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頭
の
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二
十

一
世
紀

の
日
中
関
係

中
江
要
介

は
じ
め
に

日
中
両

国
は
、
二
十
世
紀

に

「高
価
な
宝
物
」
を
手
に
入
れ
た

ω

「戦
争
」
が
も
た
ら
し
た

「平
和
」

二
十
世

紀

の
日
中
関
係
は
、
と
言
え
ば
、
戦
争
-
敗
戦
ー
再
建
と
い
う
途
を
た
ど

っ
た
日
本
と
、
戦
争
-
革
命
-

改
革
開
放

と

い
う
途
を
た
ど

っ
た
中
国
と
、
共
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
両
国
で
あ

っ
た

の
で
、
そ
の
関
係
は
複

雑

で
紆
余

曲
折
に
富
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
二
十
世
紀
を
終
わ
る
に
あ
た

っ
て
、
両
国
に
と

っ
て
幸

い
な
こ
と
は
、
日
中
関
係
が
現
在
比
較
的
良
好
で

あ

っ
て
、

一
世
紀
前
、

つ
ま
り
十
九
世
紀
を
終
わ

っ
て
二
十
世
紀
を
迎
え
ん
と
し
た
時

の
日
中
関
係
と
は
雲
泥
の

差
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
も

こ
れ
も
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
日
中
戦
争
と

い
う
再
び
経
験
し
た
く
も
な
い
、
ま
た
、
経
験
す
べ
き
で
な

い

「戦
争
」
を
経
験
し
た
こ
と
に
よ

っ
て

「平
和
」
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の

高
価
な
宝
物
は
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
二
十

一
世
紀
の
日
中
関
係
は
、
そ
の
基
礎

の
上
に
構
築
し
、
発
展

さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、

い
ま
、
二
十
世
紀
か
ら
二
十

一
世
紀

へ
の
過
渡
期
に
生
き
て
い
る
わ

二十一世紀の日中関係
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れ
わ
れ
の
重
要
な
責
務

で
あ
る
と
考
え
る
。

②

そ
れ
を
支
え
る
も
の

で
は
、

そ
の
日
中
間

の

「戦
争
」
が
も
た
ら
し
た

「平
和
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
は

何
な
の
か

?

答
え
は
簡
単
明
瞭
で
あ
る
。
「日
中
不
再
戦
の
誓

い
」
で
あ
る
。
戦
争
は
日
中
両
国
お
よ
び
両
国
民
に
と

っ
て
何

の
得

に
も
な
ら
ず
、
堪
え
難

い
苦
痛
と
莫
大
な
損
害
を
残
し
た
だ
け
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
日
中
両
国
は
、

子
々
孫
々
ま
で
友
好
協
力
関
係
を
築
く

こ
と
を
決
意
し
、
そ
れ
を
将
来

の
日
中
関
係
の
基
本
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、

一
九
七
二
年
九
月
二
十
九
日
発
出

の

「日
中
共
同
声
明
」
と
、

一
九
七
八
年
八
月
十
二
日
署
名

の

「日
中
平
和
友
好
条
約
」
と
に
明
快
に
記
述
さ
れ
、
厳
粛
に
約
束
さ
れ
て
い
る
。
日
中
両
国
お
よ
び
両
国
民
は
、

こ
れ
を
忠
実
に
遵
守
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
二
十

一
世
紀

の
日
中
関
係
を
律
す
る
原
点

で
な
け
れ
ぼ
な
ら

な

い
。

2

■
一十

一
世
紀
の
日
中
関
係

日
中
両
国
は
、

「日
中
不
再
戦

の
誓

い
」
を
断
固
堅
持
す
る
こ
と
ー

e

日
本
側
で
留
意
、
反
省
、
努
力
す
べ
き
点

「日
中
不
再
戦
の
誓

い
」
の
よ
っ
て
来
た
る
所
以
の
も
の
が
、
日
清
戦
争
か
ら
日
中
戦
争
ま
で
の
半
世
紀
に
及
ぶ

日
本

の

「侵
略
」
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
「日
中
不
再
戦
の
誓

い
」
を
断
固
堅
持
す
る
上

で
、
日
本
側
で
留
意
し
、
反
省
し
、
努
力
す
べ
き
点
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、

