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紹介と批評

蘇
暁
康
・
王
魯
湘
編

『
河
　
　
腹
』

一

（
辻
康
吾
・
橋
本
南
都
子
訳
）

　
一
九
八
九
年
四
月
、
中
国
に
お
い
て
学
生
を
中
心
と
し
た
大
規
模
な
民

主
化
要
求
運
動
が
生
起
し
た
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
民
主
化
に
前
向
き
の
姿

勢
を
示
し
た
た
め
に
、
中
国
共
産
党
総
書
記
の
地
位
を
解
任
さ
れ
た
胡
耀

邦
の
死
去
を
契
機
に
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
五
月
中
旬
の
ソ
連
の
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ
訪
中
の
真
最
中
に
、
北
京
の
デ
モ
は
百
万
人
規
模
に
膨
れ
上
が
っ
た
。

折
し
も
世
界
各
国
か
ら
集
ま
っ
た
報
道
陣
は
、
北
京
の
天
安
門
前
で
繰
り

広
げ
ら
れ
る
学
生
・
市
民
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
行
動
を
、
あ
ら
ゆ
る
メ

デ
ィ
ア
を
通
じ
て
全
世
界
に
伝
え
た
。
し
か
し
五
月
二
〇
日
、
危
機
を
感

じ
た
当
局
は
北
京
市
に
戒
厳
令
を
発
し
、
そ
の
後
六
月
四
目
に
は
つ
い
に

銃
弾
で
も
っ
て
運
動
を
鎮
圧
し
た
．
こ
の
当
局
の
行
為
も
ま
た
、
各
国
の

マ
ス
コ
ミ
に
実
況
生
中
継
さ
れ
、
中
国
は
国
際
的
な
非
難
を
浴
び
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
強
圧
的
な
方
法
で
民
主
化
運
動
は
押
さ
え
つ
け

ら
れ
、
学
生
・
市
民
の
要
求
は
力
の
論
理
で
葬
り
去
ら
れ
た
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
『
河
膓
（
か
し
ょ
う
）
』
は
、
今
回
の
学
生
運
動
の

理
論
的
支
柱
と
も
い
え
る
重
要
な
文
献
で
あ
る
．
本
書
は
も
と
も
と
一
九

八
八
年
夏
に
中
国
の
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
そ
の
内
容

を
め
ぐ
っ
て
大
論
争
が
巻
ぎ
起
こ
り
、
再
放
映
禁
止
と
な
っ
た
ド
キ
ュ
メ

ソ
タ
リ
ー
番
組
の
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
も
ま
た
、
中
国
に

お
い
て
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
数
ヵ
月
後
に
は
発
売
禁
止
と
な
っ
た
。

　
『
河
瘍
』
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
中
国
の
若
い
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
執
筆
さ

れ
た
。
編
者
は
一
九
四
九
年
生
ま
れ
で
北
京
放
送
学
院
新
聞
学
科
教
員
の

蘇
暁
康
と
、
一
九
五
六
年
生
ま
れ
で
北
京
師
範
大
学
教
員
の
王
魯
湘
で
あ

る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
中
国
の
歴
史
社
会
論
の
若
き
理
論
家
金
観
濤
や
、

経
済
改
革
の
著
名
な
理
論
家
で
北
京
大
学
教
授
の
腐
以
寧
ら
も
、
そ
の
制

作
過
程
に
深
く
か
か
わ
っ
た
。
本
書
に
は
、
中
国
の
現
実
、
特
に
中
国
の

封
建
的
体
質
の
根
強
さ
に
対
す
る
若
手
理
論
家
た
ち
の
強
烈
な
危
機
意
識

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
若
い
知
識
人
の
焦
り
に

も
似
た
悲
痛
な
叫
び
と
も
い
え
る
。
こ
の
訴
え
か
け
は
、
今
回
の
一
連
の

事
態
を
通
し
て
、
中
国
に
お
け
る
長
老
の
政
治
支
配
の
実
態
が
明
ら
か
に

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
そ
の
正
当
性
が
一
部
立
証
さ
れ
た
と
も
言

