者
や
、
些
か
理
念
は
異
な

る
が
道
家
、
法
家
、
墨
家
な
ど
が
続
々
と
登
場
し
て
来
る
ま
で
は
ま
だ
濃

厚
に
残
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
春
秋
期
を
経
て
、
戦
国
期
に
入
っ
て
く
る
と
、
倒
す
側
の
王
朝

も
多
く
な
り
、
そ
れ
に
随
っ
て
倒
さ
れ
る
側
の
王
朝
も
増
え
て
く
る
よ
う

に
な
る
。
そ
う
な
る
と
倒
し
た
側
の
王
朝
が
、
倒
さ
れ
た
側
の
王
朝
の
祭

祀
を
全
て
続
け
る
と
謂
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
多
数
で
、
煩
雑
で
物
理
的

に
不
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
そ
の
続
け
る
べ
き
祭
祀
に
替
わ
る
も
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の
と
し
て
、
倒
し
た
側
の
王
朝
は
必
ず
、
そ
の
倒
さ
れ
た
側
の
王
朝
の
祭

祀
は
続
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
歴
史
を
書
き
残
す
と
い
う
事
業
が
、
政
治

的
習
慣
と
し
て
徐
々
に
確
立
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

司
馬
遷
が
『
史
記
』
を
書
く
に
当
っ
て
参
考
と
し
た
の
は
、「
太
史
公
自

序
」
に
そ
の
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
詩
」「
書
」「
春
秋
」「
周
易
」
な
ど

ば
か
り
で
は
な
く
、
当
時
完
全
な
形
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ま
だ

存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
所
の
各
王
朝
の
書
き
残
さ
れ
た
歴
史
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。

　

中
国
の
歴
史
は
、
司
馬
遷
に
よ
る
『
史
記
』
以
下
、『
漢
書
』『
後
漢
書
』

等
二
十
四
の
歴
史
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
正
史
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
も
で
あ
る
。

　

司
馬
遷
が
通
史
と
し
て
の
『
史
記
』
を
書
い
た
理
由
と
状
況
は
別
稿
で

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
此
処
で
は
触
れ
な
い
が
、
班
固
の
『
漢
書
』

以
下
正
史
が
連
綿
と
書
き
続
け
ら
れ
て
き
た
背
後
に
は
、
殷
周
期
の
「
祭

祀
を
継
ぐ
」
と
い
う
観
念
が
「
史
書
」
と
い
う
形
で
実
践
さ
れ
習
慣
化
さ

れ
て
き
た
も
の
と
認
定
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

Ⅺ　

神
話
、
宗
教
と
言
う
共
同
幻
想
性
と
民
族

　

大
和
民
族
は
そ
し
て
日
本
人
は
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い

と
、
自
分
達
が
ど
う
い
う
経
過
を
辿
っ
て
こ
の
世
に
出
現
し
、
ど
の
よ
う

な
必
然
性
に
基
づ
い
て
今
此
処
に
到
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、『
日
本

書
紀
』
や
『
古
事
記
』
な
ど
の
神
話
に
よ
っ
て
、
各
人
程
度
の
差
は
あ
れ
、

あ
る
程
度
認
識
し
、
納
得
し
て
い
る
、
と
「
Ⅵ
」
で
述
べ
た
。
神
話
そ
の

も
の
は
今
考
え
る
と
荒
唐
無
稽
な
も
の
に
違
い
な
い
が
、
し
か
し
民
族
全

体
と
し
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
民
族
の
共
同
幻
想
と
も
い
え
る
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
幻
想
で
は
あ
る
が
、
共
同
的
な
認
識
を
獲
得
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
神
話
は
そ
の
一
民
族
に
と
っ
て
極
め

て
重
要
な
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
重
要
さ
を
負
の

意
味
で
大
い
に
発
揮
し
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
日
本
の
学
校
教

育
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
か
ら
は
ま
だ
消
え
去
っ
て
は
い

な
い
。

　

さ
て
中
国
の
史
書
に
は
神
話
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。

中
国
は
史
書
以
外
に
神
話
は
あ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
大
体
は
後
漢
、
六
朝

