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中
嶋
嶺
雄

三
千年来の悪しき「中華思想」の伝統は
現代中国の外交思考にあ根強く残ヲている。

天皇訪中を朝貢外交にしないための条件を「聞かれたアジア」を提唱する
筆者が探る。

さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
あ
っ
た
天
皇
訪
中
が
目
前
に
迫
っ
て
き
た。
訪

中
に
関
し
て、
私
は
消
極
的、
い
わ
ぽ
条
件
付
き
賛
成
と
自
己
規
定
し

て
い
る。
現
在
の
中
国
情
勢、
国
際
関
係
を
分
析
し
て
み
る
と、
時
期

的
に
は
決
し
て
天
皇
訪
中
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
で
は
な
い。
天
安
門
事

件
以
降
も
民
主
化
運
動
を
抑
圧
し
続
け
て
い
る
固
に、
い
ま、
天
皇
が

ど
訪
問
さ
れ
る
と
い
う
と
と
が、
国
際
的
に
ど
う
み
ら
れ
る
か
と
い
う

と
と
を
考
え
た
だ
け
で
も
諸
々
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る。

と
の
八
月
下
句、
現
代
中
国
に
関
す
る
日
仏
共
同
研
究
の
た
め
フ
ラ

ン
ス
に
行っ
た
時、
着
い
た
日
早
々
の
ル
ι
モ
ン
ド
紙
段、
「
日
中
の

鋸
靖
だ」
と
い

う論
調
の
記
事
を
載
せ
て
い
た。
フ
ラ
ン
ス
の
中
国
研

究
者
た
ち
か
ら
も、
ど
う
し
て
い
ま
天
皇
が
中
固
に
行
か
な
け
れ
ば
な

智

ら
な
い
の
か
と
い
う
質
問
攻
め
に
あ
っ
た。
民
主
化
運
動
に
立
ち
上
が

っ
た
学
生
や
知
議
人
を
受
け
入
れ
て
き
た
彼
ら
に
対
し
で、
消
極
的
賛

成
の
私
で
す
ら
弁
明
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
お
か
れ

た。
と
の
時、
改
め
て
天
皇
訪
中
は
時
機
尚
早
で
あ
り、
も
っ
と
慎
重

な
考
慮
が
必
要
だ
と
実
感
し
た
の
で
あ
る。

「
条
件
付
き」
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
は、
国
際
化
時
代
を
迎

え
て
き
た
日
本
に、
P
K
O
問
題
に
し
で
も
あ
る
種
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス

が
で
き
始
め
て
い
る
と
の
時
期
に、
国
民
心
理
に
大
き
怠
亀
裂
と
分
裂

』岬晶、

を
も
た
ら
す
結
果
を
虞
れ
て
い
た
の
だ。

・
た
だ
し、
外
交
の
常
職
か
ら
す
れ
ぽ、
今
年一
月
の
渡
辺
外
相
の
訪

中
以
降、
す
で
に
日
中
間
の
外
交
上
の
懸
案
と
し
て
日
本
側
が
ヨ
ミ
ッ
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ト
し
て
い
た。

し
か
も、

江
沢
民
総
書
記
が
来
日、

天
皇
へ
の
直
接
要

耐
に
宮
沢
首
相
が
積
極
的
盗
勢
を
示
す
な
ど
、

日
本
と
し
て
は
要
問
を

断
れ
ず、

十
月
二
十
三
日
へ

向
け
て
突
っ

走
っ
た
の
だ
ろ
う。

と
う
い

う
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
と
は、

逆
に
い
え
ば
中
国
の
対
日
政
策

が
非
常
に
巧
妙
だ
っ
た
と
い
う
と
と
に
な
る。

現
下
に
お
よ
ん
で
は、

日
中
関
係
に
新
機
軸
が
展
け
る
機
会
に
な
る

ζ
と
を
期
待
す
る
し
か
な
い
。

だ
が、

本
来、
「
皇
室
外
交」
は
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
と
を
特
記
し
て
お
き
た
い
。

