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西
側
の
近
海
を
隔
て
た
中
国
は
、
日

本
に
文
字
と
大
陸
の
文
明
を
も
た
ら

し
、
東
側
の
大
洋
を
遠
く
隔
て
た
ア
メ

リ
カ
は
、
開
国
と
近
代
化
を
迫
っ
た
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
端
に
浮
か
ぶ
列

島
の
運
命
は
、
二
つ
の
大
国
が
そ
の
扉

を
開
い
た
近
世
と
近
代
二
つ
の
「
グ

ロ
ー
バ
ル
化
」
に
左
右
さ
れ
て
き
た
。

中
米
関
係
を
見
極
め
、
両
国
と
ど
の
よ

う
な
外
交
関
係
を
結
ぶ
か
は
、
日
本
の

行
く
末
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
す
る
安
倍
政
権
の
選
択

は
、
対
米
従
属
の
徹
底
化
と
中
国
と
の

対
立
強
化
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
基
底
に

あ
る
世
界
観
は
、
冷
戦
構
造
を
未
だ
に

引
き
ず
っ
て
い
る
。
中
国
は
市
場
経
済

を
取
り
込
み
、
日
本
の
重
要
な
経
済

パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
政

治
的
な
緊
張
は
高
ま
り
続
け
、
中
国
の

経
済
成
長
の
陰
り
を
喧
伝
す
る
言
説
も

す
で
に
耳
慣
れ
た
も
の
に
な
っ
た
。
日

本
の
政
治
経
済
支
配
層
が
固
執
す
る
冷

戦
的
図
式
の
健
在
ぶ
り
は
、
こ
の
国
に

お
け
る
知
性
の
危
機
を
物
語
っ
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
図
式
に
お
い
て
、
ア
メ
リ

カ
は
世
界
の
未
来
を
走
り
、
中
国
は
過

去
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
経
済
大
国
第
二
位
の
座
を
奪
わ

れ
、
無
人
島
や
領
空
権
で
主
権
を
侵
害

さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
思
考
に

は
堪
え
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ

カ
と
い
う
未
来
、
中
国
と
い
う
過
去
。

現
在
進
行
中
の
世
界
秩
序
の
再
編
を
見

極
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史

＝
世
界
観
は
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
う
し
た
思
考
は
、
歴
史
の

〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
〉
の
プ
ロ
セ
ス
の
な

か
で
近
代
日
本
そ
の
も
の
を
形
成
し
た

世
界
認
識
で
あ
り
、
簡
単
に
根
こ
ぎ
に

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
認
識
に
と
っ
て
、
冷
戦

後
流
行
し
た
「
歴
史
の
終
わ
り
」
と
い

う
観
念
は
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
発
想
は
し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
シ

ス
・
フ
ク
ヤ
マ
に
帰
せ
ら
れ
る
が
、

元
々
は
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解

釈
に
由
来
す
る
。
実
際
、
フ
ク
ヤ
マ
の

『
歴
史
の
終
わ
り
』
に
は
、
自
由
主
義

国
家
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
歴
史
の
終
焉
と

い
っ
た
単
純
な
図
式
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
ネ
オ
コ
ン
思
想
家
は
む
し
ろ
、
歴

史
を
動
か
す
原
動
力
で
あ
る
承
認
欲
求

が
、
様
々
な
形
で
の
権
利
要
求
と
し
て

ア
メ
リ
カ
国
内
で
現
れ
て
い
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
承
認
を
巡
る
闘
争
が
少
し
も

終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
直
視
し
て
い

る
﹇
フ
ク
ヤ
マ1992 : 190 ‒203

﹈。

　

で
は
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
依
拠
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
自
身
は
中
国
と
ア
メ
リ
カ
を
ど
う

捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
観

〈
世
界
史
〉の
圏
外
と
未
来
│
│
中
国
と
ア
メ
リ
カ

馬
場
智
一
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念
論
の
完
成
者
は
、
歴
史
の
時
間
軸
の

