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費
孝
通
著
『
郷
土
中
国
』
の
出
版
を
め
ぐ
っ
て

西
　
澤
　
治
　
彦

は
じ
め
に

費
孝
通
著
の
『
郷
土
中
国
』
の
訳
書
の
増
補
改
訂
版
の
準
備
を
し
て
い
る
中
で
、
訳
文
の
再
検
討
以
外
に
も
、
費
孝
通
や
当
時
の
社

会
学
や
政
治
的
状
況
な
ど
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
と
深
掘
り
し
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、『
郷
土
中
国
』
と
い
う
書
名
が
つ
け
ら
れ

る
に
至
っ
た
詳
し
い
事
情
と
、『
世
紀
評
論
』
へ
の
寄
稿
と
単
行
本
化
の
よ
り
詳
し
い
過
程
や
、
続
く
『
郷
土
重
建
』
の
刊
行
の
微
妙

な
タ
イ
ミ
ン
グ
、
そ
し
て
緊
迫
の
度
合
い
を
増
す
時
局
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
費
孝
通
の
心
境
な
ど
が
垣
間
見
え
て
き
た
。
訳
書
の
訳

者
解
題
に
含
め
る
に
は
、
詳
細
す
ぎ
る
情
報
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
別
稿
と
し
て
公
表
し
て
お
き
た
い
。
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『
郷
土
中
国
』
の
書
名
に
つ
い
て

『
郷
土
中
国
』
の
書
名
に
も
使
わ
れ
て
い
る
中
国
語
の
「
郷

シ
ア
ン
ト
ゥ
ー
土
」
に
は
、
①
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
、
②
田
舎
、
地
方
（
農
村
）
と
い

う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
重
な
り
合
う
関
係
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、『
郷
土
中
国
』

と
い
う
書
名
の
「
郷
土
」
も
、
両
義
的
で
重
層
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
主
題
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
②
の
田
舎
、
農
村
（
的
な
）、

と
い
う
意
味
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

費
孝
通
が
本
書
に
『
郷
土
中
国
』
と
い
う
書
名
を
付
け
た
の
に
は
、
彼
な
り
の
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
雲
南
大
学
や

清
華
大
学
で
の
講
義
科
目
名
は
、「
郷
村
社
会
学
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
世
紀
評
論
』
に
連
載
し
た
際
の
タ
イ
ト
ル
は
「
雑
話
郷

土
社
会
」
と
な
っ
て
お
り
、
単
に
農
村
を
意
味
す
る
「
郷
村
」
か
ら
、
②
の
田
舎
、
農
村
（
的
な
）、
と
い
う
意
味
の
「
郷
土
」
に
変

え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
単
行
本
化
に
際
し
て
、
そ
の
意
味
を
も
た
せ
た
「
郷
土
」
を
「
中
国
」
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
郷

土
性
の
問
題
を
国
の
レ
ベ
ル
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
は
、
佐
々
木
衛
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中

国
民
衆
の
基
層
に
あ
る
生
活
と
意
識
構
造
を
一
体
と
し
て
表
現
す
る
概
念
を
『
郷
土
中
国
』
の
「
郷
土
」
に
持
た
せ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
二
〇
〇
三
『
費
孝
通

―
民
族
自
省
の
社
会
学
』）。
つ
ま
り
、「
郷
土
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
新
た
に
「
中
国
社
会
の
基
層
を
な
し
て

い
る
特
徴
的
な
構
造
」
と
い
う
概
念
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
人
に
と
っ
て
『
郷

シ
ア
ン
ト
ゥ
ー
ジ
ヨ
ン
グ
オ

土
中
国
』
と
い
う
書
名
が
独
特
の
響
き
を
持

つ
の
は
、
こ
の
よ
う
に
拡
大
さ
れ
た
概
念
に
加
え
て
、
①
の
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
、
と
い
う
意
味
も
重
な
り
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
郷
土
」
の
も
つ
両
義
性
は
、姉
妹
編
で
あ
る
『
郷
土
重
建
』
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
こ
ち
ら
の
「
郷
土
」
は
、①
の
生
ま
れ
育
っ

た
故
郷
、
と
い
う
意
味
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
お
り
、
我
が
郷
土
を
重
建
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
（「
重
建
」
は
既
存
の
物

に
重
ね
て
作
り
直
す
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
）、
と
い
う
の
が
本
書
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、「
農
村
的
な
中
国
」
を
い
か
に
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重
建
し
て
い
く
か
、
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
研
究
者
の
間
で
は
『
郷
土
中
国
』
の
名
称
で
通
っ
て
い
る
の
と
、
三
部
作
の
一
つ
で
あ
る
『
生
育
制
度
』
の
邦
訳
も
原
著
の

ま
ま
で
あ
る
の
に
合
わ
せ
る
意
味
も
あ
る
が
、
費
の
こ
う
し
た
意
図
を
汲
み
と
り
、
訳
書
と
し
て
も
原
著
の
通
り
『
郷
土
中
国
』
と
す

る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

『
郷
土
中
国
』
の
書
名
に
関
し
て
は
、
閻
明
も
二
〇
一
六
年
に
発
表
し
た
「『
差
序
格
局
』
探
源
」
の
中
で
論
じ
て
い
る
。
即
ち
、
費

の
「
郷
土
社
会
」
と
い
う
概
念
に
は
、
費
と
親
交
の
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
（
一
八
九
七
―
一
九
五
八
）
が

一
九
四
七
年
に
書
い
た "T

he Folk Society"

（A
m

erican Journal of Sociology 52-4

）
が
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、

費
自
身
が
一
九
四
八
年
九
月
に
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
の
書
簡
の
中
で
こ
の
こ
と
に
言
及
し
、
自
著
の
『
郷
土
中
国
』
をFolk China

と
英
訳
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
費
が
一
九
四
五
年
に
、
張
之
毅
と
の
共
著
で
あ
る
『
禄
村
農
田
』
な
ど
を
英
語
に

編
訳
し
て
出
版
し
たE

arthbound China
に
対
し
、
袁
方
が
一
九
四
七
年
に
書
評
を
書
い
て
い
る
が
（『
益
世
報
』「
社
会
研
究
」
第

一
期
）、
そ
の
見
だ
し
を
「
書
評 

郷
土
中
国
」
と
し
、E

arthbound China

を
「
郷
土
中
国
」
と
漢
訳
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
の
場
合
の
「
郷
土
」
は
「
土
地
に
縛
ら
れ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ま
さ
に
費
が
『
郷
土
中
国
』
の
「
郷
土
」
に
持
た
せ

た
の
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
閻
明
は
、
費
が
袁
方
の
書
評
を
読
ん
で
『
郷
土
中
国
』
と
い
う
書
名
に
し
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

中
国
伝
統
の
基
層
社
会
の
特
性
を
こ
の
情
感
溢
れ
る「
郷
土
中
国
」と
い
う
語
句
で
表
現
し
た
の
も
、費
の
学
問
の
風
格
と
も
い
え
る「
創

造
的
な
転
化
」
の
為
せ
る
技
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
（『
社
会
学
研
究
』
二
〇
一
六
年 

五
期
）。

袁
方
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
『
益
世
報
』
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
天
津
で
発
行
し
た
中
国
語
の
日
刊
紙
で
、ベ
ル
ギ
ー
人
神
父
に
よ
っ

て
一
九
一
五
年
一
〇
月
一
日
に
第
一
号
が
刊
行
さ
れ
た
。
日
中
戦
争
期
は
一
時
、
停
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
、
昆
明
や
重
慶
で
続
刊
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さ
れ
た
。
一
九
四
五
年
一
二
月
に
再
び
天
津
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
一
九
四
九
年
一
月
一
三
日
の
一
〇
八
四
五
号
を
も
っ
て
終
刊
と
な
っ

た
。「
社
会
研
究
」
欄
は
、
一
九
四
七
年
の
八
月
八
日
号
か
ら
開
設
さ
れ
、
毎
週
水
曜
日
（
後
に
木
曜
日
に
）
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
広
く
投
稿
を
求
め
、連
絡
先
は
清
華
大
学
の
社
会
学
系
が
窓
口
と
な
っ
て
い
た
。
各
界
野
の
人
士
が
寄
稿
し
た
『
益
世
報
』
は
、『
大

公
報
』
や
上
海
で
刊
行
さ
れ
た
『
申
報
』
と
並
ん
で
、
近
現
代
の
中
国
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
新
聞
で
あ
っ
た
。