以
降
の
文
献
で
、
そ
れ
ら
を
本
当
の
意
味
で
の
神
話
と
い
え
る
か
ど
う
か

疑
問
で
あ
る
。
神
話
に
は
「
生
き
て
い
る
神
話
」
と
「
死
ん
で
い
る
神
話
」

の
二
種
類
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
別
稿（

29
）で

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
此

処
で
は
述
べ
な
い
が
、「
五
帝
本
紀
」
に
謂
う
、「
生
ま
れ
て
神
霊
」
と
か
、

「
弱
に
し
て
能
く
言
ひ
」
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
超
人
を
意
味
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
も
し
神
話
が
何
故
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
世
に
人
が
生
ま

れ
た
の
か
と
い
う
事
の
問
い
に
答
え
る
も
の
と
し
た
ら
、
漢
民
族
は
、
共

同
幻
想
と
し
て
は
、
こ
の
世
に
生
き
る
根
拠
に
な
る
共
同
幻
想
的
基
盤
が

な
い
と
謂
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
漢
民
族
は
「
死
」
に
つ
い
て
の
、
或
い
は
「
死
後
」
に

つ
い
て
の
共
同
の
観
念
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
謂
う
こ
と
に
も
な
る
。

此
処
に
漢
民
族
の
無
宗
教
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

「日本人論」と「中国人論」

Page:16無断転載禁止　



二
九

「日本人論」と「中国人論」 Vol. 45 No. 3

　

そ
う
謂
う
と
中
国
に
は
古
来
か
ら
儒
教
、
道
教
、
仏
教
も
あ
れ
ば
、
数

は
少
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
イ
ス
ラ
ム
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
あ
る
と
考
え

る
向
き
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
か
な
り
困
難
な
課
題
を
此

処
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
問
題
を
こ
の
場
で
詳
し

く
論
じ
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
必
要
最
小
限
の
み
述
べ
て
お
く
。

　

人
間
は
古
来
自
然
の
恐
怖
に
お
び
え
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
の
恐
怖
と
は

自
然
の
猛
威
が
齎
す
災
害
で
あ
り
災
難
で
あ
る
。
大
風
、
大
雨
、
雷
、
旱
魃
、

火
山
の
噴
火
な
ど
等
、
限
り
な
い
が
、
し
か
し
な
ん
と
言
っ
て
も
最
も
大

き
な
恐
怖
は
、端
的
に
言
っ
て
そ
れ
は
「
死
」
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
「
死

後
」、
人
間
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
恐
怖
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
る
程
度
納
得

さ
せ
て
き
た
の
が
、
日
本
の
場
合
は
神
話
で
あ
る
。
そ
し
て
後
に
は
仏
教

な
ど
の
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
に
つ
い
て
は
、
生
ま
れ
て
き
た
世
界
に

帰
る
と
謂
う
安
ら
ぎ
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

仏
教
で
言
え
ば
、
死
後
西
方
極
楽
浄
土
に
再
生
す
る
と
謂
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
間
は
死
後
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
恐
怖
を
あ
る
程
度
解
決
し
、

や
わ
ら
げ
て
く
れ
る
の
が
宗
教
で
あ
る
と
、
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。

　

古
代
中
国
に
は
神
話
は
な
い
が
、
宗
教
は
あ
っ
た
、
と
先
に
述
べ
た
。

　

な
ら
ば
先
ず
儒
教
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
儒
教
は
人
倫
の
道
は
説
く
が
、

死
後
を
解
く
わ
け
で
は
な
い
。
道
教
に
つ
い
て
は
、
狭
西
師
範
大
学
出
版

社
が
二
〇
〇
七
年
に
出
し
た
『
道
教
』
に
、

「
道
教
是
中
国
土
生
土
長
的
宗
教
、
源
于
黄
帝
老
子
、
創
教
于
張
道
陵
、
至

今
已
有
一
八
〇
〇
多
年
的
歴
史
。
它
追
求
宇
宙
和
諧
、
国
家
太
平
、
相
信

修
道
積
徳
定
能
安
楽
幸
福
、
長
生
久
視
；
以
神
仙
信
仰
為
核
心
内
容
、
修

道
成
仙
為
終
極
追
求
目
標
、
尊
奉
老
子
為
道
祖
、
弘
道
陵
為
教
祖
」

　

と
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
道
教
は
結
局
は
現
世
ご
利
益
を
得
る
事
を
旨

