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は
じ
め
に
　
日
本
史
を
学
ぶ
と
は

突
然
で
す
が
質
問
で
す
。

﹁
平
安
時
代
に
藤
原
家
は
ど
の
よ
う
に
し
て
権
力
を
握
っ
た
の
か
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
記
述
せ
よ
﹂
と

い
う
問
題
と
﹁
平
安
時
代
に
藤
原
家
は
な
ぜ
権
力
を
握
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
記
述
せ
よ
﹂
と

い
う
問
題
。
ど
ち
ら
が
東
大
入
試
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
か
？

答
え
は
後
者
、
理
由
を
記
述
さ
せ
る
問
題
で
す
。
ど
ち
ら
の
問
題
も
難
し
そ
う
な
記
述
問
題
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
両
者
は
全
く
異
な
る
も
の
な
の
で
す
。

﹁
ど
の
よ
う
に
し
て
﹂
と
い
う
方
法
（H

ow

）
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、﹁
知
識
﹂
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
、

﹁
ど
の
よ
う
に
し
て
人
は
生
き
る
の
か
﹂
と
い
う
問
い
。
こ
の
問
い
に
解
答
す
る
た
め
に
は
、﹁
食
物
か
ら

ど
の
よ
う
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
摂
取
し
て
い
る
の
か
﹂
と
い
っ
た
生
物
学
の
知
識
が
必
要
に
な
る
た
め
、﹁
知
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ら
な
い
と
解
答
で
き
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
難
し
い
問
い
で
す
。

一
方
で
、﹁
な
ぜ
﹂
と
い
う
理
由
（W

hy

）
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、﹁
思
考
﹂
が
必
要
で
す
。﹁
ど
の
よ

う
に
し
て
人
は
生
き
る
の
か
﹂
と
い
う
問
い
を
﹁
な
ぜ
人
は
生
き
る
の
か
﹂
と
い
う
問
い
に
変
換
す
る
と
、

一
気
に
哲
学
的
な
問
い
に
な
り
ま
す
。
唯
一
の
答
え
が
存
在
し
な
い
分
、
自
分
の
知
識
を
前
提
に
し
な
が

ら
﹁
思
考
を
し
な
い
と
解
答
で
き
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
難
し
い
問
い
で
す
。

そ
こ
で
皆
さ
ん
に
再
度
質
問
で
す
。
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
は
日
本
史
の
﹁
知
識
﹂
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

と
も
日
本
史
の
﹁
思
考
﹂
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
に
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
な
ら
﹁
日
本
史
の
思

考
を
学
ぶ
べ
き
﹂
と
回
答
し
ま
す
。

日
本
史
の
知
識
は
、
日
本
史
の
流
れ
を
摑つ

か

む
上
で
と
て
も
有
用
な
も
の
で
す
。﹁
知
識
な
く
し
て
思
考
な

し
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
史
の
知
識
が
増
え
る
ほ
ど
豊
か
な
歴
史
の
見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
Ａ
Ｉ
が
発
達
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
知
識
を
暗
記
し
て
お
く
必
要
性

は
失
わ
れ
ま
し
た
。
調
べ
れ
ば
わ
か
る
こ
と
を
な
ぜ
覚
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
、
日
本

史
の
知
識
を
学
ぶ
意
義
に
は
疑
問
が
残
り
ま
す
。
ま
た
、
歴
史
上
の
人
物
や
出
来
事
に
つ
い
て
知
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
過
去
の
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
歴
史
上
の
﹁
点
﹂
と
な
る
知
識
を
身
に
つ
け
た
と
し
て
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も
、
そ
れ
以
上
の
教
訓
は
得
ら
れ
な
い
た
め
、
残
念
で
す
。

一
方
の
日
本
史
の
思
考
は
、
日
本
史
の
知
識
が
﹁
点
﹂
な
ら
、
そ
れ
ら
を
貫
く
﹁
線
﹂
を
見
つ
け
る
作

業
だ
と
言
え
ま
す
。
人
間
の
性
質
は
時
代
を
経
て
も
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。
権
力
の
座
に
つ
け
ば
驕お

ご

り

高
ぶ
る
こ
と
も
、
お
金
が
増
え
れ
ば
放
漫
な
生
活
を
送
る
こ
と
も
人
間
の
性さ

が

で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
変
わ

ら
な
い
（
あ
る
い
は
、
変
え
ら
れ
な
い
）
人
間
が
織
り
な
す
歴
史
に
対
し
て
、﹁
歴
史
は
繰
り
返
す
﹂
と
ロ
ー

マ
の
歴
史
家
は
述
べ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
に
は
一
定
の
法
則
性
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
歴
史
上
の
事

実
を
一
つ
一
つ
線
で
結
ん
で
い
く
こ
と
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

ド
イ
ツ
帝
国
初
代
宰さ

い

相し
ょ
うの

ビ
ス
マ
ル
ク
は
、﹁
愚
者
は
経
験
に
学
び
、
賢
者
は
歴
史
に
学
ぶ
﹂
と
言
い
ま

し
た
。
こ
の
﹁
歴
史
に
学
ぶ
﹂
と
い
う
の
は
、
過
去
の
こ
と
を
﹁
点
﹂
と
し
て
で
は
な
く
、
未
来
に
も
つ

な
が
る
﹁
線
﹂
と
い
う
思
考
で
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

変
化
の
著

い
ち
じ
るし

い
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
過
去
の
﹁
点
﹂
で
し
か
な
い
日
本
史
の
知
識
は
役
立
ち
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
は
、
私
た
ち
に
、
未
来
を
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
生
き
方
の
軸

を
与
え
て
く
れ
る
﹁
日
本
史
の
思
考
法
﹂
な
の
で
す
。
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本
書
と
著
者
に
つ
い
て

日
本
史
の
思
考
法
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
東
大
日
本
史
の
問
題
は
最
高
の
教
材
で
す
。
東
大
日
本
史
に

は
、
教
科
書
通
り
の
知
識
を
問
う
よ
う
な
問
題
は
一
切
な
く
、
与
え
ら
れ
た
史
料
を
丹
念
に
読
解
し
、
日

本
史
を
貫
く
思
考
法
を
発
見
さ
せ
る
良
問
が
揃そ

ろ

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
本
書
で
は
、﹁
受
験
﹂
と
し
て
で
は

な
く
﹁
教
養
﹂
と
し
て
東
大
日
本
史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
問
題
解
説
の
仕
方
を
大
幅
に
工
夫
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
年
号
や
人
物
名
な
ど
、﹁
点
﹂
と
し
て
の
知
識
に
過
ぎ
な
い
内
容
は
最
低
限
に
抑

え
、﹁
線
﹂
と
し
て
の
思
考
法
を
養
う
の
に
大
切
な
、
日
本
史
の
流
れ
や
仕
組
み
の
説
明
に
注
力
し
ま
し
た
。