ω

過
去

の
戦
争
に
対

す
る
反
省
が
不
徹
底

で
あ
る
。

日
本
政
府
も
日
本
国
民
も
、
そ
の
大
多
数
の
者
は
、
過
去
の
戦
争
に
対
す
る
反
省
の
気
持
ち
を
十
分
持

っ
て
い



る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
部

の
政
治
家
や
少
数

の
確
信
犯
的
な
国
民
の
な
か
に
は
、
日
本

の
政
治
外

交
が

一
時

期
大
き
な
間
違

い
を
犯
し
、
中
国
を
含
む
周
辺
諸
国
お
よ
び
諸
国
民
に
計
り
知
れ
な
い
苦
痛
と
屈
辱
と

損
害
を
与

え
た

こ
と
を
、
頑
固
に
認
め
よ
う
と
せ
ず
、
な
か
に
は
そ
の
責
任
を
他

に
転
嫁
す
る
者
す
ら
存
在
し
て

い
る
。
さ
ら
に
憂
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
が
、
戦
争
を
経
験
し
な
い
若

い
世
代
の
な
か
に
も
稀
に

看
取
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ゆ

る

「歴
史
認
識

の
問
題
」
と
し
て
、
日
本
側
で
不
断

の
留
意
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

②

靖
国
神
社
公
式
参
拝

の
真

の
問
題
点
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。

靖
国
神

社
を
公
式
に
参
拝
す
る
こ
と
の
ど
こ
に
真

の
問
題
が
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
政
治
家
も
、
マ
ス
コ
ミ
も
、

従

っ
て

一
般
国
民
も
、
い
ま
だ
に
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「自
国
を
守
る
た
め
に
命
を
捧
げ
た

兵
士
た
ち

の
霊
を
弔
う
こ
と
が
な
ぜ
悪

い
の
か
」
と
反
問
す
る
人
達
は
、
無
条
件
降
伏
し
た
日
本
が
平
和
条
約

の

中

で

「極

東
国
際
軍
事
裁
判
所
」
の
裁
判
を
受
諾
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
裁
判
で
太
平
洋
戦
争

の
責
任
を
負
う

べ
き
者
と
し
て
A
級
戦
犯
に
は
極
刑
が
課
さ
れ
た

こ
と
、
そ
の
A
級
戦
犯
が
靖
国
神
社

に
合
祀
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

従

っ
て
、
そ
の
靖
国
神
社
を
首
相
以
下

の
閣
僚
が
公
式
に
参
拝
す
る
こ
と
が
A
級
戦
犯
の
名
誉
回
復

(責
任
解
除
)

を
意
図
す

る
の
で
は
な
い
か
と
の
誤
解
を
招
く
こ
と
、
な
ど
に

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
知
で
あ
る
か
無
頓
着

で

あ
る
。

A
級
戦
犯

の
名
誉
回
復
は
、
太
平
洋
戦
争
で
日
本
軍
国
主
義

の
犠
牲
と
な
っ
た
人
達
に
と

っ
て
は
認
め
難

い
こ

と
で
あ
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て

一
部

の
良
識
あ
る
日
本

の
人
達
に
理
解
で
き
な
い
の
か
、
誠
に
不
可
思
議
に
思
わ

れ
る
。

⑧

日
本

に
と

っ
て
台
湾
問
題
と
は
何
か
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な

い
。

日
本

に
と

っ
て

「台
湾
」
と
は
、
日
清
戦
争
に
勝
利
し
た
結
果
と
し
て
中
国
か
ら
分
捕

っ
た
地
域

で
あ
り
、
太

平
洋
戦
争

に
大
敗
し
た
結
果
と
し
て
中
国
に
返
還
す
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
ら
れ
た
地
域

