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は
じ
め
に

　

近
年
中
国
近
現
代
史
の
領
域
で
は
、
国
民
国
家
の
形
成
過
程
及

び
革
命
の
進
展
を
基
層
社
会
の
実
態
や
民
衆
の
視
点
か
ら
再
検
討

す
る
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
動
向
の
下
に
あ
っ

て
共
産
党
中
心
の
歴
史
叙
述
の
脱
構
築
を
推
進
し
て
き
た
の
が
高

橋
伸
夫
）
（
（
氏
で
あ
る
。
そ
の
高
橋
氏
を
編
者
と
し
、
慶
應
義
塾
大
学

東
ア
ジ
ア
研
究
所
・
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
共
同
研

究
の
成
果
と
し
て
本
書
が
上
梓
さ
れ
た
。

　

編
者
は
本
書
総
論
に
お
い
て
、
二
〇
世
紀
前
半
の
中
国
が
直
面

し
た
課
題
は
、
政
治
的
意
志
を
備
え
た
「
国
民
」
か
ら
な
る
有
機

的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
の
社
会
を
創
り
出
す
と
同
時
に
、
そ
の
社

会
に
国
家
を
下
支
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
措
定
す
る
。
そ
の

上
で
、
こ
の
課
題
に
対
す
る
歴
史
上
の
様
々
な
取
り
組
み
と
そ
の

結
果
を
、
長
期
的
な
展
望
の
も
と
に
検
討
す
る
こ
と
が
本
書
の
目

標
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
が
か
り
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の

が
「
救
国
、
動
員
、
秩
序
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
で
は
、

本
書
所
収
の
各
論
文
は
こ
の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
い
か
に
汲
み

取
り
な
が
ら
、
編
者
が
提
示
し
た
目
標
に
回
答
し
て
い
る
の
か
。

ま
た
本
書
は
近
年
の
研
究
動
向
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も

つ
研
究
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
評
に
お
い
て
検
討
し

て
い
き
た
い
。

一
、
本
書
の
構
成
と
各
章
の
概
要

「
総
論
」、
高
橋
伸
夫

第
一
章
、
戸
部
健
「
宣
講
所
と
文
化
館
の
あ
い
だ
─
近
代
天
津
に

高
橋
伸
夫
編
著
『
救
国
、
動
員
、
秩
序
─
変
革
期
中
国
の
政
治
と
社
会
』

山　

本　
　
　

真

書　

評
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お
け
る
「
社
会
教
育
」
と
中
国
革
命
」

第
二
章
、
岩
谷
將
「
党
と
国
家
の
困
難
な
関
係
─
中
国
国
民
党
の

訓
政
建
設
」

第
三
章
、
阿
南
友
亮
「
軍
隊
建
設
に
み
る
秩
序
再
編
と
動
員
の
関

係
─
一
九
二
〇
年
代
広
東
の
事
例
を
中
心
に
」

第
四
章
、
蒲
豊
彦
「
近
代
広
東
の
民
衆
組
織
と
革
命
─
匪
賊
的
行

動
様
式
の
観
点
か
ら
」

第
五
章
、
衛
藤
安
奈
「
二
〇
世
紀
初
頭
の
中
国
都
市
に
お
け
る

「
民
衆
運
動
」
の
再
検
討
─
武
漢
を
事
例
に
」

第
六
章
、
高
橋
伸
夫
「
党
、
農
村
革
命
、
両
性
関
係
」

第
七
章
、
一
谷
和
郎
「
革
命
の
財
政
学
─
財
政
的
側
面
か
ら
み
た

日
中
戦
争
期
の
共
産
党
支
配
」

第
八
章
、
段
瑞
聡
「
抗
戦
、
建
国
と
動
員
─
重
慶
市
動
員
委
員
会

を
事
例
と
し
て
」

第
九
章
、
角
崎
信
也
「
食
料
徴
発
と
階
級
闘
争
─
国
共
内
戦
期
東

北
解
放
区
を
事
例
と
し
て
」

第
一
〇
章
、
鄭
浩
瀾
「
建
国
初
期
の
政
治
変
動
と
宗
族
─
江
西
省

寧
岡
県
、
一
九
四
九
─
一
九
五
二
年
」

第
一
一
章
、
山
本
英
史
「
江
南
基
層
社
会
か
ら
み
た
土
地
改
革
前

史
・
序
説
─
旧
松
江
府
の
図
正
と
帰
戸
併
冊
」

　

以
下
で
は
各
章
ご
と
に
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
評

者
の
所
見
を
付
す
こ
と
と
す
る
。

　

第
一
章
で
は
、
民
衆
を
国
民
化
し
「
救
国
」
と
「
動
員
」
を
実

現
す
る
手
段
と
し
て
の
社
会
教
育
に
つ
い
て
、
舞
台
を
清
末
か
ら

一
九
五
〇
年
代
初
頭
の
天
津
に
と
り
、
そ
の
変
遷
が
解
き
明
か
さ

れ
る
。
清
末
に
「
民
」
の
エ
リ
ー
ト
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
宣
講
所

は
、
中
華
民
国
北
京
政
府
期
に
は
通
俗
講
演
所
と
改
称
さ
れ
、
儒

教
道
徳
が
重
視
さ
れ
た
。
南
京
国
民
政
府
の
下
で
は
、
民
衆
教
育

館
と
な
り
政
府
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
媒
体
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て

い
っ
た
。
そ
し
て
共
産
党
政
権
の
下
で
は
、
文
化
館
と
な
り
、
そ

こ
で
は
民
衆
が
社
会
教
育
に
動
員
さ
れ
た
。
二
〇
世
紀
前
半
の
天

津
社
会
教
育
は
、
教
育
を
す
る
側
す
な
わ
ち
上
か
ら
の
働
き
か
け

に
よ
り
進
展
し
た
が
、
教
育
を
受
け
る
側
、
つ
ま
り
下
か
ら
の
協

力
な
し
で
は
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
社
会
教

育
の
イ
ン
フ
ラ
建
設
お
よ
び
教
育
法
の
整
備
な
ど
が
二
〇
世
紀
前

半
の
五
〇
年
の
間
に
確
実
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
本

章
は
天
津
に
お
け
る
社
会
教
育
の
変
遷
に
つ
い
て
、
比
較
的
長
い

タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
時
期
ご
と
の
特
徴
を
手
際

よ
く
整
理
し
た
論
文
と
評
価
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
代
以
降
華
北
に
お
け
る
主
要
な
開
港
場
と
な
っ

た
天
津
の
人
口
は
一
九
〇
〇
年
の
三
二
万
人
か
ら
一
九
二
八
年
に

は
一
一
二
万
人
に
ま
で
膨
張
し
）
（
（
た
。
こ
れ
に
よ
り
多
く
の
貧
困
者
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か
ら
成
る
下
層
社
会
が
形
成
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
下
層
民
こ
そ

社
会
教
育
の
対
象
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
社
会
教
育

を
下
か
ら
の
視
点
で
捉
え
る
場
合
、
彼
・
彼
女
ら
の
生
活
の
実
態

に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
う
こ
と
が
残
さ
れ
た
課
題
と
な
ろ

う
。
ま
た
本
章
で
は
北
京
政
府
期
の
社
会
教
育
に
お
い
て
儒
教
道

徳
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
租
界

か
ら
発
展
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
教
育
・
文
化
に
対
抗
す
る
側
面
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
津
と
い
う
「
場
）
（
（
所
」
に
お
い
て
行
わ
れ

た
教
育
に
つ
い
て
、
今
後
筆
者
が
社
会
史
・
文
化
史
的
視
点
を
も

取
り
込
み
つ
つ
研
究
を
進
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

第
二
章
で
は
、
国
民
党
に
よ
る
訓
政
に
つ
い
て
、
そ
の
理
念
と

限
界
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
国
民
党
が
当
初
描
い
た
訓
政
構
想
は
、