両
端
に
両
国
を
置
い
て
い
た
。
厳
密
に

い
え
ば
中
国
は
歴
史
の
始
ま
り
以
前
に

あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
歴
史
の
終
焉
の
次

に
位
置
す
る
。
中
米
を
め
ぐ
る
冷
戦
的

思
考
の
哲
学
上
の
モ
デ
ル
は
ひ
と
ま
ず

は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
八
二
二
年
か
ら
三
一

年
に
か
け
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
行
っ
た

の
が
「
世
界
史
の
哲
学
」
と
題
さ
れ
た

講
義
で
あ
る
（
日
本
語
訳
で
は
『
歴
史

哲
学
』
な
い
し
『
歴
史
哲
学
講
義
』）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
さ
ら
に
は
ゲ
ル
マ
ン
）

中
心
主
義
的
な
〈
世
界
史
〉
の
哲
学
的

表
現
が
、
こ
の
講
義
で
あ
る
。

　

世
界
史
は
、
東
洋
か
ら
始
ま
り
、
西

洋
に
向
か
っ
て
進
む﹇
ヘ
ー
ゲ
ル1971

上
：218

﹈。
ち
な
み
に
ド
イ
ツ
語
で
東

洋
は
「
朝
の
国
」（M

orgenland

）、
西

洋
は
「
夕
の
国
」（A

bendland

）
と
い

う
。
一
日
の
太
陽
の
運
行
の
ご
と
く
、

歴
史
は
朝
か
ら
夕
へ
と
進
む
。
東
洋
は

歴
史
の
幼
年
期
、
ギ
リ
シ
ア
は
青
年

期
、
ロ
ー
マ
は
成
年
（
壮
年
）
期
、
ゲ

ル
マ
ン
は
老
年
期
（
完
全
な
成
熟
期
）

で
あ
る
。

　

歴
史
が
始
ま
る
の
は
「
神
政
的
専
制

の
国
、
シ
ナ
と
蒙
古
か
ら
」
だ
﹇
ヘ
ー

ゲ
ル1971

上
：232

﹈。
し
か
し
、「
シ

ナ
」
に
は
弁
証
法
的
な
変
化
の
契
機
が

な
く
、
歴
史
の
代
わ
り
に
「
停
滞
」
が

あ
る
だ
け
で
、
実
の
と
こ
ろ
「
世
界
史

の
圏
外
」
に
あ
る
﹇
ヘ
ー
ゲ
ル1971

上
：238

﹈。
こ
れ
に
対
し
ア
メ
リ
カ
は

「
未
来
の
国
」
で
あ
る
。「
そ
こ
で
は
将

来
の
時
代
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
南
北

ア
メ
リ
カ
の
抗
争
と
い
っ
た
よ
う
な
形

で
、
そ
の
世
界
史
的
な
意
義
が
示
さ
れ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
」﹇
ヘ
ー
ゲ
ル1971

下
：189

﹈。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
中
国

は
過
去
に
お
け
る
歴
史
の
外
部
、
ア
メ

リ
カ
は
ゲ
ル
マ
ン
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
〈
世
界
史
〉
完
成
の
翌
日
の
世
界
で

あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
見
方
は
、
哲
学
の

歴
史
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
主
客
未

分
の
「
空
」
を
実
体
と
み
な
す
東
洋
哲

学
は
「
哲
学
史
か
ら
除
か
れ
」﹇
ヘ
ー
ゲ

ル1967 : 179

﹈、
哲
学
史
の
「
前
座
」

を
務
め
る
こ
と
に
な
る
﹇
ヘ
ー
ゲ
ル

1967 : 207

﹈。「
本
来
の
哲
学
は
西
洋
に

始
ま
る
」﹇
ヘ
ー
ゲ
ル1967 : 180

﹈
が
、

そ
の
始
ま
り
と
は
、
世
界
史
同
様
ギ
リ

シ
ア
で
あ
る
。

　
「
哲
学
」
と
い
う
漢
語
は
ギ
リ
シ
ア

語
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
（
愛
知
）
に
由

来
し
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
始
ま
る
、
と
い

う
認
識
は
今
日
で
は
常
識
と
化
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
伝

統
の
発
明
」（
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
）
の
一

種
で
あ
る
。
そ
の
発
明
は
実
の
と
こ
ろ

ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
創
で
は
な
く
、
カ
ン
ト

に
遡
る
。

　

