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冰

一

芥
川
龍
之
介
は
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
海
外
特
派
員
と
し
て
、
大
正
十
年
三
月
下
旬
か
ら
七
月
中
旬
ま
で
の
約
四
カ
月
間
、
中
国
に
渡

っ
た
。
東
京
か
ら
出
発
し
、
上
海
、
杭
州
、
蘇
州
、
南
京
、
長
沙
な
ど
の
都
市
を
経
て
北
京
に
到
着
し
た
。
そ
し
て
、
北
京
か
ら
天
津
、

奉
天
、
朝
鮮
を
経
て
、
七
月
二
十
日
に
帰
国
し
た
。
た
だ
し
、
新
聞
社
と
の
、
旅
行
中
に
紀
行
文
執
筆
に
取
り
掛
か
る
と
い
う
当
初
の
約

束
と
違
い
、
旅
行
記
は
す
べ
て
帰
国
し
て
か
ら
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
旅
行
の
成
果
と
し
て
の
『
支
那
游
記
』
は
「
上
海
游
記
」、「
江
南

游
記
」、「
長
江
游
記
」、「
北
京
日
記
抄
」、「
雑
信
一
束
」
の
五
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
今
回
研
究
対
象
と
す
る
「
上
海
游
記
」
は

大
正
十
年
八
月
十
七
日
か
ら
九
月
十
二
日
ま
で
二
十
一
回
に
わ
た
っ
て
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
、
ま
た
八
月
二
十
日
か
ら
九
月
十
四
日
ま

で
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

芥
川
の
中
国
旅
行
に
対
し
て
大
阪
毎
日
新
聞
社
は
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。
彼
が
上
海
に
上
陸
し
た
直
後
、
三
月
三
十
一
日
の
『
大
阪

毎
日
新
聞
』
は
朝
刊
に
「
支
那
印
象
記

芥
川
龍
之
介
氏

新
人
の
眼
に
映
じ
た
新
し
き
支
那

近
日
の
紙
上
よ
り
掲
載
の
筈
」
と
い
う

新
聞
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
予
告
記
事
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

二
一



支
那
は
世
界
の
謎
と
し
て
最
も
興
味
の
深
い
国
で
あ
る
。
旧
き
支
那
が
老
樹
の
如
く
横
は
つ
て
居
る
側
に
、
新
し
き
支
那
は
嫩
草
の

如
く
伸
び
ん
と
し
て
居
る
。
政
治
、
風
俗
、
思
想
、
有
ゆ
る
方
面
に
支
那
固
有
の
文
化
が
新
世
界
の
夫
と
相
交
錯
す
る
所
に
支
那
の

興
味
は
あ
る
。（
略
）
吾
が
社
は
こ
ゝ
に
見
る
所
あ
り
、
近
日
の
紙
上
よ
り
芥
川
龍
之
介
氏
の
『
支
那
印
象
記
』
を
掲
載
す
る
。⑴

こ
の
予
告
記
事
か
ら
見
る
と
、
新
聞
社
が
求
め
て
い
る
の
は
、「
有
ゆ
る
方
面
に
支
那
固
有
の
文
化
が
新
世
界
の
夫
と
相
交
錯
す
る
所
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
新
し
き
」
中
国
の
様
子
を
描
く
紀
行
文
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

芥
川
自
身
も
書
簡
に
「
僕
も
支
那
へ
行
き
た
い
ん
だ
が
銀
相
場
は
上
つ
て
ゐ
る
し
金
は
更
に
な
し
行
き
た
い
行
き
た
い
だ
け
で
暮
し
て

ゐ
る
そ
の
点
で
君
な
ど
は
大
に
羨
し
い
よ
一
体
上
海
ぢ
や
一
月
い
く
ら
で
暮
せ
る
だ
ら
う
安
け
れ
ば
僕
も
一
月
位
行
つ
て
ゐ
た
い
」⑵
、

「
君
の
支
那
旅
行
の
経
費
算
用
の
綿
密
な
の
に
は
敬
服
し
た
な
る
可
く
都
合
し
て
一
し
ょ
に
行
き
給
へ
ボ
ク
も
貧
乏
旅
行
を
す
る
心
算
だ

か
ら
」⑶
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
古
典
文
学
に
深
い
関
心
を
持
つ
芥
川
に
と
っ
て
、
中
国
旅
行
が
長
年
の
夢
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
中
国
旅
行
直
前
の
当
時
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
文
芸
部
長
で
あ
る
薄
田
泣
菫
宛
書
簡
の
中
に
、「
一
昨
日
精
養
軒
の
送
別
会
席
上
に
て

里
見
弴
講
演
し
て
曰
『
支
那
人
は
昔
偉
か
つ
た
そ
の
偉
い
支
那
人
が
今
急
に
偉
く
な
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
ど
う
し
て
も
考
へ
ら
れ
ぬ
支

那
へ
行
つ
た
ら
昔
の
支
那
の
偉
大
ば
か
り
見
ず
に
今
の
支
那
の
偉
大
も
さ
が
し
て
来
給
へ
』
と
私
も
そ
の
心
算
で
ゐ
る
の
で
す
」⑷
と
書

い
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
は
自
分
自
身
の
目
で
現
実
の
中
国
を
確
認
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
新
し
い
中
国
を
も
発
見
し
よ
う
と
し
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
芥
川
は
中
国
滞
在
中
常
に
メ
モ
を
取
っ
て
い
る
。
大
正
十
年
六
月
二
日
付
薄
田
泣
菫
宛
の
書
簡
で
は
「
し
か
も
目
に
見
る

所
、
耳
に
聞
く
所
、
忘
却
し
去
る
を
恐
る
ゝ
が
故
に
、
街
頭
に
あ
る
と
茶
楼
に
あ
る
と
を
問
は
ず
直
に
手
帖
を
出
し
て
ノ
オ
ト
を
取

る
」⑸
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
多
く
の
記
載
が
『
支
那
游
記
』
群
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
芥

川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
に
「
手
帳
六
」
と
「
手
帳
七
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

林
姵
君
氏
は
こ
の
二
冊
の
手
帳
に
注
目
し
、「
作
品
に
描
か
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
あ
る
構
成
意
識
の
も
と
に
改
変
さ
れ
、
配
列
さ
れ

芥
川
龍
之
介
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」
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て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
意
味
で
『
上
海
游
記
』
は
、
中
国
で
の
見
聞
を
紹
介
・
報
告
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
創
作
と
し
て

書
か
れ
た
も
の
だ
」⑹
と
指
摘
し
て
い
る
。
林
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
上
海
游
記
」
は
一
見
す
る
と
、
上
海
に
上
陸
し
て
か
ら
離
れ
る
ま

で
芥
川
自
身
の
見
聞
、
体
験
を
綴
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、「
劇
台
」
や
「
南
国
の
美
人
」
な
ど
の
章
は
配
列
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
メ
モ
を
利
用
し
な
が
ら
、
省
略
や
改
変
を
行
っ
た
こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
政
治
家
と
の
会
見
記
に
お
い
て
も
、
リ
ラ
イ
ト
さ
れ

