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一
国
多

政府
の

推進
こ
そ
中
国
を
再
建
す
る
唯一
の
方
策
だ

去
る
十一
月
中
旬に
ソ
ウル
で
聞か
れ
た
第三
回アジ
ア
太
平
洋
経

済
協
力
閣
僚
会
議（APEC）
は、
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
環
境に
と

っ
て
画
期
的
な
歴
史
的
意味
を
もつ
も
の
で
あっ
た。
今日、
ほ
ぽ
等

しい
国
際
経
済
規
模を
有
す
る
中
園、
香
港、
台
湾とい
う
コニつ
の

中
国」
が
そと
に
参
加
す
ると
と
に
なっ
た
か
ら
で
あ
る。

と
う
し
て
「
中
国
は一
つ」
とい
う
神
話
はつ
い
に
崩
れ
は
じめ
た

の
で
あ
り、
中
国
的
世
界の
将
来の
方
向に
も
多く
の
示
唆を
与
え
て

い
る
が、
そと
で
私
は
今
回、
従
来か
ら
考え
て
き
た
「
中
華
連
邦」
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試
論
を
ご
国
多
政
府」
とい
う
立
場か
ら
提
示
し
て
み
たい。

周
知
の
よ
う
に
中
国
は、
日
本の
二
十
七
倍
も
の
巨
大
な
国土
を
有

し
てい
る。
人
口
は
現
在、
ほ
ぽ
十二
億か
ら
十三
倍。
厳しい
ご

人っ
子
政
策」
に
よ
る
人
口
抑
制に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
れ
は
年々
増

え
う
づ
け
てい
る。

建
国
当
時、
五
億
台
だっ
た
人
口
は、
文
化
大
革
命の
と
ろ
に
七

億、
二
十
年
前の
日
中
国
交
樹
立
当
時は
八
億、
そ
し
て一
九
七
八
年

の
日
中
平
和
友
好
条
約
締結の
時
期に
は
九
億と
なっ
た。
そ
れ
がい

ま
や、
国
家
統
計
局の
正
式
な
数
字を
もっ
て
し
で
も
十一
億
七
千
万

に
ま
で
立
ち
至っ
て、
実
際
は
ζ
れ
を
は
る
か
に
上
回る
人
口
を
擁
し

中華連邦共和国」試論　『Voice』1月」-1992.01.00



本の
軍
国
主
義
復
活
論も
理
論
的
根
拠
が
出
て
く
る。
現
実
的
な
判
断

と
し
て
は、
と
に
か
く
日
米
同
盟
が
堅
持さ
れ
て
ア
メ
リカ
に
ア
ジ
ア

に
残っ
て
く
れ
る
よ
うに
日
本か
ら
頼
む
とい
う
の
が一
つ
の
明
快
な

政
策
論で
す。
た
だ
問
題は、
い
つ
ま
で
も一
国
平
和
主
義
を
続
け
る

とい
うと
と
が、
日
米
同
盟の
永
続
性そ
の
も
の
に
告
を
与
え
る
とい

う
側
面
も
あ
るζ
と
で
す。

渡
辺
大
学で
多
く
の
す
ぐ
れ
た
学
生と
付
き
合っ
てい
て、
と
の

と
ζ
ろ
感じ
てい
ると
と
が
あ
り
ま
す。
日
本の一
国
平
和
主
義、
つ

ま
り
政
治
的
なヘ
ゲモニ
ー
は
ア
メ
リカ
に
任せ、
日
本は
側
面
的
に

金
銭
面で
援
助し
てい
く
とい
う、
あ
る
種の
日
本
的プ
ラ
グマ
テ
イ

ズ
ム、
と
れ
は
湾
岸
戦
争の
と
きの
構
図で
す
ね。
そ
れ
をい
く
ら
日

本が
熱
心に
やっ
て
も
ア
メ
リカ
の
対日
感
情
は
悪く
な
る
し、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
も
文
句をい
わ
れ、
あ
た
か
も
日
本は
敗
戦
国の
よ
う
な

取
扱い
し
か
受
け
ら
れ
ない。

と
の
と
と
に
対し
て
若い
敏
感
な
人
び
と
は
強い
無
力
感
を
も
ち
は

じめ
てい
る。
ζ
の
無
力
感が
蓄
積さ
れ
て
次
第に
あ
る
方
向
性を
も

っ
て
く
る
と、
や
が
て
と
の
社
会
力
は、
日
本の
世
論
を
右へ、
排
外

主
義へ
とス
イン
グ
させ
る
力
と
し
て
働い
てい
く
の
で
は
ない
か。

岡
崎
そ
の
問
題は
大
き
な
問
題で
すが、
ほ
ん
と
う
は
無
力
感
を

感じ
る
必
要は
ない
の
で
す。
日
本の
防衛
力
は
金
額
的に
は
世
界第

三
位で
すが、
と
れ
は
ソ
連の
極
東
軍事
力
と
対
抗
す
る
ため
に
あ
る

わ
けで
す。
端
的に
い
え
ば、
簡
単に
北
海
道
を
奪
わ
れ
て
し
ま
うよ

う
な
軍
備で
は
国
民に
対し
て
賀
任が
も
て
ない。
北
海
道
を
事わ
れ

ない
ため
の
軍
備とい
う
の
は
たいへ
ん
なと
と
な
ん
で
す。
と
て
も

日
本
独
り
で
は
で
き
ない。
日
本が
と
れ
だ
け
やっ
て、
し
か
も
ア
メ

リカ
と
組ん
で
は
じめ
て
で
き
る
と
と
で
す。
と
れ
を
装
備し
てい
る

と
と
は
たいへ
ん
な
努
力で
す
し、
と
れ
が
ア
ジ
ア、
太
平
洋
全
体
の

安
全に
大
き
く
貢
献
し
てい
る。
と
の
日
本の
頑
張り
が、
ア
ジ
ア・

太
平
洋
全
体
の
軍
事バ
ラ
ン
ス
に
大
き
く
貢
献
し
てい
る
の
で
す。

た
と
え
ば、
北
東
ア
ジ
ア
のバ
ラン
ス
が
最
悪
だっ
た
時
期、
つ
ま

り一
九
八
O
年
前
後で
は、
東シ
ナ
悔、
南シ
ナ
悔は
ソ
迎の
海
空
軍

が
横
行
閥
歩し、
ベ
ト
ナム
はカ
ン
ボ
ジ
ア
に
川区
攻
し、
東
南アジ
ア

全
体
が
脅
威
を
受
け
た。
し
か
し、
そ
の
後、
極
東
の
日
本の
軍
事
力

が
増
強さ
れ
る
に
つ
れ
て、
ソ
連の
勢
力
は
日
本海に
封じ
込め
ら
れ

て、
東
南アジ
アへ
の
脅威
は
な
く
なっ
た。
そ
うい
う
役
割
を
日
本

は
果
し
てい
る
の
だ
か
ら、
東
南アジ
ア
は
安
心
な
ん
だ
とい
うと
と

を
日
本は
政
策と
し
てい
うべ
きで
す。

そ
う
す
れ
ば、
防
衛
努
力に
も
身
が
入
る
し、
東
南アジ
ア
に
対し

て
も
大
き
な
声
が
出せ
る。
と
れ
が
私
の一
貫
し
た
主
強
で
す。
と
と

ろ
が
「
日
本は
平
和
国
家
だ
か
ら
脅
威で
は
あ
り
ま
せ
ん」
と、
と
れ

し
かい
わ
ない。
と
れ
で
は
全
然、
説
得
力
が
ない。
日
本の
軍
事
力

は
ソ
連の
極
東
軍
事
力に
対
抗
す
る
の
が
精い
っ
ぱい
だ
し、
ま
た
そ

れ
を
やっ
てい
る
か
ら
東
南アジ
ア
も
安
心
し
て
活
動で
き
る
ん
だ
と

い
う
ほ
う
が
よ
ほ
ど
説
得
力
が
あ
る。

渡
辺
そ
うい
う
メッ
セ
ー
ジ
を
出
し
て、
外
国
を
も
圏
内
を
も
説

得し
てい
く
努
力
が
何
と
し
て
も
必
要
だ
と
思い
ま
す
ね。
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て
い

る
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
ない。

つ
ま

り
中
国
の
人
口

は、
一
世
代の
う
ち
に
ほ
ぼ
倍
増し
て
きて

い

る。
と
の

ま
ま
増えつ
づ
け

れ
ば 、
二
十一
世
紀の
か
な
り

早い
時
期

に、
中
国

は二
十
億の
オ
ー

ダ
ー
と

い
う、
人
類
史
上
か
つ
て
ない、

と
て
つ
も
な
く
巨
大
な
人口
を
擁
す
る
国
家に
なっ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得

