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中 国与日本

以外表来，青，相;1m区分'1'国人和 11本人，をt
至可以悦岡青ー ~1号 )L .f. 一体。所以， xJ子中国入

手11日本人 .1J1J容易戸生内尚上或也ねl似的情

併Jf¥大三 ril¥

~附ト

覚。

不とt. ì見到思 t(~方法，中国人与日木人士fl有

相当的差昇。勿宇悦両者正好相反.中固有中

国的文化，日本有日本的文化，t: Ii'J各成休系。

対干欧美人，因其朕色柄1共友与京JT人不

同，問11史其思m方法以及文化有多大差昇，也容

易被人理解.JJ[Iゑ，仔銅考忠一下，述元:1ド是悦，

タ卜表相似的亜洲人，就不会有什ゑ差昇了。但

是，M.木炭即人的的思tlt:方法以及行方;方式来

看，日本保留着其独自的特点。

中国天津社会科学院院長王町先生的日本

出l可i己一帯是lhー鮪ー制短文fl/J北fドj， (血以悦

利的規察円光，椛帆地刻岡山中日双カ文化的

十く朴 <-lill.mミ三>8也、ゼピ
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愛上不回家的人

~J或周回 I彦筑間有城1苗的要害城市，;lf:集ψfl

在那里，不然，就会経散倦故而自]収天亡.在古

代，衣~生-;r-率相対校高，而 ;次.illt.耕地校少，所

以平原就成方各民族争守的焦点。方在残酷的

民族対立中求得生存，都市国家則是必不可少

的了.

可是， )主付J9fi目的都市国家，在日本ま/ldi:

有.

在 8世紀，日本f方殻唐朝 l乏安建造了平j成

京(奈良)、平安京(京都).到11里白壁亦柱迅ー中

国JXL俗的建筑説然，但周固ま1I不見石垣，只有土

地.只草泥土JJlll坦， ~ili11~ 台風之奈，不久使被拙

島L后来也技力11修培..邑之，在日本人看*，j主f'i'

芳民的財的城垣，根本投有必要修造。

在中世lllil目立JVJ向，日本也陥子抜乱，建筑

了 i~: 多城池.然iTlí ， FI本建造的城地純粋是作岐

的|咋地，足J;JX見察山 rlJ或flf街功静而建造的高

台.備若故人来袈，則只有庄峨的武士ill:入J.II(

中，而居民主1I逃南此flh.被城崎盤↑包悶起来的

城市，日本一↑也投有。在 l致計H 利l 中国 (I'~ffr j開城

市就是m城崎包Ullj出来的ー↑地域単位之 ì~L

在日本不通用.按照日本人的思路，故争就是日

本人之向作峨，所以那些不tJt武器的両人、次
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fI:.IJtiM非之l司，'1'凶与r:1'1>・

差昇.真不凶是一{立具有長期担任政府行政駅

労、具有半直径路、同wt又是卓越的社会学家的

王梓|涜|乏之燕作@対子到11些失心日本普通人生

活方式的中国i其者来i見，迭些内容既有趣，又寓

意深刻。不似如此，対子日本人来i見，本相充満

了新意.也値得一i案。王踊!院長生功宅触下的日

本社会的新蝉形象，成方IえfrH昔中国之益重新

現察自身社会的指南.

我対中国的坊|可与王叫院長的立足点正好

~; Il 反.

到目前方止，我曽十伏訪問中国.除天津以

外， jf 去主11~ 多地方.毎次西渡都有新鮮的感

覚，1.えA人中国人 JJ~里学至IJ 了彼多京西，而且也引

j包了対中国与日本差昇之究覚的探思.量r!.i我

j壬xlt下車后断吉，但i昔7平協王坪院長大作i主一

栄孝之机，91告述我所感情子一二.

日本有没有“城市川

著名社会学家宅伯悦，古代人英的文明，者1¥

必須佐肪了都市国家的附段.美索不iさ米~Ii.、境

及 、希脂、~'当 、 GpJJt、黄河的文明者1¥是自I1Jlt.新

大|引i的印加l帝国、j刊誌特克文明也不例タ卜.

都市国家到)i~ 是什.z.?

一↑民族J;J 了 fl~御昇民族的外来{量装.夜
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{以是而非之陶 z中固有日本

民、女子等的中立和安全庄i亥得到保障。

日本是ーノト四周珂:海的品国，所以在日本

只住着日本人。日本人対外国人的一切彼不熱

悉，可是却曽侵占台湾、再国，侵略中国及周迫

各因。当然到失来四面楚歌.后来，日本被美国

占領，但其占領方法充満了紳士凡度，所以日本

人就F生了看待外国人道子天真的毛病.対他

人戒心不足，則是日本人的特点.

比較一下日本人与中国人的居住模式，也

明碗反映了達一特点.当然有『候不間違一因

京的影日向，但社会失忍的差昇也是彼明星的。

対子中国人来悦.住房中最重要的是構壁，

有繍壁オ可安居。閏壁蓋房，;;号周国再建院楢，

院子位子房宅基地中心.

而日本侍統的住崩則投有暗，房頂与地板

是基本結拘。住房可以b人タ卜面一児元余，造営包

都世有，宣接与タ卜界述通。日本房子是用推担n
宙特空|司隔汗，可以自由訴装。速神蓋房方法与

在南方品崎居住的海洋民族是共通的。日本人

所以固守子迭科“自家虜芹，独n独院"是逮科

居住感覚的結果。

塙場米就是速神世有埴壁的日本住房的象

征.由子冬季寒冷，所以 .300多年以前即汗始

(以足l耐|ド之l匹1:中出土'ju 4， 

↑坑泊者-.e. fi故山某↑決定，其他人就要子以

JJfU)， .玄仲培拘在筑一社会意志方面是必不可

少的。

政治的速やl'本ot，任何国家都是共同的，但

刈子政治的芯J立，州国文化而昇。

例如|基督教，当然伊jむi主教、抗太教等也一

昨，)主些教会文化反対人統治人。方什仏りE?囚

方庄i亥l七十'1Iう/E#1U台人，而人則j主服b入子神01)1]県

人来統治人的i古，刻[¥仏坑治者就冨決了神，而服

})，者り!IJ崇持了偶像" ，色、之 ，達者1¥是犯罪。子是，

他 WJ 想、 IIJ~ 了各科各枠的位制方法。例刻1 ，国王加

昆，教会保 i正，法令統治者是抑炉キ11信仰fIIl東

的.再有一点就是司法的統治。人frJ具有j盟守対

事1I的契約&11法的夫会f.如果以此方自箭牌的i古，

就可以防止坑治者的暴虐，就可以要求筑泊者

也要守法。

基督教所以能jι生民主主文，是因方有i主

や11原則@民主主え特国王b人筑治地位上妊下台

或使其徒有虚名，人民成了政治的主人公 。'E)f

要求 JJ~些制定法律、 b人事政治的人!fJ也要戸格

そlニ法.

干工中国凶不存在中Ij当'fi古如基督教中所i同

"1ll
'
"之英的京西，所以也不忌i者什ゑ人統治人。

2iJーイJ問家的人

在恒子之向備用栢草端奴的損場米。起初，法不

辻是1J主人舗的坐塾，到后来オ逐漸ザ展到房

屋各ノト角落。在塙場米以下，打上;吃骨，使其下

町拘成ー↑空向。日本夏季湿度大，所以必須注

意通凡。在中国，特別是北方，如果像日本男1¥祥

蓋房子的活，到了冬天不用多久就会涼死。在日

本，人ffJ得利子大自然，安全也是元信的。

由此看来，只有拘筑了万里長城的中国オ

是述到了世界栃准的文明社会，而日本則是例

外.

