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日
本
は
古
代
か
ら
多
様
な
面
で
中
国
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
き
た
。
米
を
作
り
始
め
た

弥
生
時
代
以
降
、
古
代
の
日
本
社
会
は
様
々
な
こ
と
に
お
い
て
中
国
を
規
範
と
し
、
自
分
た

ち
の
文
明
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
の
一
つ
に
漢
字
が
あ
る
。
漢
字
と
い
う
中
国
語

を
表
記
す
る
た
め
の
文
字
を
取
り
入
れ
、
言
語
的
性
質
が
全
く
異
な
る
日
本
語
を
書
き
表
す

た
め
に
は
、
中
国
人
と
同
じ
教
養
を
身
に
付
け
た
上
で
、
独
自
の
工
夫
を
し
て
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

本
書
は
、
日
本
最
古
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
を
は
じ
め
と
し
、
空
海
の
『
経
国
集
』
や
、

菅
原
道
真
の
『
菅
家
後
集
』
な
ど
を
具
体
例
と
し
て
日
本
人
に
よ
る
漢
詩
を
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
漢
詩
に
関
す
る
時
代
背
景
、
人
物
や
詩
の
技
法
に
関
わ
る
平
仄
な
ど
、
多

岐
に
わ
た
る
観
点
か
ら
日
本
人
に
よ
る
漢
詩
の
歴
史
的
変
遷
を
紹
介
し
て
い
る
。 

 

本
書
の
構
成
は
、
「
序
章
」
か
ら
は
じ
ま
り
、
「
万
葉
歌
人
た
ち
の
漢
詩
」
、
「
長
屋
王
サ
ロ

ン
の
詩
人
た
ち
」
、
「
嵯
峨
天
皇
」
、
「
有
智
子
内
親
王
」
、
「
平
安
期
初
期
の
詩
人
群
」
、
「
空

海
」
、
「
島
田
忠
臣
」
、
「
菅
原
道
真
」
ま
で
の
全
九
章
と
、
「
あ
と
が
き
」
か
ら
な
る
。
「
万
葉

歌
人
た
ち
の
漢
詩
」
に
は
、
古
代
の
日
本
人
が
苦
心
し
な
が
ら
も
、
漢
詩
を
取
り
入
れ
始
め

た
当
時
の
状
況
を
、
『
万
葉
集
』
と
『
懐
風
藻
』
を
比
較
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。
「
長
屋
王

サ
ロ
ン
の
詩
人
た
ち
」
で
は
、
天
皇
や
政
治
的
な
権
力
者
た
ち
が
宴
席
に
お
い
て
作
成
し
た

漢
詩
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
漢
詩
が
知
的
な
遊
び
と
し
て
流
行
し
、
力
の
あ
る
者

た
ち
に
よ
っ
て
工
夫
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
嵯
峨
天
皇
」
で
は
、
自
ら
率

先
し
て
漢
詩
と
い
う
文
芸
を
日
本
に
広
げ
よ
う
と
努
め
た
嵯
峨
天
皇
の
存
在
の
大
き
さ
に
つ

い
て
紹
介
し
、
「
有
智
子
内
親
王
」
で
は
、
希
有
な
女
性
詩
人
の
一
人
で
あ
る
有
智
子
内
親
王

の
漢
詩
を
、
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
京
都
の
葵
祭
と
関
連
さ
せ
つ
つ
紹
介
し
て
い
る
。「
平

安
朝
初
期
の
時
代
」
で
は
、
平
安
期
の
日
本
人
が
、
韻
律
を
理
解
し
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。「
空
海
」
で
は
、
弘
法
大
師
と
い
う
諡
を
持
つ
こ
と
で
有
名
な
空
海
の
特
徴
的
な
漢

詩
の
傾
向
を
、
具
体
的
に
詩
を
例
示
し
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
。「
島
田
忠
臣
」
で
は
、
漢
詩

を
宴
席
で
の
遊
び
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
の
感
情
を
表
す
た
め
の
道
具
と
し
て
使
う
と
い

