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は
し
が
き

　

２
０
１
８
年
は
日
中
両
国
に
と
っ
て
、
そ
し
て
筆
者
の
個
人
史
と
し
て
も
、
と
て
も
重
要
な
年
で
あ
る
。
ま
ず
個

人
的
な
話
を
先
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
筆
者
は
30
年
前
の
１
９
８
８
年
に
留
学
の
た
め
に
来
日
し
、
名
古
屋
で
研

究
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
そ
れ
以
来
ず
っ
と
日
本
で
生
活
し
て
い
る
。

　

名
古
屋
大
学
で
修
士
を
取
得
し
た
あ
と
、
今
は
な
き
長
銀
総
合
研
究
所
に
就
職
し
た
が
、
入
社
の
面
接
の
と
き

「
ど
う
い
う
仕
事
を
し
た
い
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
、
大
学
院
で
は
ア
メ
リ
カ
の
金
融
規
制
を
学
ん
だ
の
で
「
ア
メ

リ
カ
金
融
に
関
連
す
る
仕
事
を
し
た
い
」
と
答
え
た
。
し
か
し
人
事
部
か
ら
「
君
は
中
国
人
な
の
だ
か
ら
中
国
経
済

に
関
す
る
調
査
を
し
て
も
ら
う
」
と
い
わ
れ
た
。
だ
っ
た
ら
そ
の
質
問
は
何
の
た
め
だ
っ
た
の
だ
、
と
思
っ
た
。
自

分
は
当
時
、
中
国
経
済
に
何
の
関
心
も
な
か
っ
た
。
も
し
何
ら
か
の
関
心
が
あ
っ
た
ら
、
日
本
に
来
る
こ
と
な
ど
考

え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
興
味
を
持
て
な
い
自
国
の
経
済
分
析
を
行
う
こ
と
に
は
気
が
引
け
た
が
、
で

も
仕
事
だ
か
ら
、
い
わ
れ
る
通
り
に
や
る
し
か
な
い
。
以
来
、
ず
っ
と
中
国
経
済
の
研
究
を
続
け
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
日
本
に
と
っ
て
、
２
０
１
８
年
は
明
治
維
新
の
１
５
０
周
年
に
あ
た
る
。
日
本
を
近
代
化
し
た
の
は
明

治
維
新
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
中
国
に
と
っ
て
２
０
１
８
年
は
「
改
革
・
開
放
」
か
ら
40
周
年
に
な
る
。
こ
の
40
年
間
、

中
国
は
良
く
も
悪
く
も
、
そ
れ
以
前
と
は
ま
る
で
ち
が
う
国
に
な
っ
た
。
日
本
の
明
治
維
新
と
中
国
の
「
改
革
・
開

は
し
が
き
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放
」
と
の
比
較
は
、
本
文
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
本
を
書
こ
う
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
は
、
今
ま
で
の
30
年
間
、
日
本
で
研
究
生
活
を
行
っ
て
き
た
な
か
で
、
自
分
自
身
が
自
国
を
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
る
か
、
一
度
総
括
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
も
し
中
国
国
内
で
中
国
を
研
究
し
た
ら
、

必
ず
し
も
客
観
的
に
被
写
体
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
に
来
て
よ
か
っ
た
と
い
つ
も
思
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
書
店
へ
中
国
関
連
の
新
刊
書
を
探
し
に
行
く
が
、
日
本
の
中
国
関
連
の
本
は
あ
ま
り
に
も
極
論
が

多
く
、
い
つ
も
当
惑
を
隠
せ
な
い
。「
仮
想
敵
国
」
中
国
は
危
険
な
国
で
あ
る
と
す
る
中
国
脅
威
論
や
世
界
制
覇
を

た
く
ら
む
よ
か
ら
ぬ
国
と
し
て
の
中
国
陰
謀
論
の
か
た
わ
ら
、
や
が
て
綻
び
が
生
じ
て
足
元
か
ら
崩
れ
落
ち
る
と
い

う
中
国
崩
壊
論
ま
で
、
実
に
激
し
い
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
せ
い
か
、
講
演
な
ど
の
と
き
「
中
国
で