中国慣子位居世界中心的地位，而日本則

慣子充当世界周j主的魚色。中国人i人均一切好

京西都在中国，而日本人則i人均一切好京西都

在タ卜因。所以，日本人不抵制引j在タ卜国的京商。

j主一点王坪院長在者中曽一再指出。如果i見方

什i-日本人善子模佑タト国，大概就是因方日本

人波有防各タ卜来干抗的自尊心n[I!.. 

政治撞長的中国人与政治弱項的日本人

由以上分析可以看出，西欧与中国共同点

彼多，但也有相惇之赴@其中最重要的是両者対

待政治的恋度不問。

首先，i上我((]姶政治下一↑定J足。

簡単地説，政治就是人統治人的現象。某ー

umu引
酎
引
制

愛上不問家的人

按中国的侍統思想，反而i人方人統治人夫盆地

文，是正晩的。子是后釆就演変成了如何迭抜符

合政治家条件的人物，使其j火事政治的向題.

中国人仏定的悦秀政治家的余件，第一是

オ能，第二是品徳白

政治是対培果負責.元吃:s.祥耕命摘政治，

虫[1結果不尽人意，男11仏政治家就是失手取守。在

中国jさー原則非常'prz格。井且，在中国主j了友拝

政治上的領専作用，必須iifijせ中国社会的所i聞

i走幼之序以及来属向的叔利)(寿等行方規定使

之得以実現。孝敬父母，惜守信)(，作方枕秀的

中国人必須身体力行，オ能得到人!iJ的尊重，他

的政治統slt地位オ能得到社会的承仏。一般i人

方，政治家悦秀的↑人素質，是囲満))¥政的必要

条件。如果元徳，即使有オ能人il'J也不会仏可，

作方政治家刷更不会成功。

中国来取科挙制旨在逃抜徳オ兼告的人

物.能惨熟泣儒教古典本身就説明他有才能，而

儒教古典則是対中国人行方規斑的概括和.色

結@中国的速一倣法能得到人的的i人可本身，也

悦明了政治在中国探受重視，政治一旦崩潰，社

会特陥子混乱。中国人非常重視政治的正統性凶

在不承仏有絶対的神明達一点上，日本与

:!|| 
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似是1m~r 之 函 . 中国与日本

中国是一致的，但日本対子人筑治人的倣法却

ー宜是反対的。政治的客現存在元法改変，但一

般日本人的想法在子尽量不辻其友拝作用.例

如，古代日本仏中国引遊了律令制達一古代位

秀的政治制度，可是迂了一段吋向后使交得有

名元実。最近，日本又向美国学巧了民主主文思

想.可-~隠庄用又完全改造成方日本式的了。

日本人不撞長政治主水。

安|亦上任何社会者11寓不汗政治，然而日本

人却希望投有政治@他iih人方人人平等，不喜玖

到|坤1'
明目抜胆的統治，因此，領専人元栓決定什

仏者11期待一致的意見.即i吏按自己的想法得到

了措i企，也要悦成是大家的意見，決不i)t是自己

決定的。 iま利'1故法，対子領専人来悦，不会被追

究責任而感到安心;対部下米悦，也因領専人不

独断奇行而感到放心。

日本人成立的組狽，往往不知道里面是否

有什仏帯夫人.組炉、成員1f1都仏方法↑組娯是

自己的，特古称方“我11'1公司"、“我川部nぺ旧

属意iR彼強。方此出現了許多忘我工作的人

一一“公司人ヘ本来渚如公司、学校之突的組釈

只要具缶一定的社会机能就可以了，没有必要

具缶更多的机能。然而在日本，因方周閏的人1fJ

{以是 ftõ~ド之副 s 中国与白本

的突友事変，平吋就得好好地推耕速神奈加美

系。速既是中国的侍坑道徳，也是一利t保陸机

能。

中国的人|赤失忍 .JA完全元美或潜在的散

対美系，到半常重要的失系，可以特定刻分方凡

↑不同的屋次.行方可能凶対方所失t居面不同

而不同.以倣~~方例，困英主与自己的美系不

同，而会分別采取要流、減仙、或干脆白送的倣

法@中国人目之方当然，日本人則雄子接受.

与中国相比，日本社会ー宣安定，日本的政

府和叔力相対軟弱。量然也有辺誠争，但一般民

余的生活設有受到什仏影日向，渚如ノト人私有土

地財p足元事被没収或被迫移居他多等等，凡乎

周史上投有一例。相反，固有土地也不知什ゑ吋

候変成貴族的庄国或衣民的土地，対此堆也不

覚得不可思決。根据 1200年前的法律，日本的

土地曽均固有.

在中国，元栓体有什仏，只要不被他人承

i人，就不能保証其所有枚。但日本就可以保証.

所以日本人固守子対物的所有.兄弟、京成等也

会因財芹継承向題感情相惇，変得不可信頼，朋

友等更不可事，最后可依頼的只有物。

中国人も人方日本社会的人隠美系半常憐
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愛上不問象的人

都遮祥倣，自己也不得不采取同一模式而喪失

立場。由此ー来，日本所有的組奴就都変成了容

制全部人格、使之頼以生存的共同体集囲，法就

是日本社会的特征。

尋扶可信人的中国人与尋伐可信物的日本

人

与此相美的是中国与日本不同的入院失

系，在中国人看来，日本人多少有些冷漠元情.

来朋好友有事相求，寛却I拒絶，弁事互相感情不

好。因此，中国人不知道日本人在想什ゑ，往往

仏方日本是ーノト冷酷的民族。

男一方面，在日本人看来，中国人具有方人

偏激的双重人格。対不仏択的人冷漠元情 i而対

仏択的人則芯度載然相反.中国不平等，是“美

系"社会。

中国和日本両方面的想法，都不能悦是情

的.但遮都是以本国的椋准来看待対方而得出

的片面措拾。如果対対方能涼一歩理解的活，則

・可以会得到男タ卜的措i企.

在中国，最重要的是政治.若政治混乱，昇

族入侵，則天下大乱.当然，土地、房屋、財芹也

随之付京流.抑或以身免而流落他多，jjs吋最后

可以依頼的便只有来朋好友.方此，考慮到将来

愛よ不同家的人

薄，其原因大概就在子日本的行方規斑是以物

主1基准的。

対日本人釆悦，公司、学校等都是重要的集

因。然而，一旦辞駅或半]t南汗那小団体，原則

よ便与之脱寓了美奈。非但如此，甚或映席了某

次会世，迭ノト人也会被忽略，而会以内容照旧避

行J日果不詮常参加那ノド坊便不敬i人可方那

ノト集団的成員，達一点与中国的“単位"大不相

同.

対日本人来悦，重要的是自己現在的所属

部円，即作方“場"的那↑集困オ是致忠対象。来

朋好友不在那ノド場"里，所以不具有任何影日向。

即使在同一公司内部，例如比昔此部fl調人財

労部n的i舌，他的交t境就友生了変化，大概是

“場M 的変更的縁故.在逮↑社会，人与人之向彼

雄結成固定、棒、定的美奈.

