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国

　語

　総

　合

次
の
文
章
は
、
荒
川
清
秀『
漢
語
の
謎
　
　
日
本
語
と
中
国
語
の
あ
い
だ
』か
ら
の
一
節
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、

原
則
と
し
て
句
読
点
や
カ
ッ
コ
は
一
字
に
数
え
ま
す
。

本
書
は
日
本
と
中
国
の
間
の「
漢
語
」の
意
味
の
違
い
、
そ
の
往
来
に
つ
い
て
述
べ
る
一
冊
だ
が
、
漢
語
は
他
の
国
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
韓
国
と
ベ
ト

ナ
ム
、
い
わ
ゆ
る
漢
字
文
化
ケ
ン
と
呼
ば
れ
る
国
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
は
現
在
韓
国
で
は
ハ
ン
グ
ル
が
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
ク
オ
ッ
ク
・
グ
ー
＝
国
語

と
い
う
表
音
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
一
見
、
漢
語
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
韓
国
を
例
に
と
れ
ば
、
語
彙
の
半
分
は
漢
語
だ
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

　
時
間（
シ
ガ
ン
）　
　
　  

電
話（
チ
ョ
ナ
）　
大
学（
テ
ー
ハ
ッ
）

　
経
済（
キ
ョ
ン
ジ
ェ
）　
銀
行（
ウ
ネ
ン
）　
安
心（
ア
ン
シ
ム
）

　
政
治（
チ
ョ
ン
チ
）　
　      

入
口（
イ
ブ
ッ
）　
簡
単（
カ
ン
ダ
ン
） 

 

 

は
韓
国
で
使
わ
れ
て
い
る
漢
語
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、「
簡
単（
カ
ン
ダ
ン
）」は
三
つ
目
の
音
が
濁
っ
て
い
る
の
を
除
け
ば
日
本
語
の「
カ
ン
タ
ン
」と
同

じ
だ
し
、「
安
心（
ア
ン
シ
ム
）」は
最
後
の
ム
の
音
を
ン
に
す
れ
ば
日
本
語
と
同
じ
に
な
る
。

ま
た
、「
時
間（
シ
ガ
ン
）」は
日
本
語
と
音
が
似
て
い
る
し
、「
政
治（
チ
ョ
ン
チ
）」は
中
国
語
の
音
と
そ
っ
く
り
だ
。
一
字
の
漢
字
で
は
、「
山（
サ
ン
）」

「
新（
シ
ン
）」「
薬（
ヤ
ッ
／
ヤ
ク
）」の
よ
う
に
日
本
語
と
音
が
似
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、「
東（
ト
ン
）」「
不（
プ
）」「
洋（
ヤ
ン
）」の
よ
う
に
中
国
語
の
音
と
似

て
い
る
も
の
も
あ
る
。【
　
ア
　
】、
韓
国
語
は
、
中
国
語
を
勉
強
し
た
日
本
人
が
勉
強
す
る
に
も
共
通
点
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
有
利
な
言
語
な
の
で
あ
る
。
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－ 14 －

日
本
語
と
中
国
語
に
は
、
漢
字
表
記
を
共
通
に
す
る
語（
日
中
同
形
語
）が
大
量
に
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
古
く
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
は「
肉
」

「（
お
）茶
」「
梅
」「
蜜
」「
豆
腐
」「
菊
」「
竹
」「
牡
丹
」「
葡
萄
」「
馬
」「
獅
子
」「
駱
駝
」「
金
」「
銀
」「
銅
」「
鉄
」な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
を「

」と
呼
ぶ
人
も
い
る
が
、
現
在
で
は
本
来
の
日
本
語
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

の
範
疇
に
は
入
れ
な

い
。
近
代
で
は
、「
文
化
」「
文
明
」「
経
済
」「
社
会
」「
自
由
」「
義
務
」「
権
利
」「
哲
学
」「
電
池
」「
電
気
」「
電
話
」「
電
信
」「
科
学
」「
化
学
」等
々