は
実
際
に
は
何
が
起
き
て
い
る
の
か
」「
中
国
は
ど
の
よ
う
な
国
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
」
と
よ
く
質
問
さ
れ

る
。
中
国
が
多
様
性
に
富
ん
だ
巨
大
国
家
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
巷
に
あ
ふ
れ
る
極
論
を
提
示
す
る
論
者
た

ち
は
、
あ
ま
り
に
も
個
人
的
な
好
き
嫌
い
で
中
国
を
論
じ
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
日
本
人
の
読
者
が
翻
弄
さ
れ
、

五
里
霧
中
を
彷さ

ま
よ徨

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
し
た
二
つ
の
実
情
に
鑑
み
、
こ
の
本
を
執
筆
す
る
目
的
は
、
個
人
的
な
感
情
論
を
す
べ
て
取
り
除
い
て
、
も

う
一
度
冷
静
に
中
国
を
観
察
し
描
写
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
本
は
学
術
書
で
は
な
い
。
一

般
の
読
者
は
中
国
経
済
に
関
す
る
理
論
分
析
を
知
り
た
い
よ
り
も
、
中
国
と
い
う
国
そ
の
も
の
を
知
り
た
い
は
ず
で

あ
る
。
中
国
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
中
国
の
こ
と
が
好
き
に
な
っ
た
り
、
嫌
い
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
一
番
よ
く
な

い
こ
と
で
あ
る
。
好
き
か
嫌
い
か
に
な
る
前
に
、
も
う
少
し
実
態
に
肉
薄
し
た
等
身
大
の
中
国
に
近
づ
く
こ
と
が
重
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要
で
あ
る
。

　

今
、
日
本
で
は
、
パ
ン
ダ
の
香

シ
ャ
ン

香シ
ャ
ンが

ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
は
パ
ン
ダ
の
生
ま
れ
故
郷
だ
が
、
日
本
と
中

国
の
つ
な
が
り
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
少
な
か
ら
ぬ
日
本
人
が
『
三
国
志
』
の
愛
読
者
で
あ
る
。
し
か

し
、
魏
呉
蜀
三
国
鼎
立
の
時
代
は
数
千
年
の
中
国
史
の
な
か
で
わ
ず
か
一
瞬
に
す
ぎ
ず
、
中
国
の
歴
史
は
そ
れ
よ
り

も
遥
か
に
長
く
複
雑
で
あ
る
。
同
様
に
、
中
国
人
の
心
も
日
本
人
が
考
え
る
以
上
に
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
個
人
的
に
中
国
経
済
を
研
究
し
て
い
る
の
だ
が
、
経
済
理
論
を
も
っ
て
中
国
経
済
を
考
察
す
る
だ
け
で
中

国
と
い
う
国
の
全
体
像
を
描
く
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
経
済
に
は
必
ず
社
会
の
内
実
と
結
び
つ
い

た
複
雑
な
事
情
が
存
在
し
、
よ
り
真
実
に
近
づ
く
に
は
、
そ
の
隠
れ
た
部
分
を
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
だ
。
一
方
で
、
足
元
の
中
国
社
会
と
中
国
経
済
を
解
明
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
な
ぜ
こ
う
な
っ
て
い
る
か
に
つ

い
て
納
得
の
い
く
説
明
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
や
は
り
歴
史
的
な
観
点
か
ら
中
国
を
鳥
瞰
し
な
い
と
、
中
国
の

真
相
を
解
明
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
点
は
筆
者
に
と
っ
て
一
番
の
難
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
文
化
大
革
命
の
と
き
に
初
等
教
育
を

受
け
た
筆
者
は
、
き
ち
ん
と
し
た
歴
史
教
育
を
一
度
も
受
け
た
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
中
国
の
教
科
書
で
は
、

中
国
を
統
一
し
た
秦
の
始
皇
帝
が
国
を
統
一
し
た
功
績
だ
け
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
日
日
本
で
歴
史
書
を
紐
解

き
、
始
皇
帝
が
実
際
は
た
い
へ
ん
な
暴
君
だ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
同
様
に
、

太
平
天
国
の
乱
は
封
建
社
会
を
打
倒
す
る
農
民
一
揆
と
し
て
総
括
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
虐