ま
た
、
皆
さ
ん
に
東
大
日
本
史
の
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
深
い
考
察
を
提
供
す
る
こ
と
に
努

め
ま
し
た
。
本
書
の
中
で
は
、
東
大
日
本
史
を
徹
底
的
に
考
察
し
た
結
果
と
し
て
現
代
に
も
活
き
る
教
訓

が
様
々
な
形
で
登
場
し
て
き
ま
す
。
本
質
に
迫
る
探
求
の
中
で
は
、
一
見
日
本
史
の
内
容
と
は
思
え
な
い

と
こ
ろ
ま
で
深
掘
り
す
る
こ
と
も
時
に
は
大
切
で
す
。
東
大
の
良
問
10
を
通
じ
て
、
日
本
史
の
思
考
法
の

奥
深
さ
に
唸
る
こ
と
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
最
後
ま
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

自
己
紹
介
が
遅
れ
ま
し
た
が
、
私
は
清せ

い

野の

孝た
か

弥や

と
申
し
ま
す
。
公
立
高
校
か
ら
独
学
で
東
京
大
学
文
科

Ⅰ
類
に
合
格
し
、
現
在
は
東
京
大
学
法
学
部
に
進
学
し
て
勉
学
に
励は

げ

ん
で
い
ま
す
。
私
は
東
大
受
験
生
と

し
て
、
そ
し
て
東
大
受
験
の
指
導
者
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
１
０
０
年
分
以
上
に
わ
た
る
日
本
史
の
入
試
問
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題
を
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
東
大
日
本
史
の
問
題
は
、
嚙
め
ば
嚙
む
ほ
ど
深
み
が
出
て

く
る
最
高
の
教
材
で
し
た
。
し
か
し
、
東
大
日
本
史
を
学
べ
る
の
は
一
部
の
受
験
生
だ
け
で
、
他
の
方
々

が
学
べ
る
機
会
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、﹁
東
大
日
本
史
か

ら
培つ

ち
かえ

る
思
考
法
は
も
っ
と
世
に
知
ら
れ
る
べ
き
だ
﹂
と
の
想
い
か
ら
、
本
書
を
執
筆
し
ま
し
た
。

本
書
は
、
日
本
史
を
知
る
本
で
は
な
く
、
日
本
史
を
考
え
る
本
で
す
。
考
察
に
は
正
解
が
な
い
分
、
他

者
の
考
察
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
こ
そ
、
よ
り
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
書
で
は
﹁
東
大
日

本
史
は
、
何
を
伝
え
て
い
る
の
か
﹂
と
い
う
出
題
者
側
の
視
点
だ
け
で
な
く
、﹁
現
役
東
大
生
は
ど
う
日
本

史
を
考
察
す
る
の
か
﹂
と
い
う
筆
者
側
の
視
点
を
多
分
に
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。
筆
者
の
考
察
だ
け
が
全

て
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
本
書
に
対
し
て
批
判
的
な
検
討
を
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。
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導
入
編

最
初
の
問
題
で
は
、
古
代
日
本
の
外
交
に
関
す
る
テ
ー
マ
を
扱
い
ま
す
。
今
回
の
問
題
で
登
場
す
る
の

は
﹁
日
本
﹂﹁
新し

ら
ぎ羅

﹂﹁
唐
﹂
の
三
カ
国
で
す
。
新
羅
と
は
、
朝
鮮
半
島
を
支
配
し
て
い
た
国
。
唐
と
は
現

在
の
中
国
に
対
応
す
る
地
域
を
支
配
し
て
い
た
国
。
つ
ま
り
、
日
本
・
朝
鮮
・
中
国
の
三
つ
の
地
域
に
関

す
る
話
が
ト
ピ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
史
の
問
題
な
の
に
い
き
な
り
、
世
界
史
の
内
容
が
始
ま
る
の
か
と
驚
い
た
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
古
代
に
お
い
て
も
現
代
と
同
様
、
外
交
問
題
は
国
内
情
勢
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
テ
ー
マ
で

し
た
。
古
代
日
本
の
外
交
は
﹁
本
音
﹂
と
﹁
建
前
﹂
が
入
り
混
じ
る
と
て
も
学
び
が
い
の
あ
る
内
容
で
す
。

ま
ず
は
、
前
提
と
な
る
日
本
・
新
羅
・
唐
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
か
ら
、
東
大
日
本
史
の
問

題
に
取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
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今
回
取
り
扱
う
時
代
は
、
８
世
紀
頃
。
日
本
で
は
奈
良
時
代
の
頃
に
該
当
し
ま
す
。
こ
の
当
時
の
東
ア

ジ
ア
に
お
い
て
は
、
唐
が
圧
倒
的
な
力
を
有
し
て
い
ま
し
た
。
唐
は
周
辺
諸
国
よ
り
も
優
れ
た
軍
事
力
や

経
済
力
を
背
景
に
、
外
交
上
優
位
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
唐
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
と
す

る
﹁
中
華
思
想
﹂
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。﹁
中
華
思
想
っ
て
何
？
﹂
と
疑
問
に
思
っ
た
方
も
多
い
と
思
う

の
で
す
が
、
こ
の
概
念
は
、
日
本
史
に
お
い
て
も
、
世
界
史
に
お
い
て
も
登
場
す
る
非
常
に
重
要
な
概
念

な
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

﹁
中
華
思
想
﹂
と
は
、
中
国
こ
そ
が
文
明
の
中
心
で
あ
っ
て
、
周
辺
の
国
々
は
野
蛮
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
で
す
。
中
国
の
皇
帝
は
天
か
ら
統
治
を
任
さ
れ
て
い
て
、
周
辺
の
野
蛮
な
民
族
を
支
配
し
て
い
く
使
命

が
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
長
ら
く
中
国
の
伝
統
的
な
価
値
観
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
史
に

詳
し
い
方
で
し
た
ら
、
日
本
は
弥や

よ
い生

時
代
に
、
卑ひ

弥み

呼こ

が
中
国
の
皇
帝
か
ら
﹁
親し

ん

魏ぎ

倭わ

王お
う

﹂
の
金
印
を
受

け
取
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
結
局
は
﹁
魏
（
中
国
）
と
親
し

い
倭
（
日
本
）
の
王
と
し
て
認
め
る
﹂
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
中
国
を
中
心
と
し
た
価
値
観
が
あ
っ
た

こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
﹁
中
華
思
想
﹂
が
唐
で
は
信
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
実
は
そ
の
中
に
、
今
回
登

場
す
る
日
本
や
新
羅
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
唐
（
中
国
）
に
対
し
て
貢み

つ
ぎ

物も
の

を
送
る
こ
と
を
朝ち

ょ
う

貢こ
う

と
言
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い
ま
す
が
、
こ
の
朝
貢
を
日
本
も
新
羅
も
行
っ
て
い
ま
し
た
。
実
は
、
朝
貢
に
関
連
し
た
概
念
を
、
皆
さ