た
箇
所
が
あ
る
。
例
え
ば
、
鄭
孝
胥
と
の
会
見
に
つ
い
て
メ
モ
に
は
「
老
爺
が
火
を
す
り
く
る
る
小
説
の
話
」
や
「
世
界
戦
争
後
の
改
造

文
学
の
超
国
家
性
」⑺
と
書
い
て
い
る
が
、
游
記
の
中
で
鄭
孝
胥
と
討
論
し
た
の
は
「
小
説
」
で
も
な
く
、「
改
造
文
学
」
で
も
な
く
、
政

治
の
話
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
秦
剛
氏
も
こ
の
中
国
游
記
の
文
芸
作
品
と
し
て
の
一
面
に
注
目
し
、「
上
海
游
記
」
を
は
じ
め
、
一
連
の
游
記
は
「
し
っ
か
り

し
た
咀
嚼
と
反
芻
の
過
程
を
経
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
表
現
上
に
様
々
な
工
夫
が
施
さ
れ
た
『
紀
行
文
』」⑻
だ
と
指
摘
し

て
い
る
。
林
、
秦
両
氏
の
言
う
よ
う
に
、「
上
海
游
記
」
は
上
海
で
の
見
聞
を
そ
の
ま
ま
叙
述
し
た
印
象
記
で
は
な
く
、
帰
国
後
の
芥
川

が
反
芻
し
つ
つ
思
考
し
た
上
で
執
筆
し
た
紀
行
文
で
あ
ろ
う
。

芥
川
は
自
分
自
身
の
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
的
な
才
能
を
発
揮
し
、
そ
の
理
知
的
な
目
で
上
海
を
鋭
く
観
察
し
、
そ
し
て
「
上
海
游

記
」
を
一
つ
の
文
芸
作
品
と
し
て
創
作
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
本
論
で
は
、
文
芸
作
品
と
し
て
の
「
上
海
游
記
」
に
お
い
て
、
主
人
公
の

「
私
」
と
「
私
」
の
上
海
認
識
の
変
化
を
通
し
て
、
芥
川
は
ど
の
よ
う
に
「
新
し
い
上
海
」
を
描
い
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
の
で
あ

る
。

二

上
海
に
上
陸
し
た
「
私
」
は
埠
頭
に
出
て
す
ぐ
「
何
十
人
と
も
知
れ
な
い
車
屋
」
に
包
囲
さ
れ
た
。「
私
」
は
日
本
の
車
屋
と
比
べ
、

芥
川
龍
之
介
「
上
海
游
記
」
論
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「
処
が
支
那
の
車
屋
と
な
る
と
、
不
潔
そ
れ
自
身
と
云
つ
て
も
誇
張
ぢ
や
な
い
。
そ
の
上
ざ
つ
と
見
渡
し
た
所
、
ど
れ
も
皆
怪
し
げ
な
人

相
を
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
前
後
左
右
べ
た
一
面
に
、
い
ろ
い
ろ
な
首
を
さ
し
伸
し
て
は
、
大
声
に
何
か
喚
き
立
て
る
の
だ
か
ら
、
上
陸
し

た
て
の
日
本
婦
人
な
ぞ
は
、
少
か
ら
ず
不
気
味
に
感
ず
る
ら
し
い
」
と
上
海
の
車
屋
を
「
不
潔
」、「
怪
し
げ
」
な
群
衆
と
し
て
見
て
い

る
。
し
か
し
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
道
に
、「
世
界
的
な
群
衆
は
、
赤
い
タ
バ
ア
ン
を
ま
き
つ
け
た
印
度
人
の
巡
査
が
相
図
を
す
る
と
、
ち

や
ん
と
馬
車
の
路
を
譲
つ
て
く
れ
る
。（
略
）
到
底
東
京
や
大
阪
な
ぞ
の
日
本
の
都
会
の
及
ぶ
所
ぢ
や
な
い
」
と
上
海
の
交
通
整
理
の
行

き
届
く
こ
と
を
見
て
い
る
「
私
」
は
「
だ
ん
だ
ん
愉
快
な
心
も
ち
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
夜
、
食
事
を
済
ま
せ
た
「
私
」
は
、
租
界
に

あ
る
賑
や
か
な
四
馬
路
を
散
歩
し
て
い
る
。
喉
が
渇
い
た
「
私
」
は
友
人
の
ジ
ョ
ン
ズ
と
一
緒
に
あ
る
カ
ッ
フ
ェ
に
入
り
、「
だ
ら
し
の

な
い
舞
蹈
を
続
け
て
ゐ
る
」
イ
ギ
リ
ス
の
水
兵
た
ち
と
バ
ラ
を
売
る
婆
さ
ん
を
見
か
け
て
い
る
。

カ
ツ
フ
エ
の
ま
ん
中
に
は
、
英
吉
利
の
水
兵
が
三
四
人
、
頰
紅
の
濃
い
女
た
ち
を
相
手
に
、
だ
ら
し
の
な
い
舞
蹈
を
続
け
て
ゐ
る
。

最
後
に
入
口
の
硝
子
戸
の
側
に
は
、
薔
薇
の
花
を
売
る
支
那
の
婆
さ
ん
が
、
私
に
不
要
を
食
は
さ
れ
た
後
、
ぼ
ん
や
り
舞
蹈
を
眺
め

て
ゐ
る
。
私
は
何
だ
か
画
入
新
聞
の
挿
画
で
も
見
る
や
う
な
心
も
ち
に
な
つ
た
。
画
の
題
は
勿
論
「
上
海
」
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
水
兵
の
背
後
に
あ
る
西
洋
列
強
の
中
国
進
出
を
感
じ
取
っ
て
い
な
い
「
私
」
は
傍
観
者
の
よ
う
に
水
兵
た
ち
と
婆
さ
ん
を
眺

め
、「
画
入
新
聞
の
挿
画
で
も
見
る
や
う
な
心
も
ち
」
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
水
兵
た
ち
の
暴
行
を
見
た
後
、「
私
」
は
市
民
生
活
に

も
多
く
取
材
し
た
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
風
刺
版
画
家
ド
ー
ミ
エ
の
画
を
思
い
出
し
て
い
る
。
婆
さ
ん
に
少
し
同
情
し
た
だ
ろ
う
が
、
お

金
を
貰
っ
た
上
で
「
ま
た
我
我
の
財
布
の
口
を
開
け
さ
せ
る
」
婆
さ
ん
に
つ
い
て
、「
私
は
こ
ん
な
欲
張
り
に
売
ら
れ
る
、
美
し
い
薔
薇

が
気
の
毒
に
な
つ
た
」
と
思
い
始
め
る
。
先
ほ
ど
ド
ー
ミ
エ
の
画
を
想
起
し
た
「
私
」
は
「
こ
の
図
図
し
い
婆
さ
ん
と
、
昼
間
乗
つ
た
馬

車
の
馭
者
と
、
│
│
こ
れ
は
何
も
上
海
の
第
一
瞥
に
限
つ
た
事
ぢ
や
な
い
。
残
念
な
が
ら
同
時
に
又
、
確
に
支
那
の
第
一
瞥
で
あ
つ
た
」