日本人達手1I行方方式在近代化泣程中曽起

了釈恨作用。対子“場"以タ|、的人，元i-e是系朋好

友也好、素不相訳的人也好，者11一視同仁.因此，

行政机美就可以按規則逗作，倣英実也可以不

分対象，実行同一愉i情。否則，就設有合理化、近

代化必不可少的量化概念.

21世紀均什仏是中国的肘代?
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変化.在遮↑意文上看，祝i昔可能是人方的活

ロ・

欧洲現在正准缶結成特若干国家和民族坑

ー起来的欧洲朕合 EU。如果成功了，欧洲オ会

展現出ーノ卜超越国家的国家，ーノト政治的、文明

的整体姿恋。而中国，在大陥男一端，両千年前

開己実現了多民族統一的中隼朕合。世界可以

品中国的経強中得到根多教益。

泣去的ーノト多世妃，日本与中固定着不同

的道路。

在中国，毛博志領専的中国革命取得了解

迫的成果，但息、的i見来経済迩是停滞不前的。想

ー想、，中国在周史上JL乎ー宜居千世界大国的

地位.与田史上的中国相比較， ~O 世妃中国所

赴的地位与本来的中国扱不相称。然而，ヌ川、平

安行改革汗放政策以后，中国オ汗始了)1匝利的

友展。照此友展下去，在不久的将来，中国特恢

友其世界大国的地位。

那吋，在中国面前，特会展現ーノ卜宏祥的世

界児?

日本能捷足先登京展之路是因方日本不拘

泥子侍統文化。中国不能合奔侍統文化。中国

以対本国文明及制度的自信而特官祝方世界祢

要理解中国，迩有一点不可忽略的，就是訳

字。

浪字是世界上独一元二的表意文字.在成

火扮1:的成国吋代即巴整理成与現代訳宇相近

的形式。

古代的中国人共l什仏釆用了表意文字?其

原因在子当吋的中国正赴子多民族的峨乱状

恋J日果中国不是一決大陥，而是被渚如地中海

或阿忽卑斯山等海洋或山脈隔7干的活，現在大

概也会億欧洲那祥変成多民族各自方政的局

面@

~I障上，北京 i首勾j*活， )}3苦吉上看，或

L午比英i吾与意大罪IJi音之問的差距述要大。但両

者都是中国活達一点則多号了波字的功労.訳

字rr-生日す.中国迩不存在所i育的中隼民族，各地

区都分則用着不問的i吾吉。技宇不管其友音如

何，都是表述了一村i吾文，連手H吾丸可以按照各

地区的協法遊行友音。正是迭利l表意文字，才把

本来由不同民族組成的中国仏文化的角度統一

成方ーノト国家。

法宇使用以后，人ii1的i吾吉也友生了変化.

迂去可能有迂的渚如吋恋、人称変化、変格等現

象消失了。因方法字是象形文字，得雄表述那些
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情大概是世界相通的.

若特経営管理的方法、交通体系的整缶等

一些具体問題男当別捻的活，我井不i入方己詮

汗始向超級大国奇友勇退的中国現在正好有値

得向日本学耳之史上。迂去，中固定了一条中国式

的道路，今后也迩会沿着中国独特的道路走下

去。只是中国人要4良好地仏倶ー下中国独自的

道路$.1:京 :'t.~定，而祁国日本的経強，或 ì!f多少

有些参考愉値。

中国若向日本那祥合奔侍統文化来実現現

代化的活，中国特会失去同一性而甚或解体。男

一方面，中国若迂子固守独自的愉値班和符色

的i舌，中国与国l原的対立則会道一歩加保.国境

人杖向題美函与中国的角逐，或i午就是前哨抜。

因比，我L入方遊持中|司的道路，既保持中国

文化的独自性，又i某求与世界的t}}凋之道，既可

望又可及。方此，迂去往往内向的中国人，特会

対日本等外国文化戸生共趣，力11深理解以至戸E

生共l略。中国人若向世界展示出述科思聖和自

信的i舌，我覚得就可以対 21世紀的地球社会抱

有希望了.

(Jる$明t手)
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准的.然而，欧洲世界以男ーノト強有力的世界材、

准，創造出了独特的宗教、仙値班、科学、技木和

杜会制度 ω 遮些11k:中国完全仏可似乎迩需要肘

向。

中国与日本不同，中国保留着依厚的固有

的侍統文化，中国是以超級大国的姿芯登上回

史舞台的J日果回願一下中国的防史，可以悦中

国有速神資始。達一点対子近凡百年以殴洲文

明方中心的世界*i5L完全是一科新鮮的経強。

中国特超越自身侍統的愉値現与欧美併値規的

対立，就人英文明的新附段貢献出新的方案。対

子創造了況字弁実現了多民族統一的中国来

悦，可望完成遮一応史使命。

中国人庄参考日本的什~~尼7

中国本身就是ーノ卜宇宙，ーノ卜世界，所以易

子対タ卜面的世界祝而不見。而欧洲和日本却在

中国|羽目非神之机耕命1虫牧了タ卜来的知iJ1.

王坪院長介招的日本片断.告訴人官]在中

国的近祁有一些与中国有不同思推方式的人

的凶在生活方式、思推方法以及城市民貌等等方

面，中国与日本格外相弄迭一点，大概i住者11会感

共趣H巴.1主了迭些美子日本的描写，不自得子生

了i主祥一科心緒，生活在不同国度的人{iJ，其感
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い
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
最
終
的
な
結
論
は
な
か
な
か
出
な
い
が
、
王
輝
院
長

の
著
書
に
文

t
T乞
寄
せ
る
と
い
う
光
栄
な
機
会
に
、
こ
れ
ま
で
私
が
考
え
た
こ
と
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

似
て
非
な
る
園
、

中
国
と
日
本

て
み
た
い
。

橋
爪
大
三
郎

1

日
本
に
「
城
市
」
は
あ
る
の
か

外
見
か
ら
、
中
国
人
と
日
本
人
を
見
分
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
と
言
う
か
、
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
中
国
人
と
日
本
人
は
、
中
身
ま
で
よ
く
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
う
っ
か
り
錯
覚
し

著
名
な
社
会
A
主
台
ヴ
ェ
!
パ
ー
は
、
古
代
、
人
類
の
文
明
は
、
か
な
ら
ず
都
市
国
家
の
段
階
を
経
過
し

て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

た
と
の
べ
た
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
も
エ
ジ
プ
ト
も
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ

l
マ
も
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
も
黄
河
文
明

と
こ
ろ
が
、
も
の
の
考
え
方
と
な
る
と
、
中
国
人
と
日
本
人
で
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
正

も
そ
う
で
あ
っ
た
。
新
大
陸
の
イ
ン
カ
、
ア
ス
テ
カ
文
明
も
例
外
で
な
い
。

こ
れ
が
欧
米
人
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
と
皮
府
や
髪
の
毛
の
色
が
違
っ
て
い
れ
ば
、
も
の
の
考
え
方
や

都
市
国
家
と
は
な
に
か
。
あ
る
民
族
が
、
外
敵

(異
民
族
)
の
襲
来
に
そ
な
え
て
、
周
囲
を
ぐ
る
り
と

城
壁
で
囲
っ
た
要
塞
都
市
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
値
不
中
し
て
居
住
す
る
。
さ
も
な
い
と
、
や
す
や
す
と
異
民