え
る
の
で
あ
る
。

『
河
蕩
』
の
「
河
」
は
中
国
の
黄
河
を
指
し
、
「
瘍
」
と
は
若
く
し
て
こ

の
世
を
去
り
墓
に
葬
ら
れ
な
か
っ
た
人
々
の
こ
と
や
、
異
郷
で
死
ん
だ
も

の
の
故
郷
に
葬
ら
れ
な
か
っ
た
人
々
の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
『
河
蕩
』

と
は
、
黄
河
文
明
の
歴
史
の
な
か
で
の
殉
教
者
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
中
華
文
明
の
発
祥
地
で
あ
る
黄
河
文
明
の
歴
史
を
極
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め
て
現
代
的
な
視
角
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
衰
退
の
歴
史
的

過
程
を
悼
み
な
が
ら
も
、
批
判
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
本
書
は
、
今
日
的
視
点
に
基
づ
い
た
、
中
国
の
歴
史

と
伝
統
に
対
す
る
過
激
な
ま
で
の
批
判
と
警
告
の
書
な
の
で
あ
る
。

二

　
本
書
の
序
と
も
言
う
べ
き
「
全
民
族
の
反
省
を
呼
び
掛
け
る
」
の
な
か
で
、

蘇
暁
康
は
こ
の
ド
キ
ュ
メ
ソ
タ
リ
！
の
全
体
的
な
構
想
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
黄
河
を
一
種
の
観
光
案
内
の
形
式
で

は
な
く
、
現
実
社
会
と
の
接
点
の
な
か
か
ら
黄
河
に
ま
つ
わ
る
文
化
哲
学

的
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
現
在
の
中
国
社
会
が
抱
え
る
政
治
・
社
会
的

間
題
に
つ
い
て
の
議
論
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、

現
在
の
中
国
の
若
く
先
鋭
な
思
想
家
に
シ
ナ
リ
オ
を
執
筆
さ
せ
、
ま
た
実

際
に
彼
ら
を
こ
の
番
組
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
キ
ュ
メ
ソ
タ

リ
ー
の
も
つ
思
想
性
と
感
性
を
鋭
敏
な
も
の
と
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
全
体
を
通
し
て
の
テ
ー
マ
は
、
蘇
の
考
え
を
要
約
す

れ
ば
、
現
在
中
国
で
行
わ
れ
て
い
る
近
代
化
と
体
制
改
革
の
過
程
で
、
中

華
民
族
の
伝
統
文
化
は
プ
ラ
ス
要
素
と
な
り
う
る
の
か
、
ま
た
は
マ
イ
ナ

ス
要
素
と
な
る
の
か
、
と
い
う
点
に
集
約
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
書
は
全
部
で
六
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
夢
を
追
う
」
も
ま

た
蘇
暁
康
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
中
華
民

族
の
起
源
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
説
き
始
め
て
い
る
。
中
華
民
族
の
ル
ー

ツ
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
彼
ら
は
黄
河
に
染
め
上
げ
ら
れ
た
黄
色
人
種
で
あ

り
、
荒
々
し
い
黄
河
に
も
似
た
竜
が
そ
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
黄
河

こ
そ
が
中
華
民
族
の
起
源
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
黄
河
に
よ
っ
て
育
て
上

げ
ら
れ
た
中
華
民
族
は
、
歴
史
の
な
か
で
世
界
に
冠
た
る
中
華
文
明
を
つ

く
り
あ
げ
た
。
し
か
し
こ
の
栄
光
の
歴
史
も
清
朝
の
康
煕
帝
以
後
衰
退
の

一
路
を
辿
り
、
近
代
の
工
業
文
明
と
は
無
縁
と
な
っ
た
。
蘇
に
よ
れ
ば
、

「
文
明
が
衰
退
し
た
根
本
的
原
因
は
外
部
の
力
に
よ
る
衝
撃
で
は
な
く
、

内
部
構
造
の
退
化
」
で
あ
っ
た
．
そ
し
て
こ
の
「
退
化
」
は
、
中
華
文
明

に
お
い
て
封
建
的
社
会
構
造
が
非
常
に
強
靱
な
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
蘇
の
発
想
の
な
か
に
は
、
中
国
社
会
の
特
質
と
し
て
、
「
ア
ジ
ア
的