分
権
的
な
政
策
決
定
機
構
の
指
導
の
下
に
、
新
し
い
社
会
の
担
い

手
で
あ
る
党
員
が
、
民
衆
の
政
治
的
権
利
の
訓
練
を
行
い
、
地
方

自
治
に
基
づ
く
政
治
参
加
を
通
じ
て
政
治
的
統
合
を
図
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
こ
の
構
想
が
実
現
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
訓
政
の
理
念
に
お
い
て
党
に
重
要
な

役
割
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
党
そ
の
も
の
を
有
能
な
担
い

手
で
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
革
命
か
ら
統

治
へ
の
転
換
に
際
し
て
安
定
を
目
指
す
指
導
者
層
に
よ
り
、
急
進

的
な
青
年
党
員
が
排
除
さ
れ
た
。
党
員
に
対
す
る
指
導
者
の
不
信

あ
る
い
は
失
望
は
、
政
策
実
施
に
お
け
る
政
府
へ
の
依
存
と
党
の

役
割
縮
小
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
こ
と
は
戦
時
体
制
下
に
お
け
る

党
員
の
大
衆
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
本
来
党
が
行
う
べ
き
地
方
自
治

を
通
じ
た
民
衆
の
政
治
参
加
に
期
待
し
た
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と

を
阻
む
要
因
と
な
っ
た
。
訓
政
の
期
間
中
、
終
始
自
ら
の
構
成
員

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
か
っ
た
国
民
党
は
、
党
に
よ
る
独
裁
政

治
も
ま
た
党
に
よ
る
民
主
政
治
も
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
結
論
付

け
ら
れ
る
。　

　

国
民
政
府
が
そ
の
統
治
に
際
し
て
と
り
得
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ

い
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
キ
ュ
ー
ン
氏
は
「
官
僚
制
化
」
と
「
社
会

的
動
員
」
を
提
示
し
、
結
果
的
に
「
官
僚
制
化
」
に
傾
い
た
と
し

て
い
）
（
（
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
近
年
の
中
国
に
お
け
る
実
証
的
研
究

に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
お
）
（
（
り
、
筆
者
の
研
究
も
こ
の
潮
流
の
延

長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
筆
者
の
方
法
の
特
徴
は
、

理
論
的
な
練
り
上
げ
に
加
え
て
、
一
次
資
料
を
ふ
ん
だ
ん
に
利
用

し
た
こ
と
に
あ
る
。
本
章
に
お
い
て
筆
者
は
、
訓
政
の
理
念
的
な

制
度
設
計
と
現
実
の
党
組
織
や
構
成
員
の
実
態
を
説
得
的
に
描
き

出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

な
お
、
日
中
戦
争
時
期
に
は
暴
力
装
置
を
握
る
軍
部
の
権
力
が

増
大
す
る
一
方
、
統
一
戦
線
を
維
持
す
る
た
め
民
主
党
派
を
糾
合

し
た
国
民
参
政
会
や
地
方
参
議
会
の
開
設
も
迫
ら
れ
た
。
日
中
戦
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争
時
期
の
訓
政
は
「
以
党
治
国
」（
党
に
よ
り
国
を
治
め
る
）
の

理
念
と
は
大
い
に
逸
脱
し
た
混
合
体
と
化
し
て
い
た
と
い
え
る
。

ゆ
え
に
戦
時
に
お
け
る
訓
政
の
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の

か
が
残
さ
れ
た
課
題
と
な
ろ
う
。

　

第
三
章
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
広
東
東
部
に
お
け
る
社
会
秩

序
の
再
編
成
と
動
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
軍
隊
の
形
成
過
程
に

着
目
し
た
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
共
産
党
が
革
命

に
勝
利
し
た
要
因
を
、
土
地
革
命
に
よ
る
農
村
社
会
の
秩
序
再
編

と
そ
れ
を
契
機
と
す
る
広
範
な
農
民
の
支
持
に
求
め
る
通
説
に
強

い
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
刺
激
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

九
二
〇
年
代
の
広
東
省
に
お
い
て
、
共
産
党
の
軍
事
力
の
中
核
を

構
成
し
て
い
た
の
は
、
傭
兵
軍
隊
（
葉
挺
独
立
団
や
南
昌
蜂
起

軍
）
と
民
間
武
装
団
体
（
農
民
自
衛
軍
や
赤
衛
隊
）
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
組
織
を
構
成
し
て
い
た
の
は
武
装
農
民
で
あ
っ
た
。
ゆ
え

に
共
産
党
が
武
装
闘
争
を
展
開
す
る
う
え
で
、
社
会
の
秩
序
再
編

は
必
ず
し
も
必
要
条
件
で
は
な
く
、
金
銭
に
よ
る
報
酬
や
伝
統
的

対
立
構
造
か
ら
生
じ
る
欲
求
の
充
足
を
約
束
す
れ
ば
武
装
農
民
を

共
産
党
の
旗
の
も
と
に
集
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
主
張
さ

れ
る
。
さ
ら
に
「
バ
ラ
バ
ラ
の
砂
」
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
武
装

農
民
は
、
中
国
革
命
を
考
え
る
上
で
今
後
も
っ
と
重
視
す
べ
き
存

在
で
あ
る
と
の
興
味
深
い
論
点
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　

本
章
の
特
徴
は
、
土
地
改
革
と
農
民
の
共
産
党
軍
へ
の
参
加
の

直
接
的
因
果
関
係
を
否
定
し
、
ま
さ
し
く
「
軍
事
社
会
史
」
と
も

呼
べ
る
視
点
か
ら
、
共
産
党
に
よ
る
軍
事
的
動
員
の
実
態
に
迫
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
暴
力
の
行
使
が
必
然
的
に
内
包
さ
れ
る
革

命
の
過
程
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
軍
隊
の
内
実
を
正
面
か
ら
考

察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
従
前
の
研
究
で
は
こ

う
し
た
視
点
は
欠
落
し
て
き
た
（
あ
る
い
は
避
け
ら
れ
て
き
た
）。

そ
の
点
で
筆
者
の
仕
事
は
研
究
史
に
新
た
な
分
野
を
切
り
開
く
も

の
と
評
価
で
き
る
。
な
お
、
本
論
の
結
論
部
分
で
用
い
ら
れ
て
い

る
「
バ
ラ
バ
ラ
の
砂
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
も
中
国
社
会

を
説
明
す
る
際
に
先
行
研
究
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
概
念

で
あ
る
。
し
か
し
、
広
東
の
事
例
分
析
を
踏
ま
え
て
こ
の
表
現
を

用
い
た
筆
者
が
想
定
し
て
い
る
社
会
の
形
は
、
先
行
研
究
に
お
い

て
同
じ
表
現
を
用
い
て
説
明
さ
れ
て
き
た
社
会
の
形
と
は
か
な
ら

ず
し
も
同
一
の
も
の
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
後
に
議
論
し
た
い
。

　

第
四
章
で
は
、
広
東
省
東
部
の
潮
州
、
汕
頭
そ
し
て
海
陸
豊
地

区
を
事
例
と
し
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
の
社
会
不
安
を
背
景
と
し

て
発
生
し
た
各
種
の
互
助
組
織
に
着
目
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
団
体
が

辛
亥
革
命
と
国
民
革
命
に
ど
の
よ
う
に
参
加
し
た
の
か
が
検
討
さ

れ
て
い
る
。
辛
亥
革
命
に
つ
い
て
は
農
民
の
武
装
組
織
と
革
命
党
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人
と
の
間
の
溝
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
互
助
組
織

の
主
流
が
農
民
協
会
に
移
り
、
国
民
革
命
の
中
で
匪
賊
的
性
格
を

備
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本
章
は
清
末
か
ら
民
国

前
期
の
広
東
と
い
う
場
所
に
着
目
し
、
地
域
民
衆
の
あ
り
方
を
生

き
生
き
と
描
き
出
し
た
好
論
と
評
価
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
章
で
筆
者
は
国
民
革
命
時
の
農
民
運
動
の
匪
賊

化
に
と
も
な
う
凄
惨
な
暴
力
に
言
及
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
読
者

は
こ
う
し
た
衝
撃
的
な
叙
述
に
目
を
奪
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
こ
の
部
分
の
み
を
引
用
し
、
別
の
意
図
に
利
用
す
る
者
が
現