族
の
征
服
を
ゆ
る
し
、
滅
亡
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
古
代
、
農
業
の
生
産
性
は
高
く
、
農
耕
の
適
地
は

反
対
と
言
っ
た
ほ
-
つ
が
い
い
ぐ
ら
い
だ
。
中
国
に
は
中
国
の
、
日
本
に
は
日
本
の
文
化
が
あ
っ
て
、
そ
の

中
身
は
別
々
な
の
で
あ
る
。

文
化
が
ど
ん
な
に
違
っ
て
い
て
も
、
な
る
ほ
ど
そ
う
か
と
納
得
し
や
す
い
。
で
も
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、

少
な
か
っ
た
か
ら
、
平
原
は
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
争
奪
の
的
と
な
っ
た
。
厳
し
い
民
族
対
立
を
生
き
延
び

外
見
の
よ
く
似
た
ア
ジ
ア
人
同
士
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
し
た
違
い
が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

る
の
に
不
可
欠
な
の
が
、
都
市
国
家
で
あ
る
。

日
本
は
中
国
か
ら
、
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
数
々
の
文
化
的
影
響
を
受
け
て
き
た
。
漢
字
も
仏
教
も
、

と
こ
ろ
が
、
こ
の
都
市
国
家
が
、
日
本
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

茶
や
衣
服
や
建
築
も
、
律
令
そ
の
他
の
社
会
制
度
も
、
み
な
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

牢

め
、
表
面
的
に
見
れ
ば
、
日
本
の
文
化
は
中
国
と
似
通
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
根
本
の
と
こ
ろ
(
人
び

八
世
紀
、
日
本
は
唐
・
長
安
を
真
似
て
、
平
城
京

(奈
良
)
や
平
安
京
(
京
都
)
を
作
っ
た
。
白
い
壁

と
の
も
の
の
考
え
方
や
行
動
の
パ
タ
ー
ン
)
は
、
や
は
り
日
本
独
自
の
も
の
を
残
し
て
い
る
。

や
赤
い
柱
の
中
国
風
の
建
物
が
並
ん
だ
が
、
周
囲
は
石
垣
で
は
な
し
に
、
た
だ
の
土
塀
だ
っ
た
。
泥
を
塗

本
書
・
王
輝
院
長
の
日
本
訪
問
記
は
、

一
つ
ひ
と
つ
が
短
い
文
章
で
あ
り
な
が
ら
鋭
い
観
察
眼
で
、
的

り
固
め
た
だ
け
の
も
の
だ
か
ら
、
台
風
が
来
れ
ば
す
ぐ
壊
れ
て
し
ま
う
。
あ
と
は
修
繕
も
し
な
い
。
要
す

確
に
中
日
双
方
の
文
化
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
れ
は
、
中
国
で
行
政
官
と
し
て
の
豊
富
な
社
会

経
験
を
積
み
、
同
時
に
優
れ
た
社
会

AZ告
で
も
あ
る
、
王
輝
院
長
な
ら
で
は
の
も
の
だ
。
日
本
の
ご
く
普

る
に
、
造
る
の
に
手
間
と
費
用
が
か
か
る
城
壁
な
ど
、
造
る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
。

中
世
や
近
世
を
通
じ
て
、
日
本
も
戦
乱
に
明
け
暮
れ
、
多
く
の
城
が
造
ら
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
城

通
の
人
び
と
が
ど
ん
な
に
暮
ら
し
て
い
る
の
か
関
心
を
も
っ
中
国
の
読
者
に
と
っ
て
、
な
か
な
か
に
興
味

は
純
然
た
る
戦
闘
施
設
で
、
山
の
中
か
、
車
問
を
見
下
ろ
す
高
台
に
設
け
ら
れ
る
。
敵
が
襲
来
す
る
と
、

日
本
人
に
と
っ
て
も
、
本
書
は
新
た
な
発
見
に
満

ち
て
い
る
。
王
輝
院
長
の
活
き
活
き
と
し
た
筆
致
に
と
ら
え
ら
れ
た
日
本
社
会
の
新
鮮
な
イ
メ
ー
ジ
は
、

戦
闘
員
(
武
士
)
だ
け
が
城
に
た
て
能
も
り
、
住
民
は
逃
げ
て
し
ま
う
。
町
を
ま
る
ご
と
城
壁
で
囲
ん
だ

深
い
で
あ
ろ
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、

都
市
な
ど
、
日
本
に
は
一
箇
所
も
な
い
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ

で
あ
れ
、
中
国
で
あ
れ
、
都
市
は
城
壁
で
固
ま
れ

わ
れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
の
社
会
を
中
国
と
い
う
鑑
に
照
ら
し
て
振
り
返
っ
て
み
る
、
よ
い
手
が
か
り
に
な

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
常
識
は
、
日
本
で
は
通
用
し
な
い
。
日
本
で
は
、
戦
う
の
は
ど
う
せ
日
本
人

る

同
士
だ
か
ら
、
非
戦
闘
員
(
武
器
を
取
ら
な
い
商
人
や
農
民
や
女
性
)
に
は
中
立
と
安
全
が
保
障
さ
れ
て

牢

、.・』
O

B
し
u
-
t

ず'

私
が
申
国
を
訪
問
す
る
場
合
、
王
輝
院
長
と
ち
ょ
う
ど
逆
の
立
場
に
な
る
。

ま
わ
り
を
海
で
固
ま
れ
た
島
国
の
た
め
、
日
本
に
は
日
本
人
し
か
住
ん
で
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
日
本

人
は
外
国
人
に
慣
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
台
湾
、
韓
国
を
領
土
と
し
、
中
国
や
そ
の
ほ
か
の
諸
国

私
は
こ
れ
ま
で
十
回
ほ
ど
、
天
津
を
は
じ
め
中
国
の
各
地
を
訪
れ
た
が
、
そ
の
た
び
に
新
た
な
発
見
が

あ
り
、
中
国
の
人
び
と
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
そ
し
て
、
中
国
と
日
本
と
で
は
、
い
っ
た

に
に
攻
め
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
当
然
、
目
茶
減
+
舎
乞
や
っ
て
嫌
わ
れ
た
。
そ
の
あ
と
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ



に
占
領
さ
れ
た
が
、
と
て
も
紳
士
的
な
占
領
の
仕
方
だ
っ
た
の
で
、
日
本
人
は
外
国
人
を
甘
く
み
る
癖
が

つ
い
て
し
ま
っ
た
。
人
聞
に
対
す
る
持
歳
感
が
足
り
な
い
。
こ
れ
が
、
日
本
人
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
西
欧
と
中
国
に
は
共
通
点
が
多
い
が
、
正
反
対
な
点
も
あ
る
。
な
か
で
も

* 

重
要
な
の
は
、
政
治
に
対
す
る
考
え
方
だ
ろ
う
。

日
本
人
の
住
居
と
、
中
国
人
の
住
居
を
比
べ
て
み
て
も
、
こ
の
こ
と
は
歴
然
と
反
映
し
て
い
る
。
も
ち

ま
ず
、
政
治
と
い
う
も
の
を
定
義
し
て
み
よ
う
。

ろ
ん
、
気
候
の
違
い
も
あ
る
け
れ
ど
、
社
会
関
係
の
違
い
も
大
き
い
。

簡
単
に
言
う
な
ら
ば
、
政
治
と
は
、
人
が
人
を
支
配
す
る
現
象
で
あ
る
。
あ
る
人
(
支
配
者
)
が
な
に

中
国
人
に
と
っ
て
、
住
居
で
一
番
大
切
な
の
は
、
壁
で
あ
る
。
壁
が
あ
る
か
ら
、
家
族
が
安
心
し
て
暮

か
を
決
め
る
と
、
別
の
人
び
と
(
服
従
者
)
は
そ
れ
に
従
う
。
そ
う
し
た
仕
組
み
は
、
社
会
を
ま
と
め
る

ら
せ
る
。
壁
で
囲
っ
て
家
を
つ
く
り
、
ぐ
る
り
を
さ
ら
に
塀
で
囲
む
。
庭
(
陪
毎
十
)
も
、
敷
地
の
ま
ん
中

