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日
本
と
は
異
な
り
、
一
九
世
紀
ま
で
中
国
と
の
交
流
が
全
く
な
か
っ

た
ア
メ
リ
カ
社
会
か
ら
中
国
史
研
究
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出
現
す
る

の
か
。
特
に
、
戦
後
世
代
研
究
者
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
こ
う
い
う

関
心
を
抱
い
て
本
書
を
読
ん
で
み
た
。

　

本
書
の
著
者
、
ポ
ー
ル
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
歴
史
学
界

に
お
け
る
中
国
近
代
史
研
究
の
大
家
で
、
そ
の
著
書
の
一
つ
は
、
刊
行

当
時
世
界
的
な
反
響
を
呼
び
、
佐
藤
慎
一
に
よ
っ
て
邦
訳
（『
知
の
帝
国

主
義　

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
著
作
に
つ
い
て
は
日
本
で
殆
ど
知
ら
れ

て
い
な
い
。
ま
し
て
、
著
者
が
ど
の
よ
う
な
着
想
を
抱
い
て
取
り
組
ん

だ
成
果
な
の
か
に
つ
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
数
学
を
得
意
と
す
る
裕
福
な
縫
製
工
場
主
の
息
子
に
生
ま

れ
た
。
父
親
は
三
つ
の
病
院
の
創
設
者
、
理
事
に
も
な
っ
た
成
功
者
で

戦
後
第
一
世
代
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
の

辿
っ
た
人
生

本
野　

英
一

Book Review

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
医
者
に
な
る
と
い
う
若
き
日
の
夢
を
断
念

す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
幸
福
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
無
念
の
思
い
を
子
供

た
ち
に
繰
り
返
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
父
親
の
願
い
の
お
か
げ
で
、
著

者
は
自
分
の
好
き
な
職
業
選
択
の
道
を
歩
ま
せ
て
貰
え
た
の
だ
と
い
う
。

　

そ
れ
で
も
、
著
者
が
生
涯
の
仕
事
と
な
る
中
国
史
研
究
と
め
ぐ
り
あ

う
ま
で
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
著
者
は
、
文
学
部
史
学

科
の
学
生
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
二
年
秋
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
工
学
部

に
入
学
し
た
も
の
の
わ
ず
か
半
年
で
中
退
し
、
専
攻
を
芸
術
や
科
学
に

宗
旨
替
え
し
、
翌
年
か
ら
一
九
五
四
年
ま
で
シ
カ
ゴ
大
学
で
過
ご
し
た

後
、
当
時
の
男
子
学
生
な
ら
当
た
り
前
だ
っ
た
二
年
間
の
兵
役
に
就
く

こ
と
が
嫌
で
二
人
の
友
人
に
相
談
を
持
ち
か
け
た
と
こ
ろ
、「
軍
隊
に
入

る
な
。
春
か
ら
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
来
い
」
と
い
う
返
事
を
貰
い
、
そ
こ

で
受
け
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
と
ジ
ョ
ン
・
キ
ン
グ
・
フ
ェ
ア
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バ
ン
ク
の
講
義
に
啓
発
さ
れ
て
東
ア
ジ
ア
史
研
究
を
志
す
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
時
期
に
彼
が
受
け
て
い
た
学
者
修
業
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
ベ

ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
と
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
か
ら
直
接
受
け
た
指

導
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
四
年
夏
に
フ
ラ
ン
ス
で
受
け
た
フ
ラ

ン
ス
語
研
修
に
続
き
、
一
九
六
〇
年
秋
か
ら
一
九
六
二
年
一
月
に
か
け

て
台
湾
で
進
め
た
中
国
語
研
修
、
文
献
調
査
と
論
文
執
筆
、
そ
し
て
大

学
教
師
就
職
活
動
の
傍
ら
、
台
北
を
拠
点
に
東
京
に
飛
ん
で
、
著
者
と

問
題
意
識
を
共
有
す
る
日
本
人
学
者
（
誰
で
あ
っ
た
か
不
明
）
と
交
流
し

た
ほ
か
、
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
に
飛
ん
で
公
文
書
館
で
史
料
を
欲
し
い
だ