ん
は
す
で
に
学
校
で
習
っ
て
い
ま
す
。
小
学
校
や
中
学
校
で
習
う
﹁
遣け

ん

唐と
う

使し

﹂
と
い
う
用
語
は
、﹁
唐
（
中

国
）
に
遣
わ
す
使
節
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。
遣
唐
使
が
何
を
遣
わ
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
朝

貢
に
行
く
使
者
た
ち
で
す
。﹁
20
年
に
１
回
遣
唐
使
を
派
遣
し
て
い
た
﹂
な
ど
と
い
っ
た
形
で
、
朝
貢
を
行

っ
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
客
観
的
に
見
れ
ば
、
中
国
の
中
華
思
想
の
中
に
、
日
本
も
組
み

込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
が
今
回
の
問
題
の
面
白
い
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す

が
、
日
本
は
﹁
主
観
的
に
は
﹂
中
国
の
中
華
思
想
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
理
由
を
探
る
に
は
、
時
代
を
少
し
遡

さ
か
の
ぼっ

て
７
世
紀
の
話
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
は
７
世

紀
後
半
に
、
日
本
と
友
好
関
係
に
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
南
部
の
百く

だ
ら済

と
い
う
国
を
守
る
た
め
、
唐
・
新
羅
と

戦
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
白は

く

村す
き

江の
え

の
戦
い
と
言
い
ま
す
が
、
実
は
、
日
本
は
こ
の
戦
い
で
大

敗
を
喫き

っ

し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
日
本
は
唐
や
新
羅
と
﹁
い
つ
戦
争

に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
﹂
険
悪
な
関
係
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
は
、
唐
や
新
羅
と
表

面
上
は
外
交
を
続
け
な
が
ら
も
、
特
に
唐
と
い
う
大
国
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
国
内
改
革
を
進
め
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
国
内
改
革
を
進
め
る
と
言
っ
て
も
、
見
本
が
な
け
れ
ば
話
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
日
本
は
、
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当
時
最
先
端
の
制
度
や
文
化
を
有
し
て
い
た
唐
（
中
国
）
に
倣な

ら

っ
て
、
改
革
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
例
え
ば
、
平
城
京
（
奈
良
時
代
の
首
都
の
一
つ
）
や
平
安
京
（
平
安
時
代
の
首
都
）
な
ど
は
、
中
国
の
都

市
を
モ
デ
ル
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
古
代
日
本
の
法
律
の
多
く
も
、
中
国
か
ら
輸
入
し
て
き

た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
国
内
改
革
の
多
く
は
、
中
国
の
様
式
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
日
本
独
自
の
要

素
が
付
け
加
え
ら
れ
な
が
ら
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
問
題
は
、
日
本
は
中
国
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
そ
の
外
交
理
念
ま
で
も
再
現
し
よ
う
と
し
た

の
で
す
。
中
国
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
も
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
い
な
け
れ

ば
と
、
日
本
版
の
﹁
中
華
思
想
﹂
を
構
想
し
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
日
本
と
中
国
は
隣
国
同
士
で
す
。

日
本
に
と
っ
て
の
周
辺
諸
国
は
、
中
国
や
新
羅
な
ど
で
す
か
ら
、
日
本
版
中
華
思
想
を
成
立
さ
せ
る
た
め

に
は
、
そ
う
し
た
国
々
を
支
配
下
に
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
日
本
は
﹁
建
前
﹂
と
し

て
、
中
国
や
新
羅
を
属
国
（
日
本
に
服
従
す
る
国
）
と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
、
日
本
は
客
観
的
に
は
中
国
の
中
華
思
想
の
中
に
組
み
込
ま
れ
な

が
ら
も
、
主
観
的
に
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
た
と
い
う
不
均
衡
な
関
係
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
﹁
本
音
﹂
と
﹁
建
前
﹂
が
入
り
組
ん
だ
状
態
は
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
。
い
ざ
、
日
本
・
新
羅
・

唐
の
三
カ
国
が
向
か
い
合
う
と
き
に
は
、
力
関
係
が
明
確
に
な
り
ま
す
か
ら
、
日
本
は
﹁
建
前
﹂
を
維
持
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す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
外
交
上
の
修
羅
場
を
日
本
は
い
か
に
乗
り
越
え
て
き
た
の
か
。
こ
の

よ
う
な
問
い
が
東
大
日
本
史
で
は
出
題
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
外
交
上
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
よ
り

か
は
、
皆
さ
ん
は
ぜ
ひ
日
本
の
視
点
に
立
っ
て
、﹁
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
﹂
と
考
え
な

が
ら
問
題
を
読
み
解
き
、
日
本
史
の
面
白
さ
に
触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
さ
っ
そ
く
東
大
日
本
史
の
問
題
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
全
て
の
文
章
を
理
解
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
の
趣
旨
を
確
認
し
て
み
る
く
ら
い
の
気
持
ち
で
構
い
ま
せ
ん
か
ら
、
ま
ず
は
ざ
っ

と
目
を
通
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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問
題
編

次
の
（
１
）
〜
（
４
）
の
８
世
紀
の
日
本
の
外
交
に
つ
い
て
の
文
章
を
読
ん
で
、
下
記
の
設
問
に
答

え
な
さ
い
。

（
１
）　�

律り
つ

令り
ょ
う

法
を
導
入
し
た
日
本
で
は
、
中
国
と
同
じ
よ
う
に
、
外
国
を
「
外が

い

蕃ば
ん

」「
蕃
国
」
と
呼
ん

だ
。
た
だ
し
唐
を
他
と
区
別
し
て
、「
隣
国
」
と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
２
）　�

遣
唐
使
大お

お

伴と
も
の

古こ

麻ま

呂ろ

は
、
唐
の
玄げ

ん

宗そ
う

皇
帝
の
元が

ん

日じ
つ

朝ち
ょ
う

賀が

（
臣
下
か
ら
祝
賀
を
う
け
る
儀
式
）
に

参
列
し
た
時
、
日
本
と
新
羅
と
が
席
次
を
争
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
８
世
紀
に
は
、
日

本
は
唐
に
20
年
に
１
度
朝
貢
す
る
約
束
を
結
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）　�

７
４
３
年
、
新
羅
使
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
調ち

ょ
う」

と
い
う
貢
進
物
の
名
称
を
「
土ど

毛も
う

」（
土
地
の
物

産
）
に
改
め
た
の
で
、
日
本
の
朝
廷
は
受
け
と
り
を
拒
否
し
た
。
こ
の
よ
う
に
両
国
関
係
は
緊
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張
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
４
）　�

８
世
紀
を
通
じ
て
新
羅
使
は
20
回
ほ
ど
来
日
し
て
い
る
。
長な

が

屋や

王お
う

は
、
新
羅
使
の
帰
国
に
あ
た

っ
て
私
邸
で
饗き

ょ
う

宴え
ん

を
も
よ
お
し
、
使
節
と
漢
詩
を
よ
み
か
わ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、