う
え
で
、
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

に
つ
く
る
。

こ
う
し
た
政
治
の
本
質
は
、
ど
の
国
で
も
共
通
だ
ろ
う
が
、
政
治
に
対
す
る
能
征
氏
の
ほ
う
は
、
文
化
に

い
っ
ぽ
う
日
本
の
伝
統
的
な
住
居
に
、
壁
は
な
い
。
屋
根
と
床
が
基
本
で
あ
る
。
家
屋
の
様
子
は
、
外

よ
っ
て
違
い
が
あ
る
。

か
ら
丸
見
え
で
、
垣
根
も
な
い
ま
ま
外
の
空
間
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
障
子
や
襖
で
空
間
を
仕
切
る
よ
う

た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
(
イ
ス
ラ
ム
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
よ
う
な
一
神
教
も
閉
じ
)
は
、
人
が
人

に
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
う
し
た
家
の
つ
く
り
は
、
南
方
の
島
々
に
住

を
支
配
す
る
の
は
、
正
し
く
な
い
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
神
が
人
を
支
配
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

む
海
洋
民
族
と
共
通
し
て
い
る
。
日
本
人
が
「
持
ち
家
・
二
戸
建
て
」
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
こ
う
し
た
住

人
は
神
に
仕
え
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。
人
が
人
を
支
配
し
た
な
ら
ば
、
支
配
者
は
神
を
国
自
演
し
た
こ
と
に
な

居
感
覚
の
結
果
で
あ
る
。

る
し
、
服
従
者
は
偶
像
を
崇
め
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
罪
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

い
ろ
い
ろ

畳
は
こ
う
し
た
、
壁
の
な
い
日
本
の
住
居
を
象
徴
す
る
も
の
だ
。
板
の
間
は
、
冬
寒
い
の
で
、
三
百
年

な
チ
ェ
ッ
ク
の
方
法
を
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
国
王
の
戴
冠
。
教
会
が
、
こ
の
支
配
者
は
神
へ
の
信
仰
を

前
頃
か
ら
畳
(
稲
読
を
編
ん
だ
マ
ッ
ト
レ
ス
)
を
敷
く
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
そ
れ
は
、
主
人
が
坐
る
場

所
だ
け
に
敷
か
れ
た
が
、
次
第
に
ほ
か
の
場
所
に
も
広
が
っ
て
行
っ
た
。
畳
の
下
に
は
わ
ざ
と
隙
聞
を
開

擁
護
す
る
よ
い
支
配
者
で
す
、
と
い
う
保
証
を
与
え
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
法
の
支
配
。
人
び
と
は
、
神

と
の
契
約

(
H
法
)
に
従
う
義
務
が
あ
る
。
そ
れ
を
た
て
に
と
れ
ば
、
支
配
者
の
横
暴
を
防
ぐ
こ
と
が
で

け
て
板
を
並
べ
て
あ
り
、
そ
の
下
は
空
間
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
夏
は
湿
度
が
高
い
の
で
、
風
通
し
を

き
る
。
支
配
者
に
対
し
て
、
あ
な
た
も
法
に
従
え
、
と
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
く
し
な
い
と
ダ
メ
な
の
だ
。
中
国
(
特
に
北
方
)
で
こ
ん
な
ふ
う
に
家
を
こ
し
ら
え
た
ら
、
冬
、
あ
っ

キ
リ
ス
ト
教
が
、

つ
い
に
民
主
主
義
を
生
み
出
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
原
則
と
関
係
が
あ
る
。
民
主
主

と
言
う
聞
に
凍
え
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
、
自
然
は
人
に
優
し
い
し
、
安
全
は
タ
ダ
な
の
で

義
は
、
国
王
を
支
配
者
の
地
位
か
ら
追
放
す
る
か
、
単
な
る
飾
り
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
、
人
民
が
政
治

あ
る
。

の
主
人
公
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
で
法
律
を
制
定
し
、
政
治
を
行
な
う
人
聞
に
対
し
て
、
そ
の
法

牢

律
に
厳
格
に
従
う
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
都
市
国
家
は
も
ち
ろ
ん
、
万
里
の
長
城
ま
で
築
い
て
し
ま
っ
た
中
国
こ
そ

本

が
、
世
界
基
準
に
達
し
た
文
明
社
会
で
あ
り
、
日
本
の
ほ
う
が
例
外
な
の
は
明
白
だ
。

中
国
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
あ
た
る
も
の
が
な
い
の
で
、
人
が
人
を
支
配
す
る
こ
と
は
タ
ブ
ー

中
国
は
世
界
の
中
心
で
あ
る
こ
と
に
慣
れ
て
お
り
、
反
対
に
、
日
本
は
世
界
の
周
縁
で
あ
る
こ
と
に
慣

で
も
伺
で
も
な
か
っ
た
。
反
対
に
、
人
が
人
を
支
配
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
、
正
し
い
こ
と
だ
と
考
え
る

れ
て
い
る
。
中
国
人
は
、
な
ん
で
も
良
い
も
の
は
中
国
に
あ
る
と
思
っ
て
お
り
、
反
対
に
、
日
本
人
は
、

の
が
中
国
の
伝
統
だ
っ
た
。
そ
こ
で
あ
と
は
‘
ど
う
や
っ
て
政
治
家
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
選
び
だ
し
、

な
ん
で
も
良
い
も
の
は
外
国
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
日
本
人
は
、
外
国
の
も
の
を
取
り
入
れ
る

政
治
を
行
な
わ
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。

の
に
抵
抗
が
な
い
。
そ
の
こ
と
は
本
書
で
、
王
輝
院
長
も
た
び
た
び
指
摘
し
て
い
る
。
な
ぜ
日
本
人
は
す

ぐ
外
国
を
真
似
る
か
と
言
え
ば
、
日
本
人
に
は
、
そ
れ
を
邪
魔
す
る
自
尊
心
が
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

中
国
人
が
、
す
ぐ
れ
た
政
治
家
の
条
件
と
し
て
考
え
た
の
は
、
①
有
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
②
道

徳
的
に
正
し
い

A
物
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。

政
治
は
、
結
果
責
任
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
一
生
懸
命
に
政
治
を
や
っ
て
も
、
結
果
が
悪
け
れ
ば
、
政
治

2
.
政
治
が
得
意
な
中
国
人
、
政
治
が
苦
手
な
日
本
人

家
と
し
て
は
失
格
で
あ
る
。
中
国
で
も
、
こ
の
原
則
は
厳
格
な
か
た
ち
で
生
き
て
い
る
。
し
か
も
中
国
の



場
合
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
中
国
社
会
の
行
動
規
範
(
長
幼
の
序
や
親
族