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
そ
う
し
た
暴
力
性
を
暴
露

す
る
こ
と
の
み
に
力
を
注
い
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
真
の

ね
ら
い
は
、
む
し
ろ
一
八
九
〇
年
代
以
降
か
ら
国
民
革
命
時
期
ま

で
に
漸
次
進
展
し
た
社
会
の
再
編
過
程
や
秩
序
の
変
動
を
構
造
的

に
解
明
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
と
評
者
は
読
み
取
っ
た
。
た

だ
し
、
そ
の
知
的
営
為
を
ト
ー
タ
ル
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
本

論
に
加
え
て
、
清
末
以
降
の
広
東
に
お
け
る
社
会
変
動
に
関
す
る

筆
者
に
よ
る
一
連
の
研
究
を
併
読
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
）
（
（
う
。

　

第
五
章
で
は
、
北
伐
時
期
の
武
漢
国
民
政
府
下
で
発
生
し
た
労

働
者
運
動
に
お
け
る
混
乱
に
焦
点
を
当
て
、
混
乱
が
誘
発
さ
れ
た

背
景
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
混
乱
が
発
生
し
た
主
要
因
と

し
て
、
学
生
が
下
層
労
働
者
へ
と
接
近
し
た
結
果
、
学
生
と
労
働

者
と
い
う
最
も
過
激
な
社
会
階
層
の
行
動
に
正
当
性
が
付
与
さ
れ

た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
副
次
要
因
も
二
つ
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
一
つ
目
は
、
都
市
労
働
者
た
ち
が
理
解
し
た
「
帝
国
主

義
」
や
「
資
本
家
」
と
い
う
言
葉
が
さ
し
示
し
た
も
の
は
、
共
産

党
が
本
来
意
図
し
て
い
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
運
動

参
加
者
た
ち
が
自
分
た
ち
の
文
脈
に
お
い
て
「
敵
」
を
設
定
し
直

し
た
こ
と
だ
と
い
う
。
二
つ
目
の
副
次
要
因
は
、
上
か
ら
の
命
令

が
貫
徹
し
な
い
工
会
組
織
と
糾
察
隊
、
労
働
童
子
軍
と
い
う
暴
力

装
置
が
人
々
に
与
え
ら
れ
た
結
果
、
運
動
が
暴
力
的
な
色
彩
を
帯

び
、
暴
走
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。

　

本
章
の
特
徴
は
、
中
国
に
お
け
る
革
命
や
動
員
を
理
解
す
る
上

で
、
従
来
無
視
さ
れ
て
き
た
暴
力
性
や
無
秩
序
な
ど
の
一
見
非
合

理
な
側
面
に
光
を
当
て
、
そ
れ
を
一
九
四
九
年
以
降
に
引
き
継
が

れ
て
い
く
構
造
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
史
料
に
つ
い

て
も
在
地
の
状
況
を
分
析
す
る
た
め
に
日
本
の
領
事
報
告
を
積
極

的
に
活
用
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
恐
ら
く
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、

本
章
で
は
漢
口
と
い
う
場
所
が
も
っ
た
特
性
、
ま
た
下
層
労
働
者

の
実
態
に
つ
い
て
の
分
析
は
限
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
紅

幇
に
包
摂
さ
れ
た
人
的
結
合
や
労
働
者
の
心
性
を
別
稿
に
お
い
て

丁
寧
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
本
章
と
併
読
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め

し
た
）
（
（
い
。
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第
六
章
で
は
、
両
性
関
係
と
い
う
角
度
か
ら
華
中
、
華
南
に
お

け
る
革
命
の
実
態
が
描
か
れ
る
。
革
命
に
十
分
な
大
衆
的
基
盤
を

与
え
る
た
め
に
は
女
性
を
革
命
の
軌
道
に
引
き
込
む
こ
と
が
必
要

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
中
国
共
産
党
は
農
村
革
命
根
拠
地
に

自
由
な
結
婚
と
離
婚
を
導
入
し
た
が
、
革
命
根
拠
地
の
社
会
に
は

大
き
な
混
乱
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
本
章
の
特
徴
は
、
革
命
に
よ
り

欲
望
の
パ
ン
ド
ラ
の
箱
が
開
か
れ
た
後
の
無
秩
序
性
を
赤
裸
々
に

描
写
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　

本
章
を
読
ん
で
評
者
が
想
起
し
た
の
は
赤
松
啓
介
『
夜
這
い
の

民
俗
学
』
の
一
節
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
満
州
事
変
後
か
ら
大
東

亜
戦
争
に
か
け
て
若
衆
た
ち
の
動
員
が
激
化
し
残
さ
れ
た
嫁
や
嬶

と
、
義
父
・
義
弟
た
ち
と
の
間
で
性
行
為
に
及
ぶ
の
も
増
え
ま
た

残
っ
た
男
ど
も
の
夜
這
い
も
激
し
か
っ
）
（
（
た
」
と
の
叙
述
が
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
無
理
な
動
員
が
社
会
秩
序
、
特
に
性
秩
序
の
弛

緩
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
赤
松
氏
が
調
査
し

た
兵
庫
の
村
落
に
お
い
て
、
夜
這
い
は
ム
ラ
に
根
付
い
た
慣
習
で

あ
っ
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

　

中
国
は
領
域
が
広
大
で
社
会
構
造
や
文
化
の
上
で
地
域
的
偏
差

が
大
き
い
。
本
章
で
多
く
の
事
例
が
引
か
れ
て
い
る
湘
鄂
西
根
拠

地
は
土
家
族
、
苗
族
が
多
く
居
住
地
す
る
地
域
で
あ
）
（
（
り
、
福
建
西

部
根
拠
地
は
シ
ョ
ー
族
や
客
家
の
居
住
地
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
こ
れ
ら
の

少
数
民
族
に
は
程
度
の
差
は
あ
れ
自
由
恋
愛
が
存
在
し
た
歴
史
や

習
俗
が
あ
）
（（
（
り
、
漢
民
族
で
あ
っ
て
も
客
家
の
山
歌
（
歌
垣
）
に
は

漢
族
の
伝
統
的
道
徳
観
念
に
背
馳
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と

さ
れ
）
（（
（
る
。
さ
ら
に
大
別
山
区
に
築
か
れ
た
鄂
豫
皖
根
拠
地
も
含
め

て
、
こ
れ
ら
根
拠
地
は
省
境
山
間
区
に
築
か
れ
て
い
た
。
山
地
の

開
墾
民
に
あ
っ
て
は
女
性
も
野
外
で
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

行
動
の
自
由
度
が
相
対
的
に
強
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

こ
う
し
た
地
域
の
歴
史
や
習
俗
は
革
命
下
の
性
的
無
秩
序
と
果
た

し
て
無
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
七
章
は
、
日
中
戦
争
時
期
の
華
北
の
共
産
党
根
拠
地
晋
冀
魯

豫
辺
区
の
財
政
問
題
と
い
う
視
点
か
ら
共
産
党
が
い
か
な
る
財
政

基
盤
の
も
と
で
兵
を
養
い
、
政
権
を
維
持
し
、
そ
し
て
日
中
戦
争

を
戦
っ
た
か
を
検
討
し
て
い
る
。
辺
区
政
府
の
財
政
は
、
農
業
税

お
よ
び
商
工
税
収
入
に
依
拠
し
た
が
、
政
権
の
経
費
と
部
隊
の
給

養
は
お
も
に
前
者
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
根
拠
地
の
供
給
能
力

に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
厳
し
い
財
政
事
情
を
背
景
と
し
共
産
党
は

根
拠
地
支
配
の
維
持
の
た
め
、
負
担
の
決
定
過
程
を
公
平
、
明
確

に
す
る
こ
と
を
通
じ
民
衆
の
支
持
を
調
達
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ

し
て
、
根
拠
地
政
権
の
限
ら
れ
た
財
政
基
盤
の
も
と
で
可
能
な
抗

日
戦
争
遂
行
の
形
は
、
土
地
を
守
る
民
兵
の
よ
う
な
最
低
限
の
軍

事
力
に
依
拠
し
な
が
ら
、
防
御
に
専
念
す
る
政
権
を
維
持
さ
せ
て
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い
く
こ
と
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