殺
を
繰
り
返
す
邪
教
徒
の
乱
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
中
国
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
中
国
の
数
千
年
の
歴
史

を
正
し
く
知
る
必
要
が
あ
っ
た
。
筆
者
に
と
っ
て
、
間
違
っ
た
歴
史
観
を
正
す
こ
と
が
先
決
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
振
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り
返
れ
ば
、
今
ま
で
の
十
数
年
間
、
一
番
多
く
読
ん
だ
の
は
経
済
学
の
書
で
は
な
く
、
大
半
が
歴
史
書
だ
っ
た
。

　

現
在
で
は
、
た
い
へ
ん
幸
い
な
こ
と
に
、
中
国
の
若
手
の
歴
史
学
者
の
一
部
は
、
史
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
最

大
限
の
努
力
を
し
て
い
る
。
社
会
主
義
中
国
の
歴
史
観
は
歴
史
上
の
人
物
を
白
黒
の
二
分
法
で
分
け
る
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
も
現
在
の
政
治
的
必
要
性
か
ら
史
実
を
曲
解
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
米
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
共
産
党
の
歴

史
を
研
究
し
て
い
る
馮
勝
平
氏
は
、「
史
実
を
捻
じ
曲
げ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
史
実
に
含
ま
れ
る
ロ
ジ
ッ
ク
（
論

理
）
を
捏
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
歴
史
を
勉
強
す
る
こ
と
は
史
実
を
知
る

よ
り
も
、
歴
史
の
論
理
を
勉
強
す
る
こ
と
が
よ
ほ
ど
重
要
で
あ
る
。

　

日
中
戦
争
史
を
め
ぐ
る
日
中
の
対
立
は
、
戦
後
70
年
以
上
を
経
た
今
と
な
っ
て
は
実
に
不
毛
な
論
争
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
多
く
は
あ
る
史
実
に
関
す
る
見
解
の
食
い
違
い
だ
か
ら
だ
。
時
間
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
、
史
実

の
一
部
は
解
明
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、
日
中
双
方
の
立
場
の
ち
が
い
に
よ
り
、
史
実
の
描
写
は
大
き
く
異
な
る
こ

と
も
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
日
中
戦
争
が
な
ぜ
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
か
の
背
景
を
論
理

的
に
解
明
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

中
国
国
内
で
、
い
ま
だ
に
文
化
大
革
命
の
原
因
や
責
任
の
究
明
は
公
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

幸
い
な
こ
と
に
一
部
の
知
識
人
は
私
的
に
文
革
の
体
験
者
と
当
事
者
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
「
口
述
歴
史
」
の

か
た
ち
で
保
存
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
文
革
研
究
を
行
う
中
国
人
研
究
者
も
、
当
事
者

に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
努
力
は
中
国
の
現
代
史
研
究
に
お
い
て
最
も
重
要
な
功
績

と
し
て
記
録
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

現
在
、
中
国
で
は
い
ま
だ
言
論
の
自
由
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
が
、
40
年
前
の
中
国
は
今
の
北
朝
鮮
と
き
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わ
め
て
よ
く
似
た
国
だ
っ
た
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
わ
ず
か
40
年
で
、
世
界
で
最
も
古
い
国
の
一
つ
の
中
国
が
こ
こ

ま
で
進
歩
し
た
の
は
、
む
し
ろ
驚
き
で
あ
る
。
中
国
の
先
行
き
に
関
す
る
悲
観
論
は
往
々
に
し
て
そ
の
進
歩
に
対
す

る
期
待
と
現
実
の
進
歩
の
遅
さ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

筆
者
は
30
年
前
に
上
海
か
ら
鑑
真
丸
と
い
う
フ
ェ
リ
ー
に
乗
っ
て
日
本
に
来
た
。
上
海
市
中
心
部
に
位
置
す
る
上

海
港
を
出
発
し
た
鑑
真
丸
は
ゆ
っ
く
り
と
し
か
進
ま
な
か
っ
た
。
揚
子
江
の
河
口
ま
で
は
半
日
も
か
か
っ
た
。
な
ぜ

