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支
流
で
す
が
、
長
安
（
い
ま
の
西
安
）
あ
た

り
か
ら
広
東
省
な
ど
に
移
住
し
て
き
た
の
で
、

客
に
家
と
書
い
て
、
客
家
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

客
家
に
は
客
家
語
が
あ
り
、
そ
れ
は
現
代

中
国
の
共
通
語
に
な
っ
て
い
る
北
京
語
と
は

ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
す
。
私
は
地
元
で
、

ず
っ
と
客
家
語
を
話
し
て
い
ま
し
た
が
、
北

京
に
行
き
、
客
家
語
を
話
す
と
馬
鹿
に
さ
れ

ま
し
た
。
北
京
語
も
正
確
に
は
話
せ
ず
、
訛

り
が
あ
る
と
笑
わ
れ
ま
し
た
。

逆
に
、
私
は
客
家
語
が
美
し
い
と
思
い
、

北
京
語
を
喋
っ
て
い
る
人
た
ち
は
気
取
っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
て
、
彼
ら
の
言
葉
に
は
本

心
が
な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
私
は
客
家
語
に
よ
っ
て
客
家
の
社
会
集

団
に
属
し
て
い
て
、
北
京
語
を
話
す
社
会
集

団
に
は
違
和
感
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
ん
な
私
が
日
本
に
留
学
し
、
日
本
語
に

ふ
れ
た
と
き
、
最
初
は
漢
字
だ
け
で
な
く
、

ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
が
あ
る
こ
と
に
、
や

は
り
違
和
感
を
も
ち
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
一
生
懸
命
日
本
語
を
学
び
、

読
む
こ
と
も
書
く
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
と
、
漢
字
と
ひ
ら
が
な
や
カ
タ

カ
ナ
の
組
み
合
わ
せ
が
、
き
れ
い
で
や
わ
ら

か
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
若
い
頃
の
私
が
北
京
語
に
感
じ

た
違
和
感
も
、
最
初
に
日
本
語
に
感
じ
た
違

和
感
も
、
私
の
偏
見
だ
っ
た
の
で
す
。
人
は

自
分
が
信
じ
て
い
る
も
の
が
一
番
素
晴
ら
し

く
、
美
し
く
思
い
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
、

自
分
の
も
の
よ
り
下
と
考
え
、
差
別
す
る
の

で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
は
優
越
感
や
自

尊
心
を
保
ち
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
の
自
然
的

な
感
覚
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
感
覚
を
巧
み
に
利
用
す
れ

ば
、
同
じ
言
語
を
喋
る
人
た
ち
を
ま
と
め
、

ほ
か
の
言
語
の
人
た
ち
と
グ
ル
ー
プ
分
け
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
言

語
の
社
会
凝
集
力
で
す
。

少
し
距
離
を
置
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

客
家
語
と
北
京
語
で
は
、
ど
ち
ら
が
美
し
い

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
漢
字
だ
け

の
中
国
語
と
、
漢
字
と
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ

ナ
が
あ
る
日
本
語
で
は
、
ど
ち
ら
が
美
し
い

と
い
う
優
劣
な
ど
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か

り
ま
す
。
も
し
、
一
方
だ
け
を
美
し
い
と
言

う
な
ら
、
そ
れ
は
他
方
を
知
ら
な
い
自
分
の

無
知
を
表
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。

日
本
も
中
国
も
同
じ
よ
う
に

歩
ん
だ
言
語
感
情
の
歴
史

さ
ら
に
、
言
語
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問

題
と
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
他
国

と
の
差
別
化
に
お
い
て
、
言
語
が
そ
の
象
徴

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

す
る
と
、
他
国
の
言
語
と
の
比
較
に
お
い

て
、
と
き
に
は
、
自
分
た
ち
の
言
語
が
劣
っ

て
い
る
と
い
う
感
情
や
、
国
家
戦
略
上
の
打

算
が
働
く
こ
と
も
あ
り
、
言
語
に
対
し
て
複

雑
な
愛
憎
が
生
ま
れ
ま
す
。

そ
れ
は
歴
史
を
見
る
と
、
日
本
語
を
廃
止

言
語
は
社
会
集
団
と
密
接
に
繋
が
り
、

別
の
社
会
に
対
す
る
偏
見
も
生
む

私
が
日
本
と
中
国
の
比
較
研
究
を
始
め
た

き
っ
か
け
は
、
1
9
8
7
年
に
日
本
に
留
学

し
て
以
来
、
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
制
度

や
文
化
を
学
ぶ
こ
と
で
日
本
社
会
の
理
解
が

深
ま
っ
た
こ
と
と
、
中
国
か
ら
長
時
間
離
れ

た
こ
と
で
、
中
国
的
な
も
の
に
対
し
て
距
離

を
置
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
日
本
も
中
国
も
近
代
社
会
を

成
立
さ
せ
て
い
る
大
き
な
力
が
4
つ
あ
る
こ

と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
祖
国

感
情
、
伝
統
文
化
、
言
語
感
情
、
最
高
権
威

で
す
。
こ
れ
を
社
会
凝
集
力
と
捉
え
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
中
で
も
、
日
本
と
中
国
の
言