生
産
様
式
」
の
観
点
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し

た
強
烈
な
中
華
文
明
批
判
か
ら
第
一
部
の
結
び
と
し
て
、
「
私
達
が
創
造

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
斬
新
な
文
明
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
黄
河

の
流
れ
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
を
生
み
出
す
力
は
、
若
干
短
絡
的
で
は
あ
る
が
、
工
業
文
明
に
他
な

ら
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
第
二
部
「
運
命
」
は
、
も
う
一
人
の
編
者
の
王
魯
湘
に
よ
っ
て
執
筆
さ

れ
た
部
分
で
あ
る
。
中
国
は
伝
統
的
に
自
ら
を
世
界
の
中
心
と
考
え
て
き

た
。
し
た
が
っ
て
中
国
は
歴
史
的
に
外
の
世
界
へ
向
け
て
開
放
し
て
ゆ
く

思
考
が
成
立
せ
ず
、
閉
鎖
的
な
社
会
を
維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
現
代
世

界
の
な
か
で
、
中
国
は
今
や
世
界
の
「
中
心
」
で
は
な
く
「
一
員
」
と
な

っ
た
。
中
国
に
と
っ
て
「
こ
れ
は
苦
痛
に
満
ち
た
、
だ
が
賢
明
な
選
択
で

あ
っ
た
」
。
王
に
よ
れ
ば
こ
の
選
択
は
、
「
歴
史
の
運
命
」
で
あ
っ
た
．
中

国
の
今
後
の
あ
る
べ
き
道
は
黄
河
文
明
に
し
が
み
つ
き
続
け
る
こ
と
で
は
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紹介と批評

な
く
、
黄
河
が
最
後
に
は
海
に
注
ぐ
よ
う
に
、
「
科
学
と
民
主
の
新
し
い

朝
日
を
迎
え
入
れ
る
」
た
め
に
、
対
外
開
放
を
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
以
上
が
こ
の
部
分
の
主
旨
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
第
二
部
も
．
第
一

部
同
様
に
中
国
の
伝
統
的
体
質
、
こ
こ
で
は
特
に
中
華
思
想
の
排
他
的
な

自
己
中
心
的
想
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
部
「
き
ら
め
ぎ
」
も
ま
た
王
魯
湘
に
よ
り
書
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
中
国
の
科
学
・
技
術
の
歴
史
と
そ
の
現
在
的
位
相
、

お
よ
び
今
日
で
も
な
お
報
わ
れ
な
い
地
位
に
あ
る
知
識
人
の
重
要
性
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。
中
国
に
お
け
る
科
学
・
技
術
の
発
展
は
、
宋
代
に
お

い
て
最
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
を
前
後
し
て
、
中
国
で
は
製
紙
技

術
、
活
字
印
刷
術
、
羅
針
盤
、
火
薬
を
次
々
と
発
明
し
、
こ
れ
ら
の
先
進

的
技
術
を
西
洋
に
伝
え
た
．
中
華
民
族
の
こ
う
し
た
発
明
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
そ
の
封
建
社
会
を
打
ち
崩
す
の
に
多
大
な
貢
献
を
な
し
た
。
し
か

し
こ
の
四
大
発
明
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
本
家
の
中
国
で
は
封
建
社
会
を
改

造
す
る
の
に
何
ら
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
中
国
は
そ
の
後
、
西
洋

の
科
学
・
技
術
の
前
に
屈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
筆
者
の
王
は
、

「
こ
の
よ
う
に
聡
明
な
民
族
が
何
故
愚
鈍
に
な
り
老
化
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
か
」
、
「
私
達
が
か
つ
て
も
っ
て
い
た
も
の
を
今
と
な
っ
て
改
め
て

発
見
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
」
、
と
厳
し
く

自
間
し
て
い
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
中
国
科
学
院
の
劉
青
峰
は
、
四
大

