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日
中
の
関
係
に
か
ぎ
ら
ず
、
中
国
の
対
外
関
係
を
論
じ
る
に
は
、
ま

ず
前
提
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
は
一
般
に「
中

華
思
想
」
や
「
華
夷
体
制
」
と
呼
ぶ
も
の
で
、
あ
る
い
は
適
切
な
名
称

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
呼
称
に
相
当
す
る

中
国
の
対
外
的
な
姿
勢
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
周
辺
国
に
無
関
心

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

相
互
認
識
の
非
対
称
性

　

中
国
は
古
来
、
東
ア
ジ
ア
で
突
出
し
て
高
度
な
文
明
を
誇
っ
た
。
そ

う
し
た
位
置
に
あ
れ
ば
、
文
明
が
劣
る
隣
接
の
周
辺
国
に
対
し
、
政
治

的
な
利
害
関
係
以
上
の
関
心
を
も
た
ず
、積
極
的
に
そ
れ
を
知
っ
た
り
、

そ
こ
か
ら
学
ぼ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
も
、
む
し
ろ
当
然
の
な
り
ゆ
き

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
あ
た
り
、
周
辺
国
に
対
す
る
正
史
な
ど
、

史
書
の
扱
い
方
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
客
観
的
に
み

て
、
中
国
が
現
実
に
影
響
を
受
け
て
い
た
か
ど
う
か
は
自
ず
か
ら
別
問

題
だ
が
、
中
国
側
の
主
観
・
態
度
と
し
て
は
、
そ
う
で
あ
っ
た
。

　

日
本
に
つ
い
て
も
、
同
じ
で
あ
る
。
日
本
の
存
在
は
も
ち
ろ
ん
知
っ

て
は
い
た
。
し
か
し
た
と
え
ば
、「
魏
志
倭
人
伝
」
を
み
て
も
わ
か
る

よ
う
に
、中
国
が
古
来
、日
本
を
正
確
に
深
く
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、

ま
た
知
ろ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
姿
勢
は
「
中
華
思
想
」
な
ど

と
い
う
言
葉
の
連
想
か
ら
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
考
え
が
ち
だ
が
、
そ
の

影
響
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
以
上
に
大
き
い
。

「
改
革
派
」李
鴻
章
が
み
た

虚
像
と
し
て
の
日
本

京
都
府
立
大
学
准
教
授

岡
本
隆
司

伝
統
を
重
ん
ず
る
中
国
に
お
い
て
、
海
外
に
眼
を
向
け
る

「
改
革
派
」
は
常
に
少
数
派
で
あ
り
、
異
端
者
で
あ
っ
た
。

近
代
に
お
い
て
隣
国
日
本
と
否
応
な
く
向
き
あ
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

「
改
革
派
」
た
ち
を
規
定
し
た
バ
イ
ア
ス
と
は
。

お
か
も
と　

た
か
し

一
九
六
五
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
博
士
課
程
満
期
退
学
。
博
士
（
文
学
）。
宮
崎
教

育
大
学
助
教
授
な
ど
を
経
て
、
現
職
。
著
書
に
『
近

代
中
国
と
海
関
』『
馬
建
忠
の
近
代
中
国
』『
中
国「
反

日
」
の
源
流
』
な
ど
。

歴
史
と
の
対
話

連
載
❷
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一
方
、
日
本
の
位
置
は
か
な
り
特
殊
で
あ
る
。
中
国
と
い
わ
ば
即
か

ず
離
れ
ず
、
近
い
な
が
ら
も
遠
い
、
と
で
も
表
現
で
き
よ
う
か
。
海
が

隔
て
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
割
に
は
距
離
が
小
さ
い
。
た
と
え
ば
、

同
じ
く
海
を
越
え
る
に
し
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
ほ
ど
離
れ
て
は

い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
文
物
を
積
極
的
に
摂
取
す
る
に
は
便
利

で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
地
続
き
で
は
な
い
の
で
、
例
え
ば
朝
鮮
半
島
ほ
ど
近
接
し

て
は
お
ら
ず
、
一
定
の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
直
接
的
政
治

的
な
交
渉
を
も
つ
こ
と
が
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
軍
事
的
な
脅
威
を
受

け
る
こ
と
も
稀
で
あ
り
、
そ
の
勢
力
・
武
力
か
ら
身
を
守
る
に
も
便
利

だ
っ
た
。

　