け
手
に
入
れ
て
い
る
。
誰
も
が
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

を
利
用
し
て
大
量
の
文
書
史
料
を
即
座
に
入
手
管
理
で
き
る
現
在
と
は

わ
け
が
違
う
。
全
て
基
本
的
に
鉛
筆
に
よ
る
複
写
し
か
で
き
な
か
っ
た

時
代
に
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
著
者
が
、
お
そ
ろ

し
く
手
間
暇
金
の
か
か
る
贅
沢
な
作
業
を
こ
な
し
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
金
の
か
け
方
は
、
同
時
代
の
日
本

人
研
究
者
が
逆
立
ち
し
て
も
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
頃
の
東
京
―
ロ
ン
ド
ン
間
往
復
航
空
運
賃
は
、
国
立
大
学
教
授
の
年

収
に
匹
敵
す
る
値
段
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。

　

こ
れ
ほ
ど
恵
ま
れ
た
環
境
で
研
究
者
人
生
を
歩
み
始
め
た
著
者
の
関

心
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
二
度
の
戦
争
に
敗

北
し
、
そ
れ
ま
で
世
界
最
高
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
っ
た
こ
と
も
な

か
っ
た
自
分
た
ち
の
国
家
体
制
の
何
を
ど
の
よ
う
に
改
善
し
、
何
を
維

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
苦
悩
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た
。

著
者
が
学
位
論
文
の
主
題
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
思

想
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
王
韜
で
あ
る
。
彼
の
生
涯
と
思
想

を
通
じ
て
著
者
が
追
究
し
た
の
は
、
儒
教
（
朱
子
学
）
に
基
づ
く
価
値

観
を
温
存
し
な
が
ら
西
洋
の
文
物
を
導
入
可
能
に
す
る
国
家
体
制
改
変

を
「
近
代
化m

odernization

」
と
呼
べ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、「
改
革
開
放
」
体
制
移
行
後
の
中
国
共
産
党
が
目
下
直
面
し

て
い
る
問
題
の
先
行
形
態
で
あ
り
、
中
国
共
産
党
の
す
る
こ
と
な
ら
何

で
も
「
ご
無
理
ご
も
っ
と
も
」
で
押
し
通
す
わ
が
国
の
ふ
が
い
な
い
中

国
近
現
代
史
研
究
者
が
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
が
、
そ
の
実
極
め
て
重

要
な
問
題
で
あ
る
。

　

学
位
論
文
を
単
著
に
ま
と
め
た
著
者
が
次
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
中

国
の
体
制
変
革
を
、
西
洋
人
（
と
い
う
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
人
）
の
基
準

に
沿
っ
て
、
外
か
ら
解
釈
評
価
す
る
発
想
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
著

者
が
こ
の
問
題
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
き
っ
か
け
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
、
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
の
「
成
長
の
限
界
」
宣
言
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト

事
件
な
ど
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
西
洋
資
本
主
義
経
済
に
対
す
る
信

頼
が
大
き
く
揺
ら
い
だ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
中

国
史
学
界
は
、
中
国
と
は
、
西
洋
諸
国
か
ら
の
働
き
か
け
が
な
け
れ
ば
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何
事
も
独
力
で
な
し
え
な
い
存
在
だ
と
い
う
、
一
九
世
紀
以
来
の
西
洋

人
特
有
の
前
提
に
立
っ
て
い
た
。
だ
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
著

者
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
歴
史
学
界
の
中
国
近
代
史
研
究
の
成
果
を

次
々
と
批
判
し
、
一
九
世
紀
後
半
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
を
筆
頭
と
す
る
西

洋
諸
国
の
中
国
に
対
す
る
軍
事
力
行
使
を
含
め
た
様
々
な
働
き
か
け
に

は
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
、
中
国
社
会
は
西
洋
側
の
働
き
か
け

だ
け
で
変
化
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
独
自
の
原
理
に
則
っ
て
変
化
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
西
洋
側
か
ら
の
働
き
か
け
は
時
と
し
て
、
中
国
の