友
好
親
普
に
徹
し、

聞
か

れ
た
ア
ジ
ア
の
と
ぽ
口
と
な
る
た
め
に
は、

中
国
以
外
の
ア
ジ
ア
諸
国

に
も
天
皇
が
訪
問
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
を
培
っ
て
い
く
べ

き
で
あ
る。

し
か
し、

前
述
し
た
よ
う
に
多
く
の
問
題
が
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
な
っ

た
ま
ま
で
の
訪
中
で
あ
る。

例
え
ば、

中
国
は
民
主
化
抑
圧
の
み
な
ら

ず
軍
事
力
を
増
強
し
て
南
沙
群
島、

尖
閣
列
島、

日
本
近
海、

沖
縄
近

海
に
ま
で
影
響
力
を
求
め、

覇
橘
主
義、

膨
眼
主
義
的
な
姿
勢
を
崩
さ

ず、

世
界
が
軍
縮
の
方
向
に
い
っ
て
い
る
時
代
に
背
を
向
け
て
い
る。

と
の
一

例
だ
け
で
も、

特
に
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は、

政
治
大
国
で
あ
る

中
国
と
経
済
大
国
で
あ
る
日
本
が
密
着
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

なかじまみねお

東
京
外
国
阪
大
学
後
援 。
一
九
三
六
年
必
野
県
生
ま
れ。

釈
東
大
大
学
院
修
了 、
社
会
学
掴同
士。
国
際
関係
崎 、
a

w血国
代
中
国
学
が
専
門。
文
化
大
革
命
を
権
力
闘
争

の
大
阜県

「ふ
運動
化
と
分
析 、
一
貸し
て
批
判
後
”
を
変
え
な
か
っ

ーー
た。
著彼
は
『
現代
中
間
鎗』
『
中
y
対
立
と
現
代』

『
北
京
烈
烈』
『
p
グ
ォ
フ

の
オ
ベ
ラ
座』
な
ど
多
数。

念
を
強
め
て
い
る。

い
ま、

世
界
的
に
民
意
の
動
向
が
非
常
に
重
要
に
な
っ

て

き
て
い

る。

か
の
ソ
迎
で
さ
え、

民
意
の
求
め
に
応
じ
て
独
裁
体
制
を
崩
さ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た。

そ
の
後
の
混
乱
は
歴
史
の
流
れ
に
委
ね
る
と
し
て

も、

多
元
的
な
価
値
観
が
存
在
し、

民
意
に
基
づ
い
た
政
治
が
行
わ
れ

る
ζ
と
は
二
十
一

世
紀
を
迎
え
よ
う
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
は

必
然
的
な
ζ
と
で
あ
る。

環
境
問
題
も
い
ま
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題

で
は
な
く
な
り
普
通
的
な
も
の
で
あ
り、

自
由
で
多
元
的
な
宮
簡
が
昨

さ
れ
る
と
と
も
人
類
の
普
遍
的
な
価
値
で
あ
る。

日
本
は
西
側
の
一

員

で
あ
る
も怯
ら
ぽ
、

と
れ
ら
の
と
と
を
国
境
を
越
え
た
義
務
と
し
て
自
ら

の
立
場
を
明
確
に
す
る
と
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う。

「
中
華
思
想
」

と
「
事
大
主
義」

と
う
い
う
前
提
の
も
と
で
、

天
皇
訪
中
に
対
す
る
中
国
側
の
出
方、

外
交
的
な
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
、

体
質
を
考
察
し
て
み
る
と、

そ
の
自
己
中

心
的
な
態
様
か
ら
し
て
、

言
葉
と
そ
違
え、

当
然、

日
本
の
天
皇
も
挨

い
ざな

拶
に
く
る
べ

き
だ
と
い
う
腸
い
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か。

ζ

れ

は、

ま
さ
に
中
華
思
想
の
片
鱗
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る。

し
た
が
っ

て
、

「
中
華
思
想
」

と
は
何
な
の
か
と
い
う
ζ
と
を
十
分
に
分
析
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
華
思
想
の
根
底
は
漢
民
族
の
文
化
的
優
越
性
で
あ
り、