７
５
２
年
の
新
羅
使
は
７
０
０
人
あ
ま
り
の
大
人
数
で
、
ア
ジ
ア
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
を

も
た
ら
し
、
貴
族
た
ち
が
競
っ
て
購
入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

設 

問

こ
の
時
代
の
日
本
に
と
っ
て
、
唐
と
の
関
係
と
新
羅
と
の
関
係
の
も
つ
意
味
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い

が
あ
る
か
。
た
て
前
と
実
際
と
の
差
に
注
目
し
な
が
ら
、
１
８
０
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

�

（
東
京
大
学
２
０
０
３
年
第
１
問
、
一
部
改
題
）

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
東
大
受
験
生
で
あ
っ
て
も
、
史
料
で
提
示
さ
れ
る
内
容
は
初
見
の
こ
と

が
多
く
、
戸
惑
う
も
の
で
す
。
今
回
の
問
題
も
、
や
や
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
史
料
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

知
ら
な
い
単
語
が
あ
っ
て
も
、
気
に
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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東
大
日
本
史
の
多
く
の
問
題
で
は
、
四
つ
か
ら
五
つ
程
度
の
史
料
と
設
問
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
設
問
で

問
わ
れ
て
い
る
内
容
は
、
史
料
を
丁
寧
に
読
み
解
く
こ
と
で
解
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

粘
り
強
く
読
み
解
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
東
大
側
は
こ
の
よ
う
な
史
料
を
用
意
し
た
の
か
と
い
う
背

景
を
考
察
で
き
れ
ば
、
設
問
で
解
答
す
る
べ
き
内
容
が
見
え
て
き
ま
す
。
ま
ず
は
、
一
つ
ず
つ
史
料
を
読

み
解
き
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
１
）　�

律
令
法
を
導
入
し
た
日
本
で
は
、
中
国
と
同
じ
よ
う
に
、
外
国
を
「
外
蕃
」「
蕃
国
」
と
呼
ん
だ
。

た
だ
し
唐
を
他
と
区
別
し
て
、「
隣
国
」
と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ま
ず
、
律
令
法
と
い
う
用
語
が
登
場
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
国
内
改
革
の
一
環
と
し
て
中
国
か
ら
導

入
し
て
き
た
法
律
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、﹁
律
令
法
を
導
入
し
た
日
本
で
は
﹂
と
い
う
表
現
は
、﹁
中
国

を
見
本
と
し
て
国
内
改
革
を
進
め
て
き
た
日
本
で
は
﹂
と
い
う
趣
旨
を
表
し
て
い
ま
す
。

次
に
﹁
中
国
と
同
じ
よ
う
に
、
外
国
を
『
外
蕃
』『
蕃
国
』
と
呼
ん
だ
﹂
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
で
す

が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
紹
介
し
た
﹁
中
華
思
想
﹂
の
話
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
中
国
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

の
頂
点
と
し
て
、
周
辺
諸
国
を
支
配
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
周
辺
諸
国
の
こ
と
は
﹁
野
蛮
な
国
﹂
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で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
の
周
辺
に
あ
る
国
々
に
は
、
野
蛮
な
国
を
意
味
す
る

﹁
外
蕃
﹂﹁
蕃
国
﹂
と
い
っ
た
差
別
的
な
名
称
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
華
思
想
の
発
想
を
日
本

も
取
り
入
れ
よ
う
と
考
え
て
い
た
た
め
、
日
本
も
中
国
と
同
様
に
、
外
国
の
こ
と
を
﹁
外
蕃
﹂﹁
蕃
国
﹂
と

呼
ん
だ
の
で
す
。

続
い
て
﹁
た
だ
し
唐
を
他
と
区
別
し
て
、『
隣
国
』
と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
﹂
と
い
う
部
分
に
つ
い
て

で
す
。
日
本
は
、
日
本
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
と
す
る
外
交
秩
序
を
作
ろ
う
と
考
え
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
ぜ
唐
だ
け
を
区
別
し
て
﹁
隣
国
﹂
と
呼
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

多
く
の
方
は
、﹁
唐
が
日
本
よ
り
も
圧
倒
的
に
国
力
で
上
回
っ
て
い
た
た
め
に
、
い
く
ら
建
前
と
は
い

え
、
唐
の
こ
と
を
﹃
野
蛮
な
国
﹄
と
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
﹂
と
考
え
た
と
思
い
ま
す
。
事
実
、

塾
や
予
備
校
の
解
答
解
説
で
も
、
上
記
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ

で
は
分
析
が
不
十
分
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、﹁
建
前
﹂
と
は
現
実
に
即
し
て
い
な
い
立
場
の
こ
と
で

す
。
も
し
、
唐
の
こ
と
を
蕃
国
と
呼
べ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く
新
羅
も
蕃
国
と
は
呼
べ
な
い
は
ず
で

す
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
と
、
唐
だ
け
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
理
由
が
不
明
確
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
良
い
の
か
。
実
は
、
今
回
の
（
１
）
の
史
料
に
は
一
つ
だ
け
不
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思
議
な
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
と
中
国
の
外
交
に
関
す
る
話
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
﹁
律
令
法
﹂
と
い
う
国
内
情
勢
の
話
が
、
形
容
部
分
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。

先
ほ
ど
、﹁﹃
律
令
法
を
導
入
し
た
日
本
で
は
﹄
と
い
う
表
現
は
、﹃
中
国
を
見
本
と
し
て
国
内
改
革
を
進

め
て
き
た
日
本
で
は
﹄
と
い
う
趣
旨
を
表
し
て
い
ま
す
﹂
と
い
う
説
明
を
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
簡
単

に
触
れ
る
だ
け
で
し
た
が
、
こ
の
箇か

所し
ょ

は
よ
く
考
え
て
み
る
と
不
思
議
な
の
で
す
。
国
内
改
革
を
進
め
て

い
る
こ
と
と
、
外
交
上
で
他
国
の
こ
と
を
ど
う
呼
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
、
全
く
関
係
の
な
い
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
あ
え
て
東
大
側
が
こ
の
よ
う
な
文
章
を
提
示
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
裏
に

隠
さ
れ
た
意
図
が
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
掘
り
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
、﹁
律
令
法
﹂
で
す
。
先
ほ
ど
、
律
令
法
と
は
中
国
か
ら
輸
入
し
て
き
た
法
律
だ
と

い
う
話
を
し
ま
し
た
。
法
律
と
い
う
の
は
、
日
本
国
内
の
人
々
が
全
員
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

す
。
つ
ま
り
、
法
律
は
人
々
の
生
活
に
大
き
く
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
重
要
な
も

の
ご
と
は
、
国
内
改
革
の
必
要
性
に
合
わ
せ
て
、
一
気
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、
当
然
﹁
そ
ん
な