ない。
そ

れ
は
想
像を
絶
す
る
事
態だ
と

はい
え 、
けっ
し
て
荒唐
無

稽のス
ト
1
9
ー

で
は
ない
の
だ。

だ
と
す

れ
ば 、
中
国が
今
後 、
ど
の

よ
う
なか
た
ち
で
国
家
的
再
編

成
を
図っ
て

い
く
か

は、
た
ん
に
中
国だ
けの
問
題 、
あ
るい

は
アジ

ア
だ
け
の
問
題で

は
あ
り

得
ない。
ζ

れ
だ
け
の
巨
大
な
人口
を
擁
し

な
が
ら、
全
国
平
均の一
人
当
り
G
N
P

は
三
五
O
米ドル
前
後 、
し

か
も
さ

ま
ざ

ま
な
政
治
的、
社
会
的
動
掃をつ
ね
に
内
包
す
る
｜｜

そ

う
し
た
不
安
定か
つ
不
確
定
・な
中
国の
存
在

は、
他
の
アジ
ア
諸
国に

とっ
て
の
み
な
ら
ず 、
人
類
全
体に
とっ
て
も
大
き
な
足
伽と
な
る
可

能
性
が
あ
ろ
う。
中
国の
将
来はい

ま
や 、
全
人
類
的
な
検
討
課
題
な

の
で
あ
る。

一

中
国
は
分
裂
し
た
ほ
う
が
よ
い

中
国の
将
来を
論じ
る
と
き、
ぜ
ひ
と
も
再
考
すべ
き
問
題は、

は

た
して
中
国
が

と
の

ま
ま一
つ
で
あ
る、必
要が
あ
る
の
か 、
と

い
う

と

と
だ
ろう。
中
国

は
や
が
て
分
裂
す
る
の
で

は
ない
か 、
あ
るい

は
分

裂
し
た
ほ
う
が

よい
の
で

は
ない
か 、
とい
う
意
見で
あ
る。
私
自
身

うい も。 よ
本と
格れ
的ま
に で
語は
ら タ

れ 7
3 ÷ 
住 宅な J

たら rh
宇 由
品 Z期権に 化き構て想い iJ;.
る
と い
思よ

も
ち
ろ
ん

と
の
議
論に

は
大
き
な
前
提が
あっ
て、
そ

れ
は
中
国
数

千
年
来の
歴
史と
漢民
族
国
家に
お

い
て

は、
い
か
に
混
乱・
分
裂
が

起
ろ
う
と
も、
つ
ね
に
そ

れ
を一
元
的に
統
指
し

よ
う
と
す
る
求心
力

が
働い
て
き
たζ
と
で
あ
る。

と
れ
は
ひ
とつ
の
民
族
的
衝
動
と

いっ

て
も

よ
い。

他
方 、

と
の
求
心
力
の
対
極
κ
お

い
て、
各
地
方
が
分

権
化
し
た

り 、
土
荊
化
し

よ
う
と
す
る
遠心
力も
働い
て
き
た。
だ
が 、
歴
史の

証
明
す
る
と

と
ろ
で

は、
つ
ねに
そ
う
し
た
遠心
力

よ
り
も
求心
力の

ほ
う
が
勝っ
て
き
た
の
で
あ
り 、
文
化
大
革
命の
あ
の
混
乱
期に
お

い

て
さ
え 、
中
国

は一
元
的
・な
支
配
の
体
制を
崩
すζ
と
が
なかっ
た。

長い
中
国
の
歴
史に
お

い
て

は、
群
雄
割
拠 、

ま
さ
に
戦
国
時
代の
状

況
が
し
ば
し
ば
存
在
し
な
が
ら
も、
「
中
国

は一
つ」
だっ
た
の
で
あ

’Q 。漢
民
族
社
会

は、
自
分
た
ち
が
中
国
人
で
あ
ると
と
に
対し
て
強
烈

な
ア
イ
デン
ティ
ティ
ー

を
保
持
し
て

い
る。
そ
の一
体
感

は、
中
国

と
対
立
し
て

い
る
台
湾（
中修
民国て
あ
る

い
は
英
領
植
民
地
の
香

港 、
さ
ら
に

は
海
外に
広が
る
オ
ーバ
ー
シ
lズ・

チャ
イニ
lズ
と

い
わ

れ
る
華
人
社
会に
お

い
て
も
非
常に
強い。

と
の
点 、
今
日
の
ソ
連と

は
事
情
が
大
き
く
違っ
て

い
て、
ソ
連に

お
い
て

は、
そ
の
支
配
民
族
で
あ
るロ
シ
ア
人
に
さ
え 、
ソ
迎
人
と

い
「中事週郊共和団J奴鎗203 



う
意識が
き
わ
め
て
稀
滞で
あ
る
ζ
と
と
大
き
く
異
なっ
てい
る 。
当

然の
と
と
と
し
て、
・たと
え
ば
グル
ジ
ア
人
た
ち

は、
ソ
連
人と
し
て

よ
り
も

は
る
か
に
グル
ジ
ア
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デン
ティ
ティ
の
ほ

う
が
強い 。
も
ち
ろ
ん
中
固に
おい
て
も、
チベ
ッ
ト 、

新
彊ウ
イ
グ

ル
自
治
区 、
内モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
等々

、
漢
民
族
以
外の
民
族に
つ
い

て、
今
口
のソ
連と
同
じ
よ
う
な
問
題が
厳
然
と
存
在
する
ζ
と

はい

う
ま
で
も
ない。

だ
が 、
い
ず
れ
に
せ
よ 、
つ
ね
に
「
中
華
思

想」
に
基づ
い
て
自
己

中心
的
な
世
界を
形
成し
よ
う
と
する
中
国
人
の
意識そ
の
も
の
が
根

本
的に
変ら
ない
か
ぎり 、
中
国の
分描
化
問
題も
そ
う
軽々
に
議
論

で
き
ない
と
と
が 、
と
と
で
の
重
要
な
前
提で
あ
る 。

だ
と
す
れ
ば 、
問
題

は
次
の
よ
う
に
提起で
き
る
の
で

は
ない
か。

す
な
わ
ち 、
ま
ずJ
第一
に

は、
中
固に
そ
う
し
た
中
国
人
意
職と
し
て

の
「
中
華
思

想」
ない
し

は
自
民
族
中心
主
義（エス
ノ・
セン
トHズ

ム） 、
お
よ
び
そ
の
メ
ダ
ル
の
裏
側
の
よ
う
な
価
値
観で
あ
る
事
大
主

義を
克
服
する
よ
う
な
意践の
変
革
が
起る
か
ど
うか 。

と
れ

は
き
わ
め
て
重
要
な
問
題で
あ
る 。
私
が
天
安
門
事
件
を
も
た

ら
し
た
民
主
化
運
動
を
高
く

評
価
す
る
理
由の一
つ

は、
ま
さ
に
そ
う

し
た
意
織
変
革
の
方
向
が 、
数
千
年
来の
中
国
の
歴
史
始
まっ
て
以

来 、
初め
て
姿を
見せ
た
か
ら
で
あっ
た。
中
国の
知
識
人
や
学
生
な

ど
の
あい
だ
に、
自
分
た
ち
が
民
主
化
を
求め 、
自
由
を
求め
る
な
ら

ば、
た
と
え
ば
チベ
γ
ト

の
人
た
ち
の
抑
圧
さ
れ
た
状
況に
対
し
て
も

共
感
し 、

痛
み
を
分
ち
合わ
な
け
れ
ばい
け
ない 、
とい
う
意識が
初

め
て
出
て
き
た。
と
れ

は「
中
華
思

想」
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
なっ
て

き
た
中
固に
とっ
て、
有
史
以
来
初め
て
の
意
謡
変
革の
芽で
あ
る 。

さ
ら
に
天
安
門
事
件の
の
ち 、
民
主
化
運
動
が
抑
圧
さ
れ
る
に
及
ん

で、
と
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
や
地
域
的
な
差
異に
よっ
て
て
ん
で

ん
ば
ら
ば
ら
で
あっ
た
中
国
人
世
界が 、．一
つ
に
なっ
て
民
主
化
運
動

を
支え
よ
う
と
し
た。
香
港で

は、
そ
の
日
の
金
銭
的
利
益の
ほ
か
政

治に
まっ
た
く
関心
を
示
さ
なかっ
た
よ
う
な
住
民
た
ち
が 、
何
と
二

百
万
人 、
つ
ま
り

三
人
に一
人
の
割
合で
デモ
に
立
ち
上
がっ
た。
台

湾で
も
同
じ
よ
う
な
デモ
が
起っ
て
中
正
紀
念
堂の
広
場
を
埋め
た。

そ
の
他 、
東
京 、
ニ
ュ
ーヨ
ー
ク 、
パ
リ
な
ど 、
外
部
世
界の
地に
も

連
帯が
広が
り 、
中
国
圏
内
の
民
主
化
運
動と
相
呼
応
し
よ
う
と
す
る

大
き
な
意
職
務
命の
波
が
起っ
た
と
と
に
注
目
し
・な
け
れ
ば
な
ら
な

い。
そ
と
に
初め
て
自
民
族
中心
主
義の
典
型で
あ
る
「
中
華
思

想」

を
克
服し
よ
う
とい
う
方
向が
出
て
き
た
の
で
あ
る 。

第二
に、
中
国
が
経
済
的
再
編を
遂
げる
過
程で、
経
済
建
設
や
地

域
的
な
ま
と
ま
り
の
達成
に
とっ
て、
今日
の
巨
大
な
人口
と
あ
ま
り

に
も
大
き
す
ぎる
国
土

は、
も

は
や
極
桔
以
外の
何も
の
で
も
ない 、

とい
う
認
識が
生
れつ
つ
あ
る
ζ
と
で
あ
る 。
と
れ
も
中
国
の
歴
史に

か
つ
て
なかっ
たと
と
で
あ
り 、

現に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方は
か
な
り
独

自の
歩み
を
始め
てい
る 。

そ
れ

は
あ
た
か
もソ
連K
－おい
て、
数
年
間のペ
レ
ス
トロ

イカ
が

行
き
詰
り 、

問
題が
多く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど 、
一
一閣の
市
民
社
会
的
な