も
日
中
共
通
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
日
中
双
方
の
長
い
交
流
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
同
形
語
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
ば
の
出
来
方
は
一
様
で
は
な
い
。
そ
の
作
ら
れ
方
に

は
時
代
や
人
の
往
来
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
働
い
て
い
る
。
と
り
わ
け
近
代
に
で
き
た
も
の
で
は
、
い
っ
た
い
日
本
と
中
国
の
ど
ち
ら
で
で
き
た
も
の

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
見
取
り
図
と
し
て
、
こ
と
ば
の
往
来
の
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

明
治
ま
で
、
日
本
語
は
モ
ッ
パ
ら
中
国
語
か
ら
こ
と
ば
を
取
り
入
れ
る
一
方
で
あ
っ
た
。
①
中
国
→
日
本
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
漢
字
・
漢
語
は
も
と

も
と
中
国
の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　【
　
ウ
　
】、
日
本
で
も
独
自
に
漢
語
が
つ
く
ら
れ
た
。「
大
根
」「
出
張
」「
心
配
」等
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
の
鎖
国
時
期
に
あ
っ
て
も
、
医
学
、

化
学
、
物
理
学
の
分
野
を
中
心
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
献
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
が
、
そ
の
際
に「
十
二
指
腸
」「
酸
素
」「
重
力
」等
、
漢
語
が
た
く
さ
ん
つ

く
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
漢
語
は
中
国
語
の
中
へ
入
っ
て
い
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
明
治
維
新
以
後
の
日
本
で
つ
く
ら
れ
た「
政
治
」「
社
会
」「
経
済
」「
文
明
」「
文
化
」等
の
近
代
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
ば
　
　「
近
代
用
語
」は
、

日
清
戦
争
後（
一
八
九
五
）、
清
国
か
ら
の
留
学
生
、
外
交
官
、
亡
命
知
識
人
ら
に
よ
り
中
国
語
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
②
日
本
→
中
国
と
い

う
流
れ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う「
近
代
」と
は
封
建
制
を
抜
け
て
資
本
制
へ
向
か
う
、
主
と
し
て
明
治
維
新
以
後
の
こ
と
を
い
う
。

②
の
よ
う
に
日
本
語
か
ら
大
量
の
語
彙
が
中
国
語
の
中
へ
入
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
、
一
般
に
は
あ
ま
り
し
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
、
中
国
人
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
中
国
か
ら
学
ぶ
一
方
で
あ
っ
た
日
本
人
が
、
自
ら
近
代
用
語
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
中
国
語
の
中
へ

入
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
急
に
は
信
じ
が
た
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
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－ 13 －

日
本
と
韓
国
の
間
に
は
、「
銀
行
」「
汽
車
」「
自
動
車
」「
地
下
鉄
」「
百
貨
店
」「
旅
行
」「
旅
館
」「
地
図
」「
地
震
」な
ど
、
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ

ど
共
通
の
漢
語
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
韓
国
の
人
々
は
、
一
九
四
五
年
に
日
本
が
戦
争
で
負
け
た
あ
と
、
日
本
語
の
残ざ

ん

滓し

を
払
拭
し
よ
う
と
、
こ
と
ば

の
言
い
換
え
を
し
た
り
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
す
べ
て
や
っ
て
い
た
ら
、
韓
国
語
そ
の
も
の
が
話
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

日
本
語
は
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
語
、
ま
た
ベ
ト
ナ
ム
語
で
も
、
中
国
語
由
来
の
語（
漢
語
）が
な
け
れ
ば
、
こ
と
ば
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
り

立
た
な
い
の
で
あ
る
。

　【
　
イ
　
】
特
筆
す
べ
き
は
、
日
中
だ
け
で
な
く
、
日
中
韓
で
も
語
彙
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
電
話
」は
日
本
で
で
き
た
漢
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
中
国
で
も
韓
国
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

（
中
略
）

ア
メ
リ
カ
は
日
本
で
は「
米
国
」、
中
国
で
は
“
美
国
”
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
、
も
と
は
中
国
で
生
ま
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
し
て
、