筆
者
の
一
谷
氏
は
華
北
に
お
け
る
共
産
党
権
力
の
浸
透
を
財
政

や
貨
幣
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
研
究
者
で
あ
り
、
本
論
文
で

も
手
堅
い
実
証
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
筆
者
が
提
示
し
た

の
は
、
農
民
の
素
朴
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
糾
合
し
、
ま
た
困
窮

に
耐
え
つ
つ
も
英
雄
的
に
日
本
に
抵
抗
し
続
け
た
と
い
う
従
来
の

イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
た
共
産
党
・
根
拠
地
像
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
「
地
味
さ
」
に
こ
そ
、
日
中
戦
争
の
相
当
長
い
期
間
、

経
済
的
劣
位
に
制
約
さ
れ
つ
つ
継
続
さ
れ
た
「
抵
抗
の
リ
ア
リ
ズ

ム
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　

第
八
章
で
は
、
重
慶
市
動
員
委
員
会
に
着
目
し
つ
つ
、
戦
時
に

お
け
る
動
員
の
実
態
が
検
討
さ
れ
た
。
戦
時
重
慶
に
お
い
て
は
動

員
を
め
ぐ
る
指
揮
命
令
系
統
が
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た

動
員
に
お
い
て
は
政
治
的
シ
ン
ボ
ル
と
ラ
ジ
オ
、
映
画
な
ど
近
代

メ
デ
ィ
ア
が
活
用
さ
れ
た
以
外
に
保
甲
制
、
宗
族
、
士
紳
な
ど
伝

統
的
社
会
結
合
も
利
用
さ
れ
た
。
し
か
し
動
員
さ
れ
る
側
に
は
主

体
性
が
欠
如
し
て
い
た
。
米
の
購
入
証
に
ス
タ
ン
プ
を
押
す
こ
と

で
国
民
月
会
へ
の
参
加
意
欲
が
高
ま
っ
た
よ
う
に
、
民
衆
は
あ
く

ま
で
個
人
の
利
益
を
優
先
し
て
い
た
。
ま
た
政
府
と
社
会
と
を
結

ぶ
「
中
間
層
」
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
の
が
国
民
月
会
主
席
や

督
導
員
で
あ
っ
た
が
、
月
会
参
加
者
数
の
水
増
し
報
告
や
徴
兵
さ

れ
た
壮
丁
に
多
数
の
不
合
格
者
が
出
た
こ
と
か
ら
判
明
す
る
よ
う

に
、
国
民
党
の
動
員
に
お
い
て
も
「
勝
手
な
包
摂
」
が
見
ら
れ
た

と
い
う
。

　

筆
者
は
、
重
慶
に
お
け
る
動
員
の
過
程
を
、
重
慶
市
档
案
館
所

蔵
の
档
案
史
料
や
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
蒋

介
石
日
記
を
利
用
し
分
析
し
て
お
り
、
史
料
収
集
に
対
す
る
そ
の

努
力
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
一
方
で
、
動
員
の
実
態
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
上
か
ら
の
政
策
に
止
ま
ら
ず
、
動
員
の
対
象
と
な
る

重
慶
社
会
や
そ
こ
に
生
き
た
民
衆
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
も
必

要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
戦
時
重
慶
に
お
い
て
は
周
辺

諸
県
よ
り
大
量
の
民
衆
が
流
入
し
、
下
級
就
労
者
層
を
形
成
し
た

こ
と
が
内
田
知
行
氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。
で
は
、
こ

の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
民
衆
の
動
員
は
何
に
依
拠
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
民
国
時
期
の
四
川
や
重
慶
の
社
会
的
特
徴
を
踏
ま
え

れ
ば
哥
老
会
な
ど
の
秘
密
結
社
の
役
割
は
看
過
で
き
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
実
際
に
四
川
が
抗
戦
の
根
拠
地
と
な
る
と
、
国
民
政

府
は
、
哥
老
会
を
政
府
公
認
の
社
会
団
体
に
改
組
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
戦
時
の
社
会
動
員
に
利
用
す
る
こ
と
を
目
論
ん
）
（（
（
だ
。
こ
れ

は
重
慶
に
流
れ
込
ん
だ
労
働
者
を
哥
老
会
が
掌
握
し
て
い
た
こ
と

を
背
景
と
し
て
い
よ
う
。
今
後
そ
の
実
態
解
明
が
待
た
れ
る
興
味

深
い
問
題
で
あ
る
。
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第
九
章
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
共
内
戦
時
期
（
一
九
四
六
〜

一
九
四
九
年
）
に
お
い
て
、
中
国
共
産
党
が
軍
隊
を
養
う
た
め
に

必
要
な
大
量
の
食
糧
を
い
か
に
し
て
徴
発
し
た
の
か
を
、
東
北
地

域
を
事
例
と
し
て
、
土
地
改
革
と
の
連
関
に
着
目
し
つ
つ
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
土
地
改
革
と
は
、
食
糧
徴
発
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、

土
地
や
財
物
の
分
配
に
よ
っ
て
広
範
な
農
民
の
支
持
を
獲
得
す
る

た
め
の
運
動
と
い
う
よ
り
は
、「
階
級
敵
」
か
ら
大
量
に
食
糧
を

没
収
す
る
手
段
と
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
凶
作
に
起
因

す
る
貧
雇
農
の
食
糧
不
足
、
凶
作
と
度
重
な
る
闘
争
に
よ
る
地

主
・
富
農
の
財
産
の
著
し
い
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
繰
り
返
さ
れ

た
階
級
闘
争
方
式
の
食
糧
徴
発
は
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
闘
争
範

囲
の
過
剰
な
拡
大
を
招
い
た
。
農
村
は
無
秩
序
化
し
、
暴
力
と
不

信
が
入
り
乱
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

本
章
は
、
階
級
闘
争
に
よ
る
無
理
な
動
員
（
食
糧
徴
発
）
が
社

会
に
無
秩
序
を
も
た
ら
し
た
有
様
を
説
得
的
に
描
き
出
し
た
好
論

で
あ
る
。
ま
た
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
①
役
畜
を
使
用
し
た
大
規

模
経
営
が
適
切
と
い
う
北
満
の
農
業
経
営
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
上

で
、
土
地
改
革
に
よ
る
小
経
営
の
析
出
が
大
幅
な
生
産
力
の
減
退

を
生
み
出
し
た
こ
と
、
②
こ
の
時
期
共
産
党
が
、
他
の
い
か
な
る

時
期
よ
り
も
大
量
の
兵
を
短
期
間
で
徴
募
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
土
地
改
革
に
よ
っ
て
農
民
の
広
範
な
支
持
を
獲
得
し
た
か
ら

で
は
な
く
、
土
地
改
革
に
よ
っ
て
新
兵
の
「
雇
用
」
に
必
要
な
莫

大
な
財
力
を
一
時
的
に
党
と
政
府
が
独
占
し
得
た
か
ら
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
土
地
改
革
は
共
産
党
の
理
想
と
は
別

の
と
こ
ろ
で
軍
事
的
動
員
に
結
び
つ
い
た
と
い
う
の
で
あ
）
（（
（
る
。
こ

の
よ
う
に
筆
者
は
新
た
な
土
地
改
革
史
像
を
提
示
し
て
お
り
、
そ

の
一
連
の
研
究
が
今
後
単
著
と
な
り
上
梓
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
。

　

第
一
〇
章
は
、
革
命
に
果
た
し
た
宗
族
の
役
割
に
つ
い
て
江
西

省
寧
岡
県
（
井
岡
山
）
を
事
例
に
論
じ
て
い
る
。
地
主
と
農
民
は

土
地
改
革
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
求
め
て
お
り
、
一
族
の

全
体
的
な
利
益
の
た
め
に
行
動
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宗
族
は

時
に
は
集
団
的
な
抵
抗
を
示
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
一
時
的
な
も
の
に
止
ま
っ
た
。
国
家
権
力
は
社
会
か
ら
の
強
い