そ
こ
か
ら
日
本
は
、
高
度
な
文
明
を
も
つ
中
国
に
憧
憬
を
も
ち
な
が

ら
、
自
分
は
自
分
と
い
う
一
種
の
自
尊
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
日
出
づ
る
処
の
天
子
」
と
い
う
物
言
い
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
あ

る
い
は
中
国
か
ら
直
接
に
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
こ
と
が
な
く
、
自
尊
を

も
て
た
が
ゆ
え
に
、
一
方
的
な
憧
憬
を
も
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
と

も
い
え
よ
う
。
否
応
な
く
中
国
と
直
接
の
交
流
・
交
渉
を
も
た
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
周
辺
諸
国
は
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
か
な
い
。
ど
こ

も
中
国
に
対
す
る
態
度
・
感
情
は
、
愛
憎
交
え
て
複
雑
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
日
本
は
、
そ
の
地
理
的
な
位
置
か
ら
、
周
辺
国
の
な
か
で
も

最
も
特
殊
な
事
例
に
属
す
る
と
い
っ
て
も
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
あ

る
ま
い
。

　

そ
ん
な
憧
憬
と
自
尊
を
も
つ
日
本
は
、
そ
の
ゆ
え
に
、
中
国
に
対
す

る
関
心
は
旺
盛
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
中
国
研
究
は
、
昔
か
ら
精
緻

で
あ
っ
た
。
し
か
し
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
考
え
て
み
れ
ば
ど
う
か
。
中
国

は
周
辺
国
に
関
心
を
も
ち
、
そ
の
姿
を
正
確
に
知
ろ
う
と
い
う
習
性
を

も
た
な
か
っ
た
。
日
本
に
対
し
て
も
、基
本
的
な
態
度
は
変
わ
ら
な
い
。

か
く
て
日
中
の
相
互
認
識
の
非
対
称
性
と
い
う
基
本
的
な
構
造
が
で
き

あ
が
っ
た
。
日
中
の
関
係
を
歴
史
的
に
考
え
る
に
は
、
政
治
・
経
済
・

文
化
ど
の
分
野
・
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
以
上
の
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

「
改
革
」
と
は
忌
む
べ
き
も
の

　

わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
る
と
、「
改
革
」
と
聞
け
ば
、
改
良
・
改
善
と

同
義
に
と
ら
え
る
。
よ
い
も
の
だ
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

一
九
世
紀
ま
で
の
中
国
で
は
ち
が
う
。「
改
革
」
と
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
改
悪
で
あ
る
。
改
め
る
こ
と
は
よ
く
な
い
の
で
あ
る
。
史
上
高
く

評
価
さ
れ
る
秦
の
商
鞅
の
変
法
も
、
宋
の
王
安
石
の
新
法
も
、
世
を
乱

し
た
、
と
み
る
の
が
伝
統
的
な
通
念
で
あ
り
、「
改
革
」
と
は
忌
む
べ

き
も
の
、「
改
革
派
」
と
は
少
数
派
の
、
い
わ
ば
異
端
と
み
な
す
べ
き

も
の
だ
っ
た
。

　

上
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
の
大
多
数
の
知
識
人
は
、
周
辺
国
に

関
心
を
も
た
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
日
本
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
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だ
と
す
れ
ば
、
善
か
れ
悪
し
か
れ
、
日
本
に
関
心
を
も
つ
の
は
、
日
本

と
直
接
に
関
わ
り
の
あ
る
人
々
、
も
し
く
は
ご
く
少
数
の
例
外
的
な
知

識
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
両
者
は
多
く
重
な
り
合
う
。
そ
し
て

そ
の
大
部
分
が
、
い
わ
ゆ
る
「
改
革
派
」
に
ひ
と
し
い
。
極
端
な
言
い

方
を
す
れ
ば
、
当
初
は
ご
く
少
数
の
例
外
的
な
「
改
革
派
」
し
か
、
日

本
に
注
目
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

中
国
の
対
外
関
係
の
比
重
は
古
来
、
北
方
に
あ
っ
た
。
万
里
の
長
城

が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
対
外
的
な
脅
威
は
い
つ
の
時
代
も
、
北
方
遊
牧

民
だ
っ
た
か
ら
、
日
本
の
存
在
な
ど
は
、
さ
し
て
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
は
、
よ
う
や
く
モ
ン
ゴ
ル
帝