と
考
え
て
い
る
。

上
陸
し
た
当
初
の
「
私
」
は
西
洋
文
明
や
西
洋
化
を
基
準
と
し
て
、
日
本
と
比
べ
な
が
ら
上
海
を
見
つ
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
傍
観
者
の

芥
川
龍
之
介
「
上
海
游
記
」
論
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よ
う
な
「
私
」
は
文
明
の
側
に
立
っ
て
、「
不
潔
」
な
、「
怪
し
げ
な
人
相
」
を
し
て
い
る
車
夫
や
、「
図
図
し
い
」
婆
さ
ん
を
文
明
的
に

遅
れ
て
い
る
非
文
明
人
と
し
て
見
下
し
て
い
る
。

上
海
に
着
い
た
翌
日
か
ら
「
私
」
は
病
気
で
床
に
就
き
、
乾
性
肋
膜
炎
の
診
断
で
、
上
海
の
日
本
人
経
営
の
病
院
、
里
見
病
院
に
入
院

す
る
こ
と
と
な
る
。
退
院
し
た
後
、「
私
」
は
さ
っ
そ
く
上
海
の
町
の
見
物
に
出
か
け
、
豫
園
の
近
く
に
あ
る
商
店
街
を
通
し
て
、「
噂
に

聞
き
及
ん
だ
湖
心
亭
」
を
見
て
い
る
。

湖
心
亭
と
云
へ
ば
立
派
ら
し
い
が
、
実
は
今
に
も
壊
れ
兼
ね
な
い
、
荒
廃
を
極
め
た
茶
館
で
あ
る
。
そ
の
上
亭
外
の
池
を
見
て
も
、

ま
つ
蒼
な
水
ど
ろ
が
浮
ん
で
ゐ
る
か
ら
、
水
の
色
な
ど
は
殆
見
え
な
い
。（
略
）
浅
葱
木
綿
の
服
を
着
た
、
辮
子
の
長
い
支
那
人
が

一
人
、（
略
）
悠
悠
と
池
へ
小
便
を
し
て
ゐ
た
。
陳
樹
藩
が
叛
旗
を
翻
さ
う
が
、
白
話
詩
の
流
行
が
下
火
に
な
ら
う
が
、
日
英
続
盟

が
持
ち
上
ら
う
が
、
そ
ん
な
事
は
全
然
こ
の
男
に
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
の
に
相
違
な
い
。（
略
）
こ
れ
は
憂
鬱
愛
す
べ
き
風
景
画

た
る
ば
か
り
ぢ
や
な
い
。
同
時
に
又
わ
が
老
大
国
の
、
辛
辣
恐
る
べ
き
象
徴
で
あ
る
。
私
は
こ
の
支
那
人
の
姿
に
、
し
み
じ
み
と
少

時
眺
め
入
つ
た
。

評
判
と
異
な
る
湖
心
亭
の
風
景
に
失
望
し
、
ま
た
、
こ
の
風
景
を
破
壊
し
た
世
界
の
情
勢
に
無
関
心
な
中
国
人
の
姿
を
「
老
大
国
の
、

辛
辣
恐
る
べ
き
象
徴
」
だ
と
非
難
し
て
い
る
。
異
国
情
緒
を
味
わ
う
ど
こ
ろ
か
、「
出
た
ら
め
な
詠
歎
な
ぞ
に
耽
る
も
の
ぢ
や
な
い
」
と

嘆
い
て
い
る
。
そ
の
後
、「
私
」
は
「
画
端
書
で
も
御
馴
染
の
、
名
高
い
城
内
の
城
隍
廟
」
を
案
内
さ
れ
る
。
城
隍
廟
の
風
景
を
見
な
が

ら
、『
聊
斎
志
異
』
や
『
新
斉
諧
』
な
ど
の
怪
奇
小
説
を
想
起
し
、「
何
時
ま
で
も
其
処
を
離
れ
な
か
つ
た
」「
私
」
は
、
一
方
で
古
典
詩

文
か
ら
得
た
ロ
マ
ン
に
溢
れ
る
中
国
像
、
つ
ま
り
「
詩
文
に
あ
る
や
う
な
支
那
」
の
不
在
に
大
失
望
を
感
じ
て
い
る
。
上
海
城
内
を
見
物

し
た
後
、「
私
」
は
そ
の
感
想
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

金
瓶
梅
の
陳
敬
済
、
品
花
宝
鑑
の
谿
十
一
、
│
│
こ
れ
だ
け
人
の
多
い
中
に
は
、
さ
う
云
ふ
豪
傑
も
ゐ
さ
う
で
あ
る
。
し
か
し
杜
甫

だ
と
か
、
岳
飛
だ
と
か
、
王
陽
明
だ
と
か
、
諸
葛
亮
だ
と
か
は
、
薬
に
し
た
く
も
ゐ
さ
う
ぢ
や
な
い
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
現
代
の
支
那
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な
る
も
の
は
、
詩
文
に
あ
る
や
う
な
支
那
ぢ
や
な
い
。
猥
褻
な
、
残
酷
な
、
食
意
地
の
張
つ
た
、
小
説
に
あ
る
や
う
な
支
那
で
あ

る
。
瀬
戸
物
の
亭
だ
の
、
睡
蓮
だ
の
、
刺
繡
の
鳥
だ
の
を
有
難
が
つ
た
、
安
物
の
モ
ツ
ク
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
西
洋
で
も
追

ひ
追
ひ
流
行
ら
な
く
な
つ
た
。
文
章
軌
範
や
唐
詩
選
の
外
に
、
支
那
あ
る
を
知
ら
な
い
漢
学
趣
味
は
、
日
本
で
も
好
い
加
減
に
消
滅

す
る
が
好
い
。（
傍
線

引
用
者
）

「
私
」
は
、
世
界
の
情
勢
に
無
関
心
な
中
国
人
や
、「
猥
褻
な
、
残
酷
な
、
食
意
地
の
張
つ
た
、
小
説
に
あ
る
や
う
な
支
那
」
を
見
た

後
、
こ
の
「
老
大
国
」
へ
の
失
望
の
情
を
隠
さ
ず
に
述
べ
て
い
る
。

古
典
文
学
や
書
画
で
中
国
を
知
っ
た
芥
川
は
、
常
に
現
実
の
中
国
に
文
学
の
中
の
中
国
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
文

学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
「
中
国
」
と
現
実
の
「
中
国
」、
そ
の
両
者
の
接
点
を
通
し
て
、「
中
国
」
そ
の
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
か
つ
て
古
典
文
学
に
魅
了
さ
れ
た
芥
川
は
、「
詩
文
に
あ
る
や
う
な
支
那
」
の
不
在
に
強
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
、

現
実
の
「
中
国
」
を
見
つ
め
る
彼
は
、『
文
章
軌
範
』
や
『
唐
詩
選
』
な
ど
の
古
典
書
籍
上
の
中
国
し
か
知
ら
な
い
浅
薄
な
中
国
趣
味
を