抵
抗
を
受
け
ず
に
、
宗
族
内
部
そ
し
て
個
人
ま
で
浸
透
す
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
宗
族
の
集
団
居
住
の
形
態
が
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、

宗
族
に
お
け
る
血
縁
関
係
を
完
全
に
は
破
壊
で
き
な
か
っ
た
。
総

じ
て
、
権
力
の
浸
透
は
社
会
か
ら
大
き
な
抵
抗
を
受
け
ず
に
比
較

的
容
易
に
行
わ
れ
て
い
た
一
方
で
、
個
人
の
動
向
か
ら
影
響
を
受

け
や
す
か
っ
た
、
と
筆
者
は
主
張
し
て
い
る
。
本
論
文
に
は
筆
者

に
よ
る
現
地
調
査
に
基
づ
き
得
ら
れ
た
有
意
義
な
情
報
が
ち
り
ば

め
ら
れ
て
お
り
、
貴
重
な
成
果
と
い
え
る
。
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と
こ
ろ
で
、
本
章
で
考
察
さ
れ
て
い
る
「
宗
族
の
団
体
性
」
に

つ
い
て
は
、
様
々
な
議
論
が
あ
り
、
容
易
に
は
結
論
を
出
し
に
く

い
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
宗
族
は
中
国
各
地
に
存
在
し
て
い

る
一
方
、
そ
の
団
体
性
は
地
域
的
偏
差
が
と
て
も
大
き
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
論
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
た
江

西
省
さ
ら
に
は
寧
岡
県
に
お
け
る
宗
族
結
合
が
全
国
的
偏
差
に
あ

っ
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
提
示
し
て
欲
し
か

っ
）
（（
（
た
。

　

次
に
宗
族
の
団
体
性
を
過
度
に
強
調
せ
ず
に
、
個
人
の
利
害
や

思
惑
を
重
視
す
べ
き
と
の
筆
者
の
主
張
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
多
く
の
個
人
は
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
て
生

活
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
つ
ま
り
同
族
集
住
と
い
う

生
活
形
態
が
継
続
す
る
以
上
、
個
人
や
個
別
家
族
の
目
に
見
え
る

利
益
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
長
期
的
に
見
て
合
理
的
な
生
存
戦
略

と
な
る
か
ど
う
か
は
未
知
数
で
あ
る
。
総
じ
て
共
産
党
政
権
の
地

域
社
会
へ
の
浸
透
に
直
面
し
て
、
人
々
は
自
ら
が
属
し
た
宗
族
の

地
域
社
会
で
の
地
位
（
有
力
宗
族
か
弱
小
宗
族
か
）、
宗
族
内
で

の
特
定
の
家
族
が
置
か
れ
た
境
遇
（
強
房
か
弱
房
か
）、
個
別
家

族
の
経
済
状
況
、
個
人
の
家
族
内
に
お
け
る
立
場
（
男
性
か
女
性

か
）、
従
来
の
社
会
関
係
を
背
景
と
す
る
「
人
情
」、
そ
し
て
将
来

の
政
治
的
展
望
な
ど
の
極
め
て
複
雑
な
要
因
を
考
慮
し
行
動
し
た

は
ず
で
あ
る
。
ゆ
え
に
宗
族
の
団
体
性
、
あ
る
い
は
人
々
の
行
動

に
お
け
る
個
人
性
を
二
者
択
一
的
あ
る
い
は
一
般
化
し
て
捉
え
る

の
で
な
く
、
複
雑
な
社
会
状
況
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
握
、
描
写
し

て
い
く
こ
と
も
、
地
域
社
会
史
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
方
法
と
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
一
一
章
は
、
江
南
地
域
を
事
例
に
取
り
上
げ
、
清
代
以
来
土

地
情
報
を
掌
握
し
徴
税
業
務
に
当
た
っ
て
き
た
郷
村
役
で
あ
る

「
図
正｣

に
着
目
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
国
民
政
府
や
傀
儡
政
権

時
代
を
生
き
残
り
、
共
産
党
に
よ
る
土
地
改
革
を
迎
え
た
こ
と
を

地
方
文
献
や
聴
き
取
り
を
活
用
し
実
証
し
て
い
る
。

　

清
朝
政
府
、
南
京
国
民
政
府
、
日
本
傀
儡
政
権
、
と
い
う
性
質

を
異
に
す
る
各
政
府
は
、
様
々
な
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
か
ら
改
革
を
試
み
た
。
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
総
じ
て
制
度
化
・

合
理
化
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
基
層
社
会
の
土
地
情
報
を
政
府

の
下
に
取
り
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
試
み
は
こ
と
ご
と

く
功
を
奏
し
な
い
ま
ま
「
解
放
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
共
産

党
政
権
も
暴
力
に
よ
る
強
硬
手
段
に
よ
ら
な
い
法
と
秩
序
に
則
っ

た
「
合
法
的
」
な
土
地
改
革
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
図
正
の
存
在

と
そ
の
協
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
明
清
史
研
究

者
と
し
て
伝
統
的
中
国
の
あ
り
方
の
究
明
を
課
題
と
し
て
き
た
筆

者
が
、「
明
清
史
研
究
」
か
ら
得
ら
れ
た
歴
史
的
知
見
を
近
現
代
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史
に
投
影
さ
せ
た
成
果
が
本
章
に
結
実
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

江
南
で
は
不
在
地
主
制
が
発
達
し
て
お
）
（（
（
り
、
大
地
主
は
市
鎮
に
居

住
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
土
地
改
革
に
お
け
る
地
権
確
定
に
際
し

て
、
村
民
が
有
す
る
土
地
情
報
に
頼
っ
て
は
地
主
の
土
地
所
有
の

全
貌
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
。
土
地
改
革
に
お

い
て
土
地
情
報
を
一
手
に
握
る
図
正
の
協
力
が
求
め
ら
れ
た
背
景

に
は
こ
の
よ
う
な
地
域
的
特
徴
が
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
こ
こ
で
若
干
の
問
題
提
起
を
行
い
た
い
。
近
代
以
降
断

続
的
に
実
施
さ
れ
た
土
地
情
報
把
握
の
試
み
、
特
に
一
九
三
〇
年

代
に
国
民
政
府
が
試
み
た
測
量
と
登
記
に
よ
る
新
た
な
土
地
管
理

制
度
が
挫
折
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
が
孕
ん
だ
問
題

と
と
も
に
、
実
施
数
年
で
日
中
戦
争
が
勃
発
し
た
こ
と
も
無
視
で

き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
）
（（
（
る
。
ま
た
一
九
五
〇
年
代
に
不
在
地
主
の

土
地
の
没
収
に
よ
り
、
暴
力
に
よ
る
強
硬
手
段
に
よ
ら
な
い
法
と

秩
序
に
則
っ
た
土
地
改
革
が
目
指
さ
れ
た
場
合
、
階
級
闘
争
を
媒

介
と
し
て
国
民
統
合
を
行
う
と
い
う
土
地
改
革
の
政
治
的
目
的
は

ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
に
興
味
深
い
問
題

で
あ
る
。

二
、
全
体
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

　
（
一
）
本
書
の
特
徴
と
意
義

　

本
書
の
特
徴
は
、
近
代
中
国
に
お
け
る
「
救
国
、
動
員
、
秩

序
」
の
実
態
を
、
民
衆
の
生
活
の
「
場
所
」
で
あ
る
「
基
層
社

会
」
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
察
し
た
こ
と
に
あ
る
。
政
治
エ
リ
ー

ト
の
思
想
や
動
向
、
都
市
の
上
層
部
に
お
け
る
近
代
化
、
国
民
党

や
共
産
党
の
政
策
史
な
ど
の
所
謂
上
か
ら
歴
史
叙
述
を
相
対
化
し
、

農
民
や
都
市
の
下
層
民
の
視
点
か
ら
歴
史
を
叙
述
す
る
試
み
は
、

近
年
の
中
国
近
代
史
に
お
け
る
一
つ
の
潮
流
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
流
れ
の
な
か
で
、
多
く
の
論
者
を
結
集
し
、「
救
国
、
動
員
、