中
国
三
千

年
の
歴
史
の
な
か
で
根
強
く
生
き
て
い
る。

古
代
の
中
国
で
は
漢
民
族
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以
外
仕
夷
秋
で、
東
夷・
南
蛮・
西
戎・
北
放
と
い
う
呼
び
方
を
も
っ

て
自
民
族
の
優
越
性
を
跨
示
し、
夷
秋
蛮
戎
と
い
う
言
葉
も
あ
る。
優

れ
た
文
化
を
持
つ
漢
民
族
は一
段
と
高
い
と
と
ろ
に
位
置
し、
い
わ
ば

文
化
的
を
優
越
性市
あ
る
い
は
天
下
国
家
は
中
国
を
中
心
に
回
る
と
い

う
の
が
中
華
思
想
で
あ
る。

本来、
と
う
し
た
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
9
ズ
ム

〈
自
民
族
中
心
主
義）
除

草命
国
家、
社
会
主
義
の
倫
理
で
は
打
破
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
だ
が、
中
華
人
民
共
和
国
拡
中
原
に
華
咲
く
共

和
国
と
い
う
国
名
か
ら
し
て、
依
然
と
し
て
中
華
思
想
の
体
質
を
持
ち

続
け
て
い
る。
毛
沢
東
時
代
に
は
毛
沢
東
思
想
が
世
界
を
照
ら
す
と
い

い、
今
日
の
郵
小
平
の
対
外

姿勢
に
も
中
華
思
想
が
色
濃
い。

中
華
思
想
は
中
国
の
伝
統
思
想
と
い
う
よ
り
民
族
的
念
体
質
と
考
え

て
い
い
わ
け
だ
が、
中
国
の

揚合、
中
華
思
想
を
中
心
と
し
た
対
外
関

係
の
シ
ス
テ
ム
が
顕
著
に
存
在
し
て
い
る。
と
う
し
て
中
国
の
世
界
観

に
は
中
華
思
想
が
中
核
と
し
て
存
在
し
て
き
た
し、
現
在
で
も
存
在
し

て
い
る
と
断
言
し
て
い
い。

中
華
思
想
が
メ
ダ
ル
の
表
と
す
れ
ば、
裏
側
に
あ
る
の
が
「
事
大
主

義」
で
あ
るO
事
大
主
義
と
は、
白
髪
三
千
丈
と
い
う
よ
う
に
非
常
に

お
お
げ
さ
な
表
現
を
す
る
だ
け
で
な
く、
強
い
も
の
に
は
服
従
し、
弱

い
も
の
に
は
徹
底
的
に
優
越
性
を
誇
示
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る。
漢