も
っ
と
速
く
走
ら
な
い
の
か
、
と
乗
組
員
に
尋
ね
た
ら
、「
川
だ
か
ら
速
く
走
れ
な
い
」
と
い
わ
れ
た
。

　

む
ろ
ん
、
中
国
と
い
う
巨
大
国
家
の
舵
取
り
は
鑑
真
丸
を
操
縦
す
る
こ
と
よ
り
も
遥
か
に
複
雑
な
作
業
と
な
る
。

指
導
者
自
身
も
歴
史
的
限
界
性
に
よ
っ
て
視
野
が
塞
が
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
と
く
に
、「
改
革
・
開
放
」
は
そ

れ
ま
で
の
社
会
主
義
計
画
経
済
と
完
全
に
決
別
し
て
リ
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
毛
沢
東
時
代
の
負
の
遺
産

を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
中
国
は
鄧
小
平
が
い
う
渡
り
石
を
叩
い
て
一
歩
前
進
し
て
ま
た
半
歩
後
退
す
る
と
い
う
困
難

な
歩
み
を
辿
っ
て
き
た
。
で
も
、
大
ま
か
な
方
向
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
中
国
は
ゆ
っ
く
り
で
あ
り
な
が
ら
も
前
進

し
て
い
る
。
逆
に
、
中
国
の
よ
う
な
巨
大
国
家
は
猛
ス
ピ
ー
ド
で
走
り
だ
し
た
場
合
、
そ
れ
こ
そ
恐
ろ
し
い
結
末
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

イ
ア
ン
・
ブ
レ
マ
は
今
の
世
界
を
リ
ー
ダ
ー
不
在
の
Ｇ
ゼ
ロ
の
時
代
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
中
国
の
躍

進
は
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
と
り
大
き
な
リ
ス
ク
と
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
国
は
独
自
の
ル
ー

ル
に
則
っ
て
行
動
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
中
国
が
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は

主
要
国
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
本
書
で
議
論
す
る
最
重
点
課
題
は
中
国
が
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
本
当
の
リ
ー
ダ

ー
に
な
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
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筆
者
は
１
９
９
４
年
に
長
銀
総
研
に
入
所
以
来
、
日
本
経
済
新
聞
社
出
版
局
（
当
時
）
の
書
籍
編
集
者
だ
っ
た
増

山
修
氏
の
知
遇
を
得
て
、
機
会
あ
る
ご
と
に
同
氏
に
激
励
さ
れ
な
が
ら
、
来
日
か
ら
10
年
が
か
り
の
研
究
の
集
大
成

と
し
て
２
０
０
７
年
『
中
国
の
不
良
債
権
問
題
』
を
同
社
か
ら
上
梓
し
た
。
そ
れ
か
ら
10
年
経
過
し
、
増
山
氏
は
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
に
移
籍
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
も
常
に
「
柯
さ
ん
、
そ
ろ
そ
ろ
そ
の
後
の
成
果
を
ま
と
め
ら
れ
た

ら
」
と
お
誘
い
を
受
け
て
き
た
。
今
回
、
そ
の
機
が
熟
し
た
の
を
見
計
ら
っ
て
こ
の
本
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
ふ

た
た
び
本
書
執
筆
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
増
山
氏
に
感
謝
し
た
い
。

　

こ
の
本
は
執
筆
当
初
か
ら
学
術
書
と
し
て
書
こ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
一
つ
は
個
人
的
な
能
力
の
限
界
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
上
述
の
よ
う
に
、
日
本
に
あ
る
中
国
論
の
本
に
充
満
す
る
極
論
を
看
過
で
き
な
い
か
ら

で
も
あ
る
。
落
ち
着
い
た
冷
静
な
議
論
を
し
て
本
当
の
中
国
に
少
し
で
も
近
づ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

こ
こ
数
年
、
筆
者
を
取
り
巻
く
研
究
環
境
に
は
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
あ
っ
た
。
幸
い
に
も
富
士
通
総
研
の
本
庄
滋

明
社
長
は
「
自
由
に
ど
ん
ど
ん
情
報
発
信
を
し
て
ほ
し
い
」
と
比
較
的
自
由
な
研
究
活
動
を
認
め
て
く
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
筆
者
所
属
の
経
済
研
究
所
小
村
元
所
長
・
常
務
取
締
役
か
ら
「
柯
君
は
、
中
国
リ
ス
ク
に
関
す
る
研
究
を