秩
序
」
と
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
り
方
向
性
を
与
え
つ
つ
、
研
究
を

展
開
さ
せ
た
成
果
が
本
書
に
結
実
し
て
い
る
。

　

な
お
「
基
層
社
会
」
に
お
け
る
動
員
や
秩
序
の
実
態
を
解
明
す

る
た
め
に
は
特
定
の
地
域
に
着
目
し
た
密
度
の
濃
い
分
析
が
必
須

と
な
る
。
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
も
、
国
民
党
訓
政

を
理
論
的
に
整
理
し
た
岩
谷
論
文
は
別
と
し
て
、
概
ね
事
例
研
究

の
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
各
論
文
の
検
討
対
象
も
天
津
、

武
漢
、
重
慶
と
い
う
都
市
部
、
東
北
、
華
北
、
華
東
、
華
南
の
農

村
部
と
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
が
、
広
大
な
中
国
に
あ
っ
て
地
理
的

に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
か
で
も
二
〇

世
紀
前
半
の
広
東
地
域
社
会
を
考
察
対
象
と
し
た
阿
南
論
文
と
蒲

論
文
と
は
相
互
補
完
的
に
二
〇
世
紀
前
半
の
広
東
社
会
を
生
き
生

き
と
描
写
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
山
本
論
文
は
土
地
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秩
序
に
対
す
る
分
析
を
通
じ
て
江
南
の
地
域
的
特
徴
を
浮
き
彫
り

に
す
る
に
加
え
、
明
清
時
代
か
ら
と
い
う
長
期
的
視
野
を
提
供
し
、

本
書
を
重
厚
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
。
山
本
氏
や

蒲
氏
の
よ
う
な
伝
統
社
会
に
対
す
る
造
詣
が
深
い
歴
史
家
が
本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
本
書
で
は
、
共
産
党
の
正
統
史
観
に
お
い
て
隠
蔽
さ
れ
て

き
た
革
命
の
負
の
側
面
す
な
わ
ち
暴
力
性
や
不
条
理
、
欲
望
な
ど

が
相
当
程
度
赤
裸
々
に
語
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
テ
ッ
ク
に
暴
露
す
る
の
で
は
な
く
、
革
命
前
後
の
社
会
構

造
、
民
衆
文
化
・
心
性
と
関
連
付
け
て
分
析
し
た
論
文
を
戦
略
的

に
配
置
し
た
こ
と
に
本
書
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
革
命
に
お
け

る
集
合
心
性
や
群
集
心
理
と
暴
力
の
問
題
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
や

社
会
史
研
究
に
お
い
て
豊
か
な
成
果
を
生
ん
で
お
）
（（
（
り
、
中
国
史
に

お
い
て
も
今
後
発
展
が
望
ま
れ
る
研
究
領
域
で
あ
る
。

　
（
二
）
疑
問
点
・
論
争
点

　
（
ａ
）
先
行
研
究
と
の
関
係

　

近
年
近
現
代
中
国
に
お
け
る
社
会
統
合
、
動
員
、
国
民
の
形
成

を
、
革
命
史
と
は
別
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
試
み
が
奥
村
哲
氏
や

笹
川
裕
史
氏
を
中
心
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
「
基
層

社
会
」
に
注
目
し
つ
つ
日
中
戦
争
、
戦
後
内
戦
、
そ
し
て
朝
鮮
戦

争
に
お
け
る
戦
時
動
員
（
総
力
戦
態
勢
と
強
制
的
均
質
化
）
を
経

て
、
急
速
に
社
会
統
合
が
進
展
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で

あ
）
（（
（
る
。「
動
員
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
基
層
社
会
に
注
目
す
る

こ
と
に
お
い
て
、
本
書
と
問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
な
か
で
も
奥
村
氏
は
、
清
末
以
来
、
漸
次
的
に
上
か
ら

の
国
民
国
家
形
成
の
働
き
か
け
が
進
展
し
た
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
見
）
（（
（
方
に
対
し
、
社
会
の
再
編
が
急
速
に
進
む
の
は
戦
時
の

総
動
員
態
勢
下
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
こ
こ
そ
注
目
す
べ
き
と
強

調
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
先
行
す
る
議
論
を
本
書
は
ど
の

よ
う
に
踏
ま
え
、
あ
る
い
は
批
判
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
総
論
に
お

い
て
言
及
が
あ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

ま
た
総
論
で
は
国
民
国
家
を
創
造
す
る
た
め
民
衆
と
国
家
を
つ

な
ぐ
堅
固
な
中
間
社
会
の
欠
如
、
あ
る
い
は
市
民
社
会
を
形
成
す

る
際
に
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
す
人
々
の
欠
如
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
一
方
、
中
国
近
代
社
会
史
の
分
野
で
は
、
国
家
と
社
会

と
の
中
間
に
あ
っ
て
社
会
団
体
（
社
団
）
が
活
動
す
る
「
公
共
領

域
」、
そ
し
て
そ
こ
で
活
躍
し
た
地
域
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
研
究

が
進
め
ら
れ
て
き
）
（（
（
た
。
な
か
で
も
近
代
社
団
に
関
す
る
代
表
的
研

究
者
の
小
浜
正
子
氏
は
、
地
域
全
体
の
共
同
性
に
立
脚
す
る
慈
善

団
体
に
注
目
し
具
体
的
な
研
究
を
進
め
て
い
）
（（
（
る
。
さ
ら
に
江
蘇
省

を
事
例
と
し
、
教
育
会
や
商
会
な
ど
の
「
法
団
」
や
地
方
議
会
に
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結
集
し
た
地
域
エ
リ
ー
ト
が
地
方
自
治
に
参
画
し
て
い
く
過
程
を

描
い
た
田
中
比
呂
志
氏
の
研
究
も
見
逃
せ
な
）
（（
（
い
。
こ
れ
ら
の
先
行

研
究
を
踏
ま
え
れ
ば
、
国
民
党
や
共
産
党
の
革
命
を
前
に
し
て
、

清
末
か
ら
一
九
二
〇
年
代
ま
で
に
、
一
部
先
進
地
域
に
限
定
さ
れ

な
が
ら
も
、
徐
々
に
社
会
結
合
の
再
編
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
と

の
見
取
り
図
が
描
け
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
本
書
は
総
じ
て
中
国
共
産
党
の
革
命
史
観

を
打
破
す
る
こ
と
を
試
み
相
当
の
成
功
を
収
め
て
い
る
。
そ
の
一

方
、
革
命
史
観
に
代
わ
る
新
た
な
歴
史
像
を
提
示
す
る
に
は
至
っ

て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
容
易
に
答
え
を
出
せ
る
問
題
で
は

な
い
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
関
係
諸
研
究
と
の
対
話
を
通
じ
て
新
た

な
歴
史
像
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
（
ｂ
）
地
域
性
に
つ
い
て

　

本
書
の
事
例
研
究
と
し
て
選
ば
れ
た
地
域
は
、
広
大
な
中
国
に

あ
っ
て
地
理
的
に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
と
先
に
評
価
し
た
。

こ
の
よ
う
に
地
域
間
比
較
が
可
能
な
論
文
配
置
が
な
さ
れ
、
さ
ら

に
い
く
つ
か
の
論
文
は
在
地
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
社
会
認
識
に
つ
い
て
は
筆
者
間

で
ズ
レ
が
発
生
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、

中
国
社
会
認
識
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
さ
れ
る
「
バ
ラ
バ
ラ
な
砂
」
と

い
う
用
語
が
あ
る
。
こ
の
用
語
は
、
し
ば
し
ば
個
人
主
義
的
で
非

組
織
的
と
さ
れ
る
中
国
社
会
を
描
写
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
阿
南
論
文
は
孫
文
の
「
バ
ラ
バ
ラ
の
砂
」

と
い
う
語
句
を
用
い
て
宗
族
や
村
落
単
位
で
分
裂
し
て
ネ
イ
シ
ョ

ン
の
体
裁
を
な
し
て
い
な
い
社
会
を
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
蒲