で
あ
り
、
そ
こ
に
施
政
権

を
行
使
し

て
い
る
と
主
張
す
る

「中
華
民
国
政
府
」
を
日
本
は
最
早
承
認
し
て
お
ら
ず
、
日
中
共
同
声
明
お
よ
び

日
中
平
和
友
好
条
約

に
お
い
て
日
本
は
台
湾
が
中
国

の
領
土

の
不
可
分

の

一
部

で
あ
る
と
い
う
中
国
の
立
場
を
十

二十一世紀の日中関係
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分
理
解
し
尊
重
す
る
こ
と
を
中
国
に
約
束
し
て
い
る
…
…
そ
う
い
う
地
域
な

の
で
あ
る
。

国
際
社
会
で
他
の
国
が
い
か
よ
う
に
主
張
し
よ
う
と
も
、
日
本
と
台
湾
と

の
間
に
存
在
す
る
右

の
よ
う
な
歴
史

的
事
実
と
国
際
約
束
は
、
少
な
く
と
も
日
本
と
し
て
は
肯
定

し
、
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
国
に
と

っ
て
台
湾
問
題
は

"内
政
"
問
題

で
あ
り
、
日
本
と
し
て
は
そ
の
内
政
に
干

渉
す
る
こ
と
は
原
則

の
問
題
と
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、

い
わ
ば
常
識
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る

「台
湾
関
係
法
」

を
持

つ
米

国
が
台
湾
問
題

に
武
力
介
入
す
る
か
ら
と

い
っ
て
ほ
と
ん
ど
無
条
件

に
日
本
が

こ
れ
に

(軍
事
的
に
)

協
力
す
る
こ
と
を
当
然
視
す
る
が
ご
と
き
は
、
不
見
識

の
諦
り
を
免
れ
得
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

4

右
に
示

し
た
三
つ
の
事
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
問
題

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実

は
、
こ

れ
ら

の
底

に

一
つ
の
共
通
し
た
問
題
点
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「日
中
戦
争
」
に
つ
い
て
の
認
識
と
評
価
が

不
十
分
、
不
徹
底

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「日
中
戦
争
」
に
つ
い
て
の
認
識
と
評
価
が
不
十
分
、
不
徹
底

で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
は
、
真

の

「日
中
不
再
戦
の
誓

い
」
が
生
ま
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
真

の

「日
中
不
再
戦
の

誓

い
」
が
生
ま
れ
な
い
と

こ
ろ
か
ら
は
、
真

の

「日
中
間
の
平
和
」
は
構
築
さ
れ
得
な

い
。

こ
の
よ
う
に
、
「日
中
不
再
戦

の
誓

い
」
を
断
固
堅
持
す
る
上
で
、
日
本
側
で
留
意
、
反
省
、
努
力
す

べ
き
点
は

少
な
く
な

い
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
日

中
国
側
で
留
意
、
反
省
、
努
力
が
望
ま
れ
る
点

戦
争

の
被
害
者
は
加
害
者
よ
り
も
も

っ
と
も

っ
と
強
く
戦
争
を
憎
み
、
忌
み
嫌
う
。
従

っ
て

「日
中
不
再
戦
の

誓

い
」
は
、
加
害
者
で
あ
る
日
本
に
お
け
る
よ
り
も
被
害
者
で
あ
る
中
国
に
お
い
て
ず

っ
と
ず

っ
と
重

い
意
味
を

持

つ
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
「日
中
不
再
戦

の
誓

い
」
を
日
中
両
国
で
堅
持
し
て
ゆ
く
上

で
、
中
国
側
で
留
意

し
、
反
省

し
、
努
力
す

べ
き
点
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、



ω

日
中
両
国
の
体
制

の
違

い
を
忘
れ
て
は
い
な
い
か
。

「日
中
共
同
声
明
」
前
文
第
六
項
に
は

「日
中
両
国
間
に
は
社
会
制
度

の
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
国

は
、
平
和
友
好
関
係
を
樹
立
す

べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
樹
立
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
…
…
」
と
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
日
中
双
方
は
、
社
会
体
制