民
族
の
歴
史
の
中
に
堵
わ
れ
た
王
朝
権
力
の
外
皮
と
も
言
え
よ
う。
北

京
に
あ
る
紫
禁
城
（
故
宮
博
物
院）
は
世
界
の
遺
物
と
し
て
は
類
い
希

な
存
在
だ
が、
と
の
よ
う
な
宮
廷
の
建
築
様
式
そ
の
も
の
も
中
華
思
想

と
事
大
主
義
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る。

中
国
に
は
物
事
を
常
に
二
元
的
に
考
え
る
と
い
う
発
想
が
根
本
に
あ

り、
絶
対
に
手
の
内
を
見
せ
な
い。
物
事
の
表
と
裏、

本音
と
建
前
が

徹
底
し
て
い
る。
と
う
い
う
発
想
は、
紫
禁
城
を
見
て
も
明
ら
か
だ。

巨
大
な
天
安
門
が
あ
り、
反
対
側
に
地
安
門
が
あ
る。
正
面
の
天
安
門

か
ら
入
る
と
中
に
ま
た
ひ
と
つ
端
門
と
い
う
大
き
な
門
が
あ
る。
さ
ら

に
そ
の
奥
に
午
門
と
い
う
大
き
な
門
が
あ
る。
だ
が、
次
に
何
が
あ
る

の
か
外
か
ら
は
見
え
左
い。
ま
だ
ま
だ
い
く
つ
か
の
門
が
あ
っ
て、
し

か
も、
皇
帝
が
い
る
中
心
に
は
な
か
な
か
近
付
け
な
い。
や
が
て、
太

和
殿
が
あ
り、
そ
と
が
紫
禁
械
の
中
心
で
あ
る。
と
と
に
至
っ
て
中
華

思
想
は
極
ま
れ
り
と
い
う
感
が
す
る。
そ
と
で
種
々
の
セ
レ
モ
ニ
ー
が

行
わ
れ
る
の
だ
が、
さ
ら
に
皇
帝
が
住
む
乾
清
宮
が
あ
り、
ま
さ
に
そ

と
が
宮
中
な
の
で
あ
る。
と
と
ま
で
侍
る
に
は、
中
国
に
た
く
さ
ん
貫

ぎ
物
を
し
て
も、
中
華
思
想
の
階
層
秩
序
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た、
ど
く

近
親
の
属
国
と
し
て
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い。

と
う
い
う、
「
中
華
思
想」
と
「
事
大
主
義」
を
メ
ダ
ル
の
表
と
裏

に
す
る
中
国
の
伝
統
思
想、
伝
統
意
識
に
基
づ
く
世
界
秩
序
を
「
チ
ャ

イ
ニ
ー
ズ
・
ワ
ー
ル
ド・
オ
ー
ダ
ー」
（
中
国
的
世
界
秩
序〉
と
呼
ん

で
い
る。
と
の
中
国
的
世
界
秩
序
が
今
日
の
中
国
と
の
外
交
を
考
え
る

う
え
で
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る。

中
国
は
百
数
十
カ
国
と
国
交
を
樹
立
し
て
い
る
が、
国

交樹
立
の
儀

式
は
すべ
て
相
手
国
の
最
高
指
導
者
を
北
京
に
呼
び
付
け
て
行っ
て
き

た。
二
十
年
前、
問
中
元
首
相
も
国
交
回
復
を
実
現
さ
せ
た
の
だ
が、

一
国
の
最
高
執
政
者
を
自
分
の
居
室
に
入
れ
る
と
い
う
と
と
位、
既
に

34 



相
手
依
子
分
で
あ
り、
手
下
で
あ
り、
中
国
に
忠
誠
を
替
え
と
い
う
認

織
で
あ
る。
圏
実
樹
立
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も、
ニ
ク
y
ン
元
米
大

統
領
も
や
は
り
北
京
に
飛
び
込
ん
で
行
っ
た。
本
来、
外
交
は
レ
シ
プ

ロ
シ
テ
ィ
〈
平
等
互
恵）
で
な
け
札
ぽ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る。
だ
が］