持
つ
日
本
人
を
も
非
難
し
て
い
る
。

し
か
し
、
西
洋
文
明
や
西
洋
化
を
基
準
と
し
て
、
ま
た
昔
読
ん
だ
古
典
文
学
と
結
び
つ
け
て
中
国
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
「
私
」

は
そ
の
後
、
何
人
か
の
政
治
家
と
会
談
を
行
い
、
上
海
を
別
の
「
目
」
で
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
上
海
認
識
も
変
化
し
て

い
く
。

三

上
海
滞
在
中
、
芥
川
は
何
人
か
の
中
国
人
政
治
家
や
文
人
と
会
っ
て
い
る
。「
上
海
游
記
」
に
は
、
章
炳
麟
、
鄭
孝
胥
、
李
人
傑
の
三

人
の
会
見
記
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
関
口
安
義
氏
は
、「
上
海
で
三
人
の
文
人
政
治
家
に
会
い
、
中
国
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
議
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論
を
戦
わ
せ
た
こ
と
は
、
龍
之
介
の
帰
国
後
の
精
神
生
活
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
」⑼
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
上
海
游

記
」
に
お
け
る
こ
の
三
人
の
会
見
記
は
極
め
て
重
要
な
部
分
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
芥
川
が
如
何
に
中
国
人
の
政
治
家
と
そ
の
論
説

を
描
い
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
最
初
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
「
自
ら
王
者
の
師
を
以
て
任
じ
て
ゐ
る
」
章
炳
麟
で
あ

る
。
章
炳
麟
は
、
孫
文
、
黄
興
と
と
も
に
「
革
命
の
三
尊
」
と
称
さ
れ
た
清
朝
末
期
の
学
者
、
革
命
家
で
あ
る
。
一
九
〇
三
（
明
治
三
十

六
）
年
、
章
は
「
康
有
為
を
駁
し
て
革
命
を
論
ず
る
書
」
を
『
蘇
報
』
に
発
表
し
て
い
る
。
彼
は
立
憲
君
主
制
を
提
唱
す
る
康
有
為
ら
の

主
張
に
反
論
し
、
下
か
ら
の
革
命
の
道
を
理
想
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
弾
圧
さ
れ
て
、
三
年
間
北
京
に
監
禁
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
章
炳
麟
が
「
上
海
游
記
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

氏
の
話
題
は
徹
頭
徹
尾
、
現
代
の
支
那
を
中
心
と
し
た
政
治
や
社
会
の
問
題
だ
つ
た
。（
略
）
現
代
の
支
那
は
遺
憾
な
が
ら
、
政
治

的
に
は
堕
落
し
て
ゐ
る
。
不
正
が
公
行
し
て
ゐ
る
事
も
、
或
は
清
朝
の
末
年
よ
り
も
、
一
層
夥
し
い
と
云
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
学

問
芸
術
の
方
面
に
な
れ
ば
、
猶
更
沈
滞
は
甚
し
い
や
う
で
あ
る
。
し
か
し
支
那
の
国
民
は
、
元
来
極
端
に
趨
る
事
を
し
な
い
。
こ
の

特
性
が
存
す
る
限
り
、
支
那
の
赤
化
は
不
可
能
で
あ
る
。
成
程
一
部
の
学
生
は
、
労
農
主
義
を
歓
迎
し
た
。
が
、
学
生
は
即
ち
国
民

で
は
な
い
。
彼
等
さ
へ
一
度
は
赤
化
し
て
も
必
ず
何
時
か
は
そ
の
主
張
を
抛
つ
時
が
来
る
で
あ
ら
う
。
何
故
と
云
へ
ば
国
民
性
は
、

│
│
中
庸
を
愛
す
る
国
民
性
は
、
一
時
の
感
激
よ
り
も
強
い
か
ら
で
あ
る
。（
略
）
で
は
支
那
を
復
興
す
る
に
は
、
ど
う
云
ふ
手
段

に
出
る
が
好
い
か
？

こ
の
問
題
の
解
決
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
す
る
に
も
せ
よ
、
机
上
の
学
説
か
ら
は
生
ま
れ
る
筈
が
な
い
。

（
傍
線

引
用
者
）

「
堕
落
」
し
て
い
る
中
国
を
復
興
す
る
の
は
、「
机
上
の
学
説
」
で
は
実
現
で
き
な
い
と
章
は
判
断
し
て
い
る
。「
私
」
は
こ
う
し
た
章

炳
麟
の
論
説
を
聞
き
な
が
ら
、
章
の
書
斎
に
飾
っ
て
い
る
鰐
に
注
目
、「
あ
の
鰐
は
き
つ
と
睡
蓮
の
匂
と
太
陽
の
光
と
暖
な
水
と
を
承
知

し
て
ゐ
る
の
に
相
違
な
い
。
し
て
見
れ
ば
現
在
の
私
の
寒
さ
は
、
あ
の
鰐
に
一
番
通
じ
る
筈
で
あ
る
。
鰐
よ
、
剝
製
の
お
前
は
仕
合
せ
だ

つ
た
。
ど
う
か
私
を
憐
ん
で
く
れ
。
ま
だ
こ
の
通
り
生
き
て
ゐ
る
私
を
」
と
考
え
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
章
の
論
説
に
対
し
て
、「
私
」
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は
「
寒
さ
」
だ
け
を
感
じ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
、「
鰐
」
と
「
私
」
と
対
比
し
、
古
典
世
界
を
象
徴
す
る
「
睡
蓮
の
匂
と
太
陽
の

光
と
暖
な
水
」
の
世
界
と
、「
今
」
を
示
す
「
寒
い
」
現
実
と
の
対
比
を
通
し
て
、
豊
か
な
昔
の
中
国
と
「
堕
落
」
し
て
い
る
現
実
の
中

国
と
の
温
度
差
を
語
っ
て
い
る
。
細
川
正
義
氏
は
こ
の
箇
所
に
関
し
て
、「
語
る
私
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
現
状
に
対
す
る
強

い
共
感
を
う
か
が
わ
せ
る
」⑽
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
中
国
の
古
典
文
学
に
魅
了
さ
れ
た
芥
川
は
、
章
炳
麟
の
中
国
の
国
情

に
対
す
る
論
説
に
共
感
し
な
が
ら
、
右
の
一
節
を
「
上
海
游
記
」
に
書
き
留
め
た
の
だ
ろ
う
。
後
年
、
芥
川
は
章
炳
麟
と
の
会
談
を
思
い

出
し
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

僕
は
上
海
の
フ
ラ
ン
ス
町
に
章
太
炎
先
生
を
訪
問
し
た
時
、
剥
製
の
鰐
を
ぶ
ら
下
げ
た
書
斎
に
先
生
と
日
支
の
関
係
を
論
じ
た
。
そ

の
時
先
生
の
云
つ
た
言
葉
は
未
だ
に
僕
の
耳
に
鳴
り
渡
つ
て
ゐ
る
。
│
│
「
予
の
最
も
嫌
悪
す
る
日
本
人
は
鬼
が
島
を
征
伐
し
た
桃