発
明
が
い
ず
れ
も
通
信
、
水
利
、
軍
事
、
官
営
手
工
業
の
よ
う
な
国
家
の

大
統
一
事
業
と
関
連
し
て
い
た
、
つ
ま
り
封
建
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の

発
明
に
他
な
ら
な
か
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

三

　
張
鋼
と
蘇
暁
康
の
二
人
の
共
同
で
書
か
れ
た
第
四
部
「
新
紀
元
」
に
お

い
て
は
、
現
在
中
国
は
工
業
文
明
を
打
ち
立
て
る
た
め
の
入
り
口
に
立
っ

て
お
り
、
こ
の
道
程
は
困
難
で
は
あ
る
が
必
須
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
力

説
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
ま
ず
筆
者
た
ち
は
、
な
ぜ
中
国
の
歴
史
に
富
の

蓄
積
を
め
ざ
し
た
工
業
文
明
が
登
場
し
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
工
業
文
明
は
す
な
わ
ち
資
本
主
義
で

あ
り
、
中
国
が
こ
の
段
階
を
経
験
し
な
か
っ
た
こ
と
は
「
文
明
の
失
敗
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
中
国
は
な
ぜ
一
貫
し
て
資
本
主
義
を
拒
絶
し
て
き

た
の
か
。
そ
れ
は
、
「
中
国
文
明
の
性
質
が
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
。

す
な
わ
ち
、
中
国
文
明
は
黄
河
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
農
業
文
明
で

あ
り
、
し
か
も
そ
こ
で
は
巨
大
な
人
口
圧
力
の
問
題
を
抱
え
て
き
た
。
人

口
の
急
増
は
人
間
の
質
の
低
下
を
招
き
、
「
低
い
水
準
」
の
農
業
文
明
を

再
生
産
さ
せ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
中
国
は
、
農
業
文
明
を
抜
け
出
て
工

業
文
明
に
逸
進
し
て
こ
そ
「
二
十
一
世
紀
へ
と
進
ん
で
行
く
こ
と
が
で
き

る
」
、
と
彼
ら
は
説
く
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
中
国
は
社
会
主
義
を
捨
て
る

ぺ
き
だ
、
と
い
う
意
味
を
言
外
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
彼
ら
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
言
及
を
避
け
て
い
る
。

　
第
五
部
の
「
憂
い
」
も
蘇
暁
康
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

中
国
に
お
け
る
自
然
と
社
会
の
「
憂
い
」
の
相
関
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
自
然
の
「
憂
い
」
は
黄
河
の
度
重
な
る
氾
濫
の
歴
史
に
集
約
さ

れ
る
。
こ
れ
ま
で
黄
河
は
、
歴
史
上
、
「
千
五
百
九
十
回
決
壊
し
、
河
道
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は
二
十
六
回
大
き
く
変
わ
っ
た
」
。
中
国
に
お
け
る
周
期
的
破
壊
は
こ
う

し
た
自
然
現
象
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
な
社
会
現
象
で
も
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
中
国
に
お
い
て
は
、
繰
り
返
し
新
し
い
王
朝
が
誕
生
し
て
は
腐
敗
し
、

動
乱
が
起
き
、
崩
壊
し
、
そ
し
て
別
の
王
朝
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
こ

れ
は
、
中
華
人
民
共
和
国
も
例
外
で
は
な
い
。
文
化
大
革
命
が
良
い
例
で

あ
る
。
ま
た
今
日
で
さ
え
も
、
い
わ
ゆ
る
現
代
化
路
線
の
な
か
で
幹
部
の

腐
敗
現
象
が
蔓
延
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
「
黄
河
に
堆
積
さ

れ
る
泥
砂
と
同
じ
よ
う
に
、
…
…
次
第
に
危
険
を
集
積
さ
せ
て
い
る
」
。

筆
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
唯
一
の
救
い
は
、
経
済
改
革
と
並
ん
で

政
治
改
革
が
進
め
ら
れ
始
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際

の
進
行
状
況
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
改
革
は
今
日
で
は
遅
々
と
し