建
前
と
し
て
平
等
互
恵
を
唱
え
る
中
国
段、
自
ら
相
手
国。
の
首
都
に
行

っ
て
国
交
樹
立
を
し
た
例
は
な
い。
観
点
を
変
え
れ
ば、
中
華
思
想
や

事
大
主
義
に
関
し
て
無
自
覚
で
あ
れ
ば、
中
華
思
想
に
は
お
の
ず
と
吸

引
さ
れ
て
し
ま
う
魅
力
が
あ
る
と
い
え
よ
う。
文
化
も
歴
史
も
古
い
国

で
あ
れ
ば、
そ
と
に
引
き
付
け
る
も
の
が
あ
っ
て
当
然
だ
が、
現
代
中

国
は
社
会
主
義
国
家
で
あ
っ
て、
そ
の
社
会
主
義
に
よ
っ
て
引
き
付
け

ら
れ
る
も
の
は
何
も
な
い。

天皇訪中で危倶され，るr中華思想Jの落とし穴

「豆服説」にはじまる

中国的世界秩序の形成

と
う
し
た、
中
華
思
想
と
事
大
主
義
に
基
づ
く
チ
ャ
イ
ニ
1
ズ
・
ワ

ー
ル
ド・
オ
ー
ダ
ー
段、
「
五
服
説」
と
い
う
古
代
中
国
人
の
伝
統
的

な
国
家
観
（
世
界
観・
天
下
観）
と
関
連
が
あ
る。
世
界
の
中
心
と
し

て
の
中
華、
そ
の
周
辺
に
は
都
か
ら
五
百
恩
ど
と
の
距
離
に
し
た
が
っ

て
中
華
王
朝
に
服
従
すべ
き
国
々
が
五
つ
の
ラ
ン
ク
に
区
分
さ
れ
て
い

た。
そ
し
て、
そ
の
距
離
に
応
じ
た
親
疎
の
度
合
い
に
よ
っ
て、
中
華

帝
国へ
の
朝
貢
の
回
数
が
異
な
っ
て
お
り、
そ
し
て
同
時
に
中

華帝
国

に
よ
る
支
配、
統
制
な
い
し
は
支
援
の
濃
淡
が
決
ま
る
と
い
う
も
の
だ

っ
た。
「
五
服
説」
と
い
う
の
は、
も
と
も
と、
伝
統
的
な
中
国
社
会

の
家
父
長
的
な
体
制
の
親
族
制
度
で
あ
っ
て、
そ
れ
に
よ
る
と
五
等
級

の
股
喪
の
制
度
が
あ
っ
た。
例
え
ぽ
父
親
に
対
し
て
は
三
年
問、
父
の

兄
第
に
た
い
し
て
は一
年、
従
兄
弟
に
は
九
カ
月
と
い
う
ふ
う
に、
親

族
問
の
親
疎、
遠
近
関
係
に
よ
っ
て
異
怠
る
服
喪
期
聞
が
定
め
ら
れ
て

い
た。
と
う
い
う
中
国
の
古
代
以
来
の
五
服
説
が、
や
が
て
中
国
的
な

世
界
観
と
繋
が
り、
中
華
思
想
あ
る
い
は
事
大
主
義
と
繋
が
っ
て、
チ

ャ
イ
ニ
1
ズ
・
ワ
ー
ル
ド・
オ
ー
ダ
ー
と
い
う
階
層
的
在
世
界
秩
序
を

形
成
し
て
い
っ
た。
と
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
常
に
違
う
と
と
ろ
で、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
位、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
以
来、
あ
る
い
は
十
七
世
紀
中
葉
の

ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
9
7
会
識
に
遡っ
て
平
等
な
国
家
関
係
〈
ヨ
ー
ロ
ピ
ア

ン
・
ス
テ
ー
ト・
シ
ス
テ
ム）
が
生
ま
れ
た
が、
ア
ジ
ア
で
は、
中

国
が
中
心
で、
そ
れ
に
従
う
と
い
う
垂
直
的
左
階
層
秩
序
が
国
際
関
係

の
基
本
だ
っ
た。
も
と
も
と
家
族
制
度
だ
っ
た
五
服
説
位、
中
華
思
想

と
し
て、
漢
民
族
の
住
む
中
国
と
そ
の
周
辺
の
異
民
族
と
の
関
係
を
示

す
秩
序
観
と
・な
り、
や
が
て
日
本、
朝
鮮、
琉
球
や
ず
£
ト
ナ
ム
を
含

む
周
辺
諸
国
全
体
に
お
よ
ん
で
チ
ャ
イ
ニ
1
ズ
・
ワ
ー
ル
ド・
オ
ー
ダ

ー
が
形
成
さ
れ
て
き
た。
朝
貢
貿
易
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
と
に
あ
る

わ
け
だ。
貫
ぎ
物
の
中
身
に
よ
っ
て
ラ
ン
ク
付
け
を
す
る
と
い
う
体
質

が
あ
っ
た。
と
う
い
う
体
質
が
あ
る
か
ら
と
そ、
グ
S
ト
ナ
ム
の
例
に

み
ら
れ
る
よ
う
に、
中
国
の
意
に
沿
う
限
り
に
お
い
て
は
支
媛
し、
ひ

と
た
び
意
に
反
す
れ
ぽ
徹
底
的
に
制
裁
し
て
き
た。
中
越
股
争
（一
九

七
九
年〉
で、
郵
小
平
が
か
ず

デト
ナ
ム
制
裁d
を
行
っ
た
と
と
は
記

憶
に
新
し
い。
制
裁
と
除、
常
に
自
分
が
正
し
く
て一
方
的
に
ム
チ
打

っ
て
懲
ら
し
め
る
と
と
だ
が、・
と
う
い
う
と
と
を
中
国
は
平
気
で
や
っ
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て
き
た。
だ
か
ら、
ず
ェ
ト
ナ
ム
側
か
ら
見
れ
ぽ
反
「
覇
権」
を
唱
え