太
郎
で
あ
る
。
桃
太
郎
を
愛
す
る
日
本
国
民
に
も
多
少
の
反
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。」
先
生
は
ま
こ
と
に
賢
人
で
あ
る
。⑾

こ
の
よ
う
に
、
芥
川
は
章
炳
麟
の
見
解
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
大
正
十
三
年
六
月
、
芥
川
は
反
戦
小
説
『
桃
太
郎
』
を
発
表
し

た
。『
桃
太
郎
』
の
成
立
は
章
炳
麟
の
論
説
及
び
「
上
海
游
記
」
に
書
か
れ
て
い
る
上
海
体
験
の
影
響
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
わ

れ
る
。

ま
た
、
上
海
で
会
見
し
た
政
治
家
、「
大
清
帝
国
の
遺
臣
」
で
あ
る
鄭
孝
胥
に
つ
い
て
、「
康
有
為
氏
を
中
心
と
し
た
、
芝
居
の
や
う
な

戊
戌
の
変
に
、
花
花
し
い
役
割
を
演
じ
た
頃
に
は
、
ど
の
位
才
気
煥
発
だ
つ
た
か
、
想
像
す
る
事
も
難
く
は
な
い
」
と
「
私
」
は
想
像
し

な
が
ら
、「
氏
を
加
へ
た
我
我
は
、
少
時
支
那
問
題
を
談
じ
合
つ
た
」。「
政
治
的
に
は
、
現
代
の
支
那
に
絶
望
し
て
ゐ
た
」
鄭
孝
胥
は

「
支
那
は
共
和
に
執
す
る
限
り
、
永
久
に
混
乱
は
免
れ
得
な
い
。
が
、
王
政
を
行
ふ
と
し
て
も
、
当
面
の
難
局
を
切
り
抜
け
る
に
は
、
英

雄
の
出
現
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
英
雄
も
現
代
で
は
、
同
時
に
又
利
害
の
錯
綜
し
た
国
際
関
係
に
処
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
て

見
れ
ば
英
雄
の
出
現
を
待
つ
の
は
、
奇
蹟
の
出
現
を
待
つ
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
鄭
孝
胥
と
中
国
に
関
す
る
問

題
を
論
議
し
な
が
ら
、「
私
」
は
、
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誰
で
も
支
那
へ
行
つ
て
見
る
が
好
い
。
必
一
月
と
ゐ
る
内
に
は
、
妙
に
政
治
を
論
じ
た
い
気
が
し
て
来
る
。（
傍
線

引
用
者
）
あ

れ
は
現
代
の
支
那
の
空
気
が
、
二
十
年
来
の
政
治
問
題
を
孕
ん
で
ゐ
る
か
ら
に
相
違
な
い
。
私
の
如
き
は
御
丁
寧
に
も
、
江
南
一
帯

を
経
め
ぐ
る
間
、
容
易
に
こ
の
熱
が
さ
め
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
誰
も
頼
ま
な
い
の
に
、
芸
術
な
ぞ
よ
り
は
数
段
下
等
な
政
治
の
事

ば
か
り
考
へ
て
ゐ
た
。

と
い
う
よ
う
に
政
治
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
鄭
孝
胥
は
政
治
的
に
章
炳
麟
と
違
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
が
、
二
人
の
「
堕
落
」

し
て
い
る
中
国
の
現
状
と
改
革
の
難
局
へ
の
認
識
が
一
致
し
て
い
る
。
芥
川
は
こ
の
二
人
の
中
国
の
政
治
の
難
局
へ
の
認
識
や
、
特
に
章

炳
麟
の
「
机
上
の
学
説
」
か
ら
中
国
を
復
興
で
き
な
い
と
い
う
論
説
に
共
感
し
て
い
る
。

芥
川
は
鄭
孝
胥
を
「
君
子
」
と
賞
賛
し
、
ま
た
、
章
炳
麟
を
「
賢
人
」
と
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
の
難
局
を
切
り
抜
け
る
具
体

的
な
策
を
明
示
し
て
い
な
い
こ
の
二
人
を
中
国
の
「
旧
人
」
の
代
表
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
。『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
予
告
記
事
に

「
氏
は
今
筆
を
載
せ
て
上
海
に
在
り
（
略
）
行
々
想
を
自
然
の
風
物
に
寄
せ
る
と
共
に
、
交
り
を
彼
の
土
の
新
人
に
結
び
て
、
努
め
て
若

き
支
那
の
面
目
を
観
察
し
よ
う
と
し
て
居
る
」⑿
と
あ
る
。
芥
川
は
鄭
、
章
の
二
人
に
対
し
て
、「
上
海
游
記
」
の
第
十
八
章
に
書
か
れ
て

い
る
政
治
家
李
人
傑
を
社
会
主
義
者
、
上
海
に
お
け
る
「
若
き
支
那
」
を
代
表
す
べ
き
一
人
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

青
柳
達
雄
氏
の
調
査
に
よ
り
、
李
人
傑
（
本
名
李
漢
俊
）
は
か
つ
て
日
本
に
留
学
し
た
経
験
が
あ
り
、
帰
国
後
、
新
文
化
と
マ
ル
ク
ス

主
義
の
宣
伝
に
努
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
彼
は
『
マ
ル
ク
ス
資
本
論
入
門
』
を
訳
し
、『
労
動
会
』
を
創
刊
し
、
雑
誌
『
新
青
年
』

な
ど
の
編
集
に
も
参
加
し
た
。
ま
た
、
彼
は
一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
七
月
に
開
催
さ
れ
た
中
国
共
産
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
に
出
席

し
た
結
党
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
も
あ
る
⒀
。
こ
の
「
若
き
支
那
」
を
代
表
す
る
李
人
傑
が
「
上
海
游
記
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
。

李
氏
云
ふ
。
現
代
の
支
那
を
如
何
に
す
べ
き
か
？

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
は
、
共
和
に
あ
ら
ず
復
辟
に
あ
ら
ず
。
這
般
の
政

治
革
命
が
、
支
那
の
改
造
に
無
力
な
る
は
、
過
去
既
に
之
を
証
し
、
現
在
亦
之
を
証
す
。
然
ら
ば
吾
人
の
努
力
す
べ
き
は
、
社
会
革
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命
の
一
途
あ
る
の
み
と
。
こ
は
文
化
運
動
を
宣
伝
す
る
「
若
き
支
那
」
の
思
想
家
が
、
い
づ
れ
も
呼
号
す
る
主
張
な
り
。
李
氏
又
云

ふ
。
社
会
革
命
を
齎
さ
ん
と
せ
ば
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
依
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
故
に
吾
人
は
著
述
す
る
な
り
。
且
覚
醒
せ
る
支

那
の
士
人
は
、
新
し
き
智
識
に
冷
淡
な
ら
ず
。
否
、
智
識
に
餓
ゑ
つ
つ
あ
り
。
然
れ
ど
も
こ
の
餓
を
充
す
べ
き
書
籍
雑
誌
に
乏
し
き