の
違

い
を
承
知

の
上
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
平
和
友
好
関
係
を
樹
立
す
べ
き

こ
と
を
約
束
し
た

の
で
あ
る
。
従

っ
て
日
中
関
係

の
発
展

の
過
程
で
は
、
そ

の
体
制

の
違

い
か
ら
生
ず
る
矛
盾
や

困
難
に
遭

遇
す
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
予
想
さ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
中
国
側
が
、
日
本

も
中
国
と
同
じ
よ
う
な
体
制
下

に
あ
る
も
の
と
錯
覚
し
て
日
本
側
の
施
策
や
対
応
に
不
満
を
持

っ
た
り
、
抗
議
を

し
た
り
、
す
る
よ
う
な
こ
と
が
散
見
さ
れ
る
。

太
平
洋
戦
争
が

「侵
略
」

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
日
本
の

一
部
政
治
家
が

"確
信
犯
"
的
に
そ
れ
を

否
定
す
る
よ
う
な
発
言
を
す
る
と
、
あ
た
か
も
善
意
の
大
多
数

の
日
本
国
民
も
そ
れ
を
容
認
し
て
い
る
か
の
ご
と

く
想
定
し
、
日
本
政
府

の
努
力
不
足
を
難
詰
す
る
と
い
う
よ
う
な
中
国
側

の
姿
勢
は
、
戦
後
の
新
し
い
日
本

の
体

制
に
対
す

る
理
解
不
足
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
政
府

の
対
応
に
問
題

の
存
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
同
時

に
中
国
側

に
も
留
意
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る

一
例

で
あ
る
。

②

問
題

の
根
源
を
究

め
て
い
る
か
。

二
十
世
紀
か
ら
二
十

一
世
紀
に
持
ち
越
さ
れ
る
重
要
な
問
題

の

一
つ
に
、

い
わ
ゆ
る

「台
湾
問
題
」
が
あ
る
。

中
国
側
は
、

「台
湾
問
題
」
に
対
す
る
日
本

の
姿
勢
に

つ
い
て
、
し
ば
し
ば

"
日
中
共
同
声
明
に
反
す
る
"
と
か

"内
政
干
渉

で
あ
る
"
と
か
い
っ
て
非
難
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合

の
中
国
側
の
主
張

に
は
十
分
根
拠

が
あ
り
、
条
理
に
適

っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
、
問
題

の
根
源

に
遡
る
と
、
中
国
側
に
も
は
っ
き
り
し
て

貰

い
た
い
点
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
1

中
国
は
、
台
湾
が

「中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の

一
部
で
あ
る
」
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
す
る
が
、

一
九
四
九
年

の
建
国
以
来
、

一
度
も
台
湾
を
実
効
支
配
し
た
こ
と
が
な
い
。

こ
の
事
実
は
中
国
の
立
場
を
相
当
不

ヘ

ヘ

へ

利
な
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
が
米
国
の
対
台
湾
政
策
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
中
国
は
ど
う
受
け
止
め
、

ど
う
解
決

し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
は
不
透
明

の
ま
ま
で
あ
る
。

二十一世紀の日中関係
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ま
た
、

日
米
防
衛
協
力

の
た
め
の
指
針

(新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
)
に
言
う

"周
辺
地
域
"
と
か

"
周
辺
事
態
"
に

「台
湾
」
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
、
中
国
は
再
三
に
わ
た
り
日
本
政
府