成
熟が
生じ
た
の
と
同
じ
よ
う
に、
中
国の
改
革・
開
放
の
十
年
聞
が

却4



けっ
し
て
順
調に
進ま
ず 、
あ
ち
と
ち
で
デッ
ドロ
ッ
ク
に
ぶ
つ
かっ

た
が
ゆ
え
に
起っ
た 、
新
しい
動
きで
あ
る。
そ
の
代
表
的
なモ
デル

が 、
エ
ズ
ラ・
グォ
l

ゲル
箸
『
中
国
の
実
験』
（邦訳 、
日
本経
済新

聞社）
で
明
瞭に
描
き
出
さ

れ
た 、
広
東
省の
独
自の
経
済
的・
社
会

的
な
発
展で
あ
ろ
う 。

一

「
中
華
合
衆
国
」

か
、
「
中
華
連
邦」

か

…

さ
て、
中
国
が
分権
化
し
た
盗と

は、
ソ
迎
型
の「
中
華
連
邦」
な

の
か 、
あ
るい

は
ア
メ
リカ
型の
「
中
華
合
衆
国」
な
の
だ
ろ
うか 。

私
は
従
来か
ら、
ア
メ
リカ
型の
「
中
華
合
衆
国」
と

い
う
展
望
が
あ

っ
て
も

よい
と
考
え
て
きた。
な
ぜ
な
ら
米中
両
国に

は、
実

は
か
な

り
の
共
通
性
が
あ
るか
ら
で
あ
る。

そ
の
社
会
的
共
通
性は、
第二
次
大
戦後の
米
中
対
立 、
米
中
冷
戦

の
状
況
下K
－お

い
て
すら、
米
中
関
係の
深
部に
お

い
て
育
ま

れ
て
き

INTE剛刈ゆNAl HOTEL N/C,(J(A 

め
ぐ
る
季
節
に
想
い
を
寄
せ
て

厳しい本さに向かい、
味わいが喰かになってゆ
きます。

日本ならではの旬の錠
沢歩名古庖図際ホテルの味の
お席で

ゆっ
〈りご泌能くださいませ。8つのレストラン・パーが

各店惜哩向や禄らした味わいでおも
て容しいたしてお
ります・

た
と

いっ
て

よい。
歴
史
的に
も
ア
メ
リカ
に
とっ
て
中
国

は、
悠
久

の
文
明
大
国
と
し
て
つ
ね
に
畏
敬
すべ
き
存
在
で
あっ
た
し 、
中
国に

とっ
て
の
ア
メ
リカ

は、
多く
の
中
国
人
が
ア
メ
pカ

社
会に
移
住
し

て
い

ると
と
に
明
ら
か
な

よ
うに 、
最も
頼り
に
すべ
き
外
国
で
あっ

た 。し
た
がっ
て、
現
在
お

よ
そ
三
十の
省に
分

れ
て

い
る
中
国
の
省

が 、
各
省ど
と
に
地
方
分
梅
化
を
図
り 、

省ど
と
の
自
主
性を
強
化
す

る
な
か
で、
五
十
州の
ア
メ
リカ
と
ほ
ぼ
同
じ

よ
う
な
国
家
的
再編を

な
し
得
ない
も
の
か 、
とい
う
筋
道も
十
分
考
慮に
値
す
る。

た
だ
し
・中
国
に

は、
た
と
え
ば
チベ
ッ
ト 、

新
調
ウ
イ
グ
ル
自
治

区 、
内モ
ン
ゴ
ル
と

いっ
た
少
数
民
族
地
域
が 、
一
定の
領
土
的
基
盤

の
上
に
存
在
す
る。
そ
の
点
ア
メ
p
カ
で

は、
白
人 、
黒
人
ば
か
り

か 、
イン
ディ
アン 、
ヒ
スパ
ニ
ッ
ク 、
アジ
ア
系
が
入
り

交り 、
ま

るつ匝

さ
K
M

人
種の
柑
塙d
と
し
て
各
州に
散
在
し
て

い
て、
ソ
連
やユ
ー

ゴ
ス
ラビ
ア
のエ
ス
ニ
ッ
ク・
グル
ー

プ
の
せ
め
ぎ
合い
に
見ら

れ
る

命名古屋国際ホテル
t:t(052)961-3111 
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ペ一伯爵夫人。匁付wr

m
世
紀
の
尖
食
文
化
を
今
に
詮
ら
せ
た
バ
le
有
サ
イ
ズ
の日
弔
ナ
l
ケ
ー
キ
で
す．

素
敵
な
パ
ー
テ
ィ
や
お
も
て
な
し
に
最
適
で
す。

� 
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－
ミッ
クス
フル
ーツ 、

チョコレ
ー
ト ‘
ア
ー

モン
ド
プ
ディン
グ 、
グレ
ー

プフル
ーツ

の
4
橿
顕・
4
個
入
》
2 、
0
0
0｛
後
期）
ほ
か
各
種 。

よ
う
なか
た
ち
のエ
ス
ニ
シ
ティ
の
問
題は
当
面
存
在
し
ない。
そ
の

意
味に
お

い
て、
中
国
は
根
本
的に
ア
メ
リカ
と
違っ
た
様
相
を
呈
し

て
い

る
と
と
が 、

ま
ず
指
摘
さ

れ
な
け

れ
ば
な
ら
ない。

第こ
に
は 、
中
国
の
場合 、
北
京
語に
よ
る
言
語的
統一
が
図ら

れ

つ
つ
あ
る
が 、
そ

れ
は
あ
く

ま
で
もコ
ミュ
ニ
ケ
ー
ショ
ン
の
手
段
と

し
て
の
使
用K
止

ま
り 、
あ
た
か
も
ア
メ
リカ
国
民の
圧
倒
的
多
数が

英
語を
共
通
の
言
葉に
する
が
ど
と
く
に、
北
京
語は
中
国
人
共
通
の

ネ
イ
ティ
ブ・
ラン
ゲ
ー

ジに
は
なっ
て

い
ない。
同
じ
漢
民
族で
も

広
東
人 、
福
建
人 、
上
海
人
など
の
人
び
と
は 、
家に
帰れ
ば
そ

れ
ぞ

れ
の
地
域の
方
言
を
使っ
て

い
る
し 、
チベ
ッ
ト

やモ
ン
ゴ
ル 、
そ

れ

に
ウ
イグル
な
ど
の
トルコ

系
住
民は 、
漢
民
族
と

まっ
た
く
違っ
た

言
語を
本来もっ
て

い
る。
と
と
に
も
ア
メ
リ
カ
と
の
大
き
な
違い
が

ある 。そ
し
て
何よ
り
も 、
ア
メ
リカ
的
な
合
衆
国の
デモ
ク
ラ
シ
ー

が
貫

徹
す
る
ため
に
は 、
自
由
と
人

権に
基づ
く 、

ま
さ
に
ア
メ
HYカ
の
建

国
以
来の
型
念
が
必
要で
あ
る 。
だ
が
今
日
の
中
国に
は 、
「
中
華
思

想」 、
あ
る

い
は
自
民
族
中
心
主
義
と

い
う
民
族
の
伝
統
的
習
性
は
あ

っ
て
も 、
そ
う
し
た
理
念は
存
在
し
・ない。

私
は
将
来
的に
孫
文
の
三
民
主
義が
新
た
な
装い
を
もっ
て
復

権
す

る
可
能
性
を
否
定
し
ない
が
（
現に
台
湾で
は 、
自由・
民主・
均富とい

う，
現代の三
民主
義d
が標傍されてい
る） 、
「
毛
沢
東
思

想」
やマ
ル

クス・
レ
lニ
ン
主
義は
も
は
や
統
合の
理
念
た
り

得
ない。
ア
メ
HY

カ
が
「
理
念の
共
和
国」
で
あっ
た
の
に
対
し
て、
中
国
の
場
合は 、

そ
う
し
た
全
体
を
統
括
する

よ
う
な
理
念
を
欠い
て

い
る
の
で
あ
る 。

ま
た、
間
接
選
挙
と
はい
え 、
すべ
て
の
ア
メ
リカ
人
の
政
治
的
参

加
の
も
と
に
実
現
する
米
大
統
領
選
挙の

よ
う
な
政
治プロ
セ
ス
を
中

固に
当
て
は
め

よ
う
と
し
て
も 、
そ
と
に
は
さ

ま
ざ

ま
な
歴
史
的、
社

会
的
な
差
異が
あ
り 、
ζ
の
点
で
も
・中
国
は
ア
メ
リカ
合
衆
国
と
は
対

比
し
に
くい。

結
局 、
ソ
連
型
の
「
中
華
連
邦」
も
し
く
は
「
中
華
連
邦
共
和
国」



とい
う
選
択
肢が
残る
の
で
あ
る
が 、
そ
れ

は
は
た
し
て
可
能
だ
ろ
う

か。
と
の
点で
注
目
すべ
きζ
と

は、
最
近の
中
国の
民
主
化
運
動
を

担っ
た
人々
の
あい
だ
に 、
「
中
華
迎
邦」
へ
の
期
待 、
あ
るい

は
そ

の
よ
う
な
将
来

構
想
が 、
当
面

は
た
ん
な
るス
ロ
ー

ガ
ン
だ
と
し
て

も、
すで
に
出は
じ
め
てい
る
と
と
で
あ
る 。

た
と
え
ば 、
か
つ
て

は
越
紫
陽
総
書
記の
ブ
レ
ーン
と
し
て
中
国
知

識
人
の
あい
だ
で
きわ
め
て
高い
信
頼を
得て
お
り 、

天
安
門
事
件に

よっ
て
悔
外
亡
命を
余
儀
な
く
さ
れ
た
政
治
学
者・
厳
家
其
氏と、
私

はパ
リ

で
会っ
た
ζ
と
が
あ
る 。
彼

は
私
の
著
書
『
中
国
の
悲
劇』

（
綿設社）
の
なか
の
「
中
議
連
邦
共
和
国」
とい
う
表
現に
共
感を
示

し 、
自
分
た
ち

は
「
民
主
中
国
陣
線（
巾国
民主同盟）」
の
政
策
目
標

と
し
て、
「

結束専
制（
常時制の
終結） 、

維護人
権（人備の
僚議） 、
置

建
共
和（共和国の
再建） 、
締
造
聯
邦（
迎邦制の
結
成）」
と

い
う
表

現で、
連
邦
制のス
ロ
ー

ガ
ン
を
掲
げてい
る 、
と
強
調
し
てい
た。

さ
ら
に

は
先ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に 、
「一
つ
の
中
国」
へ
の
求
心

人口の都

市集中は人々
の憲
鴎＋句 、
生活をとう衰えたか？

力
と
と
も
に 、
分

権
的
な
政
治
的、
経
済
的
な
配
置に
よ
る
中
国の
統

治
とい
う
試み
が
ζ
れ

ま
で
に
存
在
し
て
き
たと
と
を
指
摘
し
て
も
よ

い
だ
ろ
う。
た
と
え
ば 、
か
つ
て一
九二
0
年
代の
軍
閥
割
拠
時
代に

は、
中
国の
近
代
的
な
国
家
再
建を
述
邦
主
義の
立
場か
ら
推
進
し
よ

う
と
する
「
迎省
自
治」
運
動
が
あっ
た。

各
省が
省
憲
法
を
制
定
し
て
省
自
治
を
行い 、
そ
れ
を
基
礎に
連
省

会
議を
設
け
て
国
家を
再
編し
よ
う
とい
うζ
の
運
動

は、
一
時 、
中

国
全
土
に
広
範な
広が
り
を
見せ
たと
と
が
あっ
た。
中
国
革
命の
戦

略と
し
て

は、
毛
沢
東の
「
農
村
が
都
市
を包
囲
する」
とい
う
戦
略

と
対
立
し
て
保
用
さ
れ
なかっ
た
が 、
「一
省

ま
た

は
数
省に
お
け
る

革命の
首
先
的
勝
利」
とい
う

構
想

も
あっ
た。

と
れ

は一
九三
0
年

代に
急
進
派のス
ロ
ー

ガン
と
し
て
捨て
去ら
れ
た
が 、

革命に
お
け

る
省
単
位の
段
階
的
発
展を
考
え
た
も
の
で
あっ
た。

だ
が 、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
も
「
地
方
分

権
化」
の
考
え
方

は、
た
と
え
ば
文
化
大
革
命の
時
期

ま
で
の
中
国
共
産
党の
支
配
の

構

田

中康夫
も
艶
山
民
夫
も
鼠っ
と
ほ
せ
W

江
波

書E
f � 皇e両J‘ら
を疎会地
描化と域〈の放に
モF 巡 郷線下むのをみ村岡下しででみノ起揺しンるれてフ織るい
イ々若る
クな 者 大
� � .I へンマ逃都

