
 

　
中
国
の
昔
の
人
が
、
２
千
年
も
前
に
「
人
、
非
土

不
立 

（
人
間
は
土
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
）」

と
い
っ
て
い
る
が
、
い
ま
日
本
に
住
ん
で
い
る
人
の

ど
れ
ほ
ど
が
、
こ
の
言
葉
に
共
感
し
う
る
の
だ
ろ
う

か
。
都
会
で
は
一
日
に
一
度
も
土
を
踏
む
こ
と
な
く

過
ご
す
人
が
圧
倒
的
に
多
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い

う
人
た
ち
に
、
自
分
自
身
を
も
含
め
、
陸
地
に
生
き

て
い
る
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
根
源
に
は
「
土
」
が
あ
る

の
で
す
よ
、
と
い
っ
て
も
、
な
か
な
か
実
感
し
て
も

ら
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
地
球
の
陸
地
に
あ
る
植
物
は
、
も
と
を
た
だ
せ
ば

す
べ
て
、
土
か
ら
水
や
養
分
を
吸
い
上
げ
て
生
き
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
植
物
に
始
ま
る
食
物
連
鎖
の
中

で
、
微
生
物
や
原
生
生
物
の
よ
う
な
小
さ
な
生
き
も

の
か
ら
、
各
種
の
虫
や
草
食
性
・
肉
食
性
の
あ
ら
ゆ

る
動
物
も
、
果
て
は
雑
食
性
の
人
間
ま
で
生
命
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
地

球
陸
地
の
す
べ
て
の
生
き
も
の
を
、
根
本
の
と
こ
ろ

で
支
え
て
い
る
の
は
土
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
働
き
に
着
目
す
る
と
、
土
は
地
球
陸
地
の
生

命
を
育
む
か
け
が
え
の
な
い
生
産
者
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
人
間
の
営
む
農
業
は
、
土
の
こ
の
生
産
者

と
し
て
の
働
き
を
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
利

用
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
い
う

な
れ
ば
、
人
は
自
然
と
い
う
大
家
の
長
屋
に
住
ま
わ

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
店
子
の
ひ
と
り
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
こ
の
店
子
が
大
家
の
資
産
を

わ
が
も
の
顔
で
傷
め
つ
け
、
同
居
し
て
い
る
他
の
多

く
の
店
子
（
生
き
も
の
）
た
ち
の
生
存
を
危
う
く
す

る
ま
で
に
の
さ
ば
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　
生
産
者
と
し
て
の
土
の
働
き
を
支
え
て
い
る
の

は
、
土
の
中
に
棲
む
厖
大
な
種
類
と
数
の
小
動
物
や

原
生
生
物
、
菌
類
、
細
菌
た
ち
で
あ
る
。
植
物
が
土

の
上
で
育
つ
た
め
に
は
水
や
養
分
だ
け
で
な
く
、
空

気
が
必
須
で
あ
る
。
植
物
の
根
は
、
人
間
と
同
じ
よ

う
に
、
土
の
中
に
入
っ
て
く
る
空
気
を
吸
っ
て
炭
水

化
物
を
燃
や
す
呼
吸
を
す
る
こ
と
で
、
水
や
養
分
を

吸
い
上
げ
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
獲
得
し
、
植
物

の
生
育
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
空
気
が
ど
の
よ
う
に

土
の
中
に
入
る
の
か
と
い
え
ば
、
土
の
中
に
い
ろ
い

ろ
な
大
き
さ
の
隙
間
が
あ
る
中
で
、
大
き
な
隙
間
か

ら
重
力
で
水
が
抜
け
た
後
へ
大
気
中
か
ら
自
然
に

入
っ
て
く
る
。
砂
地
は
よ
く
水
が
抜
け
る
の
で
空
気

を
入
れ
る
の
に
は
都
合
が
よ
い
が
、
他
方
で
植
物
に

必
須
な
水
を
も
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
逆

に
粘
土
質
の
土
は
、
小
さ
な
隙
間
が
多
く
て
水
も
ち

は
よ
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
ち
ら
は
空
気
が
入
り

に
く
く
て
植
物
の
根
が
呼
吸
困
難
に
な
る
。
土
の
中

で
こ
の
通
気
と
保
水
と
い
う
矛
盾
し
た
働
き
の
間

の
い
い
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
の
が
団
粒
構
造

と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
ミ
ミ
ズ
の
糞
の
よ
う
な
も
の

の
集
ま
り
を
思
い
描
い
て
も
ら
え
ば
よ
い
。
大
き
な

団
粒
と
団
粒
の
間
か
ら
は
水
を
抜
い
て
空
気
を
入

れ
、
団
粒
内
部
の
小
さ
な
隙
間
に
は
水
を
も
た
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
団
粒
構
造
こ
そ
は
、
自
然
の

中
で
土
が
獲
得
し
た
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し
い
装
置

な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
作
り
出
す
の
は
、
土
に
入

る
有
機
物
と
そ
れ
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
無
数
の
動

物
や
微
生
物
た
ち
な
の
で
あ
る
。
ミ
ミ
ズ
な
ど
の
動

物
の
糞
も
あ
る
が
、
カ
ビ
や
放
線
菌
の
菌
糸
が
土
の

た
な  
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粒
子
を
絡
め
上
げ
、
細
菌
が
出
す
粘
い
分
泌
物
が
粒