制
度
は
必
要
な
の
か
﹂
と
い
う
反
発
も
起
こ
り
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
は
、﹁
中
国
の
最
新
の
制
度

な
の
だ
か
ら
一
刻
も
早
く
導
入
し
た
方
が
良
い
﹂
と
﹁
中
国
の
も
の
だ
か
ら
﹂
を
理
由
に
改
革
を
進
め
て

い
た
わ
け
で
す
。
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こ
こ
ま
で
聞
く
と
勘
の
鋭
い
方
は
気
づ
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
は
国
内
改
革
を
進
め
る
た
め

に
、
国
内
の
人
々
に
向
け
て
、
中
国
の
面メ

ン
ツ子

を
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。﹁
こ
れ
は
野
蛮
な
国
の
法

律
だ
か
ら
導
入
し
た
方
が
良
い
﹂
な
ん
て
言
え
る
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
の
み
な
ら
ず
、
政
府
機
関
の

仕
組
み
や
都
市
の
仕
組
み
、
税
制
度
の
仕
組
み
な
ど
、
様
々
な
制
度
を
中
国
か
ら
輸
入
し
て
い
た
以
上
、

中
国
の
こ
と
は
せ
め
て
﹁
隣
国
﹂
と
し
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
根
拠
付
け
る

も
の
と
し
て
、﹁
た
だ
し
唐
を
他
と
区
別
し
て
、『
隣
国
』
と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
﹂
と
い
う
部
分
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。﹁
隣
国
﹂
と
称
す
る
こ
と
﹁
も
﹂
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
国
内
で
﹁
隣
国
﹂
と
呼
ば

な
い
と
き
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
中
国
か
ら
輸
入
し
た
制
度
を
運
用
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
一

般
の
人
々
に
対
し
て
は
、﹁
隣
国
﹂
と
呼
び
つ
つ
も
、
日
本
の
外
交
を
担
っ
て
い
た
天
皇
側
近
の
人
々
の
間

で
は
、﹁
外
蕃
﹂﹁
蕃
国
﹂
と
呼
び
な
が
ら
、
日
本
版
の
中
華
思
想
の
体
裁
を
保
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。

こ
こ
ま
で
を
踏
ま
え
る
と
、﹁
日
本
国
内
で
は
日
本
を
中
心
と
し
た
外
交
秩
序
の
﹃
建
前
﹄
を
維
持
し
て

い
た
が
、
国
内
改
革
と
の
兼
ね
合
い
で
、
中
国
を
﹃
隣
国
﹄
扱
い
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
も
あ
っ
た
﹂

と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
で
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
、
驚
き
ま
し
た
か
？
　
一
つ
の
文
章
だ
け
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
分
析
を
す
る
の
か
と
。
し
か
し
、
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こ
れ
こ
そ
が
東
大
日
本
史
の
醍だ

い

醐ご

味み

で
す
。
一
つ
の
史
料
か
ら
、
歴
史
を
貫
く
思
考
法
が
見
え
て
く
る
と

こ
ろ
が
深
み
で
も
あ
り
、
面
白
み
で
も
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
の
文
章
は
、
ま
ず
は
皆
さ
ん
に
東
大
日
本
史
に
慣
れ
て
も
ら
お
う
と
少
し
丁
寧
に
説
明
を
し
ま

し
た
。
ぜ
ひ
自
分
が
東
大
受
験
生
に
な
っ
た
気
持
ち
で
、
続
き
の
史
料
も
読
み
解
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
２
）　�

遣
唐
使
大
伴
古
麻
呂
は
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
元
日
朝
賀
（
臣
下
か
ら
祝
賀
を
う
け
る
儀
式
）
に
参
列

し
た
時
、
日
本
と
新
羅
と
が
席
次
を
争
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
８
世
紀
に
は
、
日
本
は
唐

に
20
年
に
１
度
朝
貢
す
る
約
束
を
結
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

遣
唐
使
大
伴
古
麻
呂
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
日
本
の
代
理
人
で
す
。
彼
は
、
唐

の
皇
帝
が
開
催
し
た
儀
式
に
て
、
新
羅
の
人
々
と
席
次
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
。﹁
席
次
を
争
う
﹂
と
い
う
表
現
が
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
﹁
ど
ち
ら

の
方
が
偉
い
の
か
﹂
で
争
っ
た
と
理
解
す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、
席
次
と
い
う
考
え
方
は
日
本
に
お
い
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
ま

す
。
応
接
室
や
和
室
、
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
、
ど
こ
に
目
上
の
人
が
座
っ
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
マ
ナ
ー
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の
こ
と
で
す
。
実
は
、
こ
う
し
た
日
本
に
お
け
る
席
次
の
マ
ナ
ー
の
起
源
は
、﹁
遣
隋
使
や
遣
唐
使
の
人
々

が
中
国
の
儀
式
で
学
ん
だ
こ
と
﹂
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
新
羅
な
ど
他
の
国
の
人
々
と
席
次
を
め

ぐ
っ
て
争
っ
た
経
験
が
、
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
て
、
今
に
い
た
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
と
な
っ
て
い
る
と
考

え
る
と
、
歴
史
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
て
面
白
い
で
す
ね
。

少
し
話
が
脱
線
し
た
の
で
本
題
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
日
本
は
新
羅
と
席
次
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
と
書
か

れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
建
前
と
し
て
は
、
新
羅
は
﹁
蕃
国
﹂
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
相
手
が
野
蛮
な
国
の

使
節
な
の
で
あ
れ
ば
、
席
次
で
争
う
わ
け
も
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
建
前
で
す
。
日
本
の

本
音
と
し
て
は
、﹁
唐
に
は
敵か

な

わ
な
い
け
ど
、
新
羅
に
は
勝
て
る
か
な
﹂
く
ら
い
に
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
新
羅
を
属
国
と
し
て
扱
え
な
い
こ
と
は
さ
て
お
き
、
日
本
が
新
羅
よ
り
下
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
だ

け
は
、
何
と
し
て
も
避
け
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
、
日
本
側
は
必
死
に
な
っ
て
新
羅
と
席
次
を

め
ぐ
っ
て
争
い
ま
し
た
。

こ
の
話
の
結
末
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
争
い
の
決
着
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
書
か

れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
結
末
は
推
測
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
史
料
の
文
言
に
注
意
深

く
着
目
す
る
と
、﹁
遣
唐
使
大
伴
古
麻
呂
は
…
…
席
次
を
争
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
﹂
と
あ
り
ま
す
。

当
然
、
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
相
手
は
、
日
本
の
天
皇
や
貴
族
な
ど
当
時
の
政
治
を
動
か
し
て
い
た
人
々
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で
す
。
も
し
席
次
を
争
っ
た
結
果
と
し
て
、
日
本
の
方
が
新
羅
よ
り
優
位
な
席
次
を
得
た
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
結
果
を
誇
ら
し
く
報
告
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
大
伴
古
麻
呂
が
﹁
席
次
を
争
っ
た
﹂