人
格
を
受
け
と
め
、
生
き
る
目
的
を
与
え
る
集
団
)
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
、
日
本
社
会
の
特
徴
だ
。

閣
の
権
利
義
務
)
に
通
じ
て
い
て
、

そ
れ
を
体
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
を
大
事
に
し
、
信
義

を
守
り
、
立
派
な
中
国
人
と
し
て
行
動
し
て
は
じ
め
て
、
人
び
と
の
尊
敬
を
か
ち
え
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー

3
.
信
じ
ら
れ
る
人
聞
を
探
す
中
国
人
、
信
じ
ら
れ
る
も
の
を
探
す
日
本
人

と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
政
治
家
の
優
れ
た
個
人
的
資
質
(
徳
)
が
、
政
治
が
う
ま
く
運
ぶ
た
め
に
不
可
欠

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
徳
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
人
物
は
、
た
と
え
有
能
で
あ
っ
て
も
、
人
び

こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
が
、
中
国
と
日
本
に
お
け
る
人
間
関
係
の
あ
り
方
の
違
い
で
あ
る
。

と
が
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
か
ら
、
政
治
家
と
し
て
成
功
で
き
な
い
。

中
国
が
科
滋
を
採
用
し
た
の
は
、
①
と
②
を
兼
ね
そ
な
え
た
人
物
を
選
抜
す
る
、
う
ま
い
工
夫
で
あ
っ

中
国
人
か
ら
す
る
と
、
日
本
人
は
な
ん
て
冷
た
い
の
だ
ろ
う
、
と
み
え
る
。
大
事
な
友
人
や
親
戚
に
、

頼
み
ご
と
を
し
て
も
断
ら
れ
る
。
仲
が
わ
る
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
人
は
な

た
。
儒
教
の
古
典
を
読
み
こ
な
せ
る
の
は
、
有
能
な
証
拠
で
あ
る
。
そ
し
て
儒
教
の
古
典
は
、
中
国
人
の

に
を
考
え
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
冷
た
い
民
族
だ
、

と
い
う
感
想
に
な
る
。

行
動
規
範
を
ま
と
め
た
も
の
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
や
り
方
が
人
び
と
の
支
持
を
集
め
た
の
も
、
中

い
っ
ぽ
う
日
本
人
か
ら
す
る
と
、
中
国
人
は
依
他
局
員
の
二
重
人
格
に
み
え
る
。
知
ら
な
い
人
聞
に
対

し
て
は
じ
つ
に
素
っ
気
な
く
、
親
切
で
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
知
り
合
い
に
対
し
て
は
、
手
の
平
を
返
し

国
で
は
政
治
が
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
お
り
、
政
治
が
崩
壊
し
た
ら
社
会
が
大
混
乱
に
陥
る
と
い
う
合
意

が
あ
る
か
ら
だ
。
中
国
人
は
、
政
治
の
正
統
性
を
重
視
す
る
。

た
よ
う
に
、
ま
る
で
態
度
が
違
う
。
中
国
は
公
平
で
な
い
、

コ
ネ
社
会
だ
と
い
う
感
想
に
な
る
。

本

ど
ち
ら
の
感
想
も
、
間
違
い
だ
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
分
の
国
の
基
準
を
、
相
手
に
当

日
本
の
場
合
、
絶
対
神
の
考
え
方
が
な
い
の
は
中
国
と
同
じ
だ
が
、
人
が
人
を
支
配
す
る
こ
と
に
は
な

て
は
め
て
し
ま
っ
た
、

一
方
的
な
感
想
で
あ
る
。
相
手
の
国
の
こ
と
を
も
っ
と
知
れ
ば
、
別
な
理
解
も
可

ん
と
な
く
抵
抗
が
あ
る
。
政
治
が
あ
る
の
は
仕
方
が
な
い
が
、

で
き
れ
ば
な
し
で
す
ま
せ
た
い
、
と
た
い

能
に
な
っ
て
く
る
。

て
い
の
日
本
人
は
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
か
ら
昔
、
律
令
と
い
う
立
派
な
政
治
制
度
を
教
え
て

本

も
ら
っ
た
が
、
時
聞
が
た
つ
う
ち
に
有
名
無
実
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
近
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
民
主
主
義

中
国
で
、

一
番
大
事
な
要
素
は
政
治
で
あ
る
。
政
治
が
乱
れ
た
り
、
異
民
族
が
侵
入
し
た
り
す
れ
ば
、

を
教
え
て
も
ら
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
際
に
運
用
し
て
み
た
ら
ま
っ
た
く
日
本
流
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
日

社
会
秩
序
は
目
茶
苦
茶
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
土
地
や
家
や
財
産
も
、
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

本
人
は
、
政
治
が
苦
手
な
の
で
あ
る
。

命
か
ら
が
ら
、
知
ら
な
い
土
地
に
逃
げ
の
び
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
と
き
、
最
後
に
頼

ど
ん
な
社
会
も
実
際
に
は
、
政
治
な
し
で
す
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
日
本
人
は
、
政
治

り
に
な
る
の
は
、
親
戚
や
友
人
で
あ
る
。
そ
こ
で
ふ
だ
ん
か
ら
、
将
来
や
万
一
の
こ
と
を
考
え
て
、
そ
う

が
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
い
。
日
本
人
は
、
誰
も
が
み
ん
な
平
等
で
あ
る
と
思
い
た
い
の
で
、
支
配
が
あ

い
う
関
係
を
大
切
に
し
て
お
く
。
そ
れ
が
中
国
の
伝
統
的
な
道
徳
で
も
あ
っ
た
し
、
一
種
の
保
険
と
し
て

か
ら
さ
ま
に
な
る
こ
と
を
好
ま
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
リ
ー
ダ
ー
が
何
か
を
決
め
る
場
合
で
も
、
反
対
が
な

も
機
能
し
て
き
た
。

く
な
る
ま
で
待
つ
。
そ
し
て
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
の
結
論
が
出
た
あ
と
で
も
、
こ
れ
は
み
ん
な
で
決
め

中
国
の
人
間
関
係
は
、
ま
っ
た
く
の
無
関
係
(
潜
在
的
に
は
敵
対
関
係
)
か
ら
、
も
っ
と
も
大
事
な
関

た
こ
と
だ
と
言
い
、
自
分
が
決
め
た
と
は
け
っ
し
て
言
わ
な
い
。
そ
の
ほ
う
が
、
リ
ー
ダ
ー
は
責
任
を
追

係
ま
で
、
何
段
階
も
あ
る
。
そ
し
て
、
相
手
が
ど
の
段
階
な
の
か
に
よ
っ
て
、
行
動
様
式
が
変
化
す
る
。

及
さ
れ
な
い
か
ら
安
全
だ
し
、
部
下
も
リ
ー
ダ
ー
が
独
走
し
な
い
か
ら
安
心
な
の
で
あ
る
。

商
売
で
い
え
ば
、
と
ん
で
も
な
い
高
値
を
ふ
っ
か
け
る
か
、
思
い
切
っ
て
割
引
き
す
る
か
、
お
金
は
い
ら

日
本
人
の
つ
く
る
組
織
は
、
た
い
て
い
、
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
の
か
い
な
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ

な
い
か
ら
持
っ
て
行
き
な
さ
い
と
言
う
か
は
、
相
手
次
第
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
人
は
、
こ
れ
が
当