子
を
貼
り
合
わ
せ
る
と
い
っ
た
働
き
が
、
団
粒
構
造

を
作
り
出
し
て
い
る
。

　
自
然
の
生
態
系
は
土
の
生
産
力
に
適
応
し
て
い
る

か
ら
、
ど
こ
で
も
そ
れ
な
り
に
完
結
し
た
シ
ス
テ
ム

と
な
っ
て
い
る
が
、
農
地
と
し
て
利
用
し
て
い
る
土

の
場
合
、
作
物
栽
培
に
必
要
な
養
分
の
供
給
力
は
、
ほ

と
ん
ど
い
つ
で
も
不
足
し
て
い
る
。
そ
れ
は
農
業
が

短
時
間
で
大
き
な
生
産
を
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、作
物
の
品
種
を
改
良（
？
）し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
不
足
を
補
う
の
が
肥
料
で
あ
り
、
中
国
で
は
紀

元
前
１
４
０
０
年
く
ら
い
も
前
か
ら
施
肥
が
行
わ
れ

て
き
た
こ
と
を
甲
骨
文
に
記
録
し
て
い
る
。
現
代
で

は
、
こ
の
肥
料
を
有
機
物
で
施
す
の
が
有
機
農
業
で

あ
り
、化
学
肥
料
を
使
う
の
が
普
通
の
農
業
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
自
然
の
中
で
は
土
が
生
産
者
と
し
て

働
く
だ
け
で
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
ず
、
生
産
さ
れ
た

も
の
は
必
ず
分
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
は

分
解
者
と
し
て
も
自
然
界
の
中
で
大
き
な
働
き
を
し

て
い
る
。
日
本
の
森
林
は
毎
年
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り

数
ト
ン
に
も
の
ぼ
る
落
葉
落
枝
を
地
表
に
返
し
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
落
葉
落
枝
は
翌
年
に
は
き
れ
い
に

な
く
な
っ
て
い
る
。
田
ん
ぼ
で
は
収
穫
し
た
モ
ミ
と

同
じ
か
、
そ
れ
以
上
の
重
さ
の
藁
が
毎
年
地
表
に
返

さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
田
の
表
面
に
た
ま
り
続
け
る
こ

と
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
厖
大
な
種
類
と
数
を
も
つ

土
の
中
の
生
き
も
の
た
ち
が
、
分
解
者
と
し
て
の
土

の
主
役
を
担
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
働

き
が
自
然
の
中
で
の
元
素
の
循
環
を
保
証
し
、
農
業

に
お
け
る
持
続
性
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
も
っ
と

身
近
な
と
こ
ろ
を
見
て
お
こ
う
。
人
間
が
生
き
て
い

る
限
り
排
泄
物
を
出
す
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
日

本
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
農
業
が
、
何
千
年

に
も
わ
た
っ
て
持
続
的
に
稠
密
な
人
口
を
養
っ
て
き

た
の
は
、
こ
の
排
泄
物
を
肥
料
と
し
て
完
全
に
リ
サ

イ
ク
ル
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
明
治
か
ら
大

正
を
生
き
た
文
人
た
ち
は
こ
の
こ
と
の
意
味
を
鋭
く

感
じ
取
っ
て
い
た
。
徳
富
蘆
花
は
「
大
な
る
哉
土
の
徳

や
。
如
何
な
る
不
浄
も
容
れ
ざ
る
な
く
、
如
何
な
る
罪

人
も
養
わ
ざ
る
は
無
い
」
と
土
を
讃
え
て
い
る
し
、
高

村
光
太
郎
は
「
土
壌
は
汚
れ
た
も
の
を
恐
れ
ず
、
土
壌

は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
浄
め
…
」
と
詠
い
上
げ
て
い
る
。

　
化
学
肥
料
の
出
現
と
下
水
道
の
発
達
は
、
農
業
に

お
け
る
こ
の
循
環
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
１
９

１
３
年
に
始
ま
っ
た
工
業
的
窒
素
固
定
は
、
今
日
の

自
然
界
に
お
け
る
窒
素
の
流
通
量
を
１
０
０
年
前

の
２
倍
以
上
に
増
や
し
、
大
気
と
水
と
土
に
活
性
な

窒
素
を
た
め
て
環
境
を
損
な
っ
て
い
る
一
方
、
地
球

上
の
リ
ン
酸
資
源
は
１
０
０
年
を
経
ず
し
て
枯
渇

す
る
と
こ
ろ
ま
で
逼
迫
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
自
分

の
食
料
を
自
分
で
生
産
す
る
唯
一
の
哺
乳
動
物
で

あ
る
ヒ
ト
は
、
農
業
に
よ
っ
て
食
料
の
余
剰
を
生
み

出
し
て
文
明
を
育
み
、
そ
の
文
明
の
成
果
に
よ
っ
て

さ
ら
に
食
料
を
増
産
し
、
人
口
を
増
や
し
続
け
て
い

る
。
リ
ン
酸
資
源
の
枯
渇
は
、
こ
の
止
め
処
な
い
ヒ

ト
の
増
殖
が
も
つ
危
険
性
へ
の
、
自
然
の
警
鐘
と
考

え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
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