と
伝
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
は
席
次
で
新
羅
に
負
け
て
し
ま
っ
た
が
、
我
々
は
健
闘
し
た
の

だ
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

８
世
紀
に
は
、
日
本
は
唐
に
20
年
に
１
度
朝
貢
す
る
約
束
を
結
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
部
分
は
、
後
ほ
ど
登
場
す
る
（
４
）
の
史
料
の
﹁
８
世
紀
を
通
じ
て
新
羅
使
は
20
回
ほ
ど
来
日
し

て
い
る
﹂
と
い
う
部
分
と
比
較
す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。
新
羅
使
と
は
、
新
羅
か
ら
日
本
に
来
る
使
節
の

こ
と
で
す
。
８
世
紀
（
７
０
１
年
〜
８
０
０
年
）
を
通
じ
て
20
回
来
日
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
平
均
す
れ
ば
、

５
年
に
１
回
の
ペ
ー
ス
で
す
。
日
本
が
唐
に
朝
貢
す
る
回
数
の
４
倍
、
新
羅
は
日
本
に
朝
貢
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
が
何
を
示
す
の
か
は
、
後
ほ
ど
一
緒
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

続
い
て
は
史
料
（
３
）
で
す
。

（
３
）　�

７
４
３
年
、
新
羅
使
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
調
」
と
い
う
貢
進
物
の
名
称
を
「
土
毛
」（
土
地
の
物

25 第1問　　古　代   外 交 に お け る 本 音 と 建 前 2003年第1問



産
）
に
改
め
た
の
で
、
日
本
の
朝
廷
は
受
け
と
り
を
拒
否
し
た
。
こ
の
よ
う
に
両
国
関
係
は
緊
張

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

注
目
す
る
べ
き
は
﹁『
調
』
と
い
う
貢
進
物
﹂
と
い
う
表
現
で
す
。
貢
ぎ
進
め
る
物
と
い
う
こ
と
は
、
新

羅
は
日
本
に
対
し
て
朝
貢
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
部
分
で
は
、
日
本
が
新

羅
を
建
前
と
し
て
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
﹁
蕃
国
﹂
扱
い
で
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

し
か
し
、﹁
調
﹂
と
い
う
貢
進
物
が
﹁
土
毛
﹂（
土
地
の
物
産
）
と
い
う
名
称
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

新
羅
が
日
本
の
属
国
と
し
て
の
地
位
に
反
発
し
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
も
と
も
と
貢
物
と
呼
ば
れ
て
い

た
も
の
が
、
急
に
お
土み

や
げ産

と
し
て
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
日
本
の
朝
廷
は
、
新
羅
を
属
国

と
し
て
維
持
で
き
る
よ
う
、﹁
土
毛
﹂
の
受
け
取
り
を
拒
否
し
、
対
抗
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
を
意

識
し
て
﹁
両
国
関
係
は
緊
張
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
﹂
と
史
料
で
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
が
史
料
の
表
面
的
な
読
解
で
す
。
そ
し
て
問
題
の
核
心
は
、
な
ぜ
新
羅
は
日
本
に
朝
貢
し
て

い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
こ
の
点
、
史
料
に
は
明
確
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で

す
が
、
こ
こ
ま
で
の
読
解
内
容
を
総
合
す
れ
ば
、
理
由
を
発
見
で
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
新
羅
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
思
い
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
新
羅
は
日
本
と
同
じ
く
、
唐
（
中
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国
）
の
中
華
思
想
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
新
羅
は
、
日
本
と
は
異
な
り
、
唐
（
中

国
）
と
大
陸
続
き
の
朝
鮮
半
島
を
支
配
下
に
お
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
が
新
羅
の
王
様
で
あ
れ
ば
、

ど
の
よ
う
に
思
う
で
し
ょ
う
か
。
日
本
が
、
唐
や
新
羅
に
攻
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
恐
れ
て
国
内
改

革
を
行
っ
た
よ
う
に
、
新
羅
の
人
々
も
隣
国
と
戦
争
に
な
る
可
能
性
は
当
然
考
慮
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

海
に
囲
ま
れ
て
い
た
日
本
に
比
べ
て
、
陸
続
き
で
あ
っ
た
新
羅
は
、
唐
（
中
国
）
に
攻
め
ら
れ
た
と
き
の

リ
ス
ク
が
断
然
高
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
唐
（
中
国
）
に
対
抗
し
よ
う
と
し

て
も
、
新
羅
一
国
で
は
歯
が
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
新
羅
は
、
対
立
関
係
に
あ
っ
た
唐
を
牽け

ん

制せ
い

す
る
た

め
に
日
本
を
味
方
に
つ
け
、
小
国
同
士
で
唐
（
中
国
）
に
対
抗
し
よ
う
と
試
み
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
新
羅
に
と
っ
て
は
日
本
だ
っ
て
敵
国
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
存
在
で
す
。
常
に
日
本
の
味
方

を
し
て
い
て
は
、
日
本
に
裏
切
ら
れ
た
と
き
に
大
変
な
事
態
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
新
羅
は
、

唐
（
中
国
）
と
日
本
に
挟は

さ

ま
れ
た
小
国
と
し
て
、
日
本
の
支
配
下
に
入
っ
た
り
、
入
ら
な
か
っ
た
り
と
調

整
を
繰
り
返
し
、
外
交
上
優
位
に
立
と
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
新
羅
が
日
本
に
対
し
て
﹁
調
﹂
を
送
っ
て
い
た
時
期
は
、
新
羅
は
唐
と
の
関
係
が
悪
化
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
他
方
で
新
羅
が
日
本
に
対
し
て
﹁
土
毛
﹂
を
送
ろ
う
と
し
た
時
点
で
は
、
新
羅

と
唐
の
関
係
性
が
改
善
し
、
日
本
を
頼
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
察
で
き
ま
す
。
こ
の
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よ
う
に
、
史
料
（
３
）
か
ら
は
﹁
本
音
﹂
と
﹁
建
前
﹂
を
使
い
分
け
て
い
た
の
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
新

羅
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。﹁
調
﹂
と
﹁
土
毛
﹂
と
い
う
二
つ
の
用
語
か
ら
、
こ

こ
ま
で
歴
史
の
背
景
が
分
析
で
き
る
の
は
、
ま
さ
に
、
東
大
日
本
史
の
醍
醐
味
で
す
ね
。

最
後
に
史
料
（
４
）
を
読
解
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
４
）　�

８
世
紀
を
通
じ
て
新
羅
使
は
20
回
ほ
ど
来
日
し
て
い
る
。
長
屋
王
は
、
新
羅
使
の
帰
国
に
あ
た
っ

て
私
邸
で
饗
宴
を
も
よ
お
し
、
使
節
と
漢
詩
を
よ
み
か
わ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
７
５