を
如
何
。
予
は
君
に
断
言
す
。
刻
下
の
急
務
は
著
述
に
あ
り
と
。
或
は
李
氏
の
言
の
如
く
な
ら
ん
。
現
代
の
支
那
に
は
民
意
な
し
。

民
意
な
く
ん
ば
革
命
生
ぜ
ず
。
況
ん
や
そ
の
成
功
を
や
。
李
氏
又
云
ふ
。
種
子
は
手
に
あ
り
。
唯
万
里
の
荒
蕪
、
或
は
力
の
及
ば
ざ

ら
ん
を
惧
る
。
吾
人
の
肉
体
、
こ
の
労
に
堪
ふ
る
や
否
や
、
憂
ひ
な
き
を
得
ざ
る
所
以
な
り
と
。
言
ひ
畢
つ
て
眉
を
顰
む
。
予
は
李

氏
に
同
情
し
た
り
。
李
氏
又
云
ふ
。
近
時
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
支
那
銀
行
団
の
勢
力
な
り
。
そ
の
背
後
の
勢
力
は
問
は
ず
、
北
京

政
府
が
支
那
銀
行
団
に
、
左
右
せ
ら
れ
ん
と
す
る
傾
向
あ
る
は
、
打
消
し
難
き
事
実
な
る
べ
し
。
こ
は
必
し
も
悲
し
む
べ
き
に
あ
ら

ず
。
何
と
な
れ
ば
吾
人
の
敵
は
│
│
吾
人
の
砲
火
を
集
中
す
べ
き
的
は
、
一
銀
行
団
に
定
ま
れ
ば
な
り
と
。（
略
）
李
氏
の
話
し
ぶ

り
は
、
如
何
に
も
き
び
き
び
し
た
も
の
だ
つ
た
。
一
し
ょ
に
行
つ
た
村
田
君
が
、「
あ
の
男
は
頭
が
好
か
も
ん
な
あ
。」
と
感
嘆
し
た

の
も
不
思
議
ぢ
や
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
社
会
主
義
者
」
李
人
傑
は
中
国
の
革
命
運
動
の
困
難
な
状
況
を
述
べ
な
が
ら
、
こ
の
難
局
を
切
り
抜
け
る
の
は
「
社

会
革
命
の
一
途
あ
る
の
み
」
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、「
現
代
の
支
那
に
は
民
意
な
し
。
民
意
な
く
ん
ば
革
命
生
ぜ
ず
」
と
い
う
よ
う

に
革
命
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
「
民
意
」
の
重
要
性
を
も
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
刻
下
の
急
務
は
著
述
に
あ
り
」
や
「
吾
人
の
砲

火
を
集
中
す
べ
き
的
は
、
一
銀
行
団
に
定
ま
れ
ば
な
り
」
な
ど
具
体
的
な
解
決
策
を
も
述
べ
て
い
る
。
芥
川
は
、
社
会
革
命
と
民
意
重
視

を
主
張
し
な
が
ら
、
中
国
の
未
来
の
可
能
性
を
語
る
こ
の
中
国
の
「
新
人
」
李
人
傑
に
か
な
り
好
意
を
寄
せ
て
い
る
。
後
に
、
大
阪
毎
日

新
聞
社
の
沢
村
幸
夫
宛
の
書
簡
に
も
、「
人
で
は
章
炳
麟
、
鄭
孝
胥
、
李
経
（
？
）
邁
等
の
旧
人
及
余

民
李
人
傑
等
の
新
人
に
会
ひ
ま

し
た
李
人
傑
と
云
ふ
男
は
中
々
秀
才
で
す
（
傍
線

引
用
者
）」⒁
と
李
を
中
国
の
「
新
人
」
の
代
表
と
し
て
認
め
、「
中
々
秀
才
で
す
」

と
賞
賛
し
て
い
る
。
で
は
、
芥
川
は
な
ぜ
「
民
意
」
を
重
視
す
る
李
人
傑
に
こ
の
よ
う
に
好
意
を
寄
せ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
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い
。と

こ
ろ
で
、「
李
人
傑
氏
」
一
章
の
前
に
「
南
国
の
美
人
」（
上
・
中
・
下
）
の
章
が
置
か
れ
て
い
る
。「
私
」
は
三
馬
路
に
あ
る
小
有

天
と
い
う
酒
楼
で
何
人
か
の
南
国
の
美
人
に
出
会
っ
て
い
る
。「
古
風
を
存
し
て
ゐ
る
」
芸
者
時
鴻
は
「
自
ら
琵
琶
を
弾
じ
な
が
ら
、
何

だ
か
寂
し
い
唄
を
う
た
つ
た
」。「
私
」
は
時
鴻
の
歌
を
聞
き
な
が
ら
、「
楓
葉
荻
花
瑟
瑟
の
秋
に
、
江
州
の
司
馬
白
楽
天
が
、
青
袗
を
沾

し
た
琵
琶
の
曲
は
、
斯
の
如
き
も
の
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
懐
古
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
布
穀
催

春
種
」
と
い
う
杜
少
陵
の
詩
を
思
い
出
さ
せ
る
花
宝
玉
の
耳
に
興
味
を
持
ち
、「
西
廂
記
の
中
の
鶯
鶯
が
、『
他
釵

玉
斜
横
。
髻
偏
雲
乱

挽
。
日
高
猶
自
不
明
眸
。
暢
好
是
懶
懶
。
半
晌
擡
身
。
幾
回
搔
耳
。
一
声
長
歎
。』
と
云
ふ
の
も
、
き
つ
と
か
う
云
ふ
耳
だ
つ
た
の
に
相

違
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
芸
者
花
宝
玉
を
『
西
廂
記
』
の
女
主
人
公
の
よ
う
に
見
つ
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
は
南
国
の
美
人

た
ち
を
す
ぐ
古
典
文
学
と
結
び
つ
け
て
眺
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
小
有
天
か
ら
出
た
「
私
」
は
別
の
妓
館
で
再
び
花
宝
玉
を
見

か
け
た
。

二
十
分
の
後
、
や
や
退
屈
を
覚
え
た
私
は
、
部
屋
の
中
を
あ
ち
こ
ち
歩
い
た
次
手
に
、
そ
っ
と
次
の
間
を
覗
い
て
見
た
。
す
る
と
其

処
の
電
燈
の
下
に
は
、
あ
の
優
し
い
花
宝
玉
が
、
で
つ
ぷ
り
肥
つ
た
阿
姨
と
一
し
ょ
に
、
晩
餐
の
食
卓
を
囲
ん
で
ゐ
た
。
食
卓
に
は

皿
が
二
枚
し
か
な
い
。
そ
の
又
一
つ
は
菜
ば
か
り
で
あ
る
。
花
宝
玉
は
そ
れ
で
も
熱
心
に
、
茶
碗
と
箸
と
を
使
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
。

私
は
思
は
ず
微
笑
し
た
。
小
有
天
に
来
て
ゐ
た
花
宝
玉
は
、
成
程
南
国
の
美
人
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
花
宝
玉
は
、
│
│
菜