カ
ン
ト
自
身
は
そ
の
哲
学
史
的
な
知

識
を
、
啓
蒙
時
代
の
哲
学
史
を
代
表
す

る
ブ
ル
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
の
批
判
的
歴

史
』（
一
七
六
六
〜
六
七
年
）
に
負
っ

て
い
る
。
し
か
し
本
書
に
お
い
て
は
ギ

リ
シ
ア
中
心
主
義
的
な
視
点
は
い
ま
だ

見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、「
旧
約
聖

書
、
イ
ス
ラ
ム
、
中
国
、
さ
ら
に
は
日

本
な
ど
」
も
含
ま
れ
て
い
る
﹇
福
谷
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2009 : 4 1

﹈。
カ
ン
ト
は
、
四
〇
年
に
わ

た
っ
て
講
じ
た
哲
学
史
講
義
で
次
第
に

取
捨
選
択
を
行
い
、
最
終
的
に
哲
学
は

ギ
リ
シ
ア
に
始
ま
る
と
い
う
、
今
日
で

は
も
は
や
疑
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
大
前

提
を
構
築
す
る
に
至
っ
た
。「
学
」

（W
issenschaft

）
と
し
て
の
哲
学
を
概

念
と
し
て
形
成
す
る
に
あ
た
り
、
エ
ジ

プ
ト
人
の
「
暗
中
模
索
」
か
ら
ギ
リ
シ

ア
人
に
お
け
る
「
革
命
」
へ
の
移
行
と

い
う
発
想
が
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
選

択
を
導
く
歴
史
像
と
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
哲
学
ギ
リ
シ
ア
起

源
論
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
に
は
か
な
り

の
程
度
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
﹇
福
谷

2009 : 42 ‒43

﹈。

　

哲
学
史
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
と
い
う

「
伝
統
の
発
明
」
は
、
そ
の
論
理
的
帰

結
と
し
て
「
中
国
」
を
排
除
す
る
こ
と

に
な
る
（
他
方
、
こ
の
時
代
ア
メ
リ
カ

で
は
ま
だ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
生
ま

れ
て
い
な
い
）。
で
は
カ
ン
ト
が
そ
の

背
景
と
し
て
い
た
ブ
ル
ッ
カ
ー
の
哲
学

史
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
観

点
を
含
ま
な
い
、
よ
り
「
公
平
な
」
記

述
を
心
が
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
史
家
の
エ
ミ
ー

ル
・
ブ
レ
イ
〉
2
〈

エ
は
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
の
哲

学
史
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
神

の
国
』
以
来
の
神
学
的
な
枠
組
み
に
留

ま
る
も
の
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
﹇
福

谷2009 : 4 1

﹈。
哲
学
が
ギ
リ
シ
ア
起

源
で
あ
る
と
い
う
「
伝
統
」
の
発
明

は
、
そ
の
背
景
と
し
て
〈
世
界
史
〉
と

い
う
発
明
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
し

て
〈
世
界
史
〉
と
い
う
観
念
は
、
そ
の

神
学
的
基
盤
に
立
脚
し
て
い
る
。

　