私
も
袁
方
の
書
評
を
取
り
寄
せ
て
み
た
。
費
孝
通
のE

arthbound China

に
対
す
る
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
、「
社
会
研
究
」
欄

の
記
念
す
べ
き
第
一
期
で
、
民
国
三
六
（
一
九
四
七
）
年
八
月
八
日
の
こ
と
で
、『
益
世
報
』
の
創
刊
か
ら
三
三
年
目
、
終
刊
か
ら
二

年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
社
会
研
究
」
欄
は
一
面
の
半
分
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
を
使
っ
た
も
の
で
、
巻
頭
記
事
は
呉
景
超
の
「
社
会
学

的
園
地
」
で
、
発
刊
の
趣
旨
が
簡
潔
に
語
ら
れ
、
続
く
記
事
は
周
栄
徳
の
「
論
我
国
人
口
局
的
組
織
和
業
務
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
三
つ
目
に
、
袁
方
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
見
出
し
は
「
郷
土
中
国
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
横
に
小
文
字
でE

arthbound 

China, by H
siao-T

ung Fei and Chih-I Ching. U
niversity of Chicago Perss. 1945

と
原
著
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
見
す

る
と
「
郷
土
中
国
」
が
書
名
の
よ
う
に
も
と
れ
る
が
、
よ
く
見
る
と
、
評
者
が
英
語
の
書
名
を
読
者
の
目
を
引
く
よ
う
に
漢
訳
し
た
こ

と
が
理
解
で
き
る
。
書
評
そ
の
も
の
は
、
限
ら
れ
た
紙
面
の
関
係
で
内
容
紹
介
が
主
で
あ
る
が
、
原
著
の
刊
行
か
ら
二
年
を
経
た
ち
ょ

う
ど
い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
書
評
掲
載
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
第
一
期
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
社
会
学
界
を
あ
げ
て
、
こ

の
費
の
業
績
を
世
に
知
ら
し
め
た
い
と
い
う
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
一
九
四
七
年
八
月
と
い
う
と
、
費
は
す
で
に
北
京
に
戻
っ
て
い

た
。
即
ち
、
四
六
年
暮
れ
に
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
交
流
協
会
の
招
き
に
応
じ
て
渡
英
し
、
三
ヶ
月
ほ
ど
の
滞
在
を
経
て
、
翌
四
七
年
三
月

に
帰
国
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
出
発
時
に
所
属
し
て
い
た
昆
明
の
西
南
聯
合
大
学
は
す
で
に
解
散
し
て
い
た
の
で
、
北
京
の
精
華
大

学
に
戻
り
、
そ
こ
で
社
会
学
を
教
え
て
い
た
。
潘
光
旦
と
も
親
し
か
っ
た
費
で
あ
る
か
ら
、
費
が
こ
の
記
事
を
読
ん
で
い
な
い
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、
閻
明
が
推
測
は
あ
な
が
ち
間
違
っ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。
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E
arthbound China

に
寄
せ
た
費
の
序
文
に
よ
る
と
、『
禄
村
農
田
』
と
し
て
結
実
す
る
内
陸
部
で
の
農
村
調
査
は
、
費
が
イ
ギ
リ

ス
留
学
を
終
え
て
一
九
三
八
年
に
帰
国
す
る
際
に
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
彼
に
与
え
た
研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
『
禄
田
農
田
』
を
ベ
ー
ス
に
編
訳
さ
れ
た
の
がE

arttbound China

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
書
の
生
み
の
親
は
マ
リ

ノ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
そ
の
後
も
、
費
に
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
送
っ
て
く
れ
た
と
い
う
。
そ

の
多
く
は
郵
送
の
途
中
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、E

arthbound China

と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
本
書
の
た
め
に
提
案
し
て
く
れ
た
手

紙
だ
け
は
受
け
と
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
大
学
院
の
修
了
後
も
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
と
の
師
弟
関
係
は
続
い
て
い

た
訳
で
あ
る
が
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
費
孝
通
が
帰
国
し
た
翌
一
九
三
九
年
に
渡
米
し
た
ま
ま
、
四
二
年
に
心
臓
発
作
で
急
死
し
て
い

る
た
め
、
彼
に
と
っ
て
費
は
博
士
課
程
で
指
導
し
た
最
後
の
学
生
と
な
っ
た
。

費
が
自
著
の
『
郷
土
中
国
』
を
自
らFolk China

と
英
訳
し
た
と
い
う
の
は
意
外
な
感
じ
を
受
け
る
が
、『
世
紀
評
論
』
に
連
載
し

た
「
雑
話
郷
土
社
会
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
確
か
に"T

he Folk Society"

の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
流
れ
で
『
郷
土

中
国
』
をFolk China

と
英
訳
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
郷
土
社
会
」
か
ら
『
郷
土
中
国
』
へ
の
展
開
は
、
確
か

に
大
き
な
飛
躍
で
あ
り
、
袁
方
の
書
評
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
の
影
響
か

ら
「
雑
話
郷
土
社
会
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
、「
雑
話
郷
土
社
会
」
の
連
想
か
らFolk China

と
い
う
英
訳
が
試
み
ら
れ
、

そ
の
一
方
で
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
たE

arthbound China

に
対
す
る
書
評
で
袁
方
が
こ
れ
を
『
郷
土
中
国
』
と

漢
訳
し
、
そ
れ
を
費
が
用
い
た
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、『
郷
土
中
国
』
と
い
う
書
名
の
背
後
に
は
、
国
境
を
超
え
た
研
究

者
間
の
幾
重
も
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
一
九
九
二
年
に
な
っ
て
『
郷
土
中
国
』
がGary H

am
ilton &

 W
ang Zheng

に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
た
が
、
そ
の
タ
イ

ト
ル
はFrom

 the Soil: T
he Foundations of Chinese Society

と
な
っ
て
い
る
。「
土
」
を
入
れ
た
の
は
理
解
で
き
る
が
、
あ
ま
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り
い
い
タ
イ
ト
ル
と
は
思
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、E

arthbound China

と
い
う
名
タ
イ
ト
ル
が
既
に
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
他
の
タ

イ
ト
ル
を
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、『
郷
土
中
国
』
の
う
ち
、「
差
序
各
局
」
の
章
だ
け
、
早
く
も

一
九
七
七
年
に
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
の
中
で
抄
訳
が
な
さ
れ
い
る
が
、
こ
の
際
、『
郷
土
中
国
』
はR

ural China

と
英
訳
さ
れ
て
い
る

（
注
１
）。

ち
な
み
に
、
ア
ー
ク
ッ
シ
ュ
も
一
九
八
一
年
刊
のFei X

iaotong and Sociology in R
evolutionary China

の Bibliography

の

中
で
、『
郷
土
中
国
』
をR

ural China

と
英
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
七
七
年
に
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
の
中
で
抄
訳
さ
れ
た
際
の
英

訳
を
踏
襲
し
た
よ
う
で
あ
る
。

最
初
は
書
名
と
し
て
名
付
け
ら
れ
た
「
郷
土
中
国
」
で
あ
る
が
、
そ
の
独
特
の
響
き
と
、
費
孝
通
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
多
く
の
含
意

と
に
よ
っ
て
、
民
国
期
の
書
名
と
し
て
の
固
有
名
詞
か
ら
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
再
評
価
の
時
代
に
な
る
と
、
半
ば
一
般
名
詞
化
し
て
き

て
い
る
。
実
際
、『
郷
土
中
国
』
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
、「
郷
土
」
や
「
郷
土
中
国
」
を
書
名
に
用
い
た
書
物
も
多
く
出
版
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
陳
心
思
著
の
『
走
出
郷
土
―
対
話
費
孝
通
『
郷
土
中
国
』
二
〇
一
七 （
三
聯
書
店
）
な
ど
も
そ
う
し
た
一
冊
で
あ
る
。

ま
た
、
閻
明
が
二
〇
〇
四
年
に
出
版
し
た
中
国
社
会
学
史
で
あ
る
『
一
門
学
科
一
與
一
個
時
代
―
社
会
学
在
中
国
』（
清
華
大
学
出

版
社
）
を
読
む
と
、
第
七
章
に
、
書
名
を
指
す
『　

』
な
し
で
、「
郷
土
中
国
」
と
あ
る
。
中
国
社
会
学
史
に
お
い
て
「
郷
土
中
国
」

と
い
え
ば
、一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、費
孝
通
著
の
『
郷
土
中
国
』
を
指
す
が
、閻
明
が
こ
の
章
で
語
っ
て
い
る
の
は
、費
孝
通
や
彼
の
『
郷

土
中
国
』
そ
の
も
の
の
内
容
で
は
な
く
、
中
国
社
会
学
史
に
お
け
る
燕
京
学
派
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
な
る
一
般
名
詞

