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私
は
、
中
国
本
土
以
外
の
場
所
に
居
住

す
る
中
国
系
移
民
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た

中
国
語
映
画
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
映
画
は
、
映
画
の
前
に
国
名
を
冠
す

る
い
か
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ネ
マ
の
枠
組

み
に
も
収
ま
ら
な
い
も
の
で
、
い
わ
ば
無
国

籍
映
画
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
三
三
年

に
、
五
歳
の
時
に
渡
米
し
た
中
国
系
移
民
の

ジ
ョ
セ
フ
・
チ
ョ
ウ
と
い
う
人
が
、
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で

Grandview
 Film

 Com
pany

と
い
う
映

画
会
社
を
設
立
さ
せ
た
。
以
後
一
九
四
八

年
ご
ろ
ま
で
、
三
十
数
本
の
中
国
語
映
画

が
ア
メ
リ
カ
の
地
で
移
民
た
ち
に
よ
っ
て

製
作
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
〈
中
国
映
画
〉

と
は
呼
ば
れ
な
い
〈
中
国
語
映
画
〉
に
つ

い
て
、
私
が
調
べ
て
い
る
。

　

今
日
、
国
籍
を
指
標
と
し
て
映
画
を
分

類
し
批
評
す
る
こ
と
が
、
映
画
研
究
の
主

流
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
が
作
り

出
し
た
国
民
国
家
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

を
映
画
に
当
て
は
め
、
特
に
ア
ジ
ア
映
画

に
関
す
る
先
行
研
究
の
中
で
は
、
映
画
を

そ
の
国
の
「
国
民
文
化
」
に
つ
い
て
「
勉

強
す
る
」
た
め
の
良
き
教
材
と
み
な
す
も

の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
個
々
の
国
を
単
位
と
す
る
映

画
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
も
は
や
把

握
し
き
れ
な
い
映
画
史
の
問
題
が
存
在
し

て
い
る
。
ト
ー
キ
ー
映
画
が
中
国
国
内
で

大
き
な
人
気
を
博
し
た
三
十
年
代
初
頭
か

ら
、
ア
メ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
中
国

大
陸
以
外
の
場
所
に
お
い
て
も
、
中
国
系

の
移
民
た
ち
が
自
ら
の
母
国
語
を
使
っ
て

異
境
の
地
で
映
画
を
作
り
始
め
て
い
た
。

海
外
で
製
作
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
中
国
語
映

画
は
、
た
だ
単
に
中
国
系
移
民
の
郷
愁
を

癒
す
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
移
民
た
ち
の
映
画
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま

な
エ
ス
ニ
ッ
ク
共
同
体
を
均
質
化
さ
せ
て

し
ま
う
と
同
時
に
、
観
客
を
感
情
的
に
結

束
さ
せ
る
力
も
持
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

国
際
情
勢
や
移
住
先
の
国
の
移
民
政
策
の

変
動
に
よ
り
、
中
国
系
移
民
の
帰
属
意
識

も
絶
え
ず
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

映
画
の
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
、
移
民
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
変
容
す
る
過
程
を

探
っ
て
き
た
が
、
そ
の
考
察
は
、
海
外
で

暮
ら
し
て
い
る
私
自
身
に
と
っ
て
の
内
省

の
旅
で
も
あ
っ
た
。
中
国
で
生
ま
れ
育

ち
、
中
国
語
に
よ
る
教
育
を
受
け
た
漢
民

族
の
中
国
人
で
あ
る
私
は
、
も
し
も
日
本

で
暮
ら
す
機
会
を
得
ら
れ
ず
に
ず
っ
と
中

国
本
土
で
生
活
を
送
っ
て
い
た
ら
、「
中

国
文
化
・
中
国
語
・
中
国
国
籍
」
の
三
位

一
体
の
構
造
が
一
致
し
た
「
中
国
人
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
」
と
し
て
、
そ
の
保
護
下
に

な
い
中
国
系
移
民
の
現
実
を
想
像
す
る
こ

と
す
ら
で
き
な
い
ま
ま
、
一
生
を
終
え
る

こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
中
国
と
日
本
の

あ
い
だ
を「
越
境
」す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
ら
が
「
中
国
人
」
だ
と
名
乗
る
意
味
を

再
考
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
し
、
お
金
・
情

報
が
国
境
を
越
え
て
ま
す
ま
す
流
動
化
し

つ
つ
あ
る
な
か
で
、
私
自
身
の
よ
う
に
、

複
数
の
文
化
や
社
会
の
境
界
に
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
人
間
は
ま
す
ま
す
増
え
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
移
動
の
時
代
に
生
を
受

け
た
わ
れ
わ
れ
は
、
中
央
集
権
的
な
国
民

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
同
化
に
埋
没

さ
れ
な
い
「
個
」
と
し
て
の
生
き
方
を
模

索
す
る
機
会
を
つ
い
に
手
に
入
れ
た
。
半

世
紀
前
に
お
け
る
中
国
系
移
民
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
は
、「
国
民
」
と
し
て
の
自
己

同
一
性
を
超
え
た
あ
り
方
を
模
索
す
る
現

代
の
わ
れ
わ
れ
に
、
新
た
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
把
握
す
る
た
め
の
座
標
軸
を

提
供
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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