と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
蛇
足
で
は
あ
る
が
、
古
代
の
道
教
に
は
人
間
の
死

後
ど
う
な
る
か
に
就
い
て
、
二
つ
の
解
答
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一

つ
は
、
人
間
は
死
ん
で
も
、
今
と
時
限
は
異
な
る
が
、
何
も
変
わ
ら
な
い

生
活
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
謂
う
も
の
で
あ
る
。
是
は
特
に
高
級
為

政
者
が
そ
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
西
安
郊
外
臨
潼
県
に
あ
る
、
始
皇
帝
陵

や
北
京
郊
外
に
あ
る
明
の
十
三
陵
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
広
大
な
墳
墓
を

作
り
、
ほ
ぼ
そ
の
地
下
宮
殿
で
生
前
の
生
活
と
同
等
の
生
活
が
出
来
る
ぐ

ら
い
の
設
備
が
整
え
ら
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
そ
う
し
た
考
え
の
存
在

を
強
く
理
解
出
来
よ
う
。
も
う
一
つ
は
、
人
は
死
な
な
い
と
言
う
観
念
で

あ
る
。
六
朝
時
代
の
『
袍
朴
子
』
に
有
る
よ
う
に
、
人
は
何
百
年
で
も
生

き
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
そ
の
事
実
と
方
法
を
他
の
人
々
は
知
ら
な
い

だ
け
で
あ
る
。
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
是
は
所
謂
神
仙
思
想
で
あ
る
。

結
局
道
教
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
こ
の
書
に
よ
れ
ば
、「
長
生
不
老
」「
駆
鬼

鎮
魔
」「
得
道
成
仙
」「
返
老
還
童
」「
采
陰
補
陽
」「
俗
世
之
楽
」「
清
涼
境
界
」

と
言
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
つ
ま
り
是
は
世
界
的
に
承
認
さ
れ
る
よ
う

な
、
所
謂
世
俗
に
言
う
と
こ
ろ
の
宗
教
と
は
些
か
違
う
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
中
国
に
於
け
る
仏
教
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
仏
教
は
確
か
に
か

な
り
広
く
そ
し
て
深
く
中
国
に
根
付
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
よ
く
よ

く
歴
史
を
見
る
と
、
歴
代
の
皇
帝
の
中
で
仏
法
に
積
極
的
に
帰
依
し
、
修
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行
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
行
動
を
取
っ
た
と
い
う
人
物
は
居
な
か
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
日
本
の
場
合
の
よ
う
に
、
漢
民
族
が
上
か
ら
下

ま
で
挙
っ
て
仏
教
に
信
を
寄
せ
た
と
言
う
時
代
も
無
か
っ
た
の
で
な
い
か
。

そ
の
意
味
で
は
日
本
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
ま
た
中
国
の
各
地
に
は

敦
煌
莫
高
窟
に
見
る
よ
う
な
比
較
的
多
く
の
磨
崖
仏
を
見
る
こ
と
が
出
来

る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
地
理
的
な
あ
り
方
か
ら
考
え
て
も
、
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
周
辺
の
少
数
民
族
の
遺
作
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
よ
り
妥
当
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
漢
民
族
は
こ
れ
等
に
あ
ま
り
深
く
は
関
わ
っ
て

は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
教
を
信
じ
る
漢
民
族
は
、
中
国
西
北
部
に
辺
境
防
衛
の
た
め

に
派
遣
さ
れ
た
漢
民
族
達
が
、
年
を
経
る
に
従
っ
て
周
辺
少
数
民
族
と
融

合
し
、
宗
教
的
に
も
感
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
政
治
的
な
必
要
に
応
じ
て
イ

ス
ラ
ム
化
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の
た
め
一
部
の
漢
民
族
が
回
族
と
し
て

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
漢
民
族
自
体
が
そ
の
ま
ま
で
回
教
徒
に
改

宗
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
が
中
国
に
入
っ
た
の
は
、
ザ
ビ
エ
ル
が
中
国
に
入
っ
た
年