野
坂
昭
如

千人斬りの刃を持ちかえて 、
我ら

がノサカが 、
問
中康夫から
宮崎事

件 、

構内陣戦争 、
金
融ス
キ守
ン
ダル

等々
、

世紀末の日
本を一

万両断！
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造の
なか
に 、

中央中南
局（
広
東省 、

塑南省などの
広滋的ないくつ

か
の
省を
統括
する）
や 、
東
北
三
省
（
旧
満
州）
を
統
括
す
る
東
北

局 、
あ
るい

は
上
海 、
青
島
あ
た
り
の
漸
江
省 、
江
醇
省を
統
指
す
る

華
東
局と

い
う
よ
うに 、
広
域
的
な
地
方
分

権
化の
組織
的
基
盤が
存

在
し
たζ
と
に
も
表わ

れ
て

い
る。

し
か
も、
右
の
ご
省
ま
た

は
数
省に
お
け
る
革
命の
首
先
的
勝

利」
と

い
う
戦
略

は、
今日
の
経
済
的
念
実
態
を
考え
る
と 、
中
国
全

体
が一
度に
テ
イ
ク・
オ
フ
し 、
平
均
的に
盟か
に
なっ
て

い
く
と
と

が
き
わめ
て
困
難
な
だ
けに 、
可
能
な
と
ζ
ろ
か
ら
テ
イ
ク・
オ
フ
し

て
い

き、
経
済
成
長
を
遂
げる
と
と
に
よっ
て、
そ
の
波
及
力
を
他に

も
及
ぼ
す
と

い
う 、
「一
省ま
た

は
数
省に
お
け
る
経
済
的
発
展の
首

先
的
勝
利」
とい
う
意
味で、
十
分
顧
み
ら

れ
て
よ

い
の
で

は
ない
か

と
思わ

れ
る。

し
か
も、
と
の
よ
う
な 、
あ
る
種の
広
域
的
な
地
方
分

権
ない
し
連

邦
制と

い
う
考え
方は、
中固に
お
け
るこ
砲の
独
立
運
動
と
し
て
も

208 

存
在
し
て
きて

い
る。
た
と
え
ば 、
今日
の
李
登
輝
体
制の
台
湾に
お

い
て

は、
野
党の
民
進
党の
なか
の
新
潮
流
派
の
よ
うに 、
台
湾
即
時

独立
をス
ロ
ー

ガ
ン
に
掲
げて
デモ
を
行
なっ
て

い
る
グル
ー

プ
が
あ

る 。
中
国
自
身も
将
来
的
な
台
湾
独立
を
大い
に
懸
念
し
て

い
る。
日

本や
ア
メ
リ
カ
に
亡
命し
て

い
た
台
湾
独
立
運
動の
人
た
ち
も、
あ
る

種の
政
治
的
なレ
ジ
ティ
ア
ゾ
l

を
獲
得
しつ
つ
あ
る 。

一
つ
の
民
族
が
あ
る
種の
歴
史
的
時
間
を・
経
過
し 、
共
通の
言
語、

共
通
の
テ
り
ト
リ
1

（
領域） 、
共
通
の
経
済
闘
を
も
っ
と
と
に
よっ

て
国
家が
成
立
す
る
と
す
る
な
ら 、
台
湾は
す
で
に一
つ
の
民
族
国
家

を
形
成
すべ
き
根
拠
を
十
分に
もっ
て

い
る。

ま
た、
今日 、
中
国
当
局
が
非
常に
神
経
を
と
が
ら
せ
て

い
る
問
題

に 、
新
彊ウ
イ
グル
自
治
区
の
ウ
イ
グル
族
の
動
向
が
あ
る 。
つ

い
最

近も、
トル
コ
系
住
民で
あ
る
ウ
イ
グル
族
ら
の
デモ
が
各
地で
あっ

た
し 、
二 、
三
カ
月
前に
も
ウル
ム
チ
を

は
じめ 、
カ
シュ
ガ
ル
やホ

ー
タン
な
ど
各
地で
蛸
起
し
た
ウ
イ
グル
族
ら
の
イス
ラム
教
徒の
住



民に
対し
て、
たい
へ
ん
な
抑
圧
が
加
え
ら
れ
た。

天
安
門
事
件に
先立つ
民
主
化
運
動の
過
程で

は、
北
京に
戒
厳
令

が
発
布
さ
れ
た
八
九
年五
月
十
九
日 、
ウル
ム
チで

は
ウ
イグル
族の

反
乱に
対
する
徹
底
的
な
弾圧
が
行わ
れ 、
多く
の
死
者
や
血
の
犠
牲

が
存
在
し
たζ
と
が
後に
明ら
か
に
なっ
た。
と
れ
ら
の
地
方に

は
外

国の
報
道
関
係
者が
入っ
て
hs
ら
ず 、
実
態

は
十
分
明ら
か
で

は
ない

が 、
状
況

は
か
な
り

深
刻で
あ
り 、
と
れ
ら
の
トル
コ
系
住
民
が
最
近

の
ソ
迎の
各
民
族
共
和
国の
分
離
独立
化へ
の
潮
流や
迎
邦
制
解
体へ

の
動
きに
刺
激
さ
れ
て、
大
き
く
流
動
化
し

は
じめ
てい
る
ζ
と

は
間

違い
ない。

ま
た
東
北
地
区

は、
かつ
て
日
本の
植
民
地
統
治
下に
あっ
た
地
域

だ
が 、
つ
ね
に
独立
王
固
化
する
危
険が
あ
る
と
と
を
中
国
当
局
も
し

ば
し
ば
警
戒
し
て
き
た。
中
華
人
民
共
和
国
建
国
当
時 、
中
国
共
産
党

の
ナンバ
ー
4
の
地
伎にい
た
高闘は、
毛
沢
東 、
劉
少
脊ら
と
対
立

し 、
一
九五
四
年に
述
捕さ
れ 、
五
五
年に
獄
中で
自
設し
た。
と
の

このエンプレムを
覚えてほしい

自国島大掌のZンプレム民はJ広〈世界’r
m台に活帽する人”に宵。τほしい』と
いう、Mぃ思いが込められτいま曹、

高闘の
罪状

は、
東
北
を
独
立
王
国
化
し
よ
う
と
し
た
ζ
と
で
あ
る
と

い
わ
れ
た。
そ
れ
ほ
ど

まで
に
東
北に

は、
中
国
大
陸
本
土
と

は
独せ

し
た
存
在で
あ
ろ
う
と
す
る
歴
史
的
な
衝
動
が
強かっ
た
の
で
あ
る 。

ζ
れ
ら
の
動
き
が
当
面 、
中
国
共
産
党の一
党
独
裁
体
制と 、
民
旋

の一
元
的
な
求
心
力 、
そ
し
て
あ
く

ま
で
も
中
国
が
世
界の
中心
で
あ

り 、
周
辺の
「
野
蛮人」
の
国

は
「
属
国」
と
し
て
中
華
帝
国の
指
導

に
従うべ
き
だ 、
と
の一
部の
中
国
的
世
界秩
序〈
チャ
イニ
ーズ・
ワ

ール
ド・
オーダー）
を 、
つ
ね
に
初か
し
て
き
た
と
と
も
歴
史
的
事
実

で
あ
る 。

と
う
し
た
中
国
社
会の
歴
史
的
な
経
過 、
な
ら
び
に
今日
の
ソ
連κ

見ら
れ
る
よ
う
な
連
邦
解
体へ
の
衝
動 、

ま
た
二
十｝
世
紀に
か
け
て

ま
す

ま
す
重
要
な
課
題と
な
る
で
あ
ろ
う
国
民
国
家とエ
スニ
シ
テ
ィ

の
矛
盾とい
う
問
題
を
考
え
た
と
きに、
中
国

は
ζ
れ
か
ら

ま
さ
にソ

連が
今日
た
ど
る
よ
う
な
道
筋
を
た
ど
り

は
じめ
て
ゆ
く
の
で

は
ない

か。
そ
れ

は
歴
史の
流れ
の
なか
で
不
可
避で

は
ない
か 、
と
私

は
考

•�:z:�:fJ－拡�』

・z，、，ィ:713.三X揖e
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国ALESCQ
塗
料
を
極
め
る
と
色
が
消
え
た。

ダ署長

え
て

い
る。

や
が
て

い
ま
の一
党独
裁
体
制が
崩

れ、
中
華
人
民
共
和
国
が
解
体

し
て
ゆ
く
か
も
し

れ
ない。
そ
う
し
た
状
況の
なか
で 、
新
しい
政
治

感
覚と
政
治
意識が
生

れ、
ま
た
民
族
問
題が
もっ
と
本
質
的
な
解
決

を
迎
え
る
展
望も
切
り
開か

れ
て
く
る
の
で

は
ない
か。
そ
う
し
た
将

来構
想

を
もっ

と
と

と
そ
が 、
今日
の
中
国の
再
生へ
の
道で
あ
り 、

膨
大
な
人口
を
擁
し
て
貧
困に
あ
え
ぐ
状
況
を
克
服し
て
ゆ
く
重
要
な

道筋で
は
ない
だ
ろ
うか 。

中
国

は
当
面 、
あ
く

ま
で
も
中
国

は一
つ
で
あ
る
と

い
う
前
提の
も

と
に 、
か
ろ
う
じ
て
香
港に
つ

い
て

は
ご
国
両
制」 、
つ

ま
り一
つ

の
国
家の
なか
に
社
会
主
義と
資
本
主
義が
共
存
する
とい
う
政
策を

提
起
し
て

い
る。
しか
し
現
実に

は、
広
東
省
全
域

は
すで
に

い
ち
じ

る
し
く
「
香
港
化」
しつ
つ
あ
り 、「一
国
両
制」

は
香
港に
限
ら

れ

得
ない
状
況に
なっ
て
きて

い
る。

と
れに
対し
て
台
湾（
中議民国）
側は
ご
国二
政
府」 、
一
つ
の

"'" 
噂探持掛6《持」

むよ：ちの地正事l久無数の色彩で影

られています�tU�に鈎卯したJlしい

色を例泊する以外に愈料にc：. 調E

材や緯m物をf草aするともう大切な

役割があり．資源のむt！づかいa

防いでL法定ちらにIt”を研究して
t・〈ι続し弘、織飽が次q I刷�され、
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国の
なか
に
二
つ
の
政
府が
存
在
す
る
と