と
い
う
よ
り
も
、燕
京
大
学
を
拠
点
と
し
た
呉
文
藻
―
費
孝
通
ラ
イ
ン
の
研
究
ス
タ
イ
ル
、あ
る
い
は
研
究
成
果
の
代
名
詞
と
し
て
使
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
詳
細
で
有
益
で
あ
る
が
、『
郷
土
中
国
』
の
書
名
は
一
度
だ
け
し
か
出
て
こ
ず
、
最
後
は
『
郷
土

重
建
』
の
話
に
繫
げ
て
こ
の
章
を
終
え
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
一
つ
の
記
述
の
ス
タ
イ
ル
で
は
あ
ろ
う
が
、
費
孝
通
が
『
郷
土
中
国
』



費孝通著『郷土中国』の出版をめぐって　西澤　治彦

（31）298

で
提
起
し
た
「
差
序
各
局
」
や
近
代
国
家
へ
の
道
の
り
の
議
論
は
全
く
ス
ル
ー
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
で
あ
れ
ば
、
費
孝

通
は
再
評
価
さ
れ
て
久
し
く
、社
会
学
に
お
い
て
も
「
差
序
各
局
」
の
問
題
は
、中
国
人
社
会
の
人
間
関
係
を
分
析
す
る
枠
組
み
と
し
て
、

盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
閻
明
の
個
人
的
な
関
心
が
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
政

治
的
な
配
慮
が
働
い
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
私
に
は
後
者
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
費
孝
通
の
つ
け
たE

arthbound China

に
関
連
す
る
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
で
い
う
と
、H

om
e Bound : Studies in E

ast 

A
sian Society : Papers Presented at the Sym

posium
 in H

onor of the E
ightieth Birthday of  Professor Fei X

iaotong

が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
は
中
根
千
枝
と
喬
健
に
よ
っ
て
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
に
東
京
で
開
か
れ
た
費
孝
通
の
傘
寿
を
祝
っ
て
開
か
れ

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
論
集
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
巻
頭
に
は
費
孝
通
の“T

he Study of M
an in China‒

Personal Experience”

（「
人
的
研
究
在
中
国
」）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
序
文
に
て
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
書
名
はE

arthbound China

を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。hom

e bound

に
は
、
⑴
故
国
に
向
か
う
、
⑵
〔
病
気
・
高
齢
な
ど
で
〕
家
や
国
か
ら
出
ら
れ

な
い
、の
意
味
が
あ
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
るhom

e bound

は
、⑵
の
意
味
を
完
全
に
消
し
去
っ
て
は
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

⑴
の
意
味
を
拡
大
し
、「
郷
土
に
し
っ
か
り
と
根
を
張
っ
た
、
自
文
化
研
究
」
と
い
う
新
た
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

ま
さ
に
『
郷
土
中
国
』
を
書
い
た
費
孝
通
の
傘
寿
を
記
念
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
タ
イ
ト
ル
と
言
え
よ
う
。

『
郷
土
中
国
』
が
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
ま
で
の
事
情

『
郷
土
中
国
』
は
一
九
四
八
年
四
月
に
上
海
の
観
察
社
か
ら
初
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
費
孝
通
が
若
干
三
八
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
彼
の
代
表
作
、
そ
し
て
民
国
期
の
中
国
社
会
学
を
代
表
す
る
作
品
と
な
っ
た
『
郷
土
中
国
』
で
あ
る
が
、
全
編
が
単
行
本
と
し
て
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書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
費
自
身
が
「
後
記
」
に
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
南
京
で
発
行
さ
れ
て
い
た
『
世
紀
評
論
』
と

い
う
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
も
の
を
ベ
ー
ス
に
、
何
篇
か
を
加
筆
し
、
編
集
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
を
説
明
し
た
「
後
記
」

の
最
後
の
段
落
を
こ
こ
に
引
用
し
た
い
。

 　

私
は
長
い
間
、
長
い
間
、
ず
っ
と
こ
れ
ら
の
「
郷
村
社
会
学
」
の
科
目
で
講
義
し
た
材
料
を
整
理
し
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、

筆
を
と
ろ
う
と
す
る
度
に
ま
だ
十
分
に
煮
詰
ま
っ
て
い
な
い
と
感
じ
、
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。〔
イ
ギ
リ
ス
か
ら
北
京
に

戻
っ
て
い
た
〕
昨
年
の
夏
休
み
に
、張
純
明
先
生
が
私
に
『
世
紀
評
論
』
に
長
期
に
渡
っ
て
原
稿
を
書
く
よ
う
に
誘
っ
て
下
さ
っ
た
。

ご
厚
意
を
辞
退
す
る
訳
に
も
い
か
ず
、
よ
う
や
く
今
学
期
に
な
っ
て
書
き
始
め
る
こ
と
に
し
た
。
講
義
を
し
て
は
一
篇
を
書
き
、

書
い
て
は
〔
南
京
ま
で
〕
郵
送
し
、届
け
ば
発
表
さ
れ
る
と
い
う
具
合
で
、合
わ
せ
て
十
数
篇
の
文
章
に
な
っ
た
。
儲
安
平
先
生
が
、

こ
れ
を
ま
と
め
て
「
観
察
叢
書
」
の
一
冊
に
入
れ
る
よ
う
、
声
を
か
け
て
下
さ
っ
た
の
で
、
改
め
て
編
集
し
直
す
こ
と
に
し
た
。

何
篇
か
を
新
た
に
書
き
直
し
、
ま
た
全
体
を
通
し
て
修
正
を
加
え
た
。
両
氏
の
督
促
と
励
ま
し
が
な
け
れ
ば
、
本
書
を
書
き
上
げ

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
督
促
に
は
期
限
が
あ
っ
た
た
め
、私
と
し
て
は
多
く
の
概
念
が
成
熟
す
る
の
を
待
っ

て
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
の
中
に
は
さ
ら
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。〔
従
っ
て
〕
本

書
は
定
稿
と
は
言
え
な
い
し
、
ま
た
完
成
稿
で
も
な
く
、
私
の
ひ
と
つ
の
試
み
を
記
録
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

〔
民
国
〕
三
十
七
〔
一
九
四
八
〕
年
二
月
十
四
日　

清
華
勝
因
院
に
て
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こ
の
事
実
を
知
っ
た
私
は
、訳
者
と
し
て
『
世
紀
評
論
』
の
連
載
記
事
に
当
た
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、何
と
か
全
連
載
を
入
手
し
た
。

連
載
の
タ
イ
ト
ル
は
「
雑
話
郷
土
社
会
」
で
、第
一
回
の
連
載
は
「
熟
人
裏
長
大
的
」
と
題
し
て
、第
二
巻
第
三
期
（
民
国
三
六
年
七
月
）

に
掲
載
さ
れ
た
。
連
載
は
一
四
回
続
き
、
最
後
の
寄
稿
は
「
血
縁
和
地
縁
」
で
、
第
三
巻
第
十
三
期
（
民
国
三
七
年
三
月
）
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。『
世
紀
評
論
』（
週
刊
）
は
国
民
党
の
高
級
官
僚
も
務
め
た
経
済
学
者
の
何
廉
が
一
九
四
七
年
一
月
に
南
京
で
創
刊
し

た
雑
誌
で
、
主
編
は
張
純
明

（
注
２
）、

編
集
委
員
の
中
に
は
潘
光
旦
の
名
前
も
あ
っ
た
。
出
版
元
は
世
紀
出
版
社
で
、
第
一
巻
第
一
期
は
、
民

国
三
六
（
一
九
四
七
）
年
一
月
四
日
に
創
刊
さ
れ
、
民
国
三
七
（
一
九
四
八
）
年
一
〇
月
二
日
の
第
四
巻
第
十
四
期
で
終
刊
と
な
っ
て

い
る
。
僅
か
約
二
年
間
し
か
続
か
な
か
っ
た
雑
誌
で
あ
る
が
、
そ
の
鋭
い
時
事
批
評
、
民
主
の
主
導
、
大
胆
な
言
論
な
ど
に
よ
っ
て
、

た
ち
ま
ち
社
会
の
認
知
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
雑
誌
で
あ
る
。

雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
民
国
三
六
（
一
九
四
七
）
と
い
う
と
、
一
九
四
五
年
に
日
中
戦
争
が
終
結
し
、
中
国
国
内
は
国
民
党
と
共
産
党

と
の
熾
烈
な
内
戦
に
突
入
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。「
発
刊
詞
」
に
は
、
内
戦
の
進
行
と
農
村
の
疲
弊
、
国
民
経
済
の
崩
壊
、
乱
れ