か
、
あ
る
い
は
其
の
少
し
後
、
マ
テ
オ
リ
ッ
チ
が
マ
カ
オ
に
上
陸
し
た
時

と
考
え
て
も
、
た
か
だ
か
十
六
世
紀
末
で
あ
る
。
確
か
に
太
平
天
国
の
乱

は
有
名
で
は
あ
る
が
、
是
も
キ
リ
ス
ト
教
が
漢
民
族
全
体
に
及
ぶ
よ
う
な

広
範
囲
な
広
が
り
を
持
っ
た
も
の
と
は
と
て
も
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
や
は
り
中
国
に
は
、
民
族
全
体
を
覆
う
よ
う
な
厚
く
て
広
い
共

同
基
盤
と
な
る
よ
う
な
宗
教
は
無
か
っ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
漢
民
族
は
、
神
話
と
い
う
形
に
し
ろ
、
宗
教
と
い
う
形
に
し
ろ
、

遠
古
の
昔
か
ら
共
同
幻
想
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。Ⅻ　

結
語

　

漢
民
族
に
神
話
が
無
く
、「
神
」
観
念
が
無
い
と
謂
う
こ
と
は
、
実
は
言

い
換
え
れ
ば
共
同
理
解
と
し
て
の
「
死
」
の
観
念
も
欠
落
し
て
い
る
と
謂

う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
人
間
に
と
っ
て
死
と
は
何
か
、
死
後
人
は
ど
う
な

る
の
か
と
い
う
問
題
が
彼
等
の
中
で
は
解
決
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
彼
等
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
頭
で
生
の
意
味
を
理
解
し
、
自
分

な
り
に
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
死
の
意
味
や
、
死

後
の
世
界
を
恐
怖
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
に
、
宿
命
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
等
は
、
一
人
一

人
が
哲
学
者
で
あ
る
事
を
運
命
付
け
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
彼
等
の
個
と
し
て
の
強
い
自
立
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
全

体
と
し
て
認
識
し
、
か
ら
め
と
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
こ
に
中
国
人
を
、

一
文
で
ま
と
め
て
表
現
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
。
つ
ま
り
全
体
と
し
て
の

「
中
国
人
論
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。
此
処
に
、

中
国
人
が
「
中
国
人
論
」
を
好
ま
ず
、
他
者
が
説
く
「
中
国
人
論
」
に
興

味
を
示
さ
な
い
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
日
本
人
は
全
体
と
し
て
、
共

同
幻
想
と
し
て
の
「
神
」
を
持
ち
、
共
同
幻
想
と
し
て
の
神
話
を
持
っ
て

い
る
。
そ
こ
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
日
本
人
論
は
大
方
の
日
本
人
の
同
意
と
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共
感
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
い
ろ
い

ろ
な
意
味
で
他
と
比
べ
、
比
較
し
て
、
自
己
を
更
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

　

此
処
に
日
本
人
が
「
日
本
人
論
」
を
好
み
、「
日
本
人
論
」
を
数
限
り
な

く
書
き
続
け
得
る
基
盤
と
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）  

一
九
五
五
年
の
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
、総
則
第
三
条
に
、「
中
華
人
民
共
和
国

は
、統
一
さ
れ
た
多
民
族
国
家
で
あ
る
。」と
あ
る
。平
野
義
太
郎
は『
人
民
民
主

主
義
憲
法
へ
の
史
的
展
開
』（
昭
和
三
十
一
年
日
本
評
論
新
社
）の
中
で
、「
私
は

千
九
百
五
十
三
年
・
五
十
四
年
両
回
、北
京
を
訪
ね
ま
し
た
と
き
に
、西
郊
の
中

央
民
族
学
院
を
参
観
い
た
し
ま
し
た
。―
―
―
中
国
で
は
六
十
に
上
る
多
数
の

異
民
族
が
お
り
ま
す
。」と
言
っ
て
い
る
。こ
の
前
後
の
数
が
当
時
の
中
国
の
少

数
民
族
に
対
す
る
、数
の
認
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）  『
日
本
人
』明
治
二
十
一
年
、井
上
円
了
、辰
巳
小
次
郎
、等
と
創
刊
号
発
刊
。明
治