い
う
現
実
を
認め
る

よ
う
主

張
し
て

い
る。
だ
が
私

は、
さ
ら
に
も
う一
つ
次
元
を
飛
び
越
え
て、

中
国
が一
つ
の
緩
やか
な
連
邦
体
制を
と
る
な
か
で 、
中
国
的
世
界に

さ
ま
ざ

ま
な
政
府が
多
元
的に
存
在
する
と

い
う
「一
国
多
政
府」
論

を
考
え
て
み
たい。

と
う
し
た
ご
国
多
政
府」
の
なか
で 、
そ

れ
ぞ

れ
の
共
和
国
が 、

経
済
的
発
展
や
民
主
化の
到
達の
度
合い
を
競い
合
うζ
と

と
そ 、
中

国
社
会
が
全
体と
し
て
再
び
活
力を
も
ち 、
人
口
問
題
や
経
済
問
題
を

自ら
の
テ
リ
ト
リ
ー

の
なか
で
解
決
し
て

い
く

と
と
が
で
き
る
唯一
の

方
向で

は
ない
か
と
さ
え
思う。

一
「
中
華
連
邦
共
和
国」
の
青
写
真

‘
一

「
中
華
連
邦」
も
し
く

は
「
中
華
述
邦
共
和
国」
の

構
想

を
さ
ら
に
具

体
的に
考
え
て
み

よ
う。
も
と

よ
り 、
あ
の
広
大
な
中
国
が
行
政
的に



土全国中

。海南
ど
の

よ
う
な
形で
分れ
てい
くべ
きか
に
つ
い
て
は 、
さ
ま

ざ
ま
な
青
写
真が
あ
り

得
る 。
し
た
がっ
て、

と
ζ
で
は一

つ
のパ
イロ
ッ
ト・
プ
ラ
ン
を
提
示
す
る
に
止
ま
る 。
ま

た、
そ
れ
はい
う
ま
で
も
な
く 、
現
在
の
部
小
平
体
制 、
あ

るい
は
中
国
共
産
党
独
裁
体
制が
崩れ
た
あ
と
の
中
国
再
建

の ．フ
ラン
で
あ
る

と
と
を
前
提に
し
た
も
の
で
あ
る 。

ま
ず 、
当
面 、
一
九
九
七
年
六
月三
十
日
を
期し
て
中
国

へ
の
返
還が
約
束さ
れ
てい
る
香
港に
つ
い
て、
中
国
当
局

は
英
中
協
定
の
な
か
で 、
今
後
五
十
年
間 、
「一
国
両
制」

の
も
と
で
香
港の
現
状を
維
持
す
る 、
とい
っ
てい
る 。
に

も
か
か
わ
ら
ず 、
香
港の
住
民
は
大
き
な
不
安と
動
揺に
さ

い
な
ま
れ
て
お
り 、
そ
れ
は
九
月
十
五
日
に
行わ
れ
た
香
港

の
立
法
評
議
会の
部
分
的
選
挙で 、
民
主
派つ
ま
り

反
中
国

グル
ー
プ
が
圧
倒
的
に
勝
利
し
た

と
と
に
も
現
わ
れ
て
い

，。 。と
う
し
た
潮
流の
なか
で
英
中
協
定
を
見て
み
る
と 、Bそ

れ
は
香
港
住
民の
意
思を
まっ
た
く
問
うと
と
な
く 、
彼
ら

の
頭
越
し
で
取
り

決め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で 、
そ
れ
が

い
か
に
香
港
人
の
基
本
的
人

権、
あ
るい
は
香
港
人
の
政
治

参
加
を
無
視
し
た
も
の
で
あっ
た
か
が
や
が
て
関わ
れ
は
じ

め
る
だ
ろ
う 。

「中1喜連邦共和国J 玖鈴

ζ
れ
ら
の
点を
考
え
る
と 、
香
港は
中
国に
回
収
さ
れ
て

特
別
行
政
区
に
な
る
とい
う
中
途
半
端
な
状態で
は
な
く 、

211 



技
術
で
未
来
を
考、
え
る

「
香
港
共
和
国」
と
し
て
緩
や
か
な
「
中
華
連
邦」
の一
翼
を
担
う

よ

う
に
なっ
て
も
何
ら
不
思
議は
ない。
－た
と
え
地
理
的に

は
小
さ
く 、

植
民
地
主
義の
名
残り
を
残
す
地
域
だ
と

はい
え 、
香
港はい
ま
や
世

界第
十一
番
目の
貿
易
大
国で
あ
る 。
ボ
ー

ダ
ーレ

ス 、
相
互
依
存と

い
う
国
際
化
時
代に
お

い
て

は、
領
土
の
広さ
だ
け
が
すべ
て
で

は
な

い。
む
し
ろ
経
済
的
実
体と
し
て
香
港が
占め
る
位
置は、
中
華
人
民

共
和
国
を
凌ぐ
ほ
ど
に
き
わ
め
て
大
きい
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
ない。

い
ま
や
中
国
本土へ
の
投
資の
七
O
%は
香
港を
経
由
し 、
中
国の

対
外
貿
易の
最
大の
相
手
先が
香
港で
あ
る 。
し
か
も
香
港の一
人
当

りG
N
P

は一
万二
O
O
O
米ドル 、
間も
な
く一
万五
0
0
0
ドル

に
手が
届く
と
推
測さ

れ
る。
そ

れ
は
優に
「
香
港
共
和
国」
と
し
て

の
実
体
を
耐
え
て

い
る
と

い
え

よ
う。
一
人
当
りG
N
P

はい
ず

れ
も

香
港の
半
分
以
下 、
人口

は
最
大
限
見
積っ
て
も
香
港の
半
分
ぐ
らい

で
あ
るパ
ル
ト

三
国
が 、
国
連に
加
盟し 、
西
側
諸
国に
認め
ら

れ
る

とい
う
と
と
で
あっ
て
み

れ
ば 、
香
港は
十
分に
共
和
国と
し
て
の
存

園田熊 谷 組
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在
意
義
を
もっ 。

共
和
国と
なっ
た
香
港は、
世
界
経
済の
なか
で
重
要
な
国
際
的
役

割
を
果
し 、
香
港
自
身 、
さ
ら
に
活
力
を
もっ
た
生
き
生
き
し
た
社
会

に
なっ
て

い
く
だ
ろ
う。
そ
し
て

い
ず

れ
香
港
住
民の
意
思に
基づ

い

て
大
統
領
な
り

首
長
が
選
出
さ

れ
る

よ
う
な
体
制に
な
ら
ない
か
ぎ

り 、
香
港問
題の
根
本的
な
解
決は
ない
と
私

は
考
え
て

い
る。

そ
し
て、
香
港
が
も
し
「
中
華
連
邦」
下
の
共
和
国
に
なっ
た
場

合 、
隣
接
す
る
深
洲 、
あ
る

い
は
広
東
省

は
ど
う
な
る
の
か 。
広
東
省

はい
ま 、
発
展
する
中
国の
沿
岸
地
方の
なか
で
も
最も
活
力に
満ち

た
地
域に
な
りつ
つ
あ
る 。
一
人
当
り
G
N
P

は
推
定
約一
0
0
0
ド

ル
と 、
中
国の
他
の
地
域K
比べ
て一二
倍
近い。
現に、
広
東に
行
け

ば
飯が
食
え
る
と 、

省都・
広
州を
目
が
け
て、
湖
南
省
や
四
川
省 、

あ
る

い
は
広
西
チ
ワン
自
治
区か
ら
大
勢の
農
民
が
出
稼
ぎに
きて

い

ス》。と
す

れ
ば 、
広
東省の
なか
の
深
別
経
済
特
別
区 、
さ
ら
に

は
そ
の



北に
隣
接
し 、
い
ま
や
深
別と一
体の
経
済
区に
なっ
てい
る
宝
安
県

は、
思い
切っ
て
「
香
港
共
和
国」
と一
緒に
なっ
て

は
ど
うか 。
香

港に
とっ
て
致
命
的
な
問題

は
ま
さ
に
テ
リ
ト
p
ー

が
小
さい
と
と
だ

が 、
深
別
経
済
特
別
区
と
宝
安
県を
加
え
ると
と
に
よっ
て、
香
港の

経
済
的
実
体は
さ
ら
に
強
く
な
ろ
う 。
B

そ
し
て
そ
の
場
合で
も、
広
東
省
全
体が
も
っ
成
長の
余
力に

は
依

然と
し
て
大
きい
も
の
が
あ
る。
と
く
に、
珠
江
デル
タの
な
か
で
も

小
珠
江デル
タとい
わ

れ
る
イン
ナ
l・

デル
タ・
エ
P
ア
の
可
能
性

は
きわめ
て
大
きい。
と
の
珠
江
地
域
を
中心
に、
広
東

は
独立
共
和

国に
な
り

得る
条
件
が
整い
つ
つ
あ
る
とい
っ
て
よい 。
そ
の
よ
う
な

「
広
東
共
和
国」
が
成
立
す
ると
と
に
よっ
て、
華
南
経
済

は
さ
ら
に

活
気あ
る
も
の
に
なっ
てい
く
の
で

は
ない
か 。

ち
な
み
に
広
東

は、
改
革・
開
放
体
制下に
お
い
て、
すで
に
独立

自
主
的
な
動
き
を
し
て
き
た。
た
と
え
ば 、
国
営
企
業
な
ど
が
収め
る

税収の
九
O
%を
独
自に
留
保
し
て、
北
京に

は一
O
Mm
しか
上
納
し

て
と
なかっ
た。
と

れ
を
指
導し
て
き
た
の

は
広
東
省
長
と
し
て
大
き

な
手
腕
を
発
揮
し
て
き
た
葉
選
平で
あ
り 、

彼
は
広
東K
基
盤
を
もっ

てい
た
中
国
共
産
党の
長
老 、
故
葉
剣
英・
元
全
人
代
常
務

委員長の

長
男で
あ
る。
葉
選
平の
広
東
独立
化
傾
向

は
北
京の
党
中央に
抑
え

ら
れ
て、
一
九
九一
年五
月 、
彼

は
全
国
政
治
協
商
会
議
副
主
席
とい

う
名
目
的
な
役
職へ
の
上
昇と
引
換
え
に、
広
東
省
長
を
実
質
的に
解

任さ
れ
た。
し
か
し 、
そ

れ
ほ
ど
ま
で
に、
すで
に
広
東
省に

は
独
立

的
な
基
盤
が
存
在
す
る
の
で
あ
る。

そ
も
そ
も
人
民
解
放
軍の
広
州
軍
区

は、
従
来か
ら
土
着
化
し
や
す

い
とい
う
習
性
が
あ
り 、
ま
たか
つ
て
文
化
大
革
命の
と
ろ
に

は
陶
鋳

・
党
中
央
政
治

局委員兼
広
東
省
第一
部
記
が
グ

広
東王d
と
し
て
君

臨
し
たと
と
も
あっ
た。
そ
し
て
ま
た
辛
亥
革
命
や
中
国
国
民
革
命の

発
祥の
地で
も
あ
る
広
東省

は、
つ
ね
に
中
国
大
陸
全
体の
なか
で
き

わ
め
て
独
自
な
歴
史
的、
社
会
的
な
地
位
を
占め
て
い
る。
「
広
東
共

和
国」
が 、
「
香
港
共
和
国」
と
の
競
争
の
も
と
に、
珠
江
デル
タ
を

懐

石

料

理

関
－出来るだけご予約を

お願い数します。

友病禅寺呼
電（771) 4116代

・回・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・

度二百
円ずらがゆ』3月15日まで
午前11時”午112時

函二E
『うずら納骨」午前拘 ー 午前11時
『書耕当』正午ー午後4時

直豆司
『うずらがゆ 』午前11崎ー午後B略半
i!昔包宇宙JI町15剣 道普パルコB指
•<03)3464・3258
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収
録