の
か
わ
り
に
、
そ
こ
の
誰
も
が
、
こ
の
組
織
は
自
分
の
も
の
(
う
ち
の
会
社
、
う
ち
の
部
、
:
:
:
)
だ
と

た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
日
本
人
に
は
と
て
も
理
解
し
に
く
い
。

思
っ
て
い
る
。
帰
属
意
識
が
強
い
。
そ
こ
で
、
家
族
を
ほ
っ
た
ら
か
し
て
働
き
続
け
る
「
会
社
人
間
」
が

日
本
は
、
中
国
に
比
べ
れ
ば
ず
っ
と
平
和
だ
っ
た
。
中
国
に
比
べ
て
、
日
本
の
政
府
や
権
力
は
弱
体
で

続
出
す
る
。
本
来
、
会
社
や
学
校
の
よ
う
な
組
織
は
、
あ
る
社
会
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
れ
ば
よ
く
、

あ
る
。
戦
争
は
あ
っ
た
が
、

一
般
民
衆
の
生
活
に
は
あ
ま
り
影
響
が
な
か
っ
た
。
自
分
が
私
有
し
て
い
る

そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
日
本
で
は
、
ま
わ
り
中
の
人
聞
が
み
な
そ
う
な
の
で
、

土
地
や
家
財
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
、
強
制
的
に
別
の
土
地
に
移
住
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
、
な
ん
て
い
う

自
分
も
そ
う
し
な
い
と
立
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
ら
ゆ
る
組
織
が
い
つ
の
間
に
か
、
共
同
体
(
全

こ
と
は
、
歴
史
上
一
度
も
な
か
っ
た
。
あ
べ
こ
べ
に
、
固
有
地
も
、
い
つ
の
間
に
か
私
有
地
(
貴
族
の
荘



園
や
、
開
墾
し
た
農
民
自
身
の
土
地
)
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
誰
も
不
思
議
と
は
恩
わ
な
か
っ
た
。

古
代
の
中
国
人
は
、
な
ぜ
表
意
文
字
を
採
用
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
当
時
の
中
国
が
、
多
民
族
の
紛
争

(
日
本
の
土
地
は
、
千
二
百
年
前
の
法
律
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
固
有
地
の
は
ず
な
の
だ
。
)

状
態
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
中
国
が
、

ひ
と
続
き
の
大
陸
で
な
く
、
地
中
海
の
よ
う
な
海
や
ア

何
か
を
所
有
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
ほ
か
の
人
び
と
が
承
認
し
て
く
れ
な
い
か
ぎ
り
、

ほ
ん
と
-
つ
に
所

ル
プ
ス
山
脈
の
よ
う
な
山
で
隔
て
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
現
在
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
多
民
族
の
ま
ま

有
で
き
て
い
る
と
い
う
保
証
が
な
い
。
日
本
に
は
、
そ
の
保
証
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
日
本
人
は
、
も
の
を

だ
っ
た
ろ
う
。

所
有
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
。
兄
弟
や
親
戚
も
、
遺
産
相
続
が
か
ら
め
ば
仲
が
わ
る
く
な
っ
て
し
ま
う
か

実
際
問
題
、
北
京
語
と
広
東
語
は
、
言
葉
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
英
語
と
イ
タ
リ
ア
語
よ
り
も
違
っ

ら
、
信
用
で
き
な
い
ν
。
友
人
な
ど
、
も
っ
と
あ
て
に
な
ら
な
い
。
最
後
に
頼
り
に
な
る
の
は
、
も
の
な
の

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
中
国
語
で
あ
る
の
は
、
漢
字
の
お
か
げ
で
あ
る
。
漢
字
が

だ。

出
来
た
当
時
、
中
国
に
は
ま
だ
中
華
民
族
な
る
も
の
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
人
び
と

# 

が
そ
れ
ぞ
れ
の
壬
一
尽
亨
乞
喋
っ
て
い
た
。
漢
字
は
、
音
で
な
く
意
味
を
表
す
の
で
、
そ
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ

中
国
人
か
ら
見
て
、

日
本
社
会
の
人
間
関
係
が
希
薄
に
み
え
る
の
は
、

日
本
人
が
、

「
場
」
を
基
準
に

れ
の
地
方
の
読
み
方
で
発
音
で
き
る
。
表
意
文
字
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
も
と
も
と
異
な
っ
た
民
族
か
ら
な
っ

行
動
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

て
い
た
中
国
を
、
文
化
的
に
統
一
し
、
ひ
と
つ
の
国
家
に
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

日
本
人
に
と
っ
て
、
会
社
や
学
校
は
大
事
な
集
団
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
社
を
や
め
た
り
卒
業
し
た
り

漢
字
を
使
い
始
め
て
か
ら
、
人
び
と
の
話
言
葉
に
も
、
た
ぶ
ん
変
化
が
生
じ
た
。
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
か

し
て
、

い
っ
た
ん
そ
の
集
団
を
離
れ
る
と
、
原
則
と
し
て
無
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

も
し
れ
な
い
、
時
制
や
人
称
変
化
や
活
用
な
ど
と
い
っ
た
現
象
は
、
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

会
議
を
う
っ
か
り
欠
席
し
た
り
す
る
と
、
無
視
さ
れ
て
話
が
先
へ
進
ん
で
し
ま
う
。

つ
ね
に
そ
の

「場」

漢
字
は
、
絵
文
字
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
変
化
を
表
す
の
が
苦
手
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意

に
参
J

加
し
て
い
な
い
と
、
そ
の
集
団
の
メ
ン
バ
ー
と
は
み
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
中

味
で
、
中
国
語
は
、
多
分
に
人
為
的
な
言
語
な
の
で
あ
る
。

国
の
「
単
位
」
と
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
い
ま
、
多
数
の
国
家
や
民
族
を
統
合
し
た
、

E
U
(欧
州
連
合
)
を
結
成
す
る
準
備

日
本
人
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
、
自
分
が
い
ま
所
属
し
て
い
る
、

「
場
」
と
し
て
の
集
団
で
あ
る
。
そ

が
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
成
功
す
れ
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
や
が
て
、
国
家
を
越
え
た
国
家
、
ひ
と
つ
の
政

れ
が
、
忠
誠
の
対
象
だ
。
親
戚
や
友
人
は
、
そ
の

「
場
」
に
い
な
い
か
ら
、
何
の
影
響
も
持
た
な
い
。
同

治
的
・
文
化
的
ま
と
ま
り
と
し
て
姿
を
現
す
は
ず
だ
。
い
っ
ぽ
う
の
中
国
は
、
大
陸
の
も
う
ひ
と
つ
の
端

じ
会
社
の
な
か
で
も
、
た
と
え
ば
営
業
か
ら
経
理
に
異
動
す
る
と
、
昨
日
ま
で
と
言
う
こ
と
が
違
っ
た
り

で
、
二
千
年
も
昔
に
民
族
統
合
を
な
し
と
げ
た
、
中
華
連
合
な
の
だ
。
こ
う
し
た
中
国
の
経
験
か
ら
、
世

十
ツ
ヲ
hv

。
「
場
」
が
変
わ
っ
た
せ
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
で
は
、
人
間
と
人
間
の
あ
い
だ
に
、
固
定
的

界
は
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
安
定
し
た
関
係
を
結
ぶ
の
は
む
ず
か
し
い
。

牢

日
本
人
の
こ
う
し
た
行
動
様
式
は
、
近
代
化
に
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
。