国
の
侵
攻
を
撃
退
し
て
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
は
軍
事
的
に
あ
な

ど
れ
な
い
国
だ
と
い
う
認
識
に
な
っ
て
く
る
。
日
本
の
国
力
は
以
後
も

増
大
し
、
や
が
て
攻
勢
に
転
じ
た
。
そ
れ
が
顕
著
に
な
る
の
が
一
六
世

紀
、
い
わ
ゆ
る
「
倭
寇
」
で
あ
る
。

軍
事
的
脅
威
と
し
て
の
日
本

　
「
倭
寇
」
の
内
実
は
周
知
の
よ
う
に
、
華
人
も
含
ん
だ
種
族
・
国
籍

に
か
か
わ
ら
ぬ
武
装
貿
易
集
団
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
当
時
の
中
国
側
の

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
日
本
か
ら
お
し
よ
せ
る
軍
事
的
な
脅
威
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
一
七
世
紀
以
降
、
清
代
中
国
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
も
、
そ

の
「
倭
寇
」、
す
な
わ
ち
軍
事
的
脅
威
と
い
う
先
入
観
に
支
配
さ
れ
た

も
の
と
な
る
。
従
前
の
日
本
に
対
す
る
無
関
心
が
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
は
実
情
と
か
な
り
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
た
、
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
れ
で
も
一
八
世
紀
ま
で
は
、
日
本
は
い
わ
ゆ
る
鎖
国
で

あ
っ
て
、
日
中
双
方
と
も
た
が
い
の
交
流
を
最
小
限
に
と
ど
め
た
た

め
に
、
憧
憬
を
抱
く
に
せ
よ
、
脅
威
に
感
じ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
頭

の
な
か
だ
け
で
話
は
す
ん
で
い
た
。

　

し
か
し
一
九
世
紀
、
近
代
に
な
る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
西
洋
が
そ

の
圧
倒
的
な
武
力
を
も
っ
て
、
日
中
の
門
戸
を
こ
じ
あ
け
た
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
体
制
を
変
え
る
こ
と
を
も
強
制
し
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
も

中
国
も
、
西
洋
列
強
に
国
を
開
い
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
互
い
に
対
し

て
も
開
国
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

強
い
ら
れ
た
変
革
に
対
し
て
、
日
本
は
前
向
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

幕
末
の
動
乱
か
ら
、
明
治
維
新
と
文
明
開
化
と
な
っ
て
、
西
洋
化
に
邁

進
し
た
の
は
、周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
足
ど
り
は
む
し
ろ
軽
く
、

ま
っ
す
ぐ
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

同
じ
時
期
に
変
革
を
強
要
さ
れ
た
中
国
は
、
そ
れ
と
は
対
蹠
的
だ
っ

た
。
ま
ず
い
わ
ゆ
る
中
華
思
想
が
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
西
洋
を
自
分
よ

り
優
れ
た
文
明
だ
と
は
み
な
せ
な
か
っ
た
し
、
さ
ら
に
改
革
そ
の
も
の

に
対
す
る
嫌
悪
が
あ
っ
て
、
制
度
・
社
会
を
つ
く
り
変
え
よ
う
と
す
る

動
機
を
も
ち
づ
ら
い
。
両
者
あ
い
ま
っ
て
、
中
国
の
西
洋
化
は
遅
々
と
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し
て
す
す
ま
ず
、
紆
余
曲
折
を
経
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
現
実
に
局
に
当
た
る
人
々
は
、
西
洋
の
実
力
を

目
の
当
た
り
に
し
、
肌
で
感
じ
た
か
ら
、
相
応
の
変
革
の
必
要
を
自
覚

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
一
九
世
紀
後
半
の
事
態
は
、
中
国
史
上
未

曾
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
中
国
に
対
す
る
脅
威
は
、
北
方
の

草
原
か
ら
し
か
来
な
か
っ
た
の
に
、
こ
の
た
び
は
東
南
の
海
上
か
ら
押

し
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
否
、
厳
密
に
い
え
ば
、
未
曾
有
で
は
な
い
。
先

例
が
あ
っ
た
。「
倭
寇
」
で
あ
る
。

　

た
だ
し
当
時
の
脅
威
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
ま
ず
西
洋
列
強
で

あ
っ
た
か
ら
、
日
本
の
存
在
に
注
目
す
る
の
は
、
少
数
の
当
局
者
の
な

か
で
も
、
い
っ
そ
う
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
お
そ
ら
く
最
も