語
感
情
に
、
共
通
す
る
多
く
の
点
を
見
出
せ

る
と
気
付
い
た
の
で
す
。

ま
ず
、
言
語
が
社
会
凝
集
力
、
す
な
わ
ち

社
会
を
ま
と
め
る
力
と
い
う
点
に
お
い
て
非

常
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
言
語
は
社
会
集
団

と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

例
え
ば
、
私
は
中
国
の
広
東
省
の
客
家

（
は
っ
か
）
出
身
で
す
。
客
家
は
漢
民
族
の
一

言語は、社会そのものです。その国の言語を研究すると、その国の社会が見えてきます。
では、日本語によって見える日本社会とはどのようなものなのでしょう。
それは、同じ漢字を使う中国と、どこが異なり、どこが同じなのでしょうか。

社会凝集力は偏見も生む。
自分をもっと自由に解放してみよう！！
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す
る
動
き
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
明
治
初
期
、
日
清
戦
争
後
、
第
1
次

世
界
大
戦
前
後
、
第
2
次
世
界
大
戦
後
で
す
。

明
治
初
期
、
新
政
府
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、

日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
欧
米
に
劣
っ
て

い
る
と
考
え
、
欧
米
化
を
進
め
ま
し
た
。
和

服
を
洋
服
に
着
替
え
た
よ
う
に
、
日
本
語
も

廃
止
し
て
英
語
を
導
入
し
よ
う
と
考
え
た
の

で
す
。
つ
ま
り
、
明
治
期
の
頃
は
、
エ
リ
ー

ト
層
ほ
ど
、
日
本
語
に
対
し
て
劣
等
意
識
を

も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
案
は
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
止
め
ら

れ
、
新
た
な
日
本
の
共
通
語
を
つ
く
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
共
通
語
を
つ
く
る

こ
と
で
、
国
民
国
家
の
体
制
を
築
こ
う
と
し

た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
日
清
戦
争
で
日
本
が
勝
っ
た
こ

と
で
、
負
け
た
中
国
の
漢
字
を
ベ
ー
ス
と
し

て
発
展
し
た
日
本
語
に
対
し
て
、
当
時
の
エ

リ
ー
ト
層
は
自
尊
心
が
許
さ
ず
、
や
は
り
、

日
本
語
を
廃
止
す
る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。

第
1
次
世
界
大
戦
前
後
に
は
、
劣
等
感
よ

り
も
日
本
の
世
界
進
出
を
前
提
と
し
て
日
本

語
の
廃
止
の
議
論
が
起
き
ま
し
た
。
漢
字
を

使
っ
た
特
殊
な
言
語
で
あ
る
日
本
語
で
は
、

植
民
地
で
の
統
治
が
大
変
と
考
え
た
の
で

し
ょ
う
。

そ
れ
が
一
変
す
る
の
が
、
第
2
次
世
界
大

戦
後
で
す
。
今
度
は
敗
戦
に
よ
っ
て
鼻
を
折

ら
れ
、
意
気
消
沈
し
て
日
本
語
の
廃
止
を
考

え
る
の
で
す
。

こ
の
状
況
が
ま
た
反
転
す
る
の
は
、

1
9
6
0
年
代
以
降
の
高
度
経
済
成
長
で
す
。

日
本
社
会
は
自
信
を
取
り
戻
し
、
以
後
、
日

本
語
を
廃
止
す
る
議
論
は
起
き
な
く
な
り
ま

す
。
む
し
ろ
、
1
9
9
0
年
代
に
バ
ブ
ル
が

崩
壊
し
、
高
度
経
済
成
長
が
止
ま
る
と
、
今

度
は
、
日
本
人
と
し
て
の
自
信
を
取
り
戻
す

た
め
に
、
日
本
語
は
美
し
い
と
言
う
よ
う
に

な
り
ま
す
。

実
は
、
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
抱
え
て
い
た
日

本
語
に
対
す
る
劣
等
感
は
、
一
般
民
衆
に
は

ま
っ
た
く
無
縁
の
も
の
で
し
た
。
む
し
ろ
、

他
国
を
知
ら
な
い
ほ
ど
、
自
分
た
ち
の
も
の

が
一
番
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
て
い
る
面
が
あ

り
ま
す
。
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
今
度
は
そ
の

感
情
を
利
用
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

驚
く
こ
と
に
同
じ
こ
と
が
中
国
で
も
起
き

て
い
た
の
で
す
。
1
9
2
0
年
代
、
劣
等
感

か
ら
漢
字
を
廃
止
す
る
議
論
が
起
き
ま
し
た
。

で
す
が
、
1
9
4
9
年
に
中
華
人
民
共
和
国

が
成
立
し
、
経
済
が
成
長
し
始
め
る
と
廃
止

の
議
論
は
抑
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
旧
来

の
漢
字
を
簡
略
化
し
た
簡
体
字
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

日
本
で
も
ご
存
じ
の
人
は
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
簡
体
字
は
旧
来
の
漢
字
に
比
べ
る
と
、