も
っ
と
深
め
て
ほ
し
い
」
と
日
ご
ろ
筆
者
の
研
究
に
理
解
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
謝
意
を
表
し
た
い
。
ま

た
、
富
士
通
総
研
の
前
会
長
・
伊
東
千
秋
氏
は
、
常
に
筆
者
の
研
究
を
励
ま
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
さ

ら
に
、
日
ご
ろ
の
研
究
活
動
と
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
の
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
富
士
通
総
研
の
広
報
担
当
・
香
田
隆
氏

と
相
原
真
理
子
氏
の
二
人
に
も
心
か
ら
の
謝
意
を
伝
え
た
い
。
日
ご
ろ
の
研
究
活
動
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
研
究
ア

シ
ス
タ
ン
ト
・
眞
野
美
香
氏
に
も
感
謝
す
る
。

　

30
年
前
、
私
費
留
学
生
と
し
て
名
古
屋
へ
留
学
す
る
に
あ
た
り
、
身
元
引
受
保
証
人
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
浅
野



vii

はしがき

彰
氏
は
、
筆
者
の
こ
と
を
実
の
子
ど
も
の
よ
う
に
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
ご
家
族
の
皆
さ
ん
に
も
温
か
く
接

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
。
ま
た
、
名
古
屋
滞
在
中
、
一
番
最
初
に
下
宿
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
故
・
黒
川
欽
吾
家
の
皆
さ
ん
に
も
感
謝
し
た
い
。

　

30
年
前
に
留
学
の
た
め
に
来
日
し
た
が
、
筆
者
の
両
親
は
今
も
南
京
で
生
活
し
て
い
る
。『
論
語
』
に
は
、「
父
母

在
、
不
遠
遊
」
と
の
教
え
が
あ
り
、
多
少
親
不
孝
と
も
反
省
し
て
い
る
が
、
幸
い
、
二
人
と
も
高
齢
な
が
ら
、
大
病

も
な
く
健
在
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
南
京
で
安
定
し
た
公
務
員
の
仕
事
を
持
っ
て
い
た
妻
は
仕
事
を
辞
め
、
一
介
の
私
費
留
学
生
と
し
て
来

日
を
決
意
し
た
筆
者
に
つ
い
て
日
本
に
来
て
く
れ
た
。
そ
の
勇
気
と
信
念
と
愛
情
に
感
謝
し
た
い
。
そ
し
て
こ
の
30

年
間
、
妻
と
娘
に
多
大
な
迷
惑
と
心
配
を
か
け
た
こ
と
に
心
よ
り
お
詫
び
す
る
。

　
　
２
０
１
８
年
初
春

�

柯　
　

隆　
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第１章　中国的ヘゲモニーと一帯一路

第
１
章　

中
国
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
一
帯
一
路

１　

中
国
の
国
是

　

中
国
と
は
、
ど
の
よ
う
な
国
だ
ろ
う
か
。
中
国
で
は
多
く
の
国
民
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
自
分
の
村
か
ら

さ
え
一
歩
も
出
た
こ
と
が
な
い
。
そ
も
そ
も
誰
が
中
国
人
な
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
人
の
多
く
は
「
漢
民
族
」
で
あ
る
。

中
国
の
文
字
は
「
漢
字
」
で
あ
り
、
中
国
語
は
「
漢
語
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
漢
民
族
以
外
の
数
多
く
の
少
数
民
族

も
中
国
の
一
部
で
、
民
族
団
結
と
い
う
観
点
か
ら
少
数
民
族
を
排
除
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
で
あ
る
。

　

中
国
を
歴
史
上
初
め
て
統
一
し
た
の
は
秦
の
始
皇
帝
だ
っ
た
が
、
で
は
な
ぜ
中
国
人
は
自
分
た
ち
の
こ
と
を
「
漢

民
族
」
と
呼
び
、「
秦
族
」
と
呼
ば
な
い
の
か
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
帰
属
意
識
に
つ
い
て
、
秦
の
始
皇
帝
は
た