た
秩
序
と
汚
職
が
蔓
延
す
る
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
し
か
も
時
間
的
な
猶
予
の
な
い
中
で
、
党
派
に
囚
わ
れ
な
い
自
由
主
義
と
民
主

の
立
場
か
ら
、
権
威
や
伝
統
に
頼
る
こ
と
な
く
現
実
を
直
視
し
、
現
代
化
さ
れ
た
新
中
国
を
共
に
建
設
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
、
と

創
刊
の
意
図
が
力
強
く
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
創
刊
号
の
最
初
の
社
論
は
「
中
国
需
要
忠
実
有
力
的
在
野
党
」
と
な
っ
て
い
る
。

費
孝
通
が
張
純
明
の
勧
め
で
「
雑
話
郷
土
社
会
」
の
連
載
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
雑
誌
で
あ
っ
た
。

こ
の
連
載
と
単
行
本
化
の
過
程
を
子
細
に
検
討
し
て
い
く
過
程
で
、
そ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
様
々
な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

費
孝
通
が
単
行
本
化
の
過
程
で
、
ど
の
よ
う
に
内
容
を
改
編
し
て
い
っ
た
か
は
、
訳
書
の
「
訳
者
解
題
」
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
よ
り
も
、
執
筆
の
日
付
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、「
後
記
」
で
書
か
れ
て
い
る

こ
と
を
そ
の
ま
ま
真
に
受
け
る
と
、『
世
紀
評
論
』
の
連
載
後
に
単
行
本
化
の
話
が
も
ち
あ
が
っ
た
か
の
よ
う
に
と
れ
る
が
、
連
載
記
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事
と
「
後
記
」
の
日
付
を
よ
く
見
る
と
、
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
下
、『
世
紀
評
論
』
へ
の
連
載
が
掲
載
さ
れ
た
日
付
と
、『
郷
土
中
国
』
お
よ
び
『
郷
土
重
建
』
の
出
版
ま
で
を
、
年
表
に
ま
と
め

て
み
た

（
注
３
）。

『
世
紀
評
論
』

『
郷
土
中
国
』

『
郷
土
重
建
』

時
局

【
一
九
四
七
年
】

三
月　
　

 （
英
国
か
ら
帰
国
、
北
京
の
清
華

大
学
に
戻
る
）

六
月　
　

 

六
月
七
日
第
一
巻
第
二
四
期

　
　
　
　
「
編
輯
後
記
」
で
費
の
連
載
を
予
告

七
月　
　

七
月
一
九
日
第
二
巻
第
三
期

　
　
　
　

①「
熟
人
裏
長
大
的
」（
連
載
開
始
）

八
月　
　

八
月
二
日
第
二
巻
第
五
期

　
　
　
　

② 

「
文
字
下
郷
」（
暗
に
平
民
教
育

運
動
批
判
）

　
　
　
　

八
月
一
六
日
第
二
巻
第
七
期

　
　
　
　

③
「
再
論
文
字
下
郷
」

九
月　
　

九
月
六
日
第
二
巻
第
一
〇
期

　
　
　
　

④
「
所
謂
家
庭
中
心
説
」

　
　
　
　

九
月
二
〇
日
第
二
巻
第
一
二
期

　
　
　
　

⑤
「
差
序
的
格
局
」
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一
〇
月　

一
〇
月
一
八
日
第
二
巻
第
一
六
期

　
　
　
　

⑥
「
論
私
」

一
一
月　

一
一
月
一
日
第
二
巻
第
一
八
期

　
　
　
　

⑦
「
道
徳
在
私
人
間
」

　
　
　
　

一
一
月
二
二
日
第
二
巻
第
二
一
期

　
　
　
　

⑧
「
礼
治
秩
序
」

【
一
九
四
八
年
】

一
月　
　

一
月
三
日
第
三
巻
第
一
期

　
　
　
　

⑨
「
無
訴
」

　
　
　
　

一
月
二
四
日
第
三
巻
第
四
期

　
　
　
　

⑩
「
無
為
政
治
」

二
月　
　

二
月
七
日
第
三
巻
第
六
期

　
　
　
　

⑪
「
長
老
統
治
」

　
　
　
　

二
月
二
一
日
第
三
巻
第
八
期

　
　
　
　

⑫
「
大
家
庭
還
是
小
家
族
」

二
月
一
四
日
『
郷
土
中
国
』

「
名
実
的
分
離
」「
従
欲
望
到
需
要
」

「
後
記
」
執
筆

二
月
二
八
日
『
観
察
』
第
四
巻
第

一
期

『
郷
土
中
国
』
の
出
版
を
予
告



武蔵大学人文学会雑誌　第 54 巻第 2号

（36）293

三
月　
　

三
月
六
日
第
三
巻
第
十
期

　
　
　
　

⑬
「
男
女
有
別
」

　
　
　
　

三
月
二
七
日
第
三
巻
第
十
三
期

　
　
　
　

⑭
「
血
縁
和
地
縁
」（
連
載
終
了
）

四
月

『
郷
土
中
国
』
初
版
出
版

（
三
千
部
印
刷
）

河
北
省
平
山
県
西
柏
坡
村
に
て
民

主
同
盟
の
一
員
と
し
て
中
国
共
産

中
央
と
の
政
治
交
渉
に
参
加
、
毛

沢
東
、
周
恩
来
ら
と
面
談

六
月

『
郷
土
中
国
』
再
版

六
月
一
九
日
『
郷
土
重
建
』

「
後
記
」
執
筆

七
月

『
郷
土
中
国
』
三
版

八
月

『
郷
土
中
国
』
四
版 

『
郷
土
重
建
』
初
版
出
版

八
月
一
四
日

晏
陽
初
「
開
発
民
力
建
設
郷
村
」

八
月
二
八
日

「
評
晏
陽
初
『
開
発
民
力
建
設
郷

村
』」（
晏
陽
初
を
名
指
し
批
判
）

九
月

『
郷
土
重
建
』
再
版

【
遼
瀋
戦
役
】
～
一
一
月

一
〇
月　
『
世
紀
評
論
』
停
刊

一
一
月

『
郷
土
中
国
』
五
版

【
淮
海
戦
役
】
～
四
九
年
一
月

一
二
月

『
郷
土
重
建
』
三
版

【
平
津
戦
役
】
～
四
九
年
一
月
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【
一
九
四
九
年
】

一
月

 『
郷
土
中
国
』
六
版 

北
京
「
解
放
」

『
益
世
報
』
停
刊

四
月

【
渡
江
戦
役
】

南
京
「
解
放
」

一
〇
月

中
華
人
民
共
和
国
建
国

『
世
紀
評
論
』
は
一
九
四
八
年
の
一
〇
月
ま
で
刊
行
さ
れ
た
の
に
、
費
の
連
載
が
な
ぜ
第
三
巻
の
第
十
三
期
（
一
九
四
八
年
三
月

二
七
日
）
で
終
わ
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
当
初
か
ら
一
四
回
の
連
載
の
予
定
で
な
か
っ
た
と
す
る
と
、何
か
別
の
事
情
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
時
局
は
緊
迫
し
た
状
態
で
、
費
と
し
て
も
「
中
国
社
会
の
郷
土
性
」
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
書
き

た
い
こ
と
を
書
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
連
載
と
し
て
は
、
や
や
尻
切
れ
ト
ン
ボ
の
感
が
な
い
で
も
な
い
。
そ
こ
で
単

行
本
化
に
際
し
、
一
部
修
正
を
加
え
た
上
で
、
新
た
に
二
篇
と
「
後
記
」
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
の
社
会
的
な
空
気
の

中
で
、
費
と
し
て
も
社
会
学
の
理
論
問
題
か
ら
、
最
後
は
時
事
的
な
問
題
に
収
斂
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

年
表
に
し
て
み
て
気
が
つ
く
の
は
、最
後
の
連
載
日
が
三
月
二
七
日
な
の
に
対
し
、単
行
本
の「
後
記
」の
日
付
が
二
月
一
四
日
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
月
に
追
加
の
二
篇
と
「
後
記
」
を
執
筆
す
る
前
の
段
階
で
、
連
載
の
最
後
の
三
回
分
の
原
稿
を
既

に
書
き
終
え
、
南
京
に
郵
送
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
連
載
の
途
中
で
単
行
本
化
の
話
が
持
ち
上
が
り
、
費
孝
通
は