西
谷
修
が
詳
述
し
て
い
る
よ
う
に
、

〈
世
界
史
〉
と
い
う
発
想
自
体
が
、
創

造
か
ら
終
末
ま
で
を
包
み
込
む
キ
リ
ス

ト
教
的
「
普
遍
史
」
を
世
俗
化
し
た
も

の
に
他
な
ら
な
い
﹇
西
谷2000 : 72 ‒

86

﹈。
一
つ
の
中
心
を
も
つ
線
上
的
な

時
間
性
と
い
う
神
学
的
構
造
を
保
持
し

な
が
ら
、
歴
史
の
主
体
は
〈
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
〉
が
担
い
続
け
て
い
る
。
ブ
ル
ッ

カ
ー
の
哲
学
史
が
す
べ
て
を
含
も
う
と

し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
〈
世
界
史
〉

の
使
命
で
あ
る
か
ら
だ
。〈
世
界
史
〉

が
す
べ
て
を
呑
み
込
ん
だ
後
、
そ
こ
に

ど
の
よ
う
な
線
引
き
を
す
る
か
は
、

各
々
の
国
民
国
家
が
抱
え
る
必
要
性
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〉
に
よ
り
形
成
さ
れ

た
〈
世
界
史
〉
と
そ
れ
を
下
支
え
す
る

各
国
史
と
い
う
、
従
来
の
枠
組
み
を
解

体
す
る
歴
史
学
上
の
潮
流
が
「
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
し
て
広
が
り

つ
つ
あ
る
﹇
水
島2010

、羽
田2011

﹈。

こ
の
ま
だ
未
規
定
な
〈
歴
史
〉
の
な
か

に
ア
メ
リ
カ
と
中
国
を
改
め
て
位
置
づ

け
直
す
作
業
も
進
ん
で
い
る
。
一
方
で

は
、
内
部
に
多
様
な
支
配
の
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
を
有
し
た
中
国
の
「
帝
国
性
」

が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
、
他
方
で
ア

メ
リ
カ
「
帝
国
主
義
」
の
終
焉
論
が
台

頭
し
て
い
る
。〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〉
の
未

来
と
し
て
想
像
さ
れ
、〈
歴
史
〉
の
終

焉
と
し
て
到
来
し
た
ア
メ
リ
カ
の
現
状

が
示
し
て
い
る
の
は
、〈
世
界
史
〉
と

い
う
概
念
そ
の
も
の
の
黄
昏
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
新
た
な
世
界
史
を
再
び
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一
元
論
的
な
も
の
と
し
な
い
た
め
に

は
、〈
世
界
史
〉
の
歴
史
性
に
つ
い
て

の
究
明
が
そ
の
重
要
性
を
一
層
増
す
こ

と
に
な
る
﹇
羽
田2011 : 193 ‒195

﹈。

中
国
と
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
理
解
の

変
化
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な

〈
世
界
史
〉
か
ら
の
隔
た
り
を
示
す
一

つ
の
重
要
な
指
標
に
な
ろ
う
。

注〈1
〉 

同
書
で
「
認
知
」
と
訳
さ
れ
て
い

る
語
は
、
い
わ
ゆ
る
「
承
認
」
で
あ

る
。
そ
の
後
フ
ク
ヤ
マ
は
、
九
・
一
一

を
経
て
自
身
も
一
時
そ
の
陣
営
に
属
し

た
ネ
オ
コ
ン
に
別
れ
を
告
げ
『
ア
メ
リ

カ
の
終
わ
り
』（
原
題
：
帰
路
に
立
つ

ア
メ
リ
カ
）
を
著
す
こ
と
に
な
る
﹇
フ

ク
ヤ
マ2006

﹈。

〈
2
〉 

中
世
哲
学
研
究
の
泰
斗
エ
チ
エ
ン

ヌ
・
ジ
ル
ソ
ン
が
提
唱
し
た
「
キ
リ
ス

ト
教
哲
学
」
に
対
す
る
最
初
の
反
対
者

と
し
て
も
知
ら
れ
る
、
二
〇
世
紀
前
半

フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
哲
学
史
家
。
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