早
く
、
日
本
に
着
眼
し
た
人
物
が
李
鴻
章
で
あ
る
。

　

そ
の
見
方
は
当
時
の
一
典
型
を
な
す
と
い
っ
て
よ
い
。
ひ
と
つ
は
従

前
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
「
倭
寇
」
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
、
い
ま

ひ
と
つ
は
明
治
維
新
以
前
か
ら
日
本
の
西
洋
化
、
と
り
わ
け
軍
備
の
近

代
化
に
注
目
し
た
こ
と
で
あ
る
。
両
者
あ
い
ま
っ
て
、
日
本
を
中
国
の

軍
事
的
脅
威
と
み
な
し
た
。

「
改
革
派
」
李
鴻
章
が
引
き
継
ぐ
伝
統
的
日
本
観

　

李
鴻
章
と
い
う
人
物
は
、
若
く
し
て
科
挙
に
合
格
し
、
首
都
の
ア
カ

デ
ミ
ー
た
る
翰
林
院
に
入
っ
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
世

紀
の
半
ば
に
、
清
朝
の
打
倒
を
め
ざ
す
太
平
天
国
が
興
起
し
て
内
乱
に

な
る
と
、
か
れ
も
郷
里
の
安
徽
省
に
も
ど
っ
て
、
そ
の
防
衛
に
従
事
し

た
。
や
が
て
、
長
江
筋
で
太
平
軍
と
死
闘
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
た
曾
国

藩
に
つ
か
え
、
そ
の
部
下
と
な
る
。
そ
の
李
鴻
章
が
浮
上
す
る
の
は

一
八
六
二
年
。
こ
の
年
、
太
平
軍
の
攻
撃
を
防
ぐ
た
め
、
郷
里
で
募
集

し
た
義
勇
軍
を
ひ
き
い
て
、
上
海
に
進
駐
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
上
海
周
辺
は
当
時
も
い
ま
も
、
中
国
で
最
も
経
済
的
に
豊
か
な

地
で
あ
り
、
こ
こ
を
お
さ
え
た
李
鴻
章
は
、
中
国
最
大
の
財
力
を
手
中

に
し
て
、
最
大
の
軍
隊
を
も
ち
、
そ
の
た
め
に
最
大
の
権
勢
を
誇
り
え

た
。

　

李
鴻
章
は
内
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
る
一
方
、
そ
の
必
要
か
ら
軍
備
の
近

代
化
に
心
を
く
だ
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
西
洋
の
科
学
技
術
と
そ

の
有
用
性
に
い
ち
早
く
気
づ
い
て
、
そ
の
導
入
に
つ
と
め
た
の
で
あ
っ

て
、
西
洋
化
に
は
げ
む
日
本
に
着
眼
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
脈
絡
か
ら

で
あ
る
。
の
ち
日
清
戦
争
に
敗
れ
た
た
め
、今
日
で
は
「
売
国
」「
誤
国
」

と
評
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
け
れ
ど
も
、
近
代
の
中
国
で
ほ
ぼ
初
め
て
日

本
に
注
目
し
た
か
れ
は
、
や
は
り
当
時
の
少
数
の
「
改
革
派
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　

こ
れ
は
李
鴻
章
が
ま
だ
上
海
周
辺
に
い
た
一
八
六
〇
年
代
の
こ
と
で

あ
る
。
彼
は
や
が
て
、首
都
の
北
京
に
近
い
天
津
に
配
置
換
え
に
な
り
、

清
朝
の
軍
事
外
交
を
主
導
す
る
地
位
に
の
ぼ
る
。
だ
が
、
そ
の
日
本
観
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が
軍
事
的
な
関
心
に
偏
り
、
し
か
も
伝
統
的
な
「
倭
寇
」
通
念
に
ひ
き

ず
ら
れ
て
、
さ
し
た
る
根
拠
も
な
く
脅
威
と
み
な
す
も
の
だ
っ
た
と
い

う
の
は
、日
中
関
係
に
と
っ
て
不
幸
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
見
方
が
、

「
倭
寇
」
に
由
来
す
る
昔
な
が
ら
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
に
終
わ
ら
ず
に
増

幅
し
て
い
っ
た
の
は
、
さ
ら
に
不
幸
で
あ
る
。

　