連
載
の
終
盤
と
単
行
本
化
を
同
時
進
行
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
事
情
が
分
か
る
と
、『
郷
土
中
国
』
の
最
後
の
二
篇
が
、
そ
れ
ま
で
の
議
論
と
は
や
や
異
質
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
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の
謎
も
理
解
で
き
る
。
こ
の
最
後
の
二
篇
で
費
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
郷
土
社
会
そ
の
も
の
の
分
析
で
は
な
く
、

そ
の
変
動
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
構
造
の
変
動
は
人
間
が
主
体
的
に
行
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
原
始
社
会
や
戦
時
な
ど
に
お

い
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
「
時
勢
的
な
権
力
」
が
発
生
す
る
と
し
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
権
力
構
造
を
解
釈
し
て

い
る
。
革
命
に
も
言
及
し
て
い
る
点
で
は
、『
郷
土
重
建
』
に
近
い
時
事
評
論
的
な
視
点
で
書
い
て
い
る
と
も
言
え
る
。
英
雄
の
出
現
、

宣
伝
戦
と
反
対
者
を
押
さ
え
込
む
思
想
統
制
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
学
的
な
分
析
と
は
明
ら
か
に
ト
ー
ン
が
異
な
っ
て
く
る
。

第
十
四
章
と
な
る
と
、
遠
回
し
に
述
べ
て
い
る
せ
い
か
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
費
が
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
が
分
か
り
に
く

い
。「
欲
望
か
ら
需
要
へ
」
と
い
う
表
題
自
体
、
郷
土
社
会
下
に
お
け
る
「
欲
望
」
か
ら
、
計
画
経
済
下
に
お
け
る
「
需
要
」
へ
の
転

換
を
意
味
し
て
お
り
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
、
社
会
主
義
政
権
の
誕
生
を
予
見
し
て
い
た
と
も
と
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
社
会
学
の
概

念
で
あ
る
「
機
能
」
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
理
性
の
時
代
へ
と
転
換
で
き
る
と
し
、「
時
勢
的
な
権
力
」
を
「
知
識
に

基
づ
く
権
力
」
と
言
い
換
え
る
な
ど
、
最
後
に
時
事
的
な
問
題
か
ら
再
び
社
会
学
一
般
の
問
題
に
回
帰
し
て
本
篇
を
終
え
て
お
り
、
研

究
者
と
し
て
の
自
制
も
働
か
せ
て
い
る
。

「
後
記
」
は
、
時
事
的
な
問
題
か
ら
は
遠
ざ
か
り
、
社
会
学
の
歴
史
の
中
に
自
ら
の
研
究
の
歩
み
と
、『
郷
土
中
国
』
を
位
置
づ
け
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。
中
段
だ
け
を
み
る
と
、
社
会
学
史
の
概
略
に
な
っ
て
お
り
、
本
書
の
英
訳
本
で
は
、
別
段
、
新
た
な
知
見
で
は

な
い
と
見
な
さ
れ
た
の
か
、
省
略
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
中
段
は
、『
郷
土
中
国
』
を
学
術
書
と
し
て
世

に
出
す
た
め
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
後
記
」
と
し
て
は
や
や
長
く
、
異
色
な
内
容
で
あ
る
が
、
社
会
学
者
と
し
て
の
費
孝

通
が
一
番
、
訴
え
た
か
っ
た
も
の
が
最
後
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
九
四
六
年
に
中
国
民
主
同
盟
に
加
入
し
た
時
点
で
、費
は
国
民
党
と
の
距
離
を
取
る
立
場
に
立
っ
た
が
、同
年
七
月
の
「
李
聞
惨
案
」

以
降
は
、
国
民
党
の
も
つ
限
界
に
対
す
る
諦
念
や
失
望
の
念
を
抱
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
一
九
四
七
年
三
月
に
北
京
の
清
華
大



費孝通著『郷土中国』の出版をめぐって　西澤　治彦

（39）290

学
に
戻
っ
た
費
が
、『
世
紀
評
論
』
に
寄
稿
を
始
め
た
四
七
年
七
月
の
段
階
で
は
、
ま
だ
第
三
の
道
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
第
二
章
「
文
字
下
郷
」
で
は
、暗
に
平
民
教
育
運
動
を
批
判
し
て
い
る
も
の
の
、晏
陽
初
を
名
指
す
こ
と
は
控
え
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
追
加
の
二
篇
を
書
き
終
え
た
と
思
わ
れ
る
四
八
年
二
月
の
時
点
ま
で
に
、
費
は
共
産
党
政
権
に
希
望
を
托

す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

実
際
、『
郷
土
中
国
』
の
初
版
が
出
版
さ
れ
た
一
九
四
八
年
四
月
に
、
費
孝
通
は
、
河
北
省
平
山
県
西
柏
坡
村
に
て
、
民
主
同
盟
の

一
員
と
し
て
中
国
共
産
党
中
央
と
政
治
交
渉
に
参
加
し
、
毛
沢
東
、
周
恩
来
ら
と
面
談
し
て
い
る
。
こ
の
交
渉
が
い
つ
ア
レ
ン
ジ
さ
れ

た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、『
郷
土
中
国
』
の
出
版
は
、
追
加
し
た
二
篇
も
あ
っ
て
、
別
段
、
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。『
郷
土
中
国
』
は
好
評
で
、
六
月
に
再
版
が
出
さ
れ
、
そ
の
後
も
、
七
月
、
八
月
、
一
一
月
と
版
を
重
ね
、
一
九
四
九
年
一

月
の
第
六
版
ま
で
増
印
が
続
い
た
。
今
か
ら
振
り
返
る
と
、
こ
の
二
篇
の
お
か
げ
で
、『
郷
土
中
国
』
は
革
命
直
後
も
政
治
問
題
化
す

る
こ
と
を
免
れ
、
且
つ
、
改
革
以
降
も
再
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
も
言
え
る
。

む
し
ろ
、
問
題
に
な
る
と
し
た
ら
、
党
中
央
と
の
面
談
か
ら
二
ヶ
月
後
の
六
月
一
九
日
に
『
郷
土
重
建
』
の
跋
に
あ
た
る
「
対
於
各

家
批
評
的
総
答
復
（
後
記
）」
を
執
筆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
出
版
は
そ
の
二
ヶ
月
後
の
八
月

（
注
４
））。

と
い
う
の
も
、『
郷
土
重
建
』
は
、

流
血
を
伴
う
こ
と
の
な
い
革
命
へ
の
道
を
模
索
し
、
憲
法
と
民
主
を
主
張
し
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
共
産
党
政
権
の
目
指
す
も
の
と

は
、
微
妙
に
立
場
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
費
の
心
の
内
は
ま
だ
揺
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
た
め
か
、（
後
記
）

と
い
っ
て
も
、
後
記
ら
し
い
内
容
は
、
最
初
と
最
後
に
少
し
あ
る
だ
け
で
、
中
身
は
そ
れ
ま
で
公
表
し
て
き
た
論
考
に
対
す
る
読
者
か

ら
の
反
論
に
答
え
る
こ
と
が
主
眼
と
な
っ
て
い
る
。
費
と
し
て
は
、「
対
於
各
家
批
評
的
総
答
復
」
を
書
き
、
そ
の
後
ろ
に
（
後
記
）

と
つ
け
た
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。『
郷
土
中
国
』
の
出
版
は
観
察
社
の
儲
安
平

（
注
５
）に

よ
る
強
い
働
き
か
け
が
あ
っ
た
が
、『
郷
土
重
建
』
の

場
合
は
ど
ち
ら
側
の
要
望
で
あ
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。（
後
記
）
に
は
、
大
公
報
へ
の
投
稿
の
機
会
や
既
発
表
の
も
の
を
ま
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と
め
て
観
察
社
か
ら
出
版
す
る
こ
と
を
許
し
て
く
れ
た
王お
う

芸う
ん

生せ
い

へ（
注
６
）の
謝
辞
が
あ
る
が
、
儲
安
平
の
名
前
や
観
察
社
に
対
す
る
謝
辞
は
な

い
。だ

が
、
そ
れ
か
ら
僅
か
二
ヶ
月
後
の
八
月
二
八
日
に
な
る
と
、
費
は
共
産
党
政
権
へ
の
支
持
を
鮮
明
に
打
ち
出
す
。
晏
陽
初
に
対
す

る
厳
し
い
批
判
文
章
と
な
っ
た
「
評
晏
陽
初
『
開
発
民
力
建
設
郷
村

（
注
７
）』」

が
そ
れ
で
あ
る
。
費
は
晏
の
、
中
国
農
民
が
苦
境
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
、
封
建
的
な
伝
統
の
圧
迫
と
外
来
の
強
権
の
侮
り
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
広
大
な
農
村
部
の
民
力
を
開
発
す
る
必
要
性
な