う
、
新
し
い
日
本
の
漢
詩
の
形
を
紹
介
し
て
い
る
。
終
章
の
「
菅
原
道
真
」
で
は
古
体
、
今

体
詩
を
共
に
使
い
こ
な
し
て
独
自
の
詩
世
界
を
作
り
上
げ
た
菅
原
道
真
の
漢
詩
を
鑑
賞
し
な

が
ら
、
彼
の
教
養
の
高
さ
を
説
明
し
て
い
る
。
以
上
に
ま
と
め
た
第
一
章
か
ら
第
八
章
ま
で

の
各
章
は
、
時
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
読
み
進
め
て
い
く
ご
と
に
古
代
の
日
本
人

た
ち
が
韻
律
を
理
解
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
と
同
時
に
、
彼
ら
の
作
っ
た
漢
詩
が
中
国
人

に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
水
準
に
達
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
書
の
構
成
上
の
特
徴
は
、
漢
詩
に
あ
ま
り
触
れ
た
こ
と
が
無
い
人
で
も
比
較
的
簡
単
に

読
め
る
よ
う
な
配
慮
が
随
所
に
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
序
章
で
の
漢
詩
の
規
則
に
つ
い
て
簡

単
な
説
明
を
述
べ
て
い
る
点
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
本
書
で
は
詩
ご
と
に
平
仄
が
示
さ
れ
、
韻

律
を
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
実
際
に
目
で
確
認
で
き
る
点
が
、
そ
の
配
慮
の
一
つ
で
あ

る
。
加
え
て
、
中
国
の
逸
話
や
表
現
を
踏
ま
え
た
言
葉
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
を
加

え
た
り
、
各
詩
の
見
ど
こ
ろ
や
魅
力
も
そ
の
都
度
示
し
て
く
れ
る
た
め
、
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ

え
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
語
訳
で
は
、
漢
字
ば
か
り
で
硬
い
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
漢
詩

を
、
柔
ら
か
く
感
じ
ら
れ
る
和
語
を
用
い
、
読
者
に
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
工
夫
が

な
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
書
で
は
構
成
だ
け
で
な
く
、
内
容
的
に
も
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
各
章
の

冒
頭
で
は
唐
突
に
漢
詩
を
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、「
七
夕
」
等
の
現
在
に
残
る
年
中
行
事
を

挙
げ
、
読
者
に
馴
染
み
の
あ
る
話
題
を
提
示
す
る
こ
と
で
読
解
の
導
入
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

行
事
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
中
国
と
日
本
の
深
い
関
係
を
示
し
、
漢
詩
が
よ
り
馴
染
み
や
す
く

な
る
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
こ
で
は
『
懐
風
藻
』
中
の
山
田
三
方

の
「
七
夕
」
を
通
し
て
、
筆
者
独
自
の
視
点
を
紹
介
し
よ
う
。
な
お
、
山
田
三
方
は
、
長
屋

王
と
同
じ
時
代
に
生
き
た
詩
人
で
あ
る
。 

 

筆
者
に
よ
る
と
、
六
朝
時
代
の
詩
で
七
夕
の
故
事
を
詠
う
も
の
の
多
く
が
、
古
く
か
ら
織

女
が
牽
牛
を
訪
ね
て
旅
を
す
る
状
況
を
描
い
て
い
る
の
だ
が
、
山
田
の
詩
は
日
本
に
古
く
か

ら
存
在
し
て
い
た
妻
訪
（
つ
ま
が
よ
）
い
婚
の
風
習
を
踏
ま
え
た
も
の
ら
し
い
。
つ
ま
り
、

中
国
伝
来
の
詩
で
使
わ
れ
た
状
況
設
定
を
そ
の
ま
ま
使
い
、
我
が
国
の
風
習
に
依
拠
し
た
発

想
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
古
代
の
日
本
人
達
が
、
独
自
の

文
化
を
漢
詩
に
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
筆
者
の
こ
う
し
た
指
摘
が

あ
っ
て
初
め
て
、
日
本
人
の
中
国
文
化
の
受
容
の
一
端
を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。 

 
本
書
を
読
む
こ
と
で
、
漢
詩
の
純
粋
な
面
白
さ
、
漢
字
だ
け
で
表
現
さ
れ
る
美
し
さ
を
理

解
で
き
る
。
ま
た
、
古
代
の
日
本
人
た
ち
が
長
い
時
間
を
か
け
て
少
し
ず
つ
日
本
語
に
漢
字

を
複
合
さ
せ
て
い
っ
た
苦
労
の
跡
を
理
解
し
、
漢
詩
と
和
歌
の
奥
深
い
つ
な
が
り
が
実
感
で

き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。 