る
中
国
と
そ、
ま
さ
に
「
覇
権
国
家い
な
の
で
あ
る。
と
れ
ら
の
歴
史

を
み
る
と、
中
華
思
想
に
立
ち
打
つ
と
と
批
簡
単
で
は
な
い。

し
か
も、
部
小
平
は
あ
ら
ゆ
る
公
職
か
ら
引
退
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず、
依
然
と
し
て
ツ
ル
の一
声
〈一
言
堂
主）
の
影
響
力
を
も
っ

て
い
る。
と
の
よ
う
な
郵
小
平
の
存
在
自
体、・
と
い
う
の
は
憲
法
も
党

規
約
も
無
視
し
て
い
る
わ
げ
で、
ま
さ
に
人
治
で
あ
り、
権
威
に
よ
る

統
治
で
あ
り、
そ
し
て、
ま
さ
に
皇
帝
型
の
権
力
で
あ
る。

「西
側諸国の一員」の立場を明確に

現
在
の
凱
小
平
が
皇
帝
で
あ
り、
中
華
思
想
が
あ
り、
皇
帝
型
権
力

構
造
で
あ
る
が
ゆ
え
に、
日
本
の
皇
室
に
対
す
る
認
識
も
違
う
の
だ。

中
国
の
若
い
世
代
の
な
か
に
位、
天
皇
位
日
本
国
民
の
象
徴
で
あ
る
と

い
う
正
し
い

見職
も
あ
る
が、
部
小
平
ら
の
世
代
段、
由
緒
あ
る
日
本

の
皇
室
が
招
か
れ
て
行
く
と
い
う
と
と
は、
何
よ
り
の
賜
物
だ
と
見
倣

す
仕
ず
だ。J
中
国
が
国
際
社
会
で
孤
立
し
て
い
る
だ
け
に
天
皇
の
訪
中

を
待
ち
望
む
思
惑
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
が、
と
れ
ら
の
問
題
を
考
え

る
と、
中
国
独
特
の
政
治
文
化
（
ポ
9
テ
イ
カ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー）
や

ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
あ
る
と
と
を
十
分
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
西
側
諸

国
か
ら
仕
日
本
が
中
固
と
癒
着
す
る
と
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く、
日
本’

が
中
華
思
想
の
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ワ
ー
ル
ド・
オ
ー
ダ
ー
の
中
に
組
み

込
ま
れ
る
と
い
う
形
に
念
り
か
ね
な
い。
と
と
が、
今
回の
天
皇
訪
中

に
関
し
て
は
十
分
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
・な
ら
な
い
点
で
あ
る。

そ
う
し
た
「
朝
貢
外
交」
に
し
な
い
た
め
に
い
く
つ
か
の
条
件
を
考

え
て
み
よ
う。
先
述
し
た
よ
う
に、
日
本
位
人
類
の
普
遍
的
な
課
題
に

つ
い
て
は
国
境
を
越
え
た
義
務
に
忠
実
に
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い。

い
ま
や
日
本
は
と
れ
か
ら
の
世
界
を
担
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い、
大
き
く
重
要
な
存
在
に
な
っ
て
い
る。
そ
う
し
た
日
本
位、
二
十

一
世
紀
に
か
け
て
の一
種
の
民
意
に
基
づ
く
政
治、
多
元
的
な
価
値
観

の
存
在、
自
由
な
経
済
を
ど、
全
人
類
的
念
普
通
的
課
題
に
対
し
て、

西
側
諸
国
の一
員
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
すべ
き
だ。
第
二
点
位、