韓
国
で
は
現
在「
美
国
」が
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
は
中
国
か
ら
韓
国
と
い
う
ル
ー
ト
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、「
父
母（
日
本
語

の「
親
」）」「
郵
票（
日
本
語
の「
切
手
」）」「
上
衣（
日
本
語
の
上
着
）」な
ど
も
、
中
国
か
ら
韓
国
へ
わ
た
っ
た
漢
語
で
あ
る
。

三
国
共
通
の
漢
語
で
あ
り
な
が
ら
、
意
味
が
国
で
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば「
工
夫
」は
、
韓
国
語
で
は「
勉
強
す
る
」、
中
国
語
で
は「
ひ
ま
、

努
力
」、
日
本
語
で
は「
く
ふ
う
」と
、
意
味
が
異
な
る
。

な
お
、
韓
国
以
外
で
漢
字
の
影
響
を
受
け
た
の
は
ベ
ト
ナ
ム
で
あ
る
。
岩
槻
純
一
氏
に
よ
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
七
割
は
漢
語
起
源
で
あ
る
と
い
う
。

あ
い
さ
つ
語
で
い
え
ば
、

あ
り
が
と
う
　Cam

 on

　（
感
恩
）　
カ
ー
ム
　
オ
ン

さ
よ
う
な
ら
　Tam

 biet  （
暫
別
）　
タ
ム
　
ビ
エ
ッ 

 

 

な
ど
は
、
現
代
中
国
語
と
は
異
な
る
が
、
漢
字
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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日
本
語
と
中
国
語
に
は
、
漢
字
表
記
を
共
通
に
す
る
語（
日
中
同
形
語
）が
大
量
に
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
古
く
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
は「
肉
」

「（
お
）茶
」「
梅
」「
蜜
」「
豆
腐
」「
菊
」「
竹
」「
牡
丹
」「
葡
萄
」「
馬
」「
獅
子
」「
駱
駝
」「
金
」「
銀
」「
銅
」「
鉄
」な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
を「

」と
呼
ぶ
人
も
い
る
が
、
現
在
で
は
本
来
の
日
本
語
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

の
範
疇
に
は
入
れ
な

い
。
近
代
で
は
、「
文
化
」「
文
明
」「
経
済
」「
社
会
」「
自
由
」「
義
務
」「
権
利
」「
哲
学
」「
電
池
」「
電
気
」「
電
話
」「
電
信
」「
科
学
」「
化
学
」等
々

も
日
中
共
通
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
日
中
双
方
の
長
い
交
流
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
同
形
語
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
ば
の
出
来
方
は
一
様
で
は
な
い
。
そ
の
作
ら
れ
方
に

は
時
代
や
人
の
往
来
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
働
い
て
い
る
。
と
り
わ
け
近
代
に
で
き
た
も
の
で
は
、
い
っ
た
い
日
本
と
中
国
の
ど
ち
ら
で
で
き
た
も
の

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
見
取
り
図
と
し
て
、
こ
と
ば
の
往
来
の
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

明
治
ま
で
、
日
本
語
は
モ
ッ
パ
ら
中
国
語
か
ら
こ
と
ば
を
取
り
入
れ
る
一
方
で
あ
っ
た
。
①
中
国
→
日
本
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
漢
字
・
漢
語
は
も
と

も
と
中
国
の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　【
　
ウ
　
】、
日
本
で
も
独
自
に
漢
語
が
つ
く
ら
れ
た
。「
大
根
」「
出
張
」「
心
配
」等
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
の
鎖
国
時
期
に
あ
っ
て
も
、
医
学
、

化
学
、
物
理
学
の
分
野
を
中
心
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
献
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
が
、
そ
の
際
に「
十
二
指
腸
」「
酸
素
」「
重
力
」等
、
漢
語
が
た
く
さ
ん
つ