論
文
で
は
決
し
て
個
人
を
単
位
と
す
る
の
で
は
な
く
、
血
縁
や
地

縁
を
背
景
と
し
つ
つ
、
そ
の
延
長
上
に
新
た
な
結
社
的
結
合
を
も

作
り
上
げ
自
衛
の
た
め
の
武
装
集
団
を
維
持
し
て
い
っ
た
農
民
像

が
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
「
バ
ラ
バ
ラ
な
砂
」
と
し
て
の
民

衆
と
の
認
識
が
示
さ
れ
る
総
論
や
、
鄭
論
文
に
お
い
て
は
個
人
主

義
的
で
非
組
織
的
な
社
会
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
宗
族
的
凝
集
力
が
そ
の
ま
ま
国
民
的
凝
集
力
へ
外

延
的
に
広
が
っ
て
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ら
論
文

の
認
識
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
方
で
宗
族
や
村
落
を
背
景
と
し
た

社
会
結
合
や
武
装
集
団
が
、
華
南
に
お
け
る
革
命
の
過
程
を
大
き

く
左
右
し
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
）
（（
（
う
。
そ
れ
ゆ
え

本
書
各
論
で
抽
出
さ
れ
た
社
会
像
を
踏
ま
え
た
上
で
、
総
論
に
お

い
て
中
国
社
会
を
い
か
に
認
識
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
展

開
さ
れ
れ
ば
よ
り
理
想
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に
代
え
て

　

本
書
評
の
執
筆
中
、
広
東
省
の
有
力
誌
『
南
風
窓
』
の
社
長
が

台
湾
政
治
大
学
の
唐
啓
華
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
め
ぐ
り
解
任
さ

れ
、
担
当
記
者
も
停
職
処
分
に
な
っ
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
に
接
し
た
。

唐
啓
華
氏
が
歴
史
を
単
純
な
善
悪
で
割
り
切
る
べ
き
で
は
な
い
と

の
考
え
を
述
べ
、
例
と
し
て
中
国
で
売
国
政
治
家
と
さ
れ
る
袁
世

凱
の
努
力
を
評
価
す
る
一
方
、
国
父
と
し
て
尊
敬
を
集
め
る
孫
文

が
「
満
州
、
海
南
島
を
（
日
本
に
）
割
譲
し
よ
う
と
し
た
」
な
ど

と
指
摘
し
た
こ
と
が
、「
党
の
歴
史
観
を
否
定
す
る
」
と
見
做
さ

れ
た
か
ら
だ
と
い
）
（（
（
う
。
近
年
中
国
の
学
会
で
は
欧
米
で
の
研
究
成

果
、
と
り
わ
け
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
理
論
を
吸
収
し
た
新
社
会
）
（（
（
史
と
い

わ
れ
る
知
的
潮
流
が
勃
興
し
、
さ
ら
に
革
命
史
の
相
対
化
の
動
き

も
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
純
粋
な
学
術
研
究
の
博
士
論
文

を
出
版
す
る
に
当
た
っ
て
不
都
合
な
部
分
が
削
除
改
変
さ
れ
る
こ

と
が
ま
ま
あ
る
と
聞
く
。
中
国
本
土
に
お
い
て
は
共
産
党
史
観
の

相
対
化
に
未
だ
困
難
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
だ

ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
自
由
な
立
場
に
立
つ
こ
と
が
可
能
な

日
本
か
ら
発
信
さ
れ
た
本
書
が
中
国
近
現
代
史
理
解
の
多
元
化
に

果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
信
じ
る
も
の
で
あ
る
。

註（（
）　

高
橋
伸
夫
『
党
と
農
民
─
中
国
農
民
革
命
の
再
検
討
』
研
文
出

版
、
二
〇
〇
六
年
及
び
同
「
社
会
主
義
下
の
党
・
国
家
と
社
会
」

（
久
保
亨
ほ
か
編
『
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
国
史
』
三
巻
、
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
所
収
）。 

（
（
）　

天
津
地
域
史
研
究
会
『
天
津
史
─
再
生
す
る
都
市
の
ト
ポ
ロ
ジ

ー
』
東
方
書
店
、
一
九
九
九
年
、
第
一
章
「
歴
史
と
都
市
像
の
変

化
」
及
び
第
七
章
「
都
市
下
層
民
と
幇
会
・
黒
社
会
」。

（
（
）　

地
理
学
者
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
レ
フ
氏
は
人
々
に
よ
り
「
生
き

ら
れ
た
世
界
」
を
、
ま
た
自
ら
の
直
接
経
験
に
よ
っ
て
分
節
し
た

空
間
を
、「
場
所
」
と
呼
ん
で
い
る
─
同
『
場
所
の
現
象
学
』
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
。 

（
（
）　Philip A

. K
uhn, “Local Self-Governm

ent under the 
Republic: Problem

 of Control, A
utonom

y and M
obilliza-

tion ” in Fredric W
akem

an, Jr. and Carolyn Grant eds., 
Conflict and Ccontrol in Late Im

perial China (Carifornia: 
U

niversity of Carifornia Press,（（（（).

（
（
）　

例
え
ば
賀
躍
夫
「
民
国
時
期
的
紳
権
与
郷
村
社
会
控
制
」（『
二

十
一
世
紀
双
月
刊
』
一
九
九
四
年
一
二
月
号
）
や
王
奇
生
「
民
国

時
期
郷
村
権
力
結
構
的
演
変
」（
周
積
明
・
宋
徳
金
主
編
『
中
国
社

会
史
論
』
武
漢
、
湖
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
）。

（
（
）　

蒲
豊
彦
「
宣
教
師
、
中
國
人
信
者
と
清
末
華
南
郷
村
社
會
」

（『
東
洋
史
研
究
』
六
二
巻
三
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
社
会
・
文

化 
潮
州
、
汕
頭
の
義
和
団
事
件
と
慈
善
結
社
」（
森
時
彦
編
『
中

国
近
代
化
の
動
態
構
造
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇

四
年
）
な
ど
。
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（
（
）　

衛
藤
安
奈
「「
幇
と
近
代
的
労
働
者
組
織
の
あ
い
だ
」（『
法
学

政
治
学
論
究
』
八
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
（
）　

赤
松
啓
介
『
夜
這
い
の
民
俗
学
』
明
石
書
店
、
一
九
九
四
年
、

九
一
頁
。

（
（
）　

胡
済
民
・
胡
源
『
土
家
族
革
命
闘
争
史
』
北
京
、
中
央
民
族
大

学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
七
頁
、
一
二
六
頁
。

（
（0
）　

蔡
麟
『
汀
江
流
域
の
地
域
文
化
と
客
家
』
風
響
社
、
二
〇
〇
五

年
。

（
（（
）　

土
家
族
の
場
合
、
清
代
の
「
改
土
帰
流
」
以
前
の
恋
愛
は
比
較

的
自
由
で
あ
っ
た
が
、「
改
土
帰
流
」
後
は
漢
民
族
の
影
響
を
受
け

父
母
に
よ
る
管
理
が
厳
し
く
な
っ
た
。
し
か
し
土
家
族
の
青
年
は

こ
う
し
た
管
理
に
不
満
を
覚
え
抗
議
の
情
歌
を
創
作
し
た
と
い
う
。

さ
ら
に
土
家
族
文
化
に
は
そ
の
後
も
情
歌
の
伝
統
が
残
っ
た
─
彭

英
明
主
編
『
土
家
族
文
化
通
志
新
編
』
北
京
、
民
族
出
版
社
、
二

〇
〇
一
年
、
一
八
一
頁
、
三
三
三
〜
三
三
九
頁
。
一
方
、
苗
族
や

シ
ョ
ー
族
に
あ
っ
て
は
自
由
恋
愛
の
習
俗
は
長
ら
く
維
持
さ
れ
た

と
い
う
─
厳
汝
嫺
主
編
『
中
国
少
数
民
族
婚
姻
家
庭
』
北
京
、
中

国
婦
女
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
四
二
一
〜
四
二
三
頁
、
石
啓
貴