の
見
解
を
質
し
、
そ
の
説
明
が

ヘ

ヘ

へ

曖
昧
で
あ
る
と
不
満
を
表
明
す
る
が
、
こ
の
問
題

の
根
源
に
は
、
米
国

の
い
わ
ゆ
る

「台
湾
関
係
法
」
が
厳
存
す

る
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
の
中
国
側

の
立
場
と
そ
の
解
決

へ
の
道
筋
は
、
率
直
に
言

っ

て
不
透
明

の
ま
ま
で
あ
る
。

⑧

誹
諦

は
問
題
解
決
に
役
立
た
な
い
。

非
難
攻
撃
す
る
側
に
ど
ん
な
に
正
当
な
理
由
が
あ
り
、
そ
の
立
場
が
い
か
に
正
義
に
適

っ
て
い
よ
う
と
も
、
そ

れ
を
大
上
段
に
振
り
か
ざ
し
て
相
手
を
誹
諦
す
る
だ
け
で
は
、
実

は
、
双
方

の
わ
だ
か
ま
り
を
解
く
に
は
到
ら
な

い
こ
と
が
多

い
。

一
九
九

八
年
末
に
中
国

の
国
家
主
席
と
し
て
歴
史
上
初

め
て
訪
日
し
た
江
沢
民
国
家
主
席
が
、
滞
日
中

い
わ
ゆ

る

「歴
史
認
識

の
問
題
」
を
執
拗
に
取
り
上
げ
た

こ
と
が
、
結
果
的
に
は
日
中
双
方
の
わ
だ
か
ま
り
を
解
く
上

で

貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
、
か
え

っ
て
逆
効
果
で
あ

っ
た
こ
と
は
多
く
の
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
靖
国
神
社
公
式
参
拝

の
問
題
に

つ
い
て
も
、
日
本
側
に
致
命
的
と
も
言
え
る
認
識

の
不
足
が
あ
る
と
し

て
も
、
全

く
純
粋
な
動
機
か
ら
国
に
殉
じ
た
親
兄
弟
や
親
族
、
知
己
、
友
人
な
ど
の
霊
を
弔
う
人
達

の
気
持

へ
の

配
慮
を
欠

く
と
き
は
、
問
題

の
解
決
を
む
し
ろ
拗
ら
せ
て
し
ま
う
。

右
に
例
示
し
た
三

つ
の
問
題
点
は
、
何
も
中
国
側
に

つ
い
て
だ
け
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
日
本
側

で
も
類

似

の
事
例

は
存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
二
十

一
世
紀

に
向
け
て

「日
中
不
再
戦
の
誓

い
」
を
断
固
堅

持
す
る
過
程
に
お
い
て
、
中
国
側
が
具
体
的
な
案
件

の
処
理
に
当
た

っ
て
配
慮
さ
れ
る
よ
う
望
み
た
い
点
で
あ
る
。

日

日
中
双
方
で
協
力
し
、
努
力
す
べ
き
点

日
中
両

国
お
よ
び
両
国
民
は
、
共
に
引
越
す
こ
と

の
で
き
な

い
永
遠
の
隣
国
、
隣
人
同
士
で
あ
る
。

ま
た
、

二
千
年
有
余

の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
日
中
両
国
お
よ
び
両
国
民
は
、
常

に
相
互
補
完
、
唇
歯
輔
車
の
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関
係
に
あ

る
。

従

っ
て
、
日
中
両
国
お
よ
び
両
国
民
が
二
十

一
世
紀
の
日
中
関
係
に
お
け
る
共
通

の
理
念
と
し
て

「日
中
不
再

戦
の
誓
い
」
を
立
て
、
お
互

い
に
協
力
し
、
努
力
す
る
こ
と
は
、
「道
」
で
あ
り
、
「理
」
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「日
中
不
再
戦

の
誓

い
」
を
断
固
堅
持
す
る
に
当
た
り
、
日
中
双
方
で
協
力
し
、
努
力
す
べ
き
点
と
し

て
、
特
に
次
の
二
点
を
強
調
し
た
い
。

ω

二
十

一
世
紀
を
担
う
次
世
代
間
の
交
流
と
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