進
歩
発
展
を
阻
害
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
立
証
し

た
。
こ
れ
が
、
著
者
の
研
究
成
果
の
中
で
最
も
成
功
し
た
前
述
の
『
知

の
帝
国
主
義　

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

　

そ
の
破
天
荒
な
主
張
ゆ
え
に
、
こ
の
書
物
は
、
な
か
な
か
日
の
目
を

見
な
か
っ
た
。
本
書
に
は
、
こ
の
問
題
作
が
あ
ち
こ
ち
の
出
版
社
か
ら

出
版
を
拒
否
さ
れ
た
挙
げ
句
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
出
版
会
が
刊
行
を
引

き
受
け
て
く
れ
る
ま
で
の
経
緯
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
他
で
は
滅

多
に
知
り
得
ぬ
ア
メ
リ
カ
学
界
の
舞
台
裏
が
覗
け
て
興
味
深
い
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
視
点
を
中
国
の
側
に
設
定
す
れ
ば
、
中

国
社
会
の
仕
組
み
、
現
在
に
到
る
経
緯
を
万
事
う
ま
く
説
明
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
。
著
者
自
身
が
認
め
て
い
る
通
り
、
一
九
八
〇
年
代
以

降
、
急
速
に
発
展
し
た
東
ア
ジ
ア
全
体
の
中
で
の
中
国
の
位
置
、
漢
族

と
少
数
民
族
と
の
関
係
、
定
住
開
発
史
、
あ
る
い
は
ビ
ン
・
ウ
ォ
ン
や

ケ
ネ
ス
・
ポ
メ
ラ
ン
ツ
の
研
究
が
持
つ
危
険
性
を
考
え
れ
ば
分
か
る
通

り
、
一
八
世
紀
末
ま
で
の
中
国
経
済
の
繁
栄
を
再
確
認
で
き
て
も
、
そ

れ
で
中
国
社
会
の
仕
組
み
が
全
て
解
明
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
時
代
ま
で
の
中
国
の
繁
栄
を
い
か
に
賛
美
し
て
も
、
中
国

の
国
家
と
社
会
は
一
九
世
紀
以
降
そ
の
限
界
に
達
し
、
い
ま
な
お
そ
の

限
界
か
ら
脱
却
し
き
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
新
世
代
研
究
者
の
社
会
経
済
史
研
究

の
成
果
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
も
、
著
者
が
、
そ
の
研
究
手
法
を
守
り
、

逆
に
ど
の
よ
う
に
独
自
の
発
想
、
研
究
課
題
を
発
展
さ
せ
た
か
に
あ

る
。
そ
の
成
果
が
、著
者
の
独
創
的
な
義
和
団
研
究
で
あ
る
。
著
者
は
、

義
和
団
事
変
そ
れ
自
体
に
注
目
し
な
い
。
義
和
団
事
変
を
体
験
し
た
中

国
人
（
魯
迅
、
胡
適
、
陳
独
秀
）
に
よ
っ
て
白
眼
視
さ
れ
て
い
た
人
間
集

団
が
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
理
想
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
現
象
の
背
後
に
何
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す

る
。

　

著
者
は
、
こ
の
問
題
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
歴
史
研
究
者
の
任
務
を

次
の
よ
う
に
説
く
。
歴
史
研
究
者
は
、
正
確
な
史
実
理
解
と
真
実
を
探

究
す
る
精
神
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
歴
史
研
究
者
は
、
研

究
対
象
と
し
て
い
る
史
実
が
起
き
た
時
代
を
生
き
た
人
が
知
り
得
な
い

そ
の
帰
趨
結
末
を
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
彼
ら
よ
り
幅
広
い
空
間
的
視

野
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
研
究
者
は
、
実
際
に
何
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が
起
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
事
実
が
な
ぜ
、
ど
の
よ

う
に
し
て
神
話
化
さ
れ
た
の
か
を
問
題
に
し
、
確
実
な
史
料
に
基
づ
い

て
、
後
世
の
人
び
と
が
思
い
描
く
特
定
の
史
実
に
対
す
る
幻
想
を
打
ち

砕
く
こ
と
を
最
大
の
任
務
と
す
る
（
本
書
一
二
七
頁
）。

　