た
だ
の
記
号
の
よ
う
な
形
で
す
。
例
え
ば
、

毛
筆
で
漢
字
を
書
い
て
も
座
り
が
悪
く
、
私

に
は
き
れ
い
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
の
ち
1
9
9
0
年
代
に
な
り
、
急
速
な

経
済
成
長
に
よ
り
完
全
に
自
信
を
も
っ
た
中

国
社
会
は
、
中
国
語
の
漢
字
は
美
し
い
と
言

う
よ
う
に
な
り
、
旧
来
の
漢
字
で
あ
る
繁
体

字
を
見
直
す
動
き
が
出
て
き
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
言
語
に
対
す
る
感
情
は
社

会
の
凝
集
力
で
あ
る
と
と
も
に
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
象
徴
と
し
て
表
れ
ま
す
。
と
き
と

し
て
言
語
は
、
劣
等
感
の
対
象
と
な
り
ま
し

た
が
、
同
じ
よ
う
な
歴
史
の
流
れ
を
、
日
本

も
中
国
も
歩
ん
で
い
る
の
で
す
。

相
手
に
対
し
て
尊
敬
の
念
を
も
っ
て

学
ぶ
こ
と
で
、自
分
の
世
界
を

広
げ
る
こ
と
が
で
き
る

社
会
凝
集
力
と
は
、
国
家
が
個
人
に
働
き

か
け
る
力
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

個
人
が
自
ら
そ
の
力
と
繋
が
ろ
う
と
す
る
こ

と
も
含
ま
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
北
京
語
を
共
通
語
と
し
た
の
は

国
の
戦
略
で
す
が
、
当
初
、
地
方
の
、
特
に

老
人
た
ち
は
北
京
語
に
馴
染
も
う
と
は
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
北
京
語
が
で
き
た

方
が
良
い
仕
事
に
就
け
る
社
会
に
な
っ
て
く

る
と
、
若
い
人
た
ち
は
自
主
的

に
北
京
語
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。
生
き
る
た
め
に

北
京
語
が
必
要
だ
か
ら
で
す
。

ま
た
、
個
性
が
表
出
さ
れ
に

く
い
近
代
社
会
で
は
、
ふ
と
、

自
分
と
は
な
ん
な
の
か
、
自
分

は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
見
え

な
く
な
り
、
無
力
感
や
無
意
味

感
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
時
、
身
近
な
な
に

か
に
繋
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

安
ら
ぎ
や
癒
や
し
が
得
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
繋
が
り
と
は
、
社
会
の

多
く
の
人
が
繋
が
っ
て
い
る
伝

統
文
化
で
あ
っ
た
り
、
祖
国
感
情
で
あ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
社
会
凝
集
力
と

繋
が
る
と
、
優
越
感
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
安
易
に
社
会
と
繋

が
る
こ
と
が
、
本
当
の
自
分
の
存
在
を
取
り

戻
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
時
に
は
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
置
い
て
見

る
こ
と
の
方
が
必
要
で
す
。

距
離
を
置
い
て
見
る
と
は
、
自
分
た
ち
の

社
会
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
を

知
っ
て
、
自
分
た
ち
の
社
会
を
相
対
化
す
る

こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
相
手
に
対
し
て
尊
敬
の

念
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。
す
る
と
相
手

に
対
し
て
、
偏
見
の
な
い
関
心
が
生
ま
れ
ま

す
。
相
手
を
見
下
し
て
い
て
は
、
相
手
か
ら

本
当
に
学
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

最
近
は
、
翻
訳
機
や
翻
訳
ア
プ
リ
の
性
能

が
向
上
し
て
い
て
、
観
光
旅
行
な
ど
で
は
と

て
も
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
の
国

の
社
会
や
文
化
に
つ
い
て
ち
ゃ
ん
と
知
ろ
う

と
思
っ
た
ら
、
そ
の
国
の
言
葉
を
し
っ
か
り

学
ぶ
こ
と
が
必
要
で
す
。

私
が
日
本
語
を
真
剣
に
学
び
、
漢
字
と
ひ

ら
が
な
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
き
れ
い

で
や
わ
ら
か
い
、
水
の
よ
う
に
流
れ
る
雰
囲

気
の
文
章
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
の

感
動
は
大
き
か
っ
た
で
す
。

そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ

と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
生
き
る
た
め
に
北
京
語

を
学
び
、
中
国
社
会
と
繋
が
り
、
日
本
文
化

に
偏
見
を
も
ち
続
け
て
い
た
自
分
で
あ
れ
ば
、

決
し
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
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