こ
こ
に
厳
粛
に
想
起
す
べ
き
歴
史
的
事
実

が
あ
る
。

そ
れ
は
、
あ
の
忌
ま
わ
し
い
日
中
戦
争

の
あ
と
、
計
り
知
れ
な
い
屈
辱
と
苦
痛
と
損
害
を
受
け
た
中
国
国
民
が
、

一
九
七
二
年
に
加
害
敵
国
日
本
、
加
害
者
日
本
人
と

"和
を
講
ず
る
"
に
当
た
り
、
中
国
指
導
者

の
中
に
、
周
恩

来
、
彦
承
志
、
郭
沫
若
、
さ
ら
に
遡

っ
て
孫
文
、
魯
迅
と
い
う
よ
う
な

「知
日
派
」
要
人
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
ら

の
対
日
観
、
対
日
本
人
観
が
、
ど
れ
ほ
ど
日
中
国
交
正
常
化

の
実
現
に
貢
献
し
た
か
は
、
想
像
以
上

の

も
の
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
他
方
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
ご
と
く
日
本
側
に
も
少
な
か
ら
ざ
る

「知
中
派
」

要
人
が
存
在
し
た
こ
と
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
事
実
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
日
中
両
国
の
ご
と
く
直
接
隣
接
す
る
国
と
国
と
の
間
で
は
、
予
期
し
難
い

出
来
事
を
含
め
、
様
々
の
矛
盾
や
困
難
が
惹
き
起

こ
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
と
き
、
双
方
に
、
夫
々
相
手
の
国

情
、
国
民
性
、
歴
史
、
伝
統
、
文
化
な
ど
に
精
通
し
て
い
る
者
が
要
職
に
就

い
て
い
る
か
ど
う
か
、
が
、
問
題
解

決
の
上
で
極
め
て
重
要
な
要
件
と
な
る
。

こ
の
事
実
に
鑑
み
る
と
き
、

こ
れ
か
ら
二
十

一
世
紀
に
お
い
て
、
日
中
間
に
ど

の
よ
う
な
矛
盾
や
困
難
が
惹
き

起

こ
さ
れ
る
か
も
お
ぼ

つ
か
な
い
が
、

い
か
な
る
事
態
に
直
面
し
よ
う
と
も
、
真
摯

に
、
か
つ
、
冷
静

に
対
応
し

う
る
た
め
に
は
、
日
中
双
方

に

「知
中
派
」
「知
日
派
」
の
要
人
を
十
二
分
に
備
え
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
日
中
両
国
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
ぼ
中
国
に
お
い
て

"
二
十

一
世
紀

の
"
周
恩
来
、
摩
承
志
、
郭
沫

若
な
ど
が
現
出
す
る
よ
う
、
中
国

の
若

い
世
代

の
育
成
に
協
力
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
日
本
に
つ
い

て
も
同
様

で
あ
る
。

承志(1908-1983)



最
近
に
お
い
て
は
、
日
中
問
の
青
少
年
の
交
流
や
留
学
生

の
交
換

の
重
要
性
が
叫
ば
れ
、
両
国
政
府
共
そ
の
た

め
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
大
い
に
歓
迎
さ
れ
る
。
ま
た
、
民
間
に
お
い
て
も
、
た
と
え