ど
に
つ
い
て
は
賛
同
す
る
も
の
の
、
中
国
農
村
問
題
に
対
す
る
分
析
や
そ
の
対
処
法
に
対
し
て
は
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
批
判
点
の
一

つ
は
、
晏
の
農
民
観
や
教
育
観
に
向
け
ら
れ
る
。
晏
は
一
貫
し
て
、
中
国
農
民
に
は
「
愚
、
貧
、
弱
、
私
」
の
四
大
病
が
あ
る
と
し
て

い
る
が
、
平
民
教
育
の
考
え
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
教
の
如
く
、
こ
れ
ら
の
四
大
病
を
悪
と
捉
え
、
そ
れ
を
正
す
と
い
う
姿
勢
で
あ
る

と
批
判
し
て
い
る
。
農
民
に
は
自
覚
も
、
判
断
力
も
理
性
も
あ
る
と
し
、
農
民
は
晏
の
作
っ
た
識
字
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
「
千
字
課
」

を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
を
得
る
の
で
は
な
く
、
自
覚
の
後
に
初
め
て
識
字
の
必
要
性
を
感
じ
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
晏
の
農
村
工
作
は
彼
な
り
の
貢
献
を
な
し
は
し
た
が
、
過
去
三
〇
年
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
の
は
、
定
県
に
お
け
る
晏
の
路
線
で

は
決
し
て
中
国
の
農
村
問
題
を
解
決
で
き
な
い
、
と
論
断
し
て
い
る
。
晏
は
私
人
の
立
場
で
社
会
福
祉
に
従
事
し
た
が
、
今
や
彼
の
方

法
は
政
府
の
農
村
政
策
を
代
表
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
の
責
任
が
問
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
論
文
の
後
半
で
は
、
地

租
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
土
地
制
度
の
改
革
が
不
可
欠
で
、
晏
の
平
和
路
線
で
は
こ
れ
が
出
来
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
を
断
行
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
が
共
産
党
で
あ
る
と
し
、
晏
の
事
業
を
含
め
、
ア
メ
リ
カ
が
支
援
す
る
「
復
興
農
村
」
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
晏
は
中
国
農
民
の
革
命
の
力
量
を
過
小
評
価
し
て
お
り
、
こ
の
力
量
は
決
し
て
識
字
か
ら
く
る
も
の

で
は
な
く
、
何
と
か
し
て
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
本
能
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

費
が
批
判
し
て
い
る
晏
陽
初
の
「
開
発
民
力
建
設
郷
村
」（『
大
公
報
』
一
九
四
八
年
八
月
一
四
日
）
を
読
む
と
、
晏
は
こ
の
文
章
の
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中
で
は
、「
知
識
、
生
産
、
健
康
、
組
織
」、
あ
る
い
は
「
識
字
教
育
、
郷
村
衛
生
、
農
業
推
広
、
経
済
合
作
」
に
は
言
及
し
て
い
る
が
、

「
愚
、
貧
、
弱
、
私
」
と
い
う
語
句
は
使
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
費
は
こ
の
文
章
を
読
む
以
前
か
ら
、
晏
陽
初
の
郷
村
建
設
に
は

関
心
を
よ
せ
、
一
九
三
三
年
七
月
に
書
か
れ
た
「
中
華
平
民
教
育
促
進
会
定
県
工
作
大
概

（
注
８
）」

を
読
み
、「
愚
、
貧
、
弱
、
私
」
と
い
う

語
句
を
晏
陽
初
が
使
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
費
の
「
評
晏
陽
初
『
開
発
民
力
建
設
郷
村
』」

を
読
み
返
す
と
、
費
が
批
判
し
た
い
の
は
、
文
章
の
導
入
と
し
て
書
か
れ
た
晏
の
中
国
農
村
に
対
す
る
問
題
意
識
で
は
な
く
、
晏
が
ア

メ
リ
カ
の
財
政
的
な
支
援
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
と
れ
る
。
国
共
内
戦
期
に
入
っ
て
か
ら
の
晏
陽

初
は
、重
慶
周
辺
で
の
平
民
教
育
事
業
を
継
続
す
べ
く
、渡
米
し
て
ア
メ
リ
カ
の
財
政
的
な
支
援
を
と
り
つ
け
る
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
、

平
民
教
育
運
動
は
中
国
の
共
産
化
を
防
ぐ
た
め
の
装
置
と
し
て
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
費
の
こ
の
文
章
は
、
一
九
四
八
年
八

月
二
八
日
に
書
か
れ
て
お
り
、
晏
陽
初
の
寄
稿
に
即
座
に
反
応
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
『
郷
土

重
建
』
が
出
版
の
運
び
と
な
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

九
月
に
な
る
と
時
局
は
ま
す
ま
す
緊
迫
し
、
国
共
内
戦
の
三
大
戦
役
の
一
つ
で
あ
る
「
遼
瀋
戦
役
」
が
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ

時
期
、『
郷
土
重
建
』
の
再
版
が
出
る
。
一
〇
月
に
は
南
京
の
『
世
紀
評
論
』
も
停
刊
と
な
り
、一
二
月
に
は
「
平
津
戦
役
」
が
始
ま
る
。

意
外
な
こ
と
に
、
同
月
『
郷
土
重
建
』
の
三
版
が
出
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
費
孝
通
に
と
っ
て
あ
ま
り
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
晏
陽
初
は
中
華
人
民
共
和
国
成
立
の
翌
一
九
五
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
に
逃
れ
、
費
は
中
国
に
残
っ
て
国
家
建
設
に
身
を
投
じ

る
。
一
九
四
九
年
に
な
る
と
、
自
ら
積
極
的
に
思
想
改
造
に
取
り
組
ん
だ
費
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
人
生
は
必
ず
し
も
彼
の
望
む
方
向

へ
と
は
進
ま
な
か
っ
た
。
反
右
派
闘
争
で
右
派
と
さ
れ
て
以
降
、
文
革
で
も
闘
争
に
か
け
ら
れ
、
波
乱
の
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
も
歴
史
の
巡
り
合
わ
せ
と
い
う
し
か
な
い
。
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『
郷
土
中
国
』
お
よ
び
『
郷
土
重
建
』
は
小
冊
子
と
は
い
え
、
脱
稿
か
ら
出
版
ま
で
に
最
低
で
も
二
ヶ
月
は
か
か
っ
た
。
こ
の
二
ヶ

月
間
と
い
う
長
さ
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
時
局
が
大
き
く
動
く
の
に
十
分
過
ぎ
る
時
間
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は
、
費

孝
通
が
居
を
構
え
て
い
た
北
京
と
、
世
紀
出
版
社
の
あ
っ
た
南
京
や
観
察
社
の
あ
っ
た
上
海
と
の
地
理
的
な
距
離
も
大
き
く
関
係
し
て

い
よ
う
。
内
戦
の
趨
勢
は
北
方
か
ら
南
方
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
郷
土
重
建
』
は
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
あ
と
二
ヶ

月
遅
け
れ
ば
世
に
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
の
『
郷
土
中
国
』
は
、社
会
学
的
な
研
究
書
で
あ
る
が
、『
郷
土
重
建
』

同
様
、
時
間
的
な
猶
予
の
な
い
緊
迫
し
た
情
況
の
中
で
の
出
版
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
う
と
、
観
察
社
の
儲
安
平
に
よ
っ
て
、
た
と
え
拙

速
で
は
あ
っ
て
も
、
何
と
か
冊
子
と
し
て
出
版
に
こ
ぎ
つ
け
た
こ
と
に
よ
り
、
両
書
は
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
今
日
ま
で
伝
わ

る
書
物
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
費
孝
通
に
『
世
紀
評
論
』
へ
の
寄
稿
を
勧
め
た
張
純
明
と
、『
大
公
報
』

へ
の
寄
稿
を
勧
め
た
王
芸
生
の
存
在
が
あ
っ
た
。

民
国
期
の
三
部
作
の
う
ち
、
改
革
以
降
、
最
初
に
再
評
価
さ
れ
、
重
刊
に
こ
ぎ
着
け
た
の
は
『
生
育
制
度
』
で
、
一
九
八
一
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
続
い
て
、
一
九
八
四
年
に
な
り
『
郷
土
中
国
』
が
重
刊
さ
れ
る
が
、『
郷
土
重
建
』
が
重
刊
さ
れ
た
の
は
一
九
九
九
年

と
一
番
遅
か
っ
た
。『
郷
土
重
建
』
は
内
容
的
に
問
題
が
全
く
な
い
訳
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
再
評
価
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
中
で
展