し
か
に
中
国
を
統
一
し
た
が
、
一
方
で
焚
書
坑
儒
な
ど
に
よ
り
民
族
文
化
の
多
く
が
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
秦
王
朝

は
ト
ー
タ
ル
し
て
も
20
年
と
続
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
２
０
０
０
年
余
り
の
中
国
文
化
の
基
礎
を
築
き
上
げ
た
の

は
、
秦
が
亡
び
た
あ
と
成
立
し
た
漢
王
朝
だ
っ
た
。
前
漢
と
後
漢
を
合
わ
せ
れ
ば
、
約
４
２
０
年
も
続
き
、
土
地
の

制
度
や
官
僚
シ
ス
テ
ム
な
ど
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
制
度
と
文
化
の
基
礎
を
築
き
上
げ
た
の
が
こ
の
漢
王
朝
だ
っ
た
。
だ
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か
ら
こ
そ
中
国
人
は
自
分
た
ち
の
こ
と
を
「
漢
」
民
族
と
呼
ん
で
お
り
、
文
字
は
「
漢
」
字
で
あ
り
、
言
葉
は
「
漢
」

語
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
宇
宙
飛
行
士
は
宇
宙
か
ら
万
里
の
長
城
が
見
え
た
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
伝
説
は
本
当
か
ど
う

か
定
か
で
は
な
く
、
の
ち
に
宇
宙
か
ら
肉
眼
で
は
万
里
の
長
城
は
見
え
な
い
と
証
明
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
話
が

で
き
る
ほ
ど
、
中
国
の
地
図
を
み
る
と
、
北
方
民
族
の
侵
略
を
防
ぐ
万
里
の
長
城
は
や
は
り
と
て
つ
も
な
く
長
大
な

遺
跡
で
あ
る
（
た
だ
、
歴
史
に
お
い
て
長
城
は
北
方
民
族
の
侵
略
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
）。

　

そ
し
て
、
中
国
人
に
と
っ
て
、
中
国
文
化
の
発
祥
は
東
西
を
流
れ
る
黄
河
だ
っ
た
。
黄
河
は
黄
土
高
原
を
流
れ
、

中
原
地
帯
を
灌
漑
し
、
豊
か
な
中
国
文
化
を
育
ん
だ
。
近
年
の
研
究
で
は
、
四
川
省
の
出
土
品
か
ら
中
国
文
化
は
黄

河
流
域
だ
け
で
な
く
、
長
江
（
揚
子
江
）
流
域
も
中
華
文
明
の
発
祥
の
地
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

中
国
文
化
の
一
つ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
周
辺
諸
国
と
の
朝
貢
関
係
の
締
結
で
あ
る
。
し
か
し
、
朝
貢
は
小
国

を
植
民
地
と
し
て
そ
の
資
源
を
略
奪
す
る
た
め
の
枠
組
み
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
華
夷
秩
序
と
呼
ば
れ

る
朝
貢
は
周
辺
諸
国
へ
中
原
文
化
を
輸
出
す
る
た
め
の
枠
組
み
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
朝
鮮
半
島
は
漢
字
や
漢
詩
な

ど
中
国
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
。
同
じ
よ
う
に
ベ
ト
ナ
ム
北
部
は
今
で
も
中
国
文
化
の
影
響
が
残
っ
て
い

る
。
一
方
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
大
英
博
物
館
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
博
物
館
と
ち
が
っ
て
、
中
国
の
博

物
館
に
は
外
国
の
文
化
財
の
陳
列
が
皆
無
に
等
し
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
古
代
中
国
人
は
自
分
た
ち
の
国
が
世
界
の

中
心
で
あ
り
、
中
華
文
明
よ
り
も
優
れ
た
文
明
は
ほ
か
に
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
と
勘
違
い
し
て
い
た
か
ら
、
他
国

の
文
物
を
持
ち
帰
り
、
展
示
な
ど
す
る
べ
く
も
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
歴
史
的
に
中
国
人
が
海
外
か
ら
輸
入
ま
た
は
略

奪
し
た
も
の
の
な
か
で
最
も
多
い
の
は
、
象
牙
な
ど
の
類
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
中
国
人
は
、
中
国
は
覇
権
主
義
的
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