て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

　
最
後
の
第
六
部
「
紺
碧
」
の
筆
者
は
謝
選
駿
と
遠
志
明
の
二
人
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
紺
碧
」
と
は
海
洋
文
明
を
指
す
。
中
国
に
お
い
て
は
紺
碧
色
、

つ
ま
り
海
洋
文
明
が
歴
史
的
に
薄
れ
、
閉
鎖
的
な
儒
家
の
思
想
体
系
を
基

礎
と
し
た
内
陸
文
明
が
勝
利
し
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
儒
教
文
化
は
「
数

千
年
来
民
族
の
進
取
の
精
神
、
国
家
の
法
治
秩
序
、
文
化
的
変
革
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
ど
れ
一
つ
と
し
て
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
。
こ
う

し
て
中
国
の
内
陸
文
明
は
、
「
全
民
族
に
強
大
な
文
明
の
活
力
を
根
本
的

に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
。
「
科
学
」
と
「
民
主
」
を
掲
げ
た
一

九
一
九
年
の
五
四
運
動
で
す
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
封
建
主
義
の
残
津
を

洗
い
流
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に

社
会
主
義
中
国
の
現
在
ま
で
も
持
ち
越
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
彼
ら
は
、
「
中
国
の
多
く
の
事
柄
を
す
べ
て
『
五
四
』
か
ら
改
め
て

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
議
論
を
導
く
。
そ
し
て
最
後
に
、
黄
河
が

「
紺
碧
」
の
大
海
へ
注
ぐ
よ
う
に
、
も
は
や
内
陸
文
明
を
捨
て
去
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

四

　
こ
の
訳
書
の
な
か
に
は
、
辻
康
吾
氏
に
よ
る
「
訳
者
あ
と
が
き
」
と
．

春
名
徹
氏
の
解
説
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
辻
氏
は
「
あ
と
が
き
」
の
な
か

で
、
『
河
瘍
』
を
め
ぐ
る
中
国
で
の
論
争
に
つ
い
て
の
紹
介
と
そ
れ
に
対

す
る
私
見
を
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
『
河
蕩
』
は
そ
の

後
当
局
か
ら
公
開
禁
止
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
こ
れ
が
中

華
文
明
を
全
面
否
定
し
た
も
の
と
当
局
の
目
に
映
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

辻
氏
は
、
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
中
華
文
明
に
対
す
る
痛
烈
な
攻
撃
を
民

族
主
義
の
表
れ
と
み
な
し
、
む
し
ろ
現
状
の
危
機
を
克
服
し
て
新
た
な
中

華
文
明
の
創
出
を
企
図
し
た
も
の
、
と
捉
え
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
こ
に

登
場
す
る
若
い
筆
者
た
ち
が
強
烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
彼
ら
は
過
去
の
中
華
文
明

に
対
し
て
攻
撃
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
も
う
一
つ
本
書
が
当

局
の
怒
り
を
買
っ
た
重
要
な
点
は
、
こ
こ
で
は
社
会
主
義
中
国
に
つ
い
て

何
ら
の
評
価
も
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
辻
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
本
書
は
一
九
四
九
年
の
新
中
国
の
成
立
を
も
っ
て
歴
史
を
切
断
し

て
い
な
い
。
本
書
に
お
い
て
は
、
現
代
中
国
も
む
し
ろ
伝
統
的
中
華
文
明

の
延
長
線
上
で
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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紹介と批評

　
春
名
氏
の
解
説
は
『
河
瘍
』
の
議
論
の
内
容
を
コ
ソ
バ
ク
ト
に
ま
と
め

な
お
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
自
ら
の
観
点
か
ら
吟
味
し
て
い
る
。
こ
の

な
か
で
氏
は
、
冷
静
に
本
書
の
意
義
と
問
題
点
を
整
理
し
て
い
る
。
意
義

と
し
て
は
、
『
河
蕩
』
が
中
国
の
歴
史
に
つ
い
て
の
大
胆
な
読
み
か
え
を

試
み
て
い
る
こ
と
、
問
題
点
と
し
て
は
、
こ
の
議
論
が
大
衆
を
忘
れ
た
知

識
人
の
勇
み
足
に
見
え
る
こ
と
、
歴
史
の
内
在
的
発
展
に
対
す
る
評
価
が

欠
け
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
本
書
に
対
す
る
評
者
な
り
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、