1
9
9
2
年
版

・
A
4
変
型
／
6
7
0
頁

定
価
6、
0
0
0
円（
税
込）

電
子
計
測
器
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は、

わ
が
国
で
利
用
・

販
売
さ
れ
て
い
る
電
子
計

計
測
録
会
社
一
一

五
社、

回、
0
0
0
後
種
を
掲
載。

多
機
化
す
る
計
測
総
援
を

お
部
門
に
分
け、

そ
れ
ぞ
れ
に
技
術
解
脱
も
付
加
し
て
い
ま
す。

船
日
本
電
子
機
械
工
蝶
会
組

－
特
集
一

自
動
計
測
環
境
の
展
望

中心
と
し 、
さ
ら
に
山
間
部にい
た
る
ま
で
今日
の
改
革・
開
放
体
制

を
進め
てい
く
な
ら
ば 、
そ
と
に
非
常に
大
き
な
経
済
的
可
能
性が
出

て
と
ょ
う 。

「
広
東
共
和
国」
を
考
え
る
際に
忘

れ
て
な
ら
ない
の

は、
海
南
山で

あ
る 。
海
南
島は
九
O
年五
月 、
広
東
省か
ら
独立
し
て一
つ
の
省に

なっ
た。
だ
が 、
今
後 、
社
会
主
義を
脱し
て
ゆ
く

で
あ
ろ
うベ
ト

ナ

ム
を
含め
た
東アジ
ア
経
済
闘
が 、
や
が
て
中
国の
華
南
経
済
圏や
華

僑経
済固と
結
びつ
か
ざ
る
を
得
ない
と
と
を
考
え
る
と 、
海
萌
劫は

む
し
ろ
再
び
広
東と一
体
化
し 、
「
広
東
共
和
国」
の一
員
と
な
る
と

と
に
よっ
て
と
そ 、
さ
ら
に
大
き
く
発
展を
する
に
ち
がい
ない 。

ち
な
み
に、
ベ
ト

ナム
の
脱
社
会
主
義
化へ
の
兆
候は、
ベ
ト

ナム

共
産
党に
支
援さ

れ
たカ
ン
ボ
ジ
ア
のへ
ン・
サム
リン

政
権の
基
盤

で
あ
る
人
民
革
命
党が 、
去
る
十
月
中
旬の
臨
時
党
大
会で
社
会
主
義

の
旗
を
下
ろ
し 、
自
由
民
主
主
義と
市
場
経
済
導入
を
決め
て
党
名か

ら
「
革
命」
を
削
除
し
たと
と
に
も、
ま
た
最
近 、
ハ
ノ
イ
に
台
湾の

・申し込みは下記まで。
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貿
易
事
務
所が
設
置さ

れ
たと
と
に
よっ
て
も
示
さ

れ
てい
る。

「
香
港
共
和
国」 、
「
広
東
共
和
国」
の
次に
出
て
く
る
の

は、
現
在 、

台
湾と
の
経
済
関
係
を
強
化
し
てい
る
福
建
省一
帯で
あ
る 。
福
建
省

で
は、
医
門を
中心
と
し
た
経
済
開
発が 、
台
湾
資
本と
の
リン
ケ
ー

ジ
に
よっ
て
今
後 、
大
き
く

促
進さ

れ
よ
う。
省
都の
福
州

は、
ζ
の

みん

地
方を
流

れ
る
巨
大
な
河
川・
関
江の
北に
あっ
て、
歴
史
的に
も
鹿

門 、
泉
州
な
ど
岡
江の
南の
地
方と

は
や
や
隔
絶
し
てい
る 。
し
た
が

っ
て
直門
経
済
特
別
区
を
中心
と
し
た
閥
南
地
方は
「
問
南
共
和
国」

と
し
て
独立
す
る
と
と
を
考
え
て

は
ど
うか 。
穏
和
な
気
風
の
福
建
南

部
は、
広
東
省に
次い
で、
あ
るい

は
今
後の
台
湾の
成
長に
よっ
て

は
広
東
省
以
上
に
成
長
余
力
を
もっ
た
共
和
国に
な
る
可
能
性
が
あ
ろ

ι1 。そ
し
て
も
し
と
と
を
「
間
南
共
和
国」
と
呼ぶ
な
ら
ば 、
台
湾は
当

然 、
台
北
を
首
都と
し
た
「
台
湾
共
和
国」
とい
うと
と
に
な
る。
間

南
地
方と
台
湾を一
体
化
す
る
と
と
も
で
き
る
が 、
すで
に
十
六
世
紀



以
来 、
長い
あい
だ

まっ
た
く
違っ
た
歴
史と
社
会シ
ス
テム
の
も
と

で
存
在し
て
き
た
両
者を一
つ
に

ま
と
め
る
と
と

は
難し

い。
台
湾は

二
千
万
の
人
口
を
も
ち 、
一
人
当
り
G
N
P

は
間
も
な
く一

万
ド

ル

と、．
も
う
十
分
先
進
国へ
の
仲
間
入
り
を
しつ
つ
あ
る 。
と
う
し
た
台

湾が 、
「
中
華
連
邦」
の
なか
で
最
も
指
導
的
な
地
位に
立
て
る
存
在

で
あ
ると
と

はい
う

ま
で
も
ない。

台
湾は
長い
あい
だ
自
由
世
界の
砦と
し
て、
市
場
経
済
メ
カニ
ズ

ム
を
保
持し 、
国
際
社
会か
ら
の
孤
立
化に
もか
か
わ
ら
ず 、
民
間レ

ベ
ル
の
外
交を
通じ
て
諸々
と
国
際
社
会の
なか
に
地
位
を
占め
て
き

た。
一
人
当
り
の
外
貨
準
備
高は、
飛
び
抜
け
て
世
界
第一
位
で
あ

，。 。ζ
の
よ
う
な
台
湾の
経
済
的
実
体が
そ
の

ま
ま
共
和
国に
受
け
継
が

れて
い

く
以
上 、
台
湾が
「
中
華
連
邦」
体
制の
・な
か
で一
一地
方
政
府

に
な
り

下がっ
て
し

ま
う
と
と

は
あ
り

得
ず 、
逆に
自
由
な
選
挙
が
行

わ
れ

る
な
ら
ば 、
台
湾の
李
登
輝
総
統の
よ
う
な
存
在
が
「
中
華
連

麟震竃霊園

邦」
の
首
長に
な
る
と
と
も
あ
り

得る 、
と
私

は
考
え
て

い
る。
と
う

し
て
台
湾は、
新し

い
連
邦
体
制の
なか
で
指
噂的
な
地
位
を
占め
て

い
くと
と
に
・な
る
だ
けの
実
力
を
すで
に
制え
て

い
る。

一

少
数
民
族
が
独
立
す
る
日

一

と
の

よ
う
に、
連
邦
制と

い
う
枠
組の
なか
で
華
南の
経
済
圏を
展

望
し
て
み
る
と
き、
一
一回そ
の
独立
の
必
然
性
が
鮮
明に
な
る
の

は
チ

ベ
ッ
ト

で
あ
る 。
チベ
ッ
ト

はい
う

ま
で
も
な
く 、
チベ
ッ
ト

語、
ラ

マ
教 、
そ
し
て
チベ
ッ
ト

族
とい
う、
すべ
て
に
お

い
て
漢
民
族
と
違

っ
た
歴
史
的
空
間を
長い
年
月
維
持し
て
き
た
に
もか
か
わ
ら
ず 、
一

九
五
O
年 、
中
国
共
産
党が
朝
鮮
戦
争の
ど
さ
く
さ
に

ま
ぎれ
て
侵
攻

し
支
配
し
て
し

まっ
た
地
域で
あ
る 。
そ
の
無
理
が
た
たっ
て、
チベ

ッ
ト

で
はつ
ね
に
中
国
共
産
党の
統
治に
対し
て
反
発が
起
り 、

血
が

流
れ
て
き
た。
そ
の
意
味で、
第二
次
大
戦
中 、
ソ
連に
吸
収
合
併さ

エ
レ
ク

ト
ロ
ニ

ク
ス

会

社

総

覧

1
9
9
1
年
版

・申し込みは下包まで。
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れ
たバ
ル
ト
三
国よ
り
も、
さ
ら
に
色
濃い
か
た
ち
で、
純
粋
な
独
立

をめ
ざ
すべ
き
正
統
性の
根
拠
を
もっ
てい
る。

チベ
ッ
ト
の
最
も
激
しい
反
乱は、
一
九五
九
年
春の
動
乱で
あっ

た。
と
の
と
き、
一
九
八
九
年ノ
ーベ
ル
平
和
貨を
授
与
さ
れ、
い
ま

も
チベ
ッ
ト
に
おい
て
偶
像
的
な
崇
拝の
対
象に
なっ
てい
る
ダ
ラ
イ

・
ラマ
を
は
じめ、
多
く
の
ラマ
僧
や
チベ
ッ
ト
人
が
イン
ド
に
亡
命

し、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
南に
居
住
区
を
つ
くっ
て
今日
に
至っ
て
い