か
つ
て
辛
酸
を
・な
め
た
ア
ジ
ア
主
義
に
陥
つ
て
は
な
ら
な
い。
グ
ロ
l

バ
9
ズ
ム
に
立
脚
し、
全
人
類
的
を
疎
題
を
見
詰
め
る
広い
視
座
か
ら

日
中
関
係
を
考
え
て
い
く
と
い
う
外
交
理
念
を
明
確
に
す
る
と
と
が
必

要
だ。
第
三
に
は、
従
来
の
中
固
と
日
本
と
の
関
係
を
み
る
と
「
友

好」
が
建
前
だ
っ
た。
い
わ
ゆ
る
「
日
中
友
好
外
交」
と
い
う
の
は、

教
科
書
問
題、
靖
国
問
題
で
も
つ
ね
に
政
治
決
着
が
は
か
ら
れ
て
き
た

よ
う
に、
で
き
る
だ
け
相
手
を
刺
激
せ
ず、
中
国
の
意
を
尊
重
す
る
と
い

う
結
果
を
招
く
も
の
だ
っ
た。
と
れ
で
は、
中
国
自
身
の
中
華
思
想
な

り
事
大
主
義
を
助
長
す
る
と
と
に
な
っ
て
し
ま
う。
中
固
に
対
し
て、

い
うべ
き
と
と
は
は
っ
き
り
い
う
必
要
が
あ
る。
部
小
平
が
ツ
ル
の一

戸
で
国
を
牛
耳
る
前
近
代
的
念
体
質
で
は
中
国
に
本
当
の
近
代
化
は
訪

れ
な
い。
だ
が、
民
主
化
を
求
め
た
学
生
や
知
識
人
の
あ
い
だ
に
中
華

思
想
や
事
大
主
義
か
ら
訣
別
し
よ
う
と
い
う
芽
が、
中
国
の
歴
史
が
始

ま
っ
て
以
来
初
め
て
出
て
き
た
と
と
は
光
明
だ。
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
み

ら
れ
る
よ
う
に、
自
分
た
ち
が
民
主
化
を
求
め
る
の
な
ら
チベ
ッ
ト
の

人
遠
の
痛
み
も
知
ら
な
け
れ
ぽ
い
け
な
い
と
い
う
意
践
が
民
主
化
を
求
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．
め
る
学
生
や
知
践
人
の
聞
に
出
は
じ
め
た
と
と
は、

萌芽
と
は
い
え
非

常
に
重
要
で
あ
る。
漢
民
族
自
身
が、
明
ら
か
に
歴
史
も
文
化
も
言
語

も
民
族
も
違
う
チ
ベ
ッ
ト
の
問
題
を
考
え
は
じ
め
た
と
と
に
大
き
在
意

義
が
あ
る。
台
湾
は
民
主
化
が
進
み、
政
治
改
革
も
断
行
し
て
経
済
的

に
も
た
い
へ
ん
発
展
し
て
い
る。
台
湾
の
中
国
人
の
あ
い
だ
に
も
中
華

思
想、
事
大
主
義
は
あ
る
わ
け
で、
そ
れ
ら
と
の
格
闘
の
結
果、
聞
か

れ
た
方
向
に
歩
み
は
じ
め
て
い
る。

聞かれたアジアを採る

中
華
思
想
の
歴
史
的
伝
統
は
無
視
で
き
な
い
が、
い
ま
そ
れ
が
初
め

て
崩
れ
よ
う
と
し
て
い
る
歴
史
的
に
岐
路
に
あ
る。
と
う
し
た
中
国
の

情
勢
を
幅
広
い
視
野
で
と
ら
え
て
日
中
関
係
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い。
そ
う
い
う
意
識
な
し
に
日
中
関
係
を
み
て
い
る
と、
日
本

は
情
緒
的
に
ア
ジ
ア
主
義
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
い、
世
界
の
理