く
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
漢
語
は
中
国
語
の
中
へ
入
っ
て
い
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
明
治
維
新
以
後
の
日
本
で
つ
く
ら
れ
た「
政
治
」「
社
会
」「
経
済
」「
文
明
」「
文
化
」等
の
近
代
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
ば
　
　「
近
代
用
語
」は
、

日
清
戦
争
後（
一
八
九
五
）、
清
国
か
ら
の
留
学
生
、
外
交
官
、
亡
命
知
識
人
ら
に
よ
り
中
国
語
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
②
日
本
→
中
国
と
い

う
流
れ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う「
近
代
」と
は
封
建
制
を
抜
け
て
資
本
制
へ
向
か
う
、
主
と
し
て
明
治
維
新
以
後
の
こ
と
を
い
う
。

②
の
よ
う
に
日
本
語
か
ら
大
量
の
語
彙
が
中
国
語
の
中
へ
入
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
、
一
般
に
は
あ
ま
り
し
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
、
中
国
人
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
中
国
か
ら
学
ぶ
一
方
で
あ
っ
た
日
本
人
が
、
自
ら
近
代
用
語
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
中
国
語
の
中
へ

入
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
急
に
は
信
じ
が
た
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
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－ 13 －

日
本
と
韓
国
の
間
に
は
、「
銀
行
」「
汽
車
」「
自
動
車
」「
地
下
鉄
」「
百
貨
店
」「
旅
行
」「
旅
館
」「
地
図
」「
地
震
」な
ど
、
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ

ど
共
通
の
漢
語
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
韓
国
の
人
々
は
、
一
九
四
五
年
に
日
本
が
戦
争
で
負
け
た
あ
と
、
日
本
語
の
残ざ

ん

滓し

を
払
拭
し
よ
う
と
、
こ
と
ば

の
言
い
換
え
を
し
た
り
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
す
べ
て
や
っ
て
い
た
ら
、
韓
国
語
そ
の
も
の
が
話
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

日
本
語
は
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
語
、
ま
た
ベ
ト
ナ
ム
語
で
も
、
中
国
語
由
来
の
語（
漢
語
）が
な
け
れ
ば
、
こ
と
ば
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
り

立
た
な
い
の
で
あ
る
。

　【
　
イ
　
】
特
筆
す
べ
き
は
、
日
中
だ
け
で
な
く
、
日
中
韓
で
も
語
彙
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
電
話
」は
日
本
で
で
き
た
漢
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
中
国
で
も
韓
国
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

（
中
略
）

ア
メ
リ
カ
は
日
本
で
は「
米
国
」、
中
国
で
は
“
美
国
”
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
、
も
と
は
中
国
で
生
ま
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
し
て
、

韓
国
で
は
現
在「
美
国
」が
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
は
中
国
か
ら
韓
国
と
い
う
ル
ー
ト
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、「
父
母（
日
本
語

の「
親
」）」「
郵
票（
日
本
語
の「
切
手
」）」「
上
衣（
日
本
語
の
上
着
）」な
ど
も
、
中
国
か
ら
韓
国
へ
わ
た
っ
た
漢
語
で
あ
る
。

三
国
共
通
の
漢
語
で
あ
り
な
が
ら
、
意
味
が
国
で
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば「
工
夫
」は
、
韓
国
語
で
は「
勉
強
す
る
」、
中
国
語
で
は「
ひ
ま
、

努
力
」、
日
本
語
で
は「
く
ふ
う
」と
、
意
味
が
異
な
る
。

な
お
、
韓
国
以
外
で
漢
字
の
影
響
を
受
け
た
の
は
ベ
ト
ナ
ム
で
あ
る
。
岩
槻
純
一
氏
に
よ
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
七
割
は
漢
語
起
源
で
あ
る
と
い
う
。

あ
い
さ
つ
語
で
い
え
ば
、

あ
り
が
と
う
　Cam

 on

　（
感
恩
）　
カ
ー
ム
　
オ
ン

さ
よ
う
な
ら
　Tam

 biet  （
暫
別
）　
タ
ム
　
ビ
エ
ッ 

 

 