開
さ
れ
て
い
る
議
論
が
、
復
権
し
て
か
ら
の
費
孝
通
が
提
唱
し
た
郷
村
工
業
の
推
進
と
合
致
す
る
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。

費
孝
通
は
晩
年
、い
く
つ
も
の
研
究
回
顧
録
を
書
い
て
い
る
が
、民
国
期
の
研
究
の
中
で
は
、『
生
育
制
度
』
に
対
し
て
は
多
く
を
語
っ

て
い
る
が
、『
郷
土
中
国
』
と
『
郷
土
重
建
』
に
対
し
た
は
あ
ま
り
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
に
蘇

州
で
行
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
現
代
化
與
中
国
文
化
」
に
お
け
る
講
演
の
原
稿
で
あ
る
「
個
人
・
群
体
・
社
会

―
一
生
学
術
歴

程
的
自
我
思
考

（
注
９
）」

で
は
、
一
九
四
七
年
刊
の
『
生
育
制
度
』
を
も
っ
て
自
分
の
学
術
生
活
の
前
半
生
を
締
め
く
く
る
も
の
と
位
置
づ
け

て
い
る
。
さ
ら
に
、イ
ギ
リ
ス
訪
問
か
ら
帰
国
し
た
一
九
四
七
年
か
ら
四
九
年
ま
で
の
時
期
は
、著
述
に
関
し
て
言
え
ば
収
穫
期
で
あ
っ
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た
が
、書
い
た
も
の
は
主
に
時
事
評
論
で
、振
り
返
っ
て
み
る
と
、学
術
思
想
の
面
で
は
新
た
な
発
展
も
な
か
っ
た
と
ま
で
書
い
て
い
る
。

こ
れ
が
『
郷
土
重
建
』
を
指
し
て
い
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
、『
郷
土
中
国
』
を
含
ん
で
い
る
と
し
た
ら
、多
少
の
謙
遜
が
あ
る
に
し
て
も
、

意
外
な
気
が
す
る
。
と
言
う
の
も
、
費
自
身
が
重
刊
に
際
し
て
書
い
た
「
序
言
」
に
て
垣
間
見
せ
て
い
る
心
境
と
は
、
い
さ
さ
か
異
な

る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
『
郷
土
中
国
』
の
「
後
記
」
を
読
み
返
す
と
、
費
孝
通
が
慎
重
に
言
葉
を
選
ん
で
い
る

の
が
分
か
る
。
例
え
ば
、「
後
記
」
の
導
入
部
分
で
あ
る
が
、
費
が
一
九
八
四
年
に
書
い
た
「
重
刊
の
序
言
」
や
、
晩
年
に
書
い
た
研

究
の
回
顧
録
と
読
み
比
べ
る
と
、
帰
国
直
後
の
こ
と
や
、
雲
南
大
学
内
に
附
設
さ
れ
た
研
究
室
の
設
立
の
経
緯
な
ど
が
ぼ
か
し
て
書
か

れ
て
お
り
、
ど
こ
か
配
慮
の
跡
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、『
郷
土
中
国
』
に
は
、
恩
師
で
あ
り
、
就
職
や
調
査
拠
点
の
開
設
で
も

世
話
に
な
っ
た
呉
文
藻
（
一
九
四
六
年
に
国
民
党
中
国
駐
日
代
表
団
と
し
て
来
日
）
の
名
前
が
出
て
こ
な
い
。
西
南
聯
合
大
学
（
国
民

政
府
に
よ
る
国
立
大
学
）
の
名
も
、「
重
刊
の
序
言
」
で
初
め
て
登
場
す
る
。

ま
た
、
先
に
引
用
し
た
「
後
記
」
の
最
後
の
段
落
も
、
張
純
明
や
儲
安
平
の
名
前
を
挙
げ
て
『
世
紀
評
論
』
へ
の
連
載
や
単
行
本
化

に
対
す
る
謝
意
を
表
し
て
い
る
の
は
、ど
ち
ら
も
自
分
か
ら
申
し
出
た
の
で
は
な
く
、依
頼
を
受
け
て
辞
退
で
き
な
か
っ
た
、と
い
う
「
釈

明
」
の
よ
う
に
と
れ
な
く
も
な
い
。
真
相
は
分
か
ら
ぬ
が
、
今
と
な
っ
て
は
、
費
孝
通
に
限
ら
ず
、
革
命
前
後
の
知
識
人
が
置
か
れ
た

複
雑
で
容
易
な
ら
ぬ
立
場
と
、
心
理
的
な
苦
悩
を
お
も
ん
ば
か
る
の
み
で
あ
る
。

注
（
１
） Chinese Social Structure and its V

alues

〔From
 Fei H

siao-tung, R
ural China, 1948

〕in J. M
ason Gentzler ed. 1977 Changing 
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China: R
eadings in the history of China from

 the O
pium

 w
ar to the Present. pp. 210-214. Praeger Publishers

（
２
） 

張
純
明
（
一
九
〇
二
―
一
九
八
四
）
は
、
河
南
省
洛
寧
出
身
。
二
二
歲
の
時
に
公
費
で
ア
メ
リ
カ
に
留
学
、
社
会
政
治
学
を
学
び
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
政

治
学
の
博
士
号
を
取
得
。
欧
州
各
国
を
巡
り
、
西
洋
の
政
府
や
政
党
、
憲
法
な
ど
を
比
較
研
究
し
た
。
帰
国
後
は
南
開
大
学
文
学
院
教
授
、
院
長
兼
政
治

系
主
任
、
国
民
政
府
行
政
院
高
級
秘
書
、
河
南
省
政
府
委
員
、
立
法
委
員
等
の
職
を
歴
任
し
た
。
主
要
著
作
に
『
中
国
循
吏
研
究
』、『
清
代
的
幕
制
』、『
考

評
桓
寬
塩
鉄
論
』
な
ど
が
あ
る
が
、
中
で
も
一
九
四
〇
年
に
商
務
院
書
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
中
国
政
治
二
千
年
』
は
代
表
作
と
さ
れ
る
。
一
九
四
七
年

に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
『
世
紀
評
論
』
の
主
編
を
務
め
た
。

（
３
） 

な
お
、『
郷
土
中
国
』の
出
版
事
情
に
関
し
て
は
、瞿
見
が
二
〇
二
〇
年
に「
帳
前
猶
憶
護
燈
人
―
費
孝
通《
郷
土
中
国
》出
版
考
」『
中
華
読
書
報
』（
二
〇
二
〇

年
六
月
三
日
一
四
版
）
と
い
う
一
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
、
川
瀬
由
高
氏
か
ら
ご
教
示
頂
い
た
。
本
論
考
は
、『
郷
土
中
国
』
の
出
版
が
、「
重
刊
の
序

言
」
で
書
か
れ
て
い
る
一
九
四
七
年
で
は
な
く
、
一
九
四
八
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
証
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、『
世
紀
評
論
』
の
連

載
と
、
単
行
本
化
と
の
間
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
へ
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、『
世
紀
評
論
』
誌
上
に
お
け
る
費
の
連
載
の
予
告
、
雑
誌
『
観

察
』
誌
上
に
お
け
る
『
郷
土
中
国
』
の
出
版
予
告
、
お
よ
び
『
郷
土
中
国
』
の
増
印
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
連
載
や
出
版
の
予
告
記
事
は
筆

者
も
知
ら
な
か
っ
た
情
報
で
あ
り
、
年
表
作
成
に
お
い
て
活
用
さ
せ
て
頂
い
た
。

（
４
） 

内
蒙
古
人
民
出
版
社
の
『
費
孝
通
全
集
』
で
は
、『
郷
土
重
建
』
は
一
九
四
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
文
章
を
集
め
た
第
五
巻
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上

で
「
対
於
各
家
批
評
的
総
答
復
（
後
記
）」
の
日
付
を
一
九
四
七
年
四
月
二
三
日
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
民
国
三
十
七
（
一
九
四
八
）
年
六
月
十
九
日

の
誤
り
。

（
５
） 

儲ち
よ
あ
ん
へ
い

安
平
（
一
九
〇
九
―
一
九
六
六
？
）
江
蘇
省
宜
興
出
身
。
名
望
家
に
生
ま
れ
、
一
九
三
二
年
に
上
海
の
光
華
大
学
を
卒
業
後
、
南
京
に
て
『
中
央
日
報
』

副
刊
の
編
輯
に
携
わ
る
。
一
九
三
六
年
か
ら
二
年
間
、
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
（LSE