ば
日
本
に
留
学
中

の
外
国
人
学
生
に
夏
休
み
の
期
間
、
能
登
半
島
の
各
地

に
ホ
ー
ム

・
ス
テ
イ
す
る
機
会
を
与
え

る
石
川
県

の

「ジ
ャ
パ

ン

・
テ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
制
度
や
、
本
機
関
誌

『中
国
21
』
を
発
行
し
て
い
る
愛

知
大
学
現
代
中
国
学
部

で
実
施
さ
れ
て
い
る
四
か
月
間
の
相
手
国
留
学

の
制
度
な
ど
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

言
え
よ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
二
十

一
世
紀

の
日
中
関
係
を
左
右
す
る
人
的
要
素
は
、
二
十

一
世
紀
に
社
会

の
中
枢
で
活
動

す
る
人
達

、
す
な
わ
ち
、
現
在

の
若

い
世
代
に
属
す
る
人
達
で
あ
る
。
現
在
日
本
と
中
国
の
双
方
に
勉
学
に
勤
し

む
若

い
世
代

の
人
達
が
多
数
存
在
す
る
が
、
彼
ら

の
間
で
そ

の
交
流
を
ま
す
ま
す
活
発
化
し
、
留
学
制
度
を
充
実

し
て
相
手

国
の
で
き
る
限
り
多
く

の
分
野
を
身
を
も

っ
て
体
得
し
、
近

い
将
来
、
社
会

の
中
枢
で
活
躍
す
る
時
期

を
迎
え
た
と
き
、
日
中
関
係

の
い
ず
れ
か
の
部
門
で
自
己
の
修
得
し
た
と
こ
ろ
を
役
立
た
せ
得
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
、
そ

の
こ
と
が
二
十

一
世
紀
の
日
中
関
係
を

「日
中
不
再
戦
の
誓

い
」
の
上
に
構
築
し
、
発
展
さ
せ
る
上
で

極
め
て
重
要
な
こ
と
と
考
え
る
。

②

二
十

一
世
紀
の
日
中
関
係
を
、

ア
ジ
ア
の
な
か
の
、
世
界

の
な
か

の
日
中
関
係
た
ら
し
め
る
こ
と
。

二
十
世
紀

の
最
後

の
約
十
年
間
の
世
界
情
勢
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
第

二
次
世
界
大
戦
後

の
世
界

の
秩
序
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
来
た
い
わ
ゆ
る

「冷
戦
」
(米

ソ
両
超
大
国
の
覇
権
争
い
)
が
終
息
し
て
か
ら
は
、
国
際
社

会

は
、

一
方
で
多
極
化

が
進
む
と
同
時
に
、
他
方
で
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
や
リ
ー
ジ

ョ
ナ
リ
ズ
ム

(世
界
化
や
地
域

化
)
と
呼

ば
れ
る
思
考
が
台
頭
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
に
刺
激
さ
れ
、
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(国

家
主
義
)

の
動
き
も
見
ら
れ
、
正
に
混
沌
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
現
象
は
、
二
十
世
紀
か
ら
二
十

一
世
紀
に
移
行
す
る
過
渡
期
を
特
徴
付
け
て
い
る
が
、
そ
の
中
か
ら
や
が

て
二
十

一
世
紀

の
新

し

い
国
際
秩
序
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
来

る
べ
き
新
世
紀
を
支
配
す
る
で
あ
ろ
う
新
秩
序

は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
紛
れ
も
な
く
、
最
近
の
I
T

(情
報
技
術
)
革
命
の
驚
異
的
進
展
に
裏
付
け
さ
れ
て
、
国
際
社
会
が
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否
応
な
し

に

一
体
化
の
方
向
に
進
み
、
ま
す
ま
す

"運
命
共
同
体
"
的
な
性
格
を
強

め
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
二
十

一
世
紀

の
国
際
社
会
新
秩
序
は
、
国
と
国
、
国
民
と
国
民
の
間
を
親
密
化
し

つ
つ

"
国
境

の
壁
を
徐
々
に
低
く
す

る
"
こ
と

に
よ
り
、
全
世
界
を
打

っ
て

一
丸
と
す
る
地
球
社
会
の
建
設
を
指
向
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な