解
は
得
ら
れ
な
い。
と
れ
ら
の
と
と
を
天
皇
訪
中
の
機
会
に
明
確
に

し、
そ
し
て
今
日
の
ア
ジ
ア
に
あ
る
政
治
の
壁
を
乗
り
越
え
て、
新
し

い
ア
ジ
ア
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
を
探
る
べ
き
で
は
念
か
ろ
う

か。
中
国
自
身
も
閉
鎖
的
な
思
考
を
打
破
し
て
い
か
な
げ
れ
ば
自
ら
の

た
め
に
な
ら
な
い。
中
国
段、
ま
さ
に
中
華
思
想
と
事
大
主
義
に
よ
っ

て
近
代
化
が
遅
れ
た
の
で
あ
る。

日
清
戦
争
以
前、
日
本
位
中
国
か
ら
見
る
と
東
海
の
弱
小
国
で、
中

国
拡
強
大
在
国
だ
っ
た。
し
か
し、・
伊
藤
博
文
が
清
国
の
全
権
李
鴻
寧

と
の
下
関
条
約
の
安
渉
で、
日
本
位
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
と
対
抗
す
る
た

天皇跡中で危倶されるr中譜思想Jの落とし穴

め
に、
と
と
ま
で、
徹
底
的
に
捨
て
身
に
な
っ
て
近
代
化
を
模
索
し

た、
そ
れ
な
の
に
あ
な
た
が
た
は
ど
う
し
た
の
か
と
質
し
た
際、
伝
統

に
縛
ら
れ
て
い
る
の
だ
と、
李
自
身
が
告
白
し
た。
当
時
か
ら
）
中
華

思
想
の
呪
縛
に
よ
っ
て
近
代
化
が
で
き
な
い
と
い
う
と
と
を
い
っ
て
い

た
わ
け
だ。

西
太
后
位、
P
汽
車、
汽
船
は
孔
子
様
の
乗
り
給
わ
ざ
る
も
の
な
り

きH
と、
西
洋
的
な
科
学
技
術
や
近
代
文
明
の
象
徴
で
あ
る
も
の
は
い

ら
な
い、
中
国
に
は
孔
子
様
さ
え
い
れ
ば
い
い
と
い
い、
中
華
思
想
や

事
大
主
義
を
国
家
的
左
哲
学
で
あ
る
儒
教
と
結
び
付
け
て
非
常
に
強
固

怠
も
の
に
し
て
自
ら
を
縛
っ
て
し
ま
っ
た。
そ
う
い
う
中
国
は
革
命
後

も
依
然
と
し
て
世
界
の
中
で
中
国
が
すべ
て
で、
毛
沢
東
思
想
は
世
界

を
照
ら
し、
文
化
大
革
命
は
歴
史
的
な
壮
挙
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と

っ
て
き
た。
そ
の
ツ
ケ
が、
今
日
の
中
国
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ。

こ
う
し
た
中
華
思
想
や
事
大
主
義
を
自
ら
打
破
す
る
と
い
う
意
識
を
中

国
が
持
つ
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
本
当
の
近
代
化
は
で
き
な
い。
そ
の

意
味
で
も、
非
常
に
情
緒
的
に
対
話
を
し
て
中
国
を
刺
激
し
な
い
よ
う

に、
日
中
友
好
第一
と
い
う
外
交
姿
勢
は、
日
本
が
中
華
思
想
の
落
と

し
穴
に
は
ま
る
だ
け
で
左
く、
中
国
自
身
を
も
中

説明思
想
の
落
と
し
穴

の
深
み
に
は
め
込
ん
だ
ま
ま、
そ
と
か
ら
脱
却
で
き
な
い
と
と
に
力
を

貸
す
と
と
に
な
り
か
ね
な
い。

そ
の
意
味
で
も
今
回
の
天
皇
訪
中
除、
従
来
の
よ
う
な、
い
わ
ゆ
る

「
日
中
友
好」
の
た
め
で
は
な
く、
徹
底
的
に
開
か
れ
た
ア
ジ
ア
を
作

る
た
め
の一
つ
の
機
会
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
今
ま
さ
に

日
本
は
大
き
念
岐
路
に
立
っ
て
い
る。
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