し
か
し
、
著
者
の
発
想
は
、
永
遠
に
共
産
党
の
「
口
と
舌
」
で
あ
り

続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
中
国
の
歴
史
研
究

者
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
著
者
に
そ
の
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
た
の

が
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
復
旦
大
学
で
開
か
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

あ
っ
た
。
中
国
の
歴
史
研
究
者
と
の
超
え
難
い
意
見
の
違
い
を
体
験
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
著
者
は
、
義
和
団
に
限
ら
ず
、
内
外
の
危
機
に

直
面
し
た
と
き
、
国
家
体
制
を
維
持
し
な
が
ら
こ
れ
を
乗
り
切
る
た
め

に
、
必
ず
過
去
の
史
実
を
集
成
し
、
国
民
統
合
に
利
用
す
る
歴
代
中
国

権
力
者
の
特
徴
を
見
よ
う
と
す
る
。
そ
の
次
な
る
実
例
と
し
て
注
目
し

た
の
は
、
日
本
人
に
は
周
知
の
「
臥
薪
嘗
胆
」
の
故
事
で
あ
る
。
こ
の

故
事
評
価
へ
の
考
察
を
通
じ
て
、
著
者
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、

史
実
を
恣
意
的
に
改
ざ
ん
し
、
国
民
を
操
作
す
る
権
力
者
へ
の
警
戒
心

を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

著
者
は
、
本
書
最
終
章
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
権
力
者
が
過

去
の
史
実
を
理
想
化
し
て
国
民
の
連
帯
意
識
を
強
め
よ
う
と
す
る
こ
と

は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
前
者
の
独
立
戦

争
、
後
者
の
大
革
命
が
そ
の
格
好
の
事
例
で
あ
る
。
権
力
者
が
史
実
を

持
ち
出
す
と
き
に
は
、
必
ず
隠
さ
れ
た
意
図
が
あ
る
。
歴
史
研
究
者
は
、

国
民
が
国
家
権
力
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
操
作
動
員
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
に
、
自
ら
が
研
究
対
象
と
す
る
時
代
や
対
象
か
ら
一
定
の
距
離
を

保
つ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
時
代
に
対
す
る
強
烈
な
批
判
的
問
題
意
識
を

持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
結

ぶ
。「
歴
史
家
の
客
観
性
と
は
、
徹
頭
徹
尾
、
過
去
に
何
が
起
こ
っ
た

の
か
を
理
解
し
、
こ
れ
を
読
者
に
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
が
体

験
し
た
過
去
と
、
こ
れ
に
上
書
き
す
る
必
要
の
あ
る
歴
史
学
的
に
再

現
さ
れ
た
顔
と
の
間
の
違
い
を
あ
ま
り
に
単
純
化
し
て
は
な
ら
な
い
」

（
本
書
二
四
一
～
二
四
二
頁
）。
こ
れ
は
、
あ
る
歴
史
的
事
件
を
体
験
し
た

個
人
の
体
験
、
記
憶
は
あ
ま
り
に
も
断
片
的
、
か
つ
混
乱
し
て
い
る
か

ら
、
こ
れ
を
体
系
だ
っ
た
形
に
整
理
す
る
の
が
、
よ
り
幅
広
い
視
野
に

立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
後
世
の
史
家
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
同
様
な
こ
と
は
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
（『
帝
国
の
時

代
１　

1875-1914

』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
）
や
ジ
ョ
ン
・
ル
ウ
ィ
ス
・

ギ
ャ
デ
ィ
ス
（『
歴
史
の
風
景　

歴
史
家
は
ど
の
よ
う
に
過
去
を
描
く
の
か
』

大
月
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
ま
た
、
最
近
の
歴
史
研
究
者
に
対
し
、
文
学
か
ら
の
影
響
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
著
者
の
警
告
で
も
あ
る
。
原
文
は
読
み
や

す
く
、
ほ
か
に
も
参
考
に
な
る
記
述
が
多
い
。

（
も
と
の
・
え
い
い
ち　

早
稲
田
大
学
）