る。
ダ
ラ
イ
こフマ
亡
命政
府に
よ
る
と、
一
九五
O
年
以
来と
の
四

十
年
聞に、
チベ
ッ
ト
で
は
百二
十
万の
人
命が
犠
牲に
さ
れ
た
とい

う。
八
九
年の
天
安
門
事
件の
前
後に
も、
チベ
ッ
ト
で
は
戒
厳
令が

出
さ
れ
た
ほ
ど
激
しい
反
乱が
続
き、
つ
い
最
近
も
不
安
定な
状
況に

陥っ
てい
る。

チベ
ッ
ト
の
分
離・
独
立
を、
現
段
階で
の
外
交
的
諌
題と
し
て
中

国
共
産
党一
党
体
制
下の
中
華
人
民
共
和
国に
押しつ
け
る
と
と
は
難

しい
が、
あ
たか
も
ソ
連
邦
解
体とい
う
流
動
的
状
況に
なっ
た
と
き

のバ
ル
ト
三
国
が
そ
う
で
あっ
た
よ
う
に、
中
国
の
情
勢
が
流
動
化

し、
北
京の
権
民が
崩
れ
れ
ば、
チベ
ッ
ト
の
独
立
は
国
際
的に
も
認

知
さ
れ
や
すい
歴
史
的
環
境に
あ
る。
し
た
がっ
て
「
中
華
連
邦」
内

の
「
チベ
ッ
ト
共
和
国」
とい
う
構
想
が
考え
ら
れ
る
な
ら
ば、
当
然

そ
れ
は
考
慮
に
値
す
る
も
の
と
な
ろ
う。
も
ち
ろ
ん、
と
の
場
合
の

「
チベ
ッ
ト
共
和
国」
に
は、
よ
り
広
範な
民
族
の
自
決
権
と
民
族
自

治が
許さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ない。

も
う一
つ、
中
固に
とっ
て
の
大
き
な
問題は、
先ほ
ど
も
指
摘
し

た
新
組ウ
イ
グル
自
治
区
を
中
心
と
す
る
ウ
イグル
族
な
ど、
トル
コ

系
住
民の
動
静で
あ
る。
あ
ま
り
知
ら
れ
てい
ない
が、
ウ
イ
グル
族

な
ど
の
独
立
志
向
は
ζ
れ
も
長い
歴
史
的
背
景
を
も
ち、
「
東
トル
キ

ス
タ
ン
共
和
国」
樹
立
運
動が
地
下
に
おい
て
迎
綿と
続い
てい
る。

か
つ
て
新
型
を
支
配
し
た
中
国の
軍
閥・
盛
世
才は、
第二
次
大
戦

中、
ソ
連
を
後
楯に
し
て
「
東トル
キス
タン
共
和
国」
を
樹
立
し
よ

う
と
し
た。
建
国
後の
中
華
人
民
共
和
国に
お
い
て
も、
一
九五
八
年

六
月、
ゥ
イ
グ
ル
族
の
反
乱に
対
し
て
中
国
当
局は、
「
東
トル
キス

タン
共
和
国」
とい
う
名
称
を
用い
て、
彼ら
は
分
裂
主
義
者、
地
方

民
肱
主
義
分
子で
あ
る
と
激
し
く
非
難
し
た。

し
か
し
何
とい
っ
て
も
ウ
イ
グル
族
の
政
治
的
な
力
量は
小
さ
く、

そ
の
後
「
束トル
キス
タン
共
和
国」
独
立
運
動
は
忘
れ
去
ら
れ
てい

た
が、
一
九
九
O
年
四
月
初
旬、
ウ
イ
グル
自
治
区
で
起っ
た
反
政
府

運
動の
なか
で、
ζ
れ
が
再び
取
り
沙
汰
さ
れ
たζ
と
は、
き
わめ
て

注
目
に
値
す
る。
『
新
調日
報』
は
当
時、
ζ
の
反
政
府
運
動
は
ま
さ

に
「
束トル
キス
タン
共
和
国」
を
再
興
し
よ
う
と
し
た
武
装
賂
起で

あっ
た
と
伝え
た。

中
国
当
局は
そ
の
事
実
を
で
き
る
だ
け
公
表せ
ず、
表に
出
そ
う
と

し
ない
が、
と
う
し
て
新
酒ウ
イ
グル
自
治
区
の
民
族
運
動は
述
綿と

続い
て
お
り、
先
述
し
た
よ
うに、
天
安
門
事
件
前の
五
月
十
九日
に

は
首
都ウル
ム
チ
で
大
規
模
な
反
政
府
運
動
が
起り、
ま
た
九一
年
七

月
に
もカ
シュ
ガ
ル
で
深
刻
な
暴
動
が
起っ
てい
る。

と
う
し
た
動
静は、
ソ
連
邦の
カ
ザ
フ
共
和
国
な
ど、
中
央
アジ
ア
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を
中
心
と
する
トル
コ
系
住
民、
つ
ま
り
イス
ラム
教
徒の
再
興・
再

編の
動
きと
掴
まっ
て、
き
わめ
て
注
目
さ
れ
よ
う。
そ
れ
だ
けに、

む
し
ろ
中
国はと
の
新
酒ウ
イグル
自
治
区に
大
幅
な
自
治
を
詳し、

「
東
トル
キス
タン
共
和
国」
運
動
を
認め
るべ
きで
は
ない
か
と
恩

ay。も
う一
つ
の
大
き
な
問
題で
あ
るモ
ン
ゴ
ル
は
ど
うか。
い
ま
やモ

ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国は
西
側
化
しつ
つ
あ
り、
脱
社
会
主
義、
民
主
化

の
波が
ウ
ランパ
l
トル
を
完
全に
捉え
てい
る。
周
知
の
よ
うに、

中
国
領モ
ン
ゴ
ル
（内荻古）
に
も
自
治
独
立
運
動
が
述
綿と
存
在
し

て
お
り、
と
の
九月に
も
イ
ギ
リス
の
ジャ
ー
ナ
リス
ト
が
そ
う
し
た

租
密
文
献
を
保
持し
てい
た
と
し
て
圏
外
追
放に
あっ
た。

モ
ン
ゴ
ル
は、
か
つ
て
満
蒙独
立
運
動
を
日
本が
画
策
し
た
地で
も

あ
り、
日
本
人に
とっ
てロ
マ
ン
の
多い
と
ζ
ろ
で
あっ
た
が、
現
実

のモ
ン
ゴ
ル
は
非
常に
厳
しい
遊
牧
社
会
主
義
国
家で
あっ
た
し、
し

か
も
内モ
ン
ゴ
ル
の
場
合、
中
国
共
産
党の
統
治下、
漢
民
族
の
移
住

に
よっ
て、
モ
ン
ゴ
ル
の
漢
民
族
化がい
ち
じ
る
し
く
進ん
でい
る。

内モ
ン
ゴ
ル
自
治
区で
は、
モ
ン
ゴ
ル
人のモ
ン
ゴ
ル
語に
よ
る
教
育

の
機
会も
奪わ
れ
てい
て、
中
国
語
しか
話せ
ない
モ
ン
ゴ
ル
人
が
年

と
と
も
に
増え
てい
る。
あ
ま
り
気づ
か
れ
てい
ない
が、
モ
ン
ゴ
ル

民族
は
か
つ
て
の
東
西ド
イ
ツ、
そ
し
て
南
北
朝
鮮と
まっ
た
く
同
様

に、
ユ
ー
ラシ
ア
大
陸の
内
部に
おい
て
ま
さに
分断
状
況に
あ
る
の

だ。モ
ン
ゴ
ル
族
を一
体
化
し
よ
うとい
う
運
動は、
い
ま
も
汎モ
ン
ゴ

リズ
ム、
モ
ン
ゴ
ル
統一
運
動と
し
て
残っ
てい
る。
だ
が、
地
理
的

に
見る
と
ウ
ランバ
l
トル
と
内
蒙
古の
首
都の
フ
フ
ホ
ト
と
の
あい

だ
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り、
歴
史
的
経
緯か
ら
し
で
も、
内
外モ

ン
ゴ
ル
が
分
離
し
て
き
たと
と
に
は
そ
れ
な
り
の
事
怖が
あっ
た
だ
け

に、
い
ま
すぐ
に
両
者が
統一
し
て
大モ
ン
ゴ
ル
共
和
国
をつ
く
る
と

と
に
は
抵
抗
が
あ
ろ
う。
し
か
し、
当
面は
「
内モ
ン
ゴ
ル
共
和
国」

が
自
由な
立
場か
ら
「
中
護
連
邦」
の一
端
を
担い
つ
つ、
将
来
的に

や
は
りモ
ン
ゴ
ル
は
統一
する
とい
う
道
筋
が
刻
ま
れ
て
し
か
るべ
き

で
は
ない
か。

と
の
点で
注
目
すべ
きと
と
は、
去
る
十
月
中
旬、
モ
ン
ゴ
ル
人
民

共
和
国の
首
都ウ
ランバ
！
トル
で、
内モ
ン
ゴ
ル
自
治
区のモ
ン
ゴ

ル
人
抑圧
に
抗
議
する
デモ
が
初め
て
起っ
たと
と
で
あ
る。
と
う
し

た
動
き
は、
ζ
れ
ま
で
のモ
ン
ゴ
ル
世
界に
なかっ
たと
と
で
あ
り、

そ
の
将
来が
注
目
さ
れ
よ
う。

以
上
の
よ
う
に
展
望
し
て
く
る
と、
た
と
え
ば
黒
龍
江
省、
吉
林

省、

遼態省とい
う
現
在の
東
北三
省が、
一
体
化
し
て
共
和
国と
な

る
と
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る。
首
都
を
癌
陽に
する
か
長
容に
する
か

は
別
と
し
て、
と
の
東
北三
省（
満州）
が、
や
が
て
自
由
経
済シ
ス

テ
ム
の
な
か
で
徐々
に
経
済
的
な
活
力
を
増
す
で
あ
ろ
う
ソ
連
極
東

部、
つ
ま
り
ウ
ラジ
オス
ト
ク
やハ
バ
ロ
フ
ス
ク
や
ナホ
トカ
な
ど
と

と
も
に
経
済
的
な
北
京アジ
ア
の
経
済
交
流の
根
拠
地に
な
り、
い
わ

ゆ
る
北
東アジ
ア
経
済
圏が
実
現
し
てい
く
な
ら
ば、
当
然
「
東
北
共

和
国」
と
し
て
形
を
な
し
て
不
思
議は
ない。
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ビ子、オ紀行
巡
私
ビ
デオ
第二
弾
f
頓
東
巡
私
のn
心
の
旅
路M
がビ
デオ
で
完
成
HHH