「地
球
社
会
」

の
建
設
に
向
か
う
二
十

一
世
紀
に
お
い
て
、
日
中
関
係
を
ど
う
発
展
さ
せ
る
べ
き

か
を
考
え

る
と
、
日
中
両
国

の
関
係
と

い
え
ど
も
、

二
十

一
世
紀

の
国
際
社
会
全
体

の
新
秩
序

の
中
に
身
を
置

い

て
は
じ
め

て
花
を
咲
か
せ
、
実

を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に

「二
国
間

の
関
係
」
と

い
う
枠

の

中

に
止
ま

る
だ
け
で
な
く
、
地
域
的
な
国
際
社
会
と
し
て
は

「ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
中
関
係
」、
地
球
的
な
国
際
社

会
と
し
て
は

「世
界
の
な
か
の
日
中
関
係
」
と

い
う
視
野
を
見
失
う
こ
と
な
く
、

ア
ジ
ア
の
な
か
で
、
ま
た
、
世

界
の
な
か

で
、
好
意
的
に
歓
迎

さ
れ
、
積
極
的
に
信
頼
さ
れ
る
日
中
関
係
の
構
築
に
相
互
に
協
力
し
、
不
断

の
努

力
を
重
ね

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
地
域
的
な
、
世
界
的
な
国
際
社
会
に
お
い
て
日
中
両
国
が
応
分

の
寄
与
、
貢
献
を
す
る
に
あ
た

っ

て
も
、
何

よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
日
中
両
国
お
よ
び
国
民
が
、
二
十
世
紀
の
歴
史

に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
と

深
い
反
省

の
上
に
立

っ
て
、
「日
中
不
再
戦

の
誓

い
」
を
あ
く
ま
で
も
堅
持
す
る
と

い
う
決
意
と
そ
れ
を
彷
彿
と
さ

せ
る
言
動

と
が
誰
の
目
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

日
中
両

国
お
よ
び
両
国
民
の
二
千
年
有
余

の
歴
史
と
、
両
国
民
の
資
質
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
必

ら
ず
実
現
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
実
現
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

換
言
す

る
な
ら
ば
、
二
十

一
世
紀
の
日
中
関
係
は
、
単
に
日
中
両
国

の
関
係
に
止
ま
ら
ず
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、

さ
ら
に
、
世
界
に
お
い
て
、
何
人
か
ら
も
愛
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
る
実
体
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い

る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

お
わ
り
に

日
中
両
国
は
、
二
十
世
紀
に
手
に
入
れ
た

「高
価
な
宝
物
」
を
大
切
に
し
、
二
十

一
世
紀

に
も
、
さ
ら
に
そ
の

g-一 二十一世紀 の 日中関係



後
も
、
子

々
孫
々
こ
れ
を
守
り
抜
く

想
像
を
絶
す
る
物
心
両
面

の
損
失
と
犠
牲
を
強

い
た

「戦
争
」
と
い
う
悲
劇
の
代
償
と
し
て
や
っ
と
手
に
入
れ

た

「高
価

な
宝
物
」
ー

日
中
間
の

「平
和
」
1

を
支
え
る
も
の
は
、

「日
中
不
再
戦

の
誓

い
」
で
あ
る
。

こ
の
誓

い
を
世
代
か
ら
世
代

へ
と
確
実

に
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
を
守
り
抜
く
た
め
の
努
力
と
協
力
を
絶
え
さ
せ
な

い
た
め
に
は
、

い
た
ず
ら
に
枝
葉
末
節

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
目
先

の
事

に
心
を
奪
わ
れ
た
り
せ
ず
、
日
常
茶
飯
事
に

一
喜

一
憂

し
た
り
せ
ず
、
常
に
長
期
的
な
展
望
を
持
ち
、
「覇
権
主
義
」
に
反
対
し
、
世
界
的
規
模
で
大
局
的
に
判

断
し
、
小
異
を
残
し
て
大
同
に
就
く
心
構

え
が
肝
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
構
築
さ
れ
、
発
展
し
て
ゆ
く
日
中
関
係
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
や
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
世

界
に
お
い
て
も
歓
迎
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
日
中
両
国
お
よ
び
両
国
民
が
、
二
十

一
世
紀

の
国
際
社
会

新
秩
序
の
下
で
、
人
類
全
体

の
平
和
と
安
定
と
繁
栄
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
こ
と
は
疑

い
な
き
と

こ

ろ
で
あ
る
。

(な
か
え

よ
う
す
け

元
中
国
大
使
、
日
本
日
中
関
係
学
会
会
長
)