な
ど
は
、
現
代
中
国
語
と
は
異
な
る
が
、
漢
字
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ｂ

い

１
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問
　
題

問
１
　
　
　
線
ア
～
オ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
な
お
し
な
さ
い
。

問
２
　
　
　
線
ａ
～
ｅ
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

問
３
　【
　
ア
　
】
～
【
　
エ
　
】に
入
れ
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
語
を
そ
れ
ぞ
れ
次
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
同
じ
番
号
は
一
度
し
か
使

え
ま
せ
ん
。

１
　
こ
の
よ
う
に
　
　
２
　
一
方
　
　
　
３
　
し
た
が
っ
て
　
　
　
４
　
さ
て
　
　
　
５
　
さ
ら
に
　
　
６
　
た
と
え
ば

問
４
　
　
　
線
１「
特
筆
」、
２「
見
取
り
図
」、
３「
亡
命
」は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
正
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

１
　
特
筆

ａ
　
わ
か
り
や
す
く
書
く
こ
と
　
　
　
　
　
　
ｂ
　
目
立
た
せ
る
よ
う
に
書
く
こ
と
　
　
ｃ
　
と
り
た
て
て
書
き
記
す
こ
と

２
　
見
取
り
図

ａ
　
見
た
ま
ま
の
様
子
を
書
い
た
図
　
　
　
　
ｂ
　
年
代
な
ど
を
記
し
た
図
　
　
　
　
　
ｃ
　
全
体
像
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
た
図

３
　
亡
命

ａ
　
思
想
や
政
治
的
理
由
で
逃
げ
る
こ
と
　
　
ｂ
　
重
大
な
任
務
が
あ
る
こ
と
　
　
　
　
ｃ
　
海
外
で
命
を
落
と
す
こ
と
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そ
れ
と
と
も
に
、
こ
こ
三
十
年
来
の
日
中
の
研
究
で
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
人
が
つ
く
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
ば
が
、
実
は
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
の
開
国
が
一
八
五
四
年（
日
米
和
親
条
約
）で
あ
る
の
に
対
し
、
中
国
が
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て「
開
国
」さ
せ
ら
れ
た
の
は
ア
ヘ
ン
戦

争
後
の
一
八
四
二
年（
南
京
条
約
）の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
二
年
も
の
差
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
や
清
の
鎖
国
政
策（
海
禁
）は
ゆ
る
い
も
の
で
あ
っ

た
の
で
、
マ
カ
オ
や
広
州
で
は
貿
易
も
行
わ
れ
、
西
洋
人
も
や
っ
て
き
て
い
た
。
日
本
よ
り
中
国
の
方
が
先
に
西
洋
の
波
を
か
ぶ
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
最
初
の
波
は
明
末
、
反
宗
教
改
革
運
動
の
イ
ッ
カ
ン
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
東
洋
布
教
で
あ
る
。
国
で
い
え
ば
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス

ペ
イ
ン
で
、
か
れ
ら
は
中
国
だ
け
で
な
く
日
本
へ
も
や
っ
て
き
た
。
鉄
砲
伝
来
が
一
五
四
三
年
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
来
が
一
五
四
九
年
で
あ
る
の
は
ご
存
知

だ
ろ
う
。
そ
し
て
清
末
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
は
オ
ト
ロ
え
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
タ
イ
ト
ウ
し
て
き
た
の
が
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
な

ど
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
で
あ
っ
た
。

明
末
か
ら
清
、
中
華
民
国
初
期
に
か
け
中
国
に
や
っ
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宣
教
師
た
ち
の
本
来
の
目
的
は
キ
リ
ス
ト
教
布
教
で

あ
っ
た
が
、
か
れ
ら
は
中
国
人
の
歓
心
と
信
頼
を
得
る
た
め
、
宗
教
書
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
最
高
レ
ベ
ル
の
地
理
書
、
科
学
書
等
を
中
国
語
に
翻
訳
し