）
に
学
ぶ
。
日
中
戦
争
期
、
中
国
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
を
持
ち
帰
り
、そ
の
普
及
に
尽
力
し
た
。
復
旦
大
学
教
授
の
ほ
か
、『
中
央
日
報
』
の
編
輯
者
な
ど
を
歴
任
し
、重
慶
に
て
雑
誌
『
客
観
』
を
刊
行
す
る
。

そ
の
後
、
国
共
内
戦
期
の
一
九
四
六
年
、
上
海
に
て
『
観
察
』
半
月
刊
を
創
刊
、
社
長
お
よ
び
主
編
を
務
め
た
。『
観
察
』
は
刊
行
後
、
直
ち
に
民
国
期

の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
代
表
す
る
雑
誌
と
な
り
、
二
年
間
の
間
に
延
べ
八
〇
人
ほ
ど
の
自
由
主
義
的
な
知
識
人
が
論
陣
を
張
っ
た
。
儲
安
平
と
費
孝
通
と
は

同
年
代
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
郷
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
同
窓
の
誼
も
あ
っ
て
、
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。『
観
察
』
が
創
刊
さ
れ
て
か
ら
は
、
費
孝
通

は
運
営
の
助
手
役
を
務
め
る
旁
ら
、自
身
も
多
く
の
評
論
を
寄
稿
し
て
い
る
。『
観
察
』
は
、当
時
政
権
を
担
っ
て
い
た
国
民
党
の
憲
政
構
想
に
対
し
て
も
、

共
産
党
が
提
示
す
る
新
民
主
主
義
に
基
づ
く
連
合
政
府
構
造
に
対
し
て
も
批
判
的
で
、「
第
三
の
道
」
を
模
索
す
る
場
と
な
り
、
民
主
運
動
の
旗
手
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
国
民
政
府
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
の
せ
い
で
、
一
九
四
八
年
、
蒋
介
石
の
命
に
よ
っ
て
雑
誌
は
停
刊
処
分
と
な
り
、
社
員
も
逮
捕
さ
れ
た

（「
観
察
事
件
」）。

 　
　

 　

中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
共
産
党
政
権
は
『
観
察
』
の
復
刊
を
認
め
る
も
、
一
九
五
〇
年
に
終
刊
と
な
っ
た
。
儲
安
平
は
そ
の
後
、
新
華
書
店
の
副
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総
経
理
、中
国
民
主
同
盟
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
『
光
明
日
報
』
の
総
編
集
長
な
ど
を
歴
任
。
一
九
五
四
年
に
は
第
一
届
全
国
人
大
代
表
に
選
ば
れ
て
い
る
。

一
九
五
七
年
、「
百
花
斉
放
、
百
家
争
鳴
」
運
動
を
受
け
て
、「
向
毛
主
席
、
周
総
理
提
些
意
見
」（
党
が
国
家
を
指
導
す
る
こ
と
と
、
党
が
天
下
を
取
る

こ
と
と
は
違
う
と
い
う
主
張
を
し
た
た
め
、
通
称
「
党
天
下
」
と
呼
ば
れ
る
）
の
一
文
を
書
く
が
、
毛
沢
東
は
こ
れ
に
激
怒
、
続
く
反
右
派
運
動
で
儲
安

平
は
典
型
的
な
右
派
と
さ
れ
、
打
倒
の
対
象
と
な
っ
た
。
家
族
や
関
係
者
な
ど
も
受
難
し
、
文
革
中
の
一
九
六
六
年
、
残
酷
な
迫
害
を
受
け
、
行
方
不
明

に
。
殺
害
さ
れ
た
と
も
自
殺
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
一
九
七
八
年
以
降
、
五
〇
万
人
以
上
の
「
右
派
」
が
名
誉
回
復
（
平ピ

ン
フ
ァ
ン反）
さ
れ
た
が
、
儲
安
平

は
、
章し

よ
う
は
く
き
ん

伯
鈞
（
中
国
民
主
同
盟
の
創
始
者
、『
光
明
日
報
』
社
長
）
ら
と
共
に
、
依
然
と
し
て
中
央
一
級
の
「
五
大
右
派
」
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
。

（
６
） 

王お
う

芸う
ん

生せ
い

（
一
九
〇
一
―
一
九
八
〇
）
は
、
中
国
の
著
名
な
言
論
人
で
あ
り
、
日
本
研
究
の
専
門
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
光
緒
二
七
年
に
福
建
省
永
安
県

に
生
ま
れ
、
天
津
在
住
時
代
か
ら
『
益
世
報
』
に
寄
稿
、『
商
報
』
の
編
集
者
を
経
て
、
一
九
二
九
年
に
『
大
公
報
』
の
張ち
よ
う
き
ら
ん

季
鸞
に
招
か
れ
、
一
九
三
五

年
に
は
編
集
主
任
に
な
る
。
三
七
年
に
は
日
本
の
上
海
占
領
に
よ
っ
て
停
刊
に
追
い
込
ま
れ
た
た
め
、
三
八
年
、
漢
口
版
の
主
任
に
転
じ
、
重
慶
版
の
編

集
に
も
携
わ
る
。
四
一
年
、
張
季
鸞
の
逝
去
に
と
も
な
い
総
編
集
を
引
き
継
ぐ
。                                    

 　
　

 　

在
任
中
、『
大
公
報
』
の
「
明
耻
教
戦
」
と
い
う
編
集
方
針
に
基
づ
き
、「
六
十
年
来
中
国
與
日
本
」
の
執
筆
の
命
を
受
け
、
関
連
資
料
を
渉
猟
し
、

一
九
三
二
年
年
一
月
か
ら
『
大
公
報
』
紙
上
で
連
載
を
開
始
す
る
。
二
年
間
続
い
た
連
載
記
事
を
一
九
三
四
年
に
な
っ
て
、『
六
十
年
来
中
国
與
日
本
』（
全

七
巻
）
と
し
て
出
版
。
こ
れ
が
彼
の
代
表
作
と
な
っ
た
。
一
九
四
七
年
、
総
編
集
者
の
身
分
で
訪
日
記
者
団
に
加
わ
り
、
降
伏
後
の
日
本
を
視
察
、
帰
国

後
に
「
日
本
半
月
」
な
ど
一
二
篇
の
文
章
を
残
し
て
い
る
。
内
戦
に
反
対
し
て
い
た
が
、
内
戦
勃
発
後
は
、「
質
中
共
」「
可
耻
的
長
春
之
戦
」
な
ど
を
執

筆
、『
新
華
日
報
』
の
陸
定
一
と
の
論
戦
を
巻
き
起
こ
し
た
。

 　
　

 　

中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
知
識
人
の
思
想
改
造
運
動
に
参
加
、
中
国
共
産
党
に
加
入
し
、
大
公
報
社
の
社
長
に
留
ま
る
。
反
右
派
闘
争
の
際
に
は
、

毛
沢
東
の
介
入
に
よ
り
右
派
に
認
定
さ
れ
ず
に
済
ん
だ
が
、
以
降
、
社
務
に
つ
く
こ
と
は
な
く
、
執
筆
活
動
に
専
念
し
た
。
一
九
五
六
年
、
第
二
回
原
水

爆
禁
止
世
界
大
会
に
中
国
代
表
と
し
て
訪
日
し
、
帰
国
後
『
大
公
報
』
に
日
本
紀
行
を
連
載
。
一
九
六
五
年
に
は
人
民
政
治
協
商
会
議
常
務
委
員
に
選
ば

れ
る
。
翌
六
六
年
、
文
革
の
発
動
に
よ
り
、
家
族
も
含
め
て
厳
し
い
闘
争
に
か
け
ら
れ
る
。『
大
公
報
』
北
京
版
も
停
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
名
誉
回

復
後
の
一
九
七
三
年
に
は
中
日
友
好
協
会
副
会
長
に
、
七
五
年
に
は
全
国
人
民
代
表
大
会
主
席
団
員
に
、
七
九
年
に
は
人
民
政
治
協
商
会
議
常
務
委
員
に

再
選
さ
れ
た
。
翌
八
〇
年
、
逝
去
。

（
７
） 

王
東
生
・
王
占
英
・
王
継
雄
責
任
編
集 

二
〇
一
〇
『
費
孝
通
全
集
』
第
六
巻 

所
収 

内
蒙
古
人
民
出
版
社

（
８
）
宋
恩
栄
主
編 

二
〇
一
三
『
晏
陽
初
全
集
』
第
二
巻 

天
津
教
育
出
版
社

（
９
） 

王
東
生
・
王
占
英
・
王
継
雄
責
任
編
集 

二
〇
一
〇 『
費
孝
通
全
集
』
第
一
四
巻 
所
収 

内
蒙
古
人
民
出
版
社