２
年
の
新
羅
使
は
７
０
０
人
あ
ま
り
の
大
人
数
で
、
ア
ジ
ア
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
を
も
た
ら

し
、
貴
族
た
ち
が
競
っ
て
購
入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

史
料
内
で
は
﹁
長
屋
王
﹂
と
い
う
人
物
が
登
場
し
て
い
ま
す
が
、
彼
は
日
本
の
皇
族
で
す
。
す
な
わ
ち
、

﹁
長
屋
王
は
、
新
羅
使
の
帰
国
に
あ
た
っ
て
私
邸
で
饗
宴
を
も
よ
お
し
、
使
節
と
漢
詩
を
よ
み
か
わ
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
﹂
と
い
う
文
章
は
、
日
本
が
新
羅
か
ら
来
た
人
た
ち
を
も
て
な
し
て
、
漢
詩
を
詠
む
な
ど

の
文
化
交
流
を
し
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
部
分
に
だ
け
着
目
す
る
と
、
日
本
が
新
羅

と
仲
が
良
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
史
料
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
が
、
実
は
異
な
り
ま
す
。
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人
々
に
ご
馳ち

走そ
う

を
振
る
舞
っ
て
、
漢
詩
を
詠
み
交
わ
す
。
こ
の
お
も
て
な
し
は
、
中
国
が
、
朝
貢
に
来

た
使
節
団
に
対
し
て
行
っ
て
き
た
振
る
舞
い
と
全
く
同
じ
で
す
。
中
国
は
、
朝
貢
に
来
た
人
々
に
対
し
て
、

豪
華
す
ぎ
る
食
事
や
企
画
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
権
威
を
表
そ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
言
い

換
え
れ
ば
、
見み

栄え

を
張
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
朝
貢
に
来
た
人
々
に
対
し
て
中
国
の
繁
栄
度
合
い
を

見
せ
つ
け
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
周
辺
諸
国
は
、
中
国
の
権
威
に
頭
が
上

が
ら
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
上
下
関
係
が
よ
り
確
か
な
も
の
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
日
本
も
全
く
同
じ
こ
と
を
試
み
ま
す
。
日
本
は
、
新
羅
か
ら
来
た
人
々
に
対
し
て
、
ご
馳
走

を
振
る
舞
い
、
漢
詩
を
詠
み
交
わ
す
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
方
が
国
と
し
て
の
地
位
が
高
い
こ
と
を
示
そ

う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
建
前
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
史
料
の
﹁
７
５
２
年
の
新
羅
使
は
７

０
０
人
あ
ま
り
の
大
人
数
で
、
ア
ジ
ア
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
を
も
た
ら
し
、
貴
族
た
ち
が
競
っ
て
購

入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
﹂
と
い
う
部
分
で
は
、
新
羅
の
人
々
が
も
た
ら
し
た
品
物
を
、
日
本
の
貴
族
た

ち
が
欲
し
が
っ
て
い
た
様
子
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
建
前
と
し
て
は
﹁
日
本
の
方
が
豊
か
な
国

だ
か
ら
、
新
羅
の
人
々
に
、
日
本
の
美
味
し
い
ご
馳
走
を
振
る
舞
う
よ
﹂
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
つ
つ
も
、

本
音
と
し
て
は
﹁
新
羅
の
も
の
は
と
て
も
貴
重
だ
か
ら
、
も
っ
と
日
本
に
持
っ
て
き
て
ほ
し
い
﹂
と
思
っ

て
い
た
わ
け
で
す
。
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新
羅
よ
り
上
の
立
場
と
し
て
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
日
本
が
、﹁
新
羅
さ
ん
お
願
い
で
す
。
私
た

ち
に
ア
ジ
ア
の
品
物
を
恵
ん
で
く
だ
さ
い
﹂
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
あ
く
ま
で
も
日
本
と
新
羅

の
交
流
は
、
朝
貢
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
は
ア
ジ
ア
の
品
物
を
手
に
入
れ
る

絶
好
の
機
会
と
し
て
、
日
本
側
は
新
羅
使
を
重
宝
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

﹁
な
る
ほ
ど
！
﹂
と
こ
こ
ま
で
の
分
析
に
納
得
し
た
方
も
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、
実
は
、
こ
こ
ま
で
の

分
析
に
は
一
点
だ
け
不
自
然
な
点
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
三
つ
目
の
文
章
の
﹁
ま
た
、
７
５
２
年

の
新
羅
使
は
７
０
０
人
あ
ま
り
の
大
人
数
で
、
ア
ジ
ア
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
を
も
た
ら
し
、
貴
族
た

ち
が
競
っ
て
購
入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
﹂
と
い
う
部
分
で
す
。

日
本
に
と
っ
て
新
羅
は
ア
ジ
ア
の
品
物
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
貴
重
な
国
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す

だ
け
で
あ
れ
ば
、﹁
７
５
２
年
の
新
羅
使
は
７
０
０
人
あ
ま
り
の
大
人
数
で
﹂
と
い
う
表
現
は
不
要
な
は
ず

で
す
。﹁
新
羅
は
…
…
ア
ジ
ア
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
を
も
た
ら
し
、
貴
族
た
ち
が
競
っ
て
購
入
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
﹂
と
だ
け
記
載
し
て
も
問
題
な
か
っ
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
東
大
側
は
﹁
７
５
２
年
の
新

羅
使
は
７
０
０
人
あ
ま
り
の
大
人
数
で
﹂
と
い
う
表
現
を
挿
入
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
こ
の
問
題
、
深
掘
り
を
す
る
と
新
羅
の
﹁
本
音
﹂
が
見
え
て
き
ま
す
。
先
ほ
ど
、
新
羅
は
唐
と
の

対
立
関
係
を
踏
ま
え
て
、
日
本
の
支
配
下
に
入
っ
た
り
、
入
ら
な
か
っ
た
り
し
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
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そ
の
内
容
を
踏
ま
え
れ
ば
、﹁
新
羅
が
日
本
に
対
し
て
朝
貢
を
し
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
軍
事
上
の
視

点
か
ら
だ
﹂
と
い
う
話
に
な
り
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
も
し
新
羅
が
本
音
で
は
日
本
に
朝
貢
し
た
く
な
い

と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
７
０
０
人
も
の
人
数
で
日
本
に
行
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
や
む
を
得

ず
日
本
に
派
遣
す
る
だ
け
な
ら
、
10
人
や
20
人
程
度
で
も
良
さ
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
出
て
く

る
疑
問
は
﹁
な
ぜ
新
羅
は
７
０
０
人
も
の
大
人
数
で
日
本
に
押
し
か
け
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
も
の
で
す
。

ヒ
ン
ト
は
﹁
貴
族
た
ち
が
競
っ
て
購
入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
﹂
と
い
う
部
分
で
す
。
新
羅
の
人
々
が