富
国
巡
礼
と
と
も
に
百
偲
音
量
場
と
し
τ、
長
い
歴
史
の
あ
る
坂
東
三
＋
＝一
面m
m
脅
迫
礼
。

観
音
書
ま
へ
の
祈
り
の
絡
を
睡眠
像
で
紹
介
す
る
坂
東
ビ
デ
オ
泡
縛．

紙来
三

之
内

一統

き
泌

総

－
内
容一
笹山
1
書
札
所
1
宙開
沼
署
札
所
の
巡
押
⑨
特
別
出
演一
永
井
島
予（
伸
被）、
松
原
e
漕（
宙開
畠帽
の
合
会
長）、
清
水
谷
傘
尚
電源
g
e
考
分－

e
史
・
・
所
主
任｝、
官
野
孟
彦（
炎
天
噂
住
験｝、
丸
岡
－
m｛
隊
唱・
・宮
島町
院）
⑨
仕
線一
ビ
デ
オ
カ
セッ
ト
V
H
S｛
玄
＋
八
分
三
本
組
百
＋
六
分｝

解
脱
・
付｛
等
院
解
脱・

－胃幽陣
殴・
鎗
図
等｝
耳障
噂
カ
ー
トン
ケ
1
ス
入
り
⑨ニ
万
八
千
八
百
四
＋
同（
製
込｝

劃矧鮒矧矧刺劃凶引制州制矧パ岡剛割引剖刑制制組制引川割当
刻川引川副剛判周倒到劃刻制刈川到以刈細則割判引所

御
且耳
厭｛
大
型
折
本
H刊｝
二
千
五
百
円（
副院
る｝

一

中
国
世
界
が
「
自
力
更
生」

す
る
た
め
に

以上、
連
邦
制の
中
固に
つ
い
て
論じ
て
き
た
が、
中
華
民
旗、
漢

民
族
がい
くつ
か
に
分
れ
る
とい
うζ
と
と、
中
華
人
民
共
和
国の
な

か
のい
くつ
か
の
少
数
民
族
地
域
が
独
立
す
ると
と
と
は、
本
来区
別

し
て
考え
な
けれ
ば
な
ら
ない。
しか
し
な
が
ら、
今日
の
ソ
連に
お

け
る
連
邦
制の
解
体と
各
民
族
共
和
国の
独
立
とい
う
流れ
と
比べ
る

と、
中
国は
あ
ま
りに
も
中
固
と
し
て
の一
体
感が
強く、
漢
民
族
の

一
元
的
な
支
配の
歴
史が
長かっ
た
だ
けに、
少
な
く
と
も
半
世紀
ぐ

らい
の、
あ
るい
は
もっ
と
具
体
的に
い
え
ば、
ロ
シ
ア
革命
以
来、

四
分の
三
世
紀の
時
間
的ギャ
ッ
プ
が
あ
る
とい
え
よ
う。

し
た
がっ
て、
中
固に
お
け
る
周
辺
民
族
の
独
立の
過
程
は、
ま
ず

上
述し
た
連邦
体
制が
形
成
さ
れ、
内
外か
ら
認
知
さ
れ
た
後に、
再

びそと
か
ら
「
チベ
ッ
ト
共
和
国」
や
「
束トル
キス
タ
ン
共
和
国」、
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あ
るい
は
「
内モ
ン
ゴ
ル
共
和
国」
が
分
離し
て
ゆ
く
とい
うス
テッ

プ
を
踏
む
の
で
は
ない
か。
と
はい
え、
今
後の
世
界が
ま
さに
国
民

国
家
の
形
成
と
そ
れ
に
は
ま
り
き
れ
ない
民
族
問
題の
爆
発
に
よっ

て、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
的
再編
や
国
境の
変
更が
起り
得
ると
と
を
考

え
る
と、
意
外に
早い
時
間
間
隔に
よっ
て、
今日
の
中
国の
版
図は

大
き
く
塗
りか
え
ら
れ
てい
く
と
と
に
な
る
か
も
し
れ
ない。

と
す
れ
ば、
あ
と
に
残さ
れ
た
中
国の
メ
イン
ラン
ド、

韮T中一
帯

は
ど
う
な
る
の
か。
ま
た
四
川
省は、
従
来か
ら
萄の
固
とい
わ
れ
て

独
立
王
国
化
し
や
すかっ
た
が、
四
川
省一
省で
フ
ラン
ス
に
匹
敵
す

る
領土
の
広
が
り
を
も
ち、
一
つ
の
経
済
的
な
単
位で
あ
る
だ
けに、

「
四
川
共
和
国」
が
で
き
る
の
か
ど
うか、
十
分
議
論
し
て
み
る
必
要

が
あ
る。
ま
た、
そ
の
他の
漢
民
族
居
住
地に
し
て
も、
北
京
を
中
心

と
す
る
「
華
北
共
和
国」
と、
上
海
や
南
京を
中
心
と
す
る
「
華
南
共

和
国」
あ
るい
は
「
江
南
共
和
国」
とい
う
枠
組
も
考え
ら
れ
る。

と
う
し
た
都
民
放
中
心
の
地
域
は、
あ
たか
もロ
シ
ア
共
和
国
が
ソ



連
邦の
なか
の
中
心
部
分で
あ
る
よ
うに、
将
来
的に
は「
中
華
連
邦」

の
中
心
的な
部
分に
な
る
と
考え
て
よい
だ
ろ
う。
そ
し
て
そと
で
は

も
ち
ろん
中
国
共
産
党の一
党独
哉
体
制は
崩
れ、
た
と
え
存
続
し
た

と
し
て
も、
中
国
国
民
党や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
政
党と
並
立
し
た
複

数
政
党
制の
姿
を
とっ
てい
ると
と
も
想
定さ
れ
ね
ば
な
ら
ない。

と
う
し
て、
チベ
ッ
ト
や
新
型ウ
イ
グル
自
治
区、
内モ
ン
ゴ
ル
は

も
と
よ
り、
香
港、
台
湾、
広
東、
福
建、
東
北とい
っ
た、
別
個の

発
展
が
可
能な
地域は、
そ
れ
ぞ
れ
分
離
独
立
し
て
い
く
と
と
の
ほ
う

が、
中
国
の
漢
民
族
世
界に
とっ
て
も
荷
が
軽く
な
る
の
で
は
ない

か。
中
国
世
界は、
よ
り
経
済
効
率の
商い
市
民
生
活、
流
通
そ
の
他

の
効
率の
よい
経
済
生
活
を
営
むと
と
が
で
き
る
よ
うに
な
る
で
あ
ろ

う。
そ
の
な
か
で
と
そ、
中
国
が
自
ら
の
問
題
を
自
ら
解
決
し
て
い

く、
つ
ま
り
中
国
自
身が
本
来の
意
味の
「
自
力
更
生」
に
よっ
て
豊

か
に
なっ
てい
く
と
と
が
可
能と
な
ろ
う。

以
上
に
おい
て、
「
中
華
連
邦」
ない
し
ご
園
多
政
府」
の
中
国

に
つ
い
て、
私
な
り
に
大
雑
把
な
プル
1．プ
リン
ト
を
描い
て
み
た。

だ
が、
中
国
は
つ
い
最
近、
「
硝
煙
な
き
戦い」
とい
う
圏
内
締め
つ

け
の
ため
の
内
部
文
献
を
流
布
し、
一
元
的な
支
配
体
制
ゃ、
異
なっ

た
価
値
観を
カに
よっ
て
で
も
抑圧
す
る
とい
う
時
代の
逆
行
を
あ
え

て
行お
うと
し
てい
る。
さ
ら
に
「
和
平
演
変」
論
をい
い
つ
の
り、

西
側
諸
国
な
ど
外
部か
ら
の
中
国
の
社
会
主
義
体
制
転
覆の
「
陰
謀」

に
対
し
て
防
御
措
置
を
と
るべ
き
だ、
つ
ま
り
西
側
諸
国の
援
助
提
案

は
「
和
平
演
変」
の
戦
略
だ、
と
し
て
警
戒
心
を
剥
き
出
し
に
し
て
お

り、
中
国
は
断
固
と
し
て
社
会
主
義
体
制
を
護
持
す
る
の
だ
とい
う
中

国
共
産
党の
独
善
的な
体
質
を
あ
ら
ため
て
強
調
し
てい
る。

し
か
し、
い
ま
や
中
国
の
社
会
主義
体
制
も
世
界の
大
き
な
歴
史の

潮
流の
な
か
で
変ら
ざ
る
を
得
ない
とと
ろ
ま
で
追い
詰め
ら
れ
てい

る。
と
う
し
た
な
か
で
中
国
当
局が
そ
の
独
善
的念
体
質
を
改め
ない

か
ぎ
り、
以
上
の
よ
う
な
構
想
もい
か
な
る
中
国
改
造
法
案
も、
た
ん

な
る
背
写
真に
終
ると
と
はい
う
ま
で
も
ない。

OO門（消貸統・別）
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固

ビ

ッ

グ

ス

リ

ー

が

巴

新
車
の
三
台
に
一

台
は
日
本
車

米
国の
景
気が
思
わ
し
く
ない
なか
で、
米

大
手
自
動
車メ
ー
カ
ー
のゼ
ネ
ラル・
モ
ー
タ

ー
ズ
（G
M）、
フ
ォ
ー
ド・
モ
ー
タ
ー、
ク

ラ
イス
ラ
！
の
三
社（ピァ
グス
91）
は、

か
つ
て
ない
経
営
離に
陥っ
てい
る。

九一
年
下
半
期か
ら
は、
湾
岸
戦
争が
終
了

し、
自
動
率の
販
売は
上
向
く
と
読ん
で
い
た

予
想
が
裏
自に
出
た
ため、
一
1
九
月ま
で
で

三
社
合
計で
約
五
O
億ドル
も
の
膨
大
な
赤
字

を
記
録、
年
間で
も
自
動
車業
界
始まっ
て
以

来
の
七
O億ドル
を
超
え
る
大
赤
字に
な
り
そ

う
だ。米

国
市
場の
乗
用
車の
市
場シェ
ア
を
み
る

と、
十
年
前の一
九八一
年に
ピ
ッ
グス
リ
l・

ブ
ラン
ド
の
市
場シェ
ア
が
七
六
%
あっ
た
の
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が、
現
在
（一
1
十
月
災
績）
は
六
四
Mm
に
ま

で
落
ちと
ん
で
い
る。
米
国
製
造
業を
支え
る

柱で
あ
る
自
動

率産業の
ζ
の
も
たつ
き
は、

ど
と
か
ら
きてい
る
の
だ
ろ
うか。

と
れ
と
対
照
的に
日
本
ブ
ラ
ン
ド
（日
本か

ら
酔輸出した
完成
事と
現地生
産車）
の
乗
用
車

は、
全
体
の
需
要
が
弱い
なか
で
市
場シェ
ア

を
活
実に
増
加、
十
月ま
で
に
三
O
%
の
大
台

に
乗せ
て、
新
車三
台に一
台
は
日
本プ
ラン