根
を
嚙
ん
で
ゐ
る
花
宝
玉
は
、
蕩
児
の
玩
弄
に
任
す
べ
き
美
人
以
上
の
何
物
か
で
あ
る
。
私
は
こ
の
時
支
那
の
女
に
、
初
め
て
女
ら

し
い
親
し
み
を
感
じ
た
。

「
私
」
は
古
典
文
学
の
女
主
人
公
を
髣
髴
さ
せ
る
花
宝
玉
で
は
な
く
、「
食
卓
に
は
皿
が
二
枚
し
か
な
い
」、「
菜
根
を
嚙
ん
で
ゐ
る
」
庶

民
的
な
一
面
を
持
っ
て
い
る
花
宝
玉
に
「
支
那
の
女
に
、
初
め
て
女
ら
し
い
親
し
み
」
を
感
じ
て
い
る
。
王
書
瑋
氏
は
「
も
し
、
林
黛
玉

が
『
罪
悪
と
豪
奢
と
が
入
り
交
つ
た
』
上
海
を
代
表
し
て
い
る
と
し
た
ら
、『
菜
根
を
嚙
ん
で
ゐ
る
』
花
宝
玉
は
現
実
の
上
海
を
代
表
し
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て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
芥
川
は
着
飾
っ
た
上
海
で
は
な
く
、
現
実
の
等
身
大
の
人
間
を
混
乱
の
上
海
の
中
に
見
つ
け
出
し
た

か
っ
た
」⒂
と
述
べ
て
い
る
。
芥
川
は
「
菜
根
を
嚙
ん
で
ゐ
る
」
庶
民
的
な
一
面
を
持
つ
花
宝
玉
を
通
し
て
、
政
治
の
激
動
と
戦
乱
の
背

景
と
し
て
上
海
に
一
生
懸
命
に
生
き
て
い
る
普
通
の
民
衆
の
姿
を
発
見
で
き
て
い
る
。
そ
の
庶
民
的
な
花
宝
玉
に
「
親
し
み
」
を
感
じ
て

い
る
芥
川
は
「
民
意
」
を
重
視
し
、
民
衆
の
力
で
社
会
を
変
え
よ
う
と
す
る
李
人
傑
の
革
命
思
想
に
か
な
り
共
感
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
故
に
、
民
衆
の
姿
を
発
見
し
た
「
南
国
の
美
人
」
を
意
図
的
に
「
李
人
傑
氏
」
の
前
に
置
き
、
そ
し
て
民
意
重
視
の
李
人
傑
に
か
な

り
好
意
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
私
」
は
文
人
・
政
治
家
と
の
会
談
を
機
に
、
政
治
や
革
命
運
動
な
ど
に
も
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
中
国
の
現
状
、
革

命
そ
し
て
未
来
に
関
す
る
見
解
を
聞
き
、
あ
る
い
は
彼
ら
と
論
議
す
る
う
ち
に
、「
私
」
は
そ
の
認
識
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
中
国
を
「
老
大
国
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
「
私
」
は
普
通
の
民
衆
に
目
を
向
け
る
こ
と
や
、
文
人
政
治
家
、
特
に
「
若
き
支

那
」
を
代
表
す
る
政
治
家
た
ち
と
の
会
談
に
よ
っ
て
、「
上
海
」
を
革
命
の
胎
動
を
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
都
市
と
し
て
再
認
識
し
て
い
る
。

四

「
上
海
游
記
」
の
最
終
章
「
最
後
の
一
瞥
」
で
、
上
海
を
去
る
「
私
」
は
船
に
乗
っ
て
「
長
椅
子
に
よ
り
か
か
り
な
が
ら
、
漫
然
と
回

想
に
耽
り
出
し
」
て
い
る
。

そ
ん
な
事
を
思
ひ
続
け
な
が
ら
、
私
は
煙
草
の
箱
を
出
し
に
、
間
着
の
ポ
ケ
ツ
ト
へ
手
を
入
れ
た
。
が
、
つ
か
み
出
し
た
も
の
は
、

黄
色
い
埃
及
の
箱
で
は
な
い
、
先
夜
其
処
に
入
れ
忘
れ
た
、
支
那
の
芝
居
の
戯
単
で
あ
る
。
と
同
時
に
戯
単
の
中
か
ら
、
何
か
が
ほ

ろ
り
と
床
へ
落
ち
た
。
何
か
が
、
│
│
一
瞬
間
の
後
、
私
は
素
枯
れ
た
白
蘭
花
を
拾
ひ
上
げ
て
ゐ
た
。
白
蘭
花
は
ち
よ
い
と
嗅
い
で

見
た
が
、
も
う
匂
さ
へ
残
つ
て
ゐ
な
い
。
花
び
ら
も
褐
色
に
変
つ
て
ゐ
る
。「
白
蘭
花
、
白
蘭
花
」
│
│
さ
う
云
ふ
花
売
り
の
声
を
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聞
い
た
の
も
、
何
時
か
追
憶
に
過
ぎ
な
く
な
つ
た
。
こ
の
花
が
南
国
の
美
人
の
胸
に
、
匂
つ
て
ゐ
る
の
を
眺
め
た
の
も
、
今
で
は
夢

と
同
様
で
あ
る
。
私
は
手
軽
な
感
傷
癖
に
、
堕
し
兼
ね
な
い
危
険
を
感
じ
な
が
ら
、
素
枯
れ
た
白
蘭
花
を
床
へ
投
げ
た
。
さ
う
し
て

巻
煙
草
へ
火
を
つ
け
る
と
、
立
つ
前
に
小
島
氏
が
贈
つ
て
く
れ
た
、
メ
リ
イ
・
ス
ト
オ
プ
ス
の
本
を
読
み
始
め
た
。

「
南
国
の
美
人
の
胸
に
、
匂
つ
て
ゐ
る
」
白
蘭
花
が
「
も
う
匂
さ
へ
残
つ
て
ゐ
な
い
」、「
花
び
ら
も
褐
色
に
変
つ
て
ゐ
る
」。「
私
」
の

異
国
趣
味
を
募
ら
せ
た
「
花
売
り
の
声
」
や
「
白
蘭
花
」
が
、「
何
時
か
追
憶
に
過
ぎ
な
く
な
」
り
、「
今
で
は
夢
と
同
様
で
あ
る
」
と
な

っ
て
い
る
。
か
つ
て
「
私
」
は
古
典
文
学
と
結
び
付
け
て
中
国
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
詩
文
に
あ
る
よ
う
な
中
国
の
不
在
に

「
私
」
は
大
失
望
を
感
じ
た
。
し
か
し
、
文
人
政
治
家
た
ち
と
の
会
談
や
普
通
の
民
衆
の
発
見
に
よ
っ
て
、「
私
」
は
よ
う
や
く
古
典
小
説

に
あ
る
よ
う
な
上
海
の
み
で
は
な
く
、
革
命
の
胎
動
を
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
、
動
き
つ
つ
あ
る
上
海
を
も
見
出
せ
て
い
る
。
故
に
、「
上