も
た
ら
し
た
品
物
は
、
全
て
日
本
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
購
入
し
た
と
書

か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
新
羅
の
人
々
は
日
本
の
貴
族
を
相
手
に
商
売
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。﹁
別

に
商
売
を
し
た
い
だ
け
な
ら
自
国
で
す
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
﹂
と
思
っ
た
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
の
時
代
は
手
数
料
が
あ
り
え
な
い
ほ
ど
高
い
時
代
で
す
。
遠
い
国
で
商
品
を
売
れ
れ
ば
、
商
人
た

ち
は
大お

お

儲も
う

け
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

現
代
で
あ
れ
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
通
販
で
商
品
を
頼
ん
だ
と
き
の
送
料
は
、
数
百
円
か
ら
数
千
円
程
度
で

す
。
し
か
し
、
当
時
は
車
も
電
車
も
な
く
、
陸
路
は
徒
歩
や
馬
車
で
、
海
路
は
人
力
船
で
移
動
し
て
い
た

よ
う
な
時
代
で
す
。
異
国
で
商
売
が
で
き
れ
ば
、
手
数
料
・
送
料
を
加
え
て
自
国
で
売
る
と
き
の
何
十
倍

も
の
値
段
で
販
売
で
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
新
羅
使
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
持
ち
寄
っ
た
商
品
を
競
い
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合
っ
て
購
入
し
て
く
れ
る
日
本
は
、﹁
経
済
的
に
﹂
貴
重
な
存
在
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
確
か
に
、
日
本

の
属
国
扱
い
さ
れ
る
こ
と
は
、
新
羅
の
人
々
に
と
っ
て
本
望
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
お
金
儲
け
で

き
る
な
ら
悪
く
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
、
新
羅
か
ら
す
れ
ば
﹁
建
前
﹂
と
し

て
日
本
を
朝
貢
先
と
し
な
が
ら
も
、﹁
本
音
﹂
と
し
て
は
、
商
売
相
手
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
る
と
、
日
本
は
新
羅
を
ア
ジ
ア
の
品
物
を
入
手
す
る
た
め
の
流
通
ル
ー
ト
と

し
て
重
宝
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
新
羅
も
日
本
を
自
国
の
商
品
を
販
売
す
る
取
引
先
と
し
て
重
宝
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
７
０
０
人
と
い
う
数
字
か
ら
だ
け
で
も
、
一
国
の
裏

事
情
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
面
白
い
で
す
ね
。

以
上
ま
で
で
史
料
の
読
解
は
終
了
で
す
。
こ
こ
ま
で
読
解
し
て
き
た
内
容
を
踏
ま
え
て
、
設
問
を
再
度

確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
時
代
の
日
本
に
と
っ
て
、
唐
と
の
関
係
と
新
羅
と
の
関
係
の
も
つ
意
味
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い

が
あ
る
か
。
た
て
前
と
実
際
と
の
差
に
注
目
し
な
が
ら
、
１
８
０
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

設
問
で
は
、
日
本
と
唐
、
そ
し
て
日
本
と
新
羅
の
二
つ
の
関
係
性
に
つ
い
て
、﹁
本
音
﹂
と
﹁
建
前
﹂
の
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二
面
性
に
着
目
し
な
が
ら
解
答
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
史
料
で
読
解
し
た
内
容

を
設
問
の
通
り
に
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
本
と
唐
の
関
係

﹁
建
前
﹂：
日
本
は
唐
と
対
等
、
あ
る
い
は
唐
を
支
配
す
る
関
係
に
あ
る
。（
史
料
１
）

﹁
本
音
﹂：
日
本
は
唐
か
ら
最
新
の
制
度
や
文
化
を
学
ん
で
お
り
、
朝
貢
を
通
じ
て
唐
の
支
配
下
に
入
る
必

要
が
あ
っ
た
。（
史
料
１
、
２
）

日
本
と
新
羅
の
関
係

﹁
建
前
﹂：
日
本
は
新
羅
を
支
配
す
る
関
係
に
あ
る
。（
史
料
１
）

﹁
本
音
﹂：
日
本
が
新
羅
を
支
配
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
唐
と
新
羅
の
関
係
性
に
依
存
し
て
お
り
、
実
質
的

に
は
日
本
と
新
羅
は
対
等
な
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
新
羅
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
品
物
は
、
日
本
に
と
っ

て
貴
重
な
も
の
だ
っ
た
。（
史
料
２
、
３
、
４
）

設
問
で
は
、
日
本
と
唐
お
よ
び
日
本
と
新
羅
の
関
係
性
を
説
明
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
そ
の
意
味
の
違
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い
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
は
な
ぜ
唐
と
の
関
係
が
重
要
だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
日
本
は
唐
か
ら
最

新
の
制
度
や
文
化
を
学
ん
で
い
た
か
ら
で
し
た
。
ま
た
、
日
本
は
な
ぜ
新
羅
と
の
関
係
が
重
要
だ
っ
た
の

か
と
い
え
ば
、
日
本
は
新
羅
か
ら
ア
ジ
ア
の
品
物
と
い
う
貴
重
な
物
資
を
手
に
入
れ
て
い
た
か
ら
で
し
た
。

こ
う
し
た
背
景
に
よ
っ
て
、
日
本
は
﹁
建
前
﹂
と
し
て
は
唐
や
新
羅
を
属
国
扱
い
し
た
く
て
も
、﹁
本
音
﹂

と
し
て
は
、
対
等
あ
る
い
は
自
分
た
ち
よ
り
も
進
ん
だ
先
進
国
と
し
て
外
交
関
係
を
結
ば
な
け
れ
ば
い
け

な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
内
容
を
１
８
０
文
字
以
内
に
ま
と
め
れ
ば
、
解
答
が
完
成
し
ま
す
。
本
書

で
は
、
各
問
題
の
末
尾
に
筆
者
が
作
成
し
た
解
答
を
掲
載
し
て
お
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
記
述
問
題
に
取
り

組
ん
で
み
て
か
ら
、
答
え
を
確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

筆
者
の

解
答

日
本
は
唐
や
新
羅
を
、
自
ら
を
頂
点
と
す
る
外
交
秩
序
の
も
と
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ

は
建
前
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
唐
は
日
本
が
国
内
改
革
を
す
る
際
の
見
本
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た

し
、
新
羅
は
日
本
が
ア
ジ
ア
の
品
物
を
入
手
す
る
流
通
ル
ー
ト
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
新
羅
が
唐
と
の
対
立
関
係
か
ら
日
本
に
朝
貢
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
は
、
日
本
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は
唐
の
支
配
下
に
入
り
、
新
羅
と
地
位
を
争
っ
て
い
た
。�

（
１
７
７
字
）
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

https://ji-sedai.jp

https://ji-sedai.jp/event/info/
https://ji-sedai.jp/series/research/
https://ji-sedai.jp/book/publication/
https://ji-sedai.jp