-
友
人
だ
ろ
う
と
知
ら
な
い
人
だ
ろ
う
と
、
区
別
が
な
い
。
そ
こ
で
、
役
所
を
規
則
に
従
っ
て
運
営
す
る

「
旧
国
明
」

の
外
側
の
人
聞
は
、
親
戚

過
去
一
世
』
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、

日
本
と
中
国
は
、
ま
っ
た
く
対
照
的
な
道
を
た
ど
っ
た
。

中
国
は
、
毛
沢
東
に
よ
る
中
国
革
命
の
成
功
と
い
う
輝
か
し
い
成
果
を
お
さ
め
た
が
、
そ
れ
で
も
総
じ

こ
と
も
、
誰
に
対
し
て
も
同
じ
値
段
で
も
の
を
売
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
合
理
化
・
近
代

て
言
え
ば
、
停
滞
し
て
い
た
。
考
え
て
み
れ
ば
中
国
は
、
歴
史
の
ほ
と
ん
ど
の
期
間
、
世
界
最
大
の
大
国

で
あ
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
二

O
世
-
紀
に
中
国
が
置
か
れ
て
い
た
状
態

化
の
た
め
に
不
可
欠
な
、
計
算
可
能
性
の
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
。

は
、
中
国
本
来
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
部
小
平
の
改
革
開
放
政
策
以
後
、
中
国
は
よ
う
や
く

4
.
二
一
世
紀
は
、
な
ぜ
中
国
の
時
代
な
の
か

順
調
な
発
展
を
始
め
た
。
こ
の
ま
ま
行
け
は
、
中
国
は
近
い
将
来
、
世
界
最
大
の
大
国
の
地
位
に
返
り
咲

く
だ
ろ
う
。

中
国
を
理
解
す
る
場
合
、
も
う
ひ
と
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
漢
字
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
中
国
の
前
に
、
ど
の
よ
う
な
世
界
が
開
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

漢
字
は
、
世
界
に
例
の
な
い
、
表
意
文
字
で
あ
る
。
数
多
く
の
国
々
が
戦
乱
を
繰
り
返
し
た
戦
国
時
代

日
本
が
ひ
と
足
先
に
、
発
展
へ
の
道
を
た
ど
っ
た
の
は
、

日
本
が
伝
統
文
化
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
か

に
、
現
在
に
近
い
か
た
ち
に
整
理
さ
れ
て
き
た
。

ら
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
の
中
国
は
、
や
す
や
す
と
伝
統
文
化
を
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
中
国



は
自
国
の
文
明
や
制
度
に
自
信
を
持
ち
、
そ
れ
が
世
界
標
準
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
ヨ

l
ロ

の
前
哨
戦
か
も
し
れ
な
い
。

ツ
パ
世
界
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
強
力
な
世
界
標
準
を
も
ち
、
宗
教
・
価
値
観
・
科
学
・
技
術
・
社
会
制
度

そ
こ
で
、
両
者
の
中
間
の
道
|
|
中
国
が
、
中
国
文
化
の
独
自
性
を
保
ち
つ
つ
、
世
界
と
の
協
調
を
は

を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
中
国
が
ほ
ん
と
う
に
認
め
る
の
に
は
、
ま
だ
時
聞
が
か
か
り
そ
う
だ
。

か
る
道
ー
ー
が
、
可
能
で
あ
る
し
望
ま
し
い
と
、
私
は
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か
と

日
本
と
違
っ
て
、
中
国
は
、
固
有
の
伝
統
文
化
を
色
濃
く
残
し
た
ま
ま
、
超
大
国
と
し
て
登
場
す
る
こ

言
え
ば
内
に
向
き
が
ち
だ
っ
た
中
国
の
、
よ
り
多
く
の
人
び
と
が
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
の
さ
ま

と
に
な
る
。
中
国
の
歴
史
を
考
え
る
な
ら
、
中
国
に
は
そ
の
資
格
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

ざ
ま
な
文
化
に
対
し
て
、
興
味
を
も
ち
、
理
解
し
、

で
き
れ
ば
共
感
す
る
こ
と
だ
。
中
国
の
人
び
と
が
、

こ
の
数
百
年
間
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
中
心
に
過
ご
し
て
き
た
世
界
に
と
っ
て
、
ま
っ
た
く
新
し
い
経
験
に

そ
う
い
う
余
裕
と
自
信
を
み
せ
る
な
ら
、
二
一
世
紀
の
地
球
社
会
に
、
希
望
を
持
っ
て
い
い
と
思
う
。

な
る
。
中
国
が
、
伝
統
的
な
価
値
観
と
欧
米
の
価
値
観
と
の
対
立
を
乗
り
越
え
て
、
人
類
文
明
の
新
し
い

段
階
に
つ
い
て
新
た
な
提
案
を
行
な
う
。
|
|
漢
字
を
生
み
出
し
、
諸
民
族
の
統
一
を
な
し
と
げ
た
中
国

に
は
、
そ
れ
が
で
き
る
と
期
待
し
た
い
。

5
.
中
国
人
は
、
日
本
の
な
に
を
参
考
に
で
き
る
か

中
国
は
、
そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
{
一
主
回
で
あ
り
、
世
界
で
あ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
外
の
世
界
に
目
を

閉
じ
て
き
た
。
も
と
も
と
辺
境
だ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
は
、
中
国
が
目
を
閉
じ
て
い
る
あ
い
だ
に
、

貧
欲
に
外
の
知
識
を
吸
収
し
た
。

王
輝
院
長
の
紹
介
す
る
日
本
の
点
描
は
、
中
国
の
す
ぐ
隣
り
に
、
中
国
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
メ
ン
タ

リ
テ
ィ

l
の
人
び
と
が
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
人
び
と
の
暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
や
も
の
の
考
え
方
、

町
の
様
子
な
ど
、
中
国
と
日
本
の
意
外
な
違
い
に
誰
し
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
を
生
き
る
、
人
び
と
の
情
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
世
界
共
通
な
の
だ
な
あ
と
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た

気
持
に
も
さ
せ
ら
れ
る
。

経
営
菅
理
の
や
り
方
や
交
通
シ
ス
テ
ム
の
整
備
な
ど
、
細
か
な
点
を
別
に
す
れ
ば
、
超
大
国
へ
の
道
を

ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
み
始
め
た
中
国
が
、

い
ま
さ
ら
日
本
に
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
中

国
は
、
こ
れ
ま
で
も
中
国
流
の
道
を
進
ん
で
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
中
国
独
特
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
中
国
独
自
の
道
で
あ
る
の
か
を
、
中
国
の
人
び
と
が
よ
く
よ

く
認
識
す
る
の
に
は
、
隣
国
の
島
国
・
日
本
の
経
験
を
知
っ
て
お
く
こ
と
は
な
に
か
の
参
考
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。

牢

中
国
が
日
本
の
よ
う
に
、
伝
統
文
化
を
ど
ん
ど
ん
切
り
捨
て
て
近
代
化
を
進
め
る
の
な
ら
、
中
国
そ
の

も
の
が
同
一
性
を
失
っ
て
解
体
し
か
ね
な
い
。
い
っ
ぽ
う
、
中
国
が
独
自
の
価
値
観
や
流
儀
に
あ
ま
り
に

こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
国
際
的
な
対
立
が
深
ま
る
。
人
権
問
題
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
と
中
国
の
角
逐
は
、
そ