日
本
と
中
国
は
一
八
七
一
年
、
日
清
修
好
条
規
を
結
ん
だ
。
清
朝
側

で
は
「
改
革
派
」
李
鴻
章
の
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の

ね
ら
い
は
日
本
の
脅
威
を
軽
減
す
る
こ
と
に
あ
る
。
実
際
上
も
友
好
親

善
の
更
新
で
は
な
く
、対
立
相
剋
の
始
ま
り
と
な
っ
た
。
両
者
は
以
後
、

琉
球
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
日
本
が
台
湾
に
出
兵
す
る
に
お
よ
ん

で
、
か
ね
て
清
朝
側
が
恐
れ
て
い
た
軍
事
的
脅
威
が
現
実
と
化
す
。
相

互
不
信
は
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
日
本
観
も
固
ま
っ
て
し
ま
っ

た
。
す
な
わ
ち
日
本
と
は
、
同
じ
く
西
洋
化
に
よ
る
自
強
を
す
す
め
な

が
ら
、
中
国
に
い
つ
危
害
を
加
え
る
か
も
し
れ
な
い
ラ
イ
バ
ル
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
見
方
あ
る
い
は
感
覚
が
、以
後
の
「
改
革
派
」
を
貫
い
て
い
る
。

少
な
く
と
も
李
鴻
章
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
蔣
介
石
に
い
た
る
ま
で
は
、

そ
う
い
っ
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
中
国
を
変
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
考

え
る
「
改
革
派
」
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
現
状
に
危
機
感
を
抱
い
た

人
士
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
近
隣
の
日
本
、
と
り
わ
け
強
大
化
す
る

日
本
の
存
在
に
も
危
険
を
感
じ
て
、
こ
れ
を
脅
威
と
み
た
。
そ
れ
と
同

時
に
、そ
の
危
機
感
ゆ
え
に
西
洋
化
の
達
成
と
い
う
一
点
に
関
し
て
は
、

日
本
に
羨
望
の
念
も
禁
じ
え
な
か
っ
た
。
こ
ち
ら
も
李
鴻
章
か
ら
蔣
介

石
ま
で
一
貫
し
て
い
よ
う
。
古
来
の
無
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
大
き
く
面

目
を
あ
ら
た
め
て
い
る
。

　

李
鴻
章
は
日
本
を
「
中
国
永
遠
の
大
患
」
と
い
い
な
が
ら
、
と
て
も

日
本
の
近
代
化
に
は
及
び
え
な
い
と
歎
息
し
た
。
ま
だ
「
改
革
派
」
が

少
数
派
だ
っ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
中
国
が
日
清
戦
争
に
敗
れ
て
二
〇
世
紀

に
入
る
と
、
よ
う
や
く
「
改
革
」
を
是
と
す
る
考
え
方
が
多
数
を
し
め

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
も
日
本
は
、譲
れ
な
い
競
争
相
手
で
あ
り
、

相
容
れ
な
い
敵
対
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
学
ぶ
べ
き
師
で
も
あ
っ
た
。

二
〇
世
紀
の
は
じ
め
、
日
本
に
亡
命
し
て
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
梁

啓
超
は
、
中
国
の
愛
国
主
義
を
創
造
し
鼓
舞
す
る
か
た
わ
ら
、
日
本
に

負
け
る
な
、と
知
識
人
に
呼
び
か
け
た
。日
本
の
よ
う
な
国
家
に
変
わ
っ

て
、
日
本
を
凌
駕
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
な
さ
れ
る
べ
き
「
改
革
」、
あ

る
い
は
革
命
の
主
要
な
内
容
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

希
薄
だ
っ
た
日
本
社
会
そ
の
も
の
へ
の
関
心

　

こ
う
し
て
「
改
革
派
」
が
主
流
と
な
り
、
日
本
に
対
す
る
関
心
は
強

ま
る
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
以
後
は
、
両
国
の
距
離
は
近
づ
い
て
、
お

び
た
だ
し
い
人
々
が
日
本
を
訪
れ
た
。
日
本
社
会
を
実
見
し
た
人
は
少

な
く
な
か
っ
た
し
、
つ
ぶ
さ
に
日
本
を
知
る
人
も
格
段
に
増
え
た
は
ず



163

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
で
中
国
人
の
思
考
法
・
日
本
観
は
、
ど
れ

だ
け
変
化
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

日
本
は
脅
威
で
あ
り
、ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
戦
火
を
交
え
、