『
河
瘍
』
の
筆
者
た
ち
の
伝
統
的
な
中
華
文
明
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
は

あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
ど
の
よ
う
な
新
し
い
文
明
を
創
造
す
る
の
か
、
そ

し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
基
盤
に
お
い
て
構
築
さ
れ
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
議
論
が
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
ち
ろ
ん

世
界
に
門
戸
を
開
い
た
海
洋
文
明
、
そ
し
て
工
業
化
を
基
礎
と
し
た
近
代

国
家
の
創
出
と
い
う
理
念
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
具

体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
．
も
っ
と
も
こ
こ
か
ら
、
西

欧
民
主
主
義
に
対
す
る
あ
る
種
の
盲
目
的
な
あ
こ
が
れ
を
感
じ
と
る
こ
と

が
で
き
る
。
中
国
が
歴
史
的
に
西
欧
に
学
ば
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
批

判
が
本
書
の
底
流
に
あ
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
第
二
に
、
こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
中
国
の
伝
統
的
価
値
観
の
全
面
否
定

の
上
に
真
の
近
代
化
が
達
成
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

工
業
文
明
に
対
す
る
過
度
の
信
仰
は
、
中
国
全
体
の
八
割
を
占
め
る
農
村

社
会
を
見
切
り
発
車
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
．
こ
こ
で
は
、

儒
教
に
対
す
る
否
定
的
評
価
が
非
常
に
根
強
い
。
し
か
し
今
や
、
ア
ジ
ア

N
I
E
S
諸
国
の
経
済
発
展
の
エ
ト
ス
と
し
て
の
儒
教
に
対
す
る
再
評
価

が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
社

会
の
歴
史
的
風
土
や
価
値
観
を
顧
み
ず
に
、
単
に
欧
米
へ
の
崇
拝
か
ら
ほ

ん
と
う
に
近
代
化
が
達
成
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
る
。

　
第
三
に
、
春
名
氏
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
の
主
張
は

知
識
人
エ
リ
ー
ト
の
先
走
り
の
感
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
中
国
に
お

け
る
知
識
人
の
社
会
的
地
位
の
低
さ
か
ら
し
て
、
近
代
化
に
お
け
る
彼
ら

の
役
割
の
重
要
性
を
説
く
こ
と
は
充
分
に
理
解
で
き
る
．
し
か
し
、
本
書

で
は
一
般
の
人
々
の
意
識
や
存
在
は
ほ
と
ん
ど
射
程
距
離
に
入
れ
ら
れ
て

い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
大
衆
は
遅
れ
た
存
在
と
し
て
単
に
改
造
の
対
象
と

し
て
扱
わ
れ
、
変
革
の
主
体
と
し
て
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え

る
。　

以
上
に
お
い
て
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
、
意
義
と
問
題
点
を
指
摘
し

て
き
た
。
総
じ
て
い
え
ば
、
本
書
は
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
今
日
の

学
生
・
知
識
人
の
中
国
の
現
実
に
対
す
る
や
り
場
の
な
い
悲
痛
な
叫
び
と

も
い
え
る
も
の
で
あ
り
．
内
容
的
に
は
ま
だ
荒
削
り
で
あ
る
が
．
現
在
の

中
国
の
知
的
位
相
を
知
る
意
味
で
き
わ
め
て
貴
重
な
文
献
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
今
回
の
中
国
の
民
主
化
要
求
運
動
は
武
力
に
よ
り
鎮
圧
さ
れ
た
。

し
か
し
本
書
を
通
し
て
、
読
者
は
、
「
ペ
ン
」
が
「
剣
」
よ
り
も
強
い
こ

と
を
歴
史
が
い
ず
れ
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
そ
の
ほ
と
ば
し
る
情

熱
か
ら
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
（
弘
文
堂
・
一
九
八
九
年
二
八
八
頁
・
＝
二
〇
〇
円
）
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