海
游
記
」
の
最
終
章
に
お
い
て
、
異
国
趣
味
を
象
徴
す
る
「
白
蘭
花
」
が
「
も
う
匂
さ
へ
残
つ
て
ゐ
な
い
」、「
夢
と
同
様
で
あ
る
」
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
が
求
め
て
い
る
の
は
、「
新
し
き
」
中
国
の
様
子
を
描
く
紀
行
文
で
あ
る
。
ま
た
、
芥
川
自
身

も
「
今
の
支
那
の
偉
大
」
さ
を
探
そ
う
と
し
、
新
し
い
中
国
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
芥
川
が
上
海
に
渡
っ
た
の
は
、
民
族
運
動
が
か

な
り
激
し
か
っ
た
五
四
運
動
の
直
後
の
時
期
で
あ
る
。
救
国
や
改
革
を
目
指
す
知
識
人
や
政
治
家
ら
が
相
次
ぎ
政
党
を
立
ち
上
げ
、
革
命

の
気
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
上
海
に
渡
っ
た
芥
川
は
こ
の
よ
う
な
中
国
の
革
命
の
脈
拍
を
も
感
じ
取
っ
て
い
る
。「
上
海
游
記
」
に

お
い
て
、
主
人
公
の
「
私
」
と
「
私
」
の
上
海
認
識
の
変
化
を
通
し
て
、
芥
川
は
「
新
し
い
上
海
」
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
。

「
上
海
游
記
」
の
主
人
公
「
私
」
は
国
際
都
市
上
海
を
鋭
い
目
で
観
察
し
て
い
る
。
租
界
上
海
を
通
し
て
、
中
国
を
内
憂
外
患
が
絶
え

な
い
「
老
大
国
」
と
し
て
再
認
識
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
文
人
政
治
家
と
の
会
談
を
機
に
、
政
治
や
革
命
運
動
な
ど
に
も
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
中
国
の
現
状
、
革
命
そ
し
て
未
来
に
関
す
る
論
説
を
聞
き
、
あ
る
い
は
彼
ら
と
論
議
し
な
が
ら
、「
私
」
は
そ

の
認
識
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
は
古
典
小
説
に
あ
る
よ
う
な
上
海
や
「
悪
の
都
会
」、「
下
品
な
西
洋
」
と
し
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て
の
上
海
の
み
で
は
な
く
、
革
命
の
胎
動
を
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
、
動
き
つ
つ
あ
る
上
海
を
も
発
見
で
き
て
い
る
。
芥
川
が
見
出
そ
う
と

す
る
「
新
し
い
上
海
」
が
ま
さ
に
こ
こ
に
顕
在
化
し
て
い
る
。
こ
の
「
新
し
い
上
海
」
像
の
獲
得
は
転
換
期
に
い
る
芥
川
に
と
っ
て
、
極

め
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。「
上
海
游
記
」
の
創
作
を
は
じ
め
、
帰
国
後
の
芥
川
の
文
学
位
相
そ
し
て
『
将
軍
』、『
桃
太
郎
』、

『
湖
南
の
扇
』
な
ど
一
連
の
小
説
の
創
作
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

※
本
文
は
す
べ
て
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』（
第
八
巻

岩
波
書
店

平
成
八
年
六
月
）
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
引
用
は
、
原

則
と
し
て
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

注⑴
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
朝
刊
（
大
正
十
年
三
月
三
十
一
日

一
ペ
ー
ジ
）

⑵

西
村
貞
吉
宛
書

大
正
七
年
十
一
月
二
十
日
付
（『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
八
巻

岩
波
書
店

平
成
九
年
四
月

二
四
七
│
二
四
八
ペ
ー
ジ
）

⑶

南
部
修
太
郎
宛
書
簡

大
正
九
年
五
月
九
日
付
（『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
九
巻

岩
波
書
店

平
成
九
年
六
月

五
七
│
五
八
ペ
ー
ジ
）

⑷

薄
田
泣
菫
宛
書
簡

大
正
十
年
三
月
十
一
日
付
（『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
九
巻

岩
波
書
店

平
成
九
年
六
月

一
五
三
ペ
ー
ジ
）

⑸

薄
田
泣
菫
宛
書
簡

大
正
十
年
六
月
二
日
付
（『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
九
巻

岩
波
書
店

平
成
九
年
六
月

一
七
七
ペ
ー
ジ
）

⑹

林
姵
君
「
芥
川
龍
之
介
『
上
海
游
記
』
論
│
│
〈
私
〉
の
中
国
観
の
変
化
を
追
っ
て
│
│
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
第
五
・
六
合
併
号

平
成
二

十
四
年
九
月

一
六
二
ペ
ー
ジ
）

⑺

芥
川
龍
之
介
「
手
帳
六
」（『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻

岩
波
書
店

平
成
十
年
一
月

三
六
二
ペ
ー
ジ
）

⑻

秦
剛
「『
支
那
游
記
』
に
お
け
る
「
私
」
│
│
『
文
芸
的
』
紀
行
文
の
成
立
と
記
述
者
の
表
現
意
識
を
め
ぐ
っ
て
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
第
二
号

平
成
二
十
年
八
月

二
一
ペ
ー
ジ
）

⑼

関
口
安
義
『
特
派
員

芥
川
龍
之
介
│
│
中
国
で
な
に
を
視
た
の
か
』（
毎
日
新
聞
社

平
成
九
年
二
月

一
一
一
ペ
ー
ジ
）

⑽

細
川
正
義
「
支
那
游
記
│
│
大
き
な
転
機
を
与
え
た
中
国
体
験
」（『
芥
川
龍
之
介

生
誕
一
二
〇
年
』
関
口
安
義
編

翰
林
書
房

平
成
二
十
四

年
十
二
月

二
三
四
ペ
ー
ジ
）

⑾

芥
川
龍
之
介
『
僻
見

岩
見
重
太
郎
』（『
女
性
改
造
』
第
三
巻
第
四
号

大
正
十
三
年
四
月

一
九
五
ペ
ー
ジ
）
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⑿
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
朝
刊
（
大
正
十
年
三
月
三
十
一
日

一
ペ
ー
ジ
）

⒀

青
柳
達
雄
「
李
人
傑
に
つ
い
て
│
│
芥
川
龍
之
介
『
支
那
游
記
』
中
の
人
物
」（『
言
語
と
文
芸
』
第
一
〇
三
号

昭
和
六
十
三
年
九
月

五
三
ペ

ー
ジ
）

⒁

沢
村
幸
夫
宛
書
簡

大
正
十
年
四
月
三
十
日
（『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
九
巻

岩
波
書
店

平
成
九
年
六
月

一
六
六
ペ
ー
ジ
）

⒂

王
書
瑋
「『
上
海
游
記
』
の
た
め
に
」（『
芥
川
龍
之
介
と
上
海
』
篠
崎
美
生
子
ほ
か
編

恵
泉
女
学
園
大
学
平
和
文
化
研
究
所

平
成
二
十
七
年

三
月

四
四
│
四
五
ペ
ー
ジ
）

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│

芥
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龍
之
介
「
上
海
游
記
」
論

三
五