た
。
こ
れ
ら
の
翻
訳
書
は
も
ち
ろ
ん
か
れ
ら
だ
け
で
で
き
た
の
で
は
な
く
、
中
国
知
識
人
の
協
力
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
書
物（
漢
訳
洋
書
）は
鎖
国
下
、
あ
る
い
は
開
国
後
の
日
本
に
も
伝
わ
り
、
そ
の
中
の
こ
と
ば
が
日
本
語
と
し
て
定
着
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
日

清
戦
争
後
に
中
国
語
の
中
へ
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
③
中
国
→
日
本
→
中
国
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、「
洗
礼
」

「
天
使
」「
基
督
」等
の
キ
リ
ス
ト
教
用
語
や「
地
球
」「
赤
道
」「
熱
帯
」と
い
っ
た
世
界
地
理
に
関
す
る
こ
と
ば
、
そ
れ
に「
化
学
」「
電
池
」「
貿
易
風
」

「
銀
行
」と
い
っ
た
こ
と
ば
が
含
ま
れ
て
い
る
。【
　
エ
　
】、
日
本
と
中
国
の
間
で
、
漢
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
で
往
来
し
て
き
た
。

 

＊
問
題
作
成
上
、
文
章
の
一
部
を
変
更
し
て
い
ま
す
。

Ｄ

ウ

ｅ

エ

オ
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問
　
題

問
１
　
　
　
線
ア
～
オ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
な
お
し
な
さ
い
。

問
２
　
　
　
線
ａ
～
ｅ
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

問
３
　【
　
ア
　
】
～
【
　
エ
　
】に
入
れ
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
語
を
そ
れ
ぞ
れ
次
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
同
じ
番
号
は
一
度
し
か
使

え
ま
せ
ん
。

１
　
こ
の
よ
う
に
　
　
２
　
一
方
　
　
　
３
　
し
た
が
っ
て
　
　
　
４
　
さ
て
　
　
　
５
　
さ
ら
に
　
　
６
　
た
と
え
ば

問
４
　
　
　
線
１「
特
筆
」、
２「
見
取
り
図
」、
３「
亡
命
」は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
正
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

１
　
特
筆

ａ
　
わ
か
り
や
す
く
書
く
こ
と
　
　
　
　
　
　
ｂ
　
目
立
た
せ
る
よ
う
に
書
く
こ
と
　
　
ｃ
　
と
り
た
て
て
書
き
記
す
こ
と

２
　
見
取
り
図

ａ
　
見
た
ま
ま
の
様
子
を
書
い
た
図
　
　
　
　
ｂ
　
年
代
な
ど
を
記
し
た
図
　
　
　
　
　
ｃ
　
全
体
像
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
た
図

３
　
亡
命

ａ
　
思
想
や
政
治
的
理
由
で
逃
げ
る
こ
と
　
　
ｂ
　
重
大
な
任
務
が
あ
る
こ
と
　
　
　
　
ｃ
　
海
外
で
命
を
落
と
す
こ
と
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そ
れ
と
と
も
に
、
こ
こ
三
十
年
来
の
日
中
の
研
究
で
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
人
が
つ
く
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
ば
が
、
実
は
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
の
開
国
が
一
八
五
四
年（
日
米
和
親
条
約
）で
あ
る
の
に
対
し
、
中
国
が
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て「
開
国
」さ
せ
ら
れ
た
の
は
ア
ヘ
ン
戦

争
後
の
一
八
四
二
年（
南
京
条
約
）の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
二
年
も
の
差
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
や
清
の
鎖
国
政
策（
海
禁
）は
ゆ
る
い
も
の
で
あ
っ

た
の
で
、
マ
カ
オ
や
広
州
で
は
貿
易
も
行
わ
れ
、
西
洋
人
も
や
っ
て
き
て
い
た
。
日
本
よ
り
中
国
の
方
が
先
に
西
洋
の
波
を
か
ぶ
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
最
初
の
波
は
明
末
、
反
宗
教
改
革
運
動
の
イ
ッ
カ
ン
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
東
洋
布
教
で
あ
る
。
国
で
い
え
ば
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス

ペ
イ
ン
で
、
か
れ
ら
は
中
国
だ
け
で
な
く
日
本
へ
も
や
っ
て
き
た
。
鉄
砲
伝
来
が
一
五
四
三
年
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
来
が
一
五
四
九
年
で
あ
る
の
は
ご
存
知

だ
ろ
う
。
そ
し
て
清
末
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
は
オ
ト
ロ
え
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
タ
イ
ト
ウ
し
て
き
た
の
が
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
な

ど
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
で
あ
っ
た
。

明
末
か
ら
清
、
中
華
民
国
初
期
に
か
け
中
国
に
や
っ
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宣
教
師
た
ち
の
本
来
の
目
的
は
キ
リ
ス
ト
教
布
教
で

あ
っ
た
が
、
か
れ
ら
は
中
国
人
の
歓
心
と
信
頼
を
得
る
た
め
、
宗
教
書
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
最
高
レ
ベ
ル
の
地
理
書
、
科
学
書
等
を
中
国
語
に
翻
訳
し

た
。
こ
れ
ら
の
翻
訳
書
は
も
ち
ろ
ん
か
れ
ら
だ
け
で
で
き
た
の
で
は
な
く
、
中
国
知
識
人
の
協
力
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
書
物（
漢
訳
洋
書
）は
鎖
国
下
、
あ
る
い
は
開
国
後
の
日
本
に
も
伝
わ
り
、
そ
の
中
の
こ
と
ば
が
日
本
語
と
し
て
定
着
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
日

清
戦
争
後
に
中
国
語
の
中
へ
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
③
中
国
→
日
本
→
中
国
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、「
洗
礼
」

「
天
使
」「
基
督
」等
の
キ
リ
ス
ト
教
用
語
や「
地
球
」「
赤
道
」「
熱
帯
」と
い
っ
た
世
界
地
理
に
関
す
る
こ
と
ば
、
そ
れ
に「
化
学
」「
電
池
」「
貿
易
風
」

「
銀
行
」と
い
っ
た
こ
と
ば
が
含
ま
れ
て
い
る
。【
　
エ
　
】、
日
本
と
中
国
の
間
で
、
漢
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
で
往
来
し
て
き
た
。

 

＊
問
題
作
成
上
、
文
章
の
一
部
を
変
更
し
て
い
ま
す
。

Ｄ

ウ

ｅ

エ

オ
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問
５
　

線
あ「
一
見
、
漢
語
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
」と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
と
な
る
よ
う
に
解
答
欄
を
八
～
十
字
で
埋
め
な
さ
い
。

問
６
　

線
い「
韓
国
語
、
ま
た
ベ
ト
ナ
ム
語
で
も
、
中
国
語
由
来
の
語（
漢
語
）が
な
け
れ
ば
、
こ
と
ば
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
り
立

た
な
い
」と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
、
そ
の
二
つ
の
国
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

問
７
　

に
は
同
じ
言
葉
が
入
り
ま
す
。
次
の
中
か
ら
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ａ
　
日
本
語
　
　
　
ｂ
　
中
国
語
　
　
ｃ
　
同
形
語
　
　
ｄ
　
外
来
語

問
８
　
　
　
線
Ａ「
十
二
指
腸
」と
Ｂ「
政
治
」の
二
語
の
共
通
点
と
相
違
点
を
説
明
し
な
さ
い
。

問
９
　
　
　
線
Ｃ「
そ
れ
」は
何
を
指
し
て
い
ま
す
か
。

問
10
　
　
　
線
Ｄ「
そ
う
で
は
な
か
っ
た
」と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
誰
が
つ
く
っ
た
の
で
す
か
。

問
11
　
こ
の
文
章
で
は
日
本
と
中
国
の
日
中
同
形
語
の
往
来
に
つ
い
て
①
～
③
の
パ
タ
ー
ン
で
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
、
時
代
を
明
確

に
さ
せ
な
が
ら
百
五
十
字
以
上
二
百
字
以
内
で
ま
と
め
な
さ
い
。
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