利
権
で
対
立
す
る
関
係
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
そ
れ
は
や
む
を
え

な
い
。
け
れ
ど
も
そ
ん
な
事
態
も
、
元
来
は
清
朝
側
の
「
改
革
派
」
に

よ
る
対
日
敵
視
が
招
い
た
部
分
も
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
考
え
合
わ

せ
る
と
、
日
本
を
脅
威
と
み
な
す
見
方
は
、「
倭
寇
」
か
ら
連
綿
と
続

い
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

そ
れ
で
は
い
ま
ひ
と
つ
、日
本
を
モ
デ
ル
と
み
る
考
え
方
は
ど
う
か
。

こ
ち
ら
で
特
徴
的
な
の
は
、
日
本
に
対
す
る
そ
う
し
た
注
目
が
、
西
洋

化
の
実
績
と
と
も
に
強
ま
っ
て
き
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
李
鴻
章

が
初
め
て
日
本
に
着
眼
し
た
の
も
、
そ
の
西
洋
化
を
評
価
し
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
を
モ
デ
ル
と
す
る
潮
流
が
決
定
的
に

な
っ
た
の
が
、
一
九
〇
五
年
の
日
露
戦
争
の
勝
利
だ
っ
た
と
い
う
史
実

は
見
逃
せ
な
い
。
つ
ま
り
西
洋
で
は
な
い
日
本
が
西
洋
化
し
、
本
場
の

西
洋
を
し
の
ぐ
ほ
ど
強
大
に
な
っ
た
結
果
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
西
洋
化
の
内
実
、
そ
れ
を
進
捗
さ
せ
た
日
本
人
、
日
本
社
会
、
日
本

そ
の
も
の
の
性
質
に
対
す
る
注
視
・
関
心
は
、
依
然
と
し
て
希
薄
だ
っ

た
。
日
本
の
な
か
に
日
本
を
見
ず
、
西
洋
を
見
て
い
た
、
と
言
い
換
え

て
も
よ
い
。

　

梁
啓
超
の
活
動
な
ど
は
、
そ
の
好
例
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
か
れ
は

「
和
文
漢
読
法
」
を
編
み
出
し
て
、
お
び
た
だ
し
い
日
本
の
著
述
を
中

国
に
紹
介
し
た
。「
和
文
漢
読
」
と
は
「
漢
文
訓
読
」
の
ち
ょ
う
ど
逆

だ
が
、
し
か
し
「
漢
文
訓
読
」
の
よ
う
に
、
中
国
文
化
を
千
年
以
上
に

わ
た
っ
て
咀
嚼
し
た
も
の
で
は
な
い
。
た
ん
に
か
な
を
除
き
、
語
順
を

変
え
る
だ
け
の
浅
薄
な
読
解
法
で
あ
る
。
し
か
も
か
れ
の
紹
介
し
た
著

述
は
、
西
洋
文
明
に
関
わ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
、

日
本
を
研
究
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
二
〇
世
紀
中
国
の
愛
国
主
義
と
日

本
観
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
周
辺

国
に
関
心
を
も
た
な
い
中
国
古
来
の
体
質
が
、そ
こ
に
作
用
し
て
い
る
、

と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、脅
威
と
み
な
す
と
同
時
に
、モ
デ
ル
と
も
す
る
「
改

革
派
」
の
日
本
観
は
、
一
五
〇
年
前
、
李
鴻
章
の
昔
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
。
そ
し
て
日
本
人
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
う
に
も
ピ
ン
ト
が
ず
れ

て
い
て
、
脅
威
と
す
る
根
拠
が
薄
弱
な
の
も
、
モ
デ
ル
と
す
る
対
象
が

実
は
西
洋
な
の
も
、
現
在
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
紆
余

曲
折
・
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
き
た
日
中
関
係
、
あ
る
い
は
中
国
の
日
本

観
も
、
一
五
〇
年
前
の
状
態
に
回
帰
し
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

根
拠
薄
弱
な
脅
威
が
現
実
と
化
し
、
学
ぶ
べ
き
モ
デ
ル
が
相
容
れ
な

い
敵
対
者
に
な
っ
た
不
幸
な
歴
史
を
く
り
か
え
さ
な
い
た
め
に
、
現
代

の
わ
れ
わ
れ
は
何
を
す
べ
き
か
。
日
中
双
方
と
も
に
問
わ
れ
て
い
る
重

大
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
■