四
十
年
に『
日
本
及
日
本
人
』と
改
め
ら
れ
、一
月
一
日
に
創
刊
号
が
発
刊
さ
れ

た
。

（
３
）  

講
談
社
学
術
文
庫　

ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
イ
ク
ト　

長
谷
川
松
治
訳『
菊
と
刀
』

二
〇
〇
五
年　
「
第
一
章　

研
究
課
題―

―
―

日
本
」

（
４
）  『「
甘
え
」の
構
造
』土
居
健
郎　

弘
文
堂　

昭
和
四
十
六
年

（
５
）  「
第
一
章　

甘
え
の
着
想
」

（
６
）  『
中
国
人
の
精
神
』辜
鴻
銘
著　

黄
興
濤
・
宋
小
慶
訳　

広
西
市
販
大
學
出
版
社

二
〇
〇
一
年

（
７
） 

第
一
章「
中
国
人
的
精
神
」

（
８
）  『
中
国
人
自
画
像
』陳
季
同
著　

黄
興
濤
・
周
邁
・
朱
濤
等
訳　

貴
州
人
民
出
版
社

一
九
九
八
年

（
９
） 『
変
わ
り
つ
つ
あ
る
中
国（Changing　

Chinese

）』E, A

羅
斯（E, A

ロ
ス
）

著　

一
九
一
一
年

（
10
）  『
中
国
人
の
生
活
の
明
暗（M

en M
anners of M

odern China

）』マ
イ
コ
ー
ウ

エ
ン（
麦
高
温
）著　

一
九
〇
九
年

（
11
） 『
反
省
中
国
人
』中
国
文
聯
出
版
社　

一
九
九
九
年

（
12
） 『
中
国
人
』　

学
林
出
版
社　

一
九
九
四
年

（
13
） 『
中
国
精
神
』杜
漢
生　

長
江
文
芸
出
版
社　

一
九
九
八
年

（
14
） 『
閑
説
中
国
人
』方
方
・
葉
兆
言
等
著　

中
国
文
聯
出
版
社　

二
〇
〇
一
年

（
15
） 『
不
可
思
議
的
中
国
人
』王
正
和
編
著　

花
城
出
版
社　

二
〇
〇
一
年

（
16
） 『
中
国
人
的
毛
病
』張
平
治
・
楊
景
龍
著　

中
国
社
会
出
版
社　

一
九
九
八
年

（
17
） 『
中
国
人
史
綱
上
・
下
』台
湾　

伯
楊　

中
国
友
誼
出
版
公
司　

一
九
九
八
年

（
18
）（
19
） 『
日
本
書
紀
』①　

小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
二
、一
九
九
四
年

（
20
）  『
三
五
歴
記
』三
国
、呉　

徐
整
著　

三
王
五
帝
に
つ
い
て
述
べ
た
書
と
言
わ
れ

る
。玉
函
山
房
輯
佚
書
に
一
部
あ
り
。

（
21
） 

拙
稿『
和
漢
文
化
に
於
け
る
静
と
動
』阪
南
論
集
第
二
十
九
巻　

第
三
号

（
22
） 

四
書
五
経
の
五
経
で
、詩
、書
、礼
、易
、春
秋
の
事

（
23
） 

五
経
の
内
、礼
の
三
礼
、春
秋
の
三
伝
を
加
え
た
も
の

（
24
）  

清
の
光
緒
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
二
十
二
種
類
の
諸
子
の
書
。荀
子
、老
子
、荘
子
、

淮
南
子
、列
子
、尸
子
な
ど
が
入
っ
て
い
る
。

（
25
）  『
竹
書
紀
年
』撰
者
未
詳　

晋
の
時
代
に
戦
国
魏
の
襄
王
の
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
た

と
い
う
史
書
。も
と
は
夏
・
殷
か
ら
の
記
述
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、今
に
見
る
黄

帝
か
ら
の
記
述
は
、後
人
の
偽
撰
と
い
う
。

（
26
）  

此
処
に
引
用
し
た『
史
記
』は
、中
華
書
局
が
一
九
五
九
年
に
刊
行
し
た
標
点
本

を
使
用
し
た
。

（
27
） 『
史
記
』「
殷
本
紀
」
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（
28
） 『
図
説
中
国
の
歴
史
』一
、伊
藤
道
治
編　

講
談
社　

一
九
八
二
年

（
29
）  『
史
記
に
お
け
る
中
国
古
代
王
朝
史
の
特
質
・
第
一
章
』髙
橋
庸
一
郎
著　

勉
誠

出
版　

二
〇
〇
五
年

（
二
〇
一
〇
年
一
月
二
十
五
日
）

「日本人論」と「中国人論」

Page:20無断転載禁止　