『
湘
西
苗
族
実
地
調
査
報
告
』
長
沙
、
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八

六
年
、
一
八
〇
〜
一
八
一
頁
、「
畬
族
婚
葬
習
俗
」（
福
建
省
人
大

常
委
会
教
科
文
衛
委
員
会
編
『
福
建
民
族
民
間
伝
統
文
化
』
福
州
、

福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
三
六
三
頁
、
黄
集
良
主
編

『
上
杭
県
畬
族
志
』
厦
門
、
厦
門
大
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
七

二
頁
。

（
（（
）　

徐
霄
鷹
『
歌
唱
与
敬
神
─
村
落
視
野
中
的
客
家
婦
女
生
活
』
南

寧
、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
一
頁
。

（
（（
）　

内
田
知
行
「
戦
時
首
都
重
慶
居
住
者
の
籍
貫
構
成
と
職
業
構

成
」（『
現
代
中
国
』
八
四
号
、
二
〇
一
〇
年
）。
そ
の
研
究
に
よ
れ

ば
重
慶
で
は
元
々
確
固
た
る
基
礎
を
も
た
な
か
っ
た
保
甲
制
度
は

一
九
三
九
年
以
来
の
空
襲
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
た
。

多
く
の
民
衆
が
流
入
し
た
の
は
「
重
慶
に
行
け
ば
仕
事
に
あ
り
つ

け
そ
う
だ
し
、
応
召
が
避
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
重
慶

の
事
情
が
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
。

（
（（
）　

王
純
五
『
袍
哥
探
秘
』
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
三
年
、
一
七
五
頁
、

一
八
七
頁
。

（
（（
）　

角
崎
信
也
「
土
地
改
革
と
農
業
生
産
─
土
地
改
革
に
よ
る
北
満

型
農
業
形
態
の
解
体
と
そ
の
影
響
─
」（『
国
際
情
勢
』
八
〇
号
、

二
〇
一
〇
年
）
；
同
「
新
兵
動
員
と
土
地
改
革--

国
共
内
戦
期
東

北
解
放
区
を
事
例
と
し
て
」（『
近
き
に
在
り
て
』
五
七
号
、
二
〇

一
〇
年
）。

（
（（
）　

例
え
ば
銭
杭
・
謝
維
揚
『
伝
統
与
転
型
：
江
西
泰
和
農
村
宗
族

形
態
』
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
鄭
鋭
達
『
移

民
、
戸
籍
与
宗
族
─
清
代
至
民
国
時
期
江
西
袁
州
府
地
区
研
究
』

北
京
、
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。

（
（（
）　

例
え
ば
夏
井
春
喜
『
中
国
近
代
江
南
の
地
主
制
研
究
』
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
一
年
。 

（
（（
）　

笹
川
裕
史
『
中
華
民
国
期
農
村
土
地
行
政
史
の
研
究
』
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
二
年
、
五
章
。

（
（（
）　

例
え
ば
Ｇ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
、
二
宮
宏
之
訳
『
革
命
的
群
衆
』

岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
。
ま
た
Ａ
・
コ
ル
バ
ン
・
石
坂
洋
二

郎
・
石
井
啓
子
訳
『
人
喰
い
の
村
』
藤
原
書
店
、
一
九
九
七
年
。

（
（0
）　

笹
川
裕
史
・
奥
村
哲
『
銃
後
の
中
国
社
会　

日
中
戦
争
下
の
総



書　

評

三
五
三　
（
三
五
三
）

動
員
と
農
村
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
さ
ら
に
日
本
と
中
国

に
お
け
る
戦
時
動
員
と
社
会
・
国
民
統
合
の
様
態
に
つ
い
て
、
両

国
の
社
会
構
造
に
照
ら
し
て
比
較
検
討
す
る
こ
と
も
開
始
さ
れ
た
。

中
国
基
層
社
会
史
研
究
会
編
『
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
─
戦
時
下
農
村

社
会
の
比
較
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
；
同
編
『
シ
ン
ポ

ジ
ュ
ウ
ム
─
戦
争
と
社
会
変
容
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
。

（
（（
）　

近
年
の
代
表
的
な
概
説
書
と
し
て
、
例
え
ば
久
保
亨
・
土
田
哲

夫
・
高
田
幸
男
・
井
上
久
士
編
著
『
現
代
中
国
の
歴
史
─
両
岸
三

地
一
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
が
挙

げ
ら
れ
る
。

（
（（
）　

一
九
世
紀
の
漢
口
を
研
究
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ウ
氏
は
商
人

達
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
都
市
の
公
共
領
域
の
発
展
を
論
じ
て
い
る
。

W
illiam

 T
. Row

e, H
ankow

: Com
m

erce and Society in a 
Chinese City, 1796-1889. (Carifornia: Stanford U

niversi-
ty Press, （（（（).

（
（（
）　

小
浜
正
子
『
近
代
上
海
の
公
共
性
と
国
家
』
研
文
出
版
、
二
〇

〇
〇
年
。
ま
た
慈
善
結
社
の
普
及
は
決
し
て
都
市
部
に
止
ま
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
広
東
潮
州
地
区
を
考
察
し
た
志
賀
市
子

氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
広
東
潮
州
地
区
に
お
い
て

は
「
善
堂
の
成
員
に
は
農
民
を
含
む
庶
民
層
が
多
く
を
占
め
て
い

た
。
城
鎮
レ
ベ
ル
の
善
堂
と
村
社
レ
ベ
ル
の
善
堂
ま
た
は
善
社
と

の
間
に
は
、
必
要
な
場
合
に
は
宗
教
的
な
知
識
や
人
員
を
や
り
と

り
す
る
相
互
扶
助
関
係
か
ら
、
総
同
─
分
社
関
係
ま
で
含
む
、
ゆ

る
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
志
賀

市
子
「
中
国
広
東
省
潮
汕
地
域
の
善
堂
─
善
挙
と
救
劫
論
を
中
心

に
」（『
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
紀
要
』
四
二
号
、
人
文
科
学
、
二

〇
〇
九
頁
。

（
（（
）　

田
中
比
呂
志
『
近
代
中
国
の
政
治
統
合
と
地
域
社
会 : 

立
憲
・

地
方
自
治
・
地
域
エ
リ
ー
ト
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
〇
年
。

（
（（
）　

井
岡
山
に
お
け
る
革
命
を
分
析
し
た
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ヴ
ェ
リ

ル
氏
も
「
増
殖
す
る
地
方
民
団
は
新
た
に
設
立
さ
れ
た
共
産
党
に

よ
る
政
府
、
大
衆
運
動
組
織
そ
し
て
ゲ
リ
ラ
に
対
し
激
し
く
抵
抗

し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。Stephen C. A

verill, R
evolu-

tion in the H
ighlands: China ’s Jinggangshan Base A

rea, 
(Lanham

: Row
m

an &
 Littlefield Publishers, （00（ ),p.（（（. 

ま
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ェ
イ
氏
は
国
民
党
に
よ
る
中
央
根
拠
地
に

対
す
る
包
囲
殲
滅
戦
に
お
い
て
、
地
主
に
組
織
さ
れ
た
民
団
が
果

た
し
た
役
割
の
重
要
さ
を
指
摘
し
て
い
る
─W

illiam
 W

ei, “Law
 

and O
rder: T

he Role of Guom
indang Security Forces in 

the Suppression of the C
om

m
unist B

ases during the 
Soviet ” in K

athleen H
artford and Steven M

 Goldstein, 
eds. Single Sparks: C

hinas R
ural R

evolution, (A
rm

onk, 
N

.Y
. M

.E. Sharp, （（（（. 

（
（（
）　
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
一
年
八
月
一
九
日
、
一
三
板
。

（
（（
）　

例
え
ば
楊
念
群
編
『
空
間
・
記
憶
・
社
会
転
型
─
新
社
会
史
研

究
論
文
精
選
集
』
上
海
、
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
孫

江
編
『
事
件
・
記
憶
・
叙
述
─
新
社
会
史
』
杭
州
、
浙
江
人
民
出

版
社
、
二
〇
〇
四
年
。


