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中
国
は
や
っ
ぱ
り
広
い
。
本
書
を
読
ん
で
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
こ
と

を
思
い
知
っ
た
。
中
華
人
民
共
和
国
は
日
本
の
約
二
五
倍
の
国
土
と
世

界
一
位
の
人
口
を
擁
す
る
大
国
で
あ
る
が
、
数
字
が
押
し
付
け
が
ま
し

く
訴
え
る
デ
ー
タ
を
見
て
も
、ピ
ン
と
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

そ
の
広
大
な
大
地
に
か
つ
て
暮
ら
し
今
も
暮
ら
す
人
々
の
連
綿
と
続
く

多
様
な
生
き
様
に
思
い
を
寄
せ
た
と
き
、
は
じ
め
て
中
国
は
そ
の
広
大

な
大
地
を
我
々
の
眼
前
に
見
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著

者
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
中
国
の
文
明
が
持
つ
「
重
厚
長
大
」
を

知
っ
て
は
じ
め
て
、「
中
国
と
は
何
か
」
と
い
う
と
て
も
大
き
な
問
題

に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
重
く
、
厚
く
、
長
く
、

大
き
い
」
人
々
の
営
み
を
理
解
す
る
た
め
に
、
出
土
資
料
ほ
ど
便
利
な

手
が
か
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

私
事
で
恐
縮
だ
が
、
私
は
か
つ
て
中
国
に
留
学
す
る
際
に
指
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授

モ
ノ
か
ら
読
み
解
く
文
明
史
の
多
様
性角

道　

亮
介

Book Review

新書判　184頁
潮出版社

［本体 889円 + 税］

か
ら
一
つ
宿
題
を
課
さ
れ
た
。
い
わ
く
、「
留
学
期
間
中
に
、
中
国
全
土

を
回
っ
て
と
に
か
く
で
き
る
限
り
各
地
の
遺
跡
と
そ
の
地
の
風
土
を
見

て
き
な
さ
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
時
ま
だ
素
直
な
学
生
で
あ
っ

た
私
は
先
生
の
言
い
つ
け
を
真
面
目
に
守
り
、
ろ
く
に
大
学
の
授
業
に

も
出
ず
に
遺
跡
め
ぐ
り
ば
か
り
を
し
て
い
た
。
二
年
間
の
留
学
期
間
を

存
分
に
利
用
し
て
中
国
全
省
の
主
要
な
遺
跡
を
す
べ
て
踏
破
す
る
つ
も

り
で
い
た
が
、
や
っ
ぱ
り
中
国
は
広
く
て
深
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ど
こ

か
の
田
舎
へ
遺
跡
を
見
に
行
く
と
、
大
量
の
出
土
遺
物
が
出
て
い
る
。

そ
の
一
つ
一
つ
が
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
が
、
た
ま
に
い
く
つ
か
異
端

児
が
紛
れ
込
ん
で
い
て
、
山
を
二
つ
越
え
た
向
こ
う
の
遺
跡
で
作
ら
れ

た
も
の
だ
っ
た
り
す
る
。
な
ぜ
紛
れ
込
ん
で
い
る
の
か
、
そ
ち
ら
の
遺

跡
で
も
こ
っ
ち
の
資
料
が
紛
れ
込
ん
で
い
た
り
す
る
の
か
、
気
に
な
っ

て
し
ま
う
と
も
う
だ
め
で
、
当
初
は
行
く
予
定
の
な
か
っ
た
向
こ
う
の

稲
畑
耕
一
郎
著

出
土
遺
物
か
ら
見
た
中
国
の
文
明

　

地
は
そ
の
宝
を
愛お

し
ま
ず
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遺
跡
に
山
を
越
え
て
行
っ
て
み
る
。
こ
う
し
て
、
三
日
の
旅
程
は
知
ら

ぬ
う
ち
に
一
週
間
に
な
り
（
そ
し
て
、
こ
の
途
中
で
い
た
だ
く
地
元
の
料
理

が
こ
れ
ま
た
と
て
も
う
ま
い
の
だ
）、
気
が
付
け
ば
も
う
帰
ら
ね
ば
な
ら
な

い
時
間
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
留
学
期
間
中
に
全
省
を
め
ぐ
る
と

い
う
私
の
夢
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
挑
戦
は
今
も
な
ん
と
か
続
け

て
い
る
。
結
局
な
に
が
言
い
た
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
中
国
は
広
い

と
い
う
こ
と
と
、
遺
跡
を
実
際
に
歩
い
て
出
土
遺
物
を
見
る
こ
と
は
と

て
も
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

遺
跡
と
、
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
遺
物
へ
の
理
解
を
通
じ
て
中
国
の
文

明
の
歴
史
を
知
ろ
う
と
す
る
と
き
、
本
書
は
非
常
に
多
く
の
示
唆
を
与

え
て
く
れ
る
。
本
書
が
扱
う
一
五
の
遺
跡
は
い
ず
れ
も
学
術
的
な
価
値

の
高
い
一
級
の
遺
跡
た
ち
で
あ
る
が
、
古
く
は
新
石
器
時
代
か
ら
近
く

は
宋
代
ま
で
、
お
お
よ
そ
五
〇
〇
〇
年
を
超
え
る
時
間
幅
の
な
か
か
ら

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
地
域
的
な
広
が
り
も
北
は
遼
寧
・
銀
川

と
い
っ
た
長
城
内
外
の
草
原
地
帯
か
ら
南
は
メ
コ
ン
川
の
流
域
た
る
雲

南
高
原
ま
で
、
広
大
な
中
国
の
大
地
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
。
驚
く
べ

き
は
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
多
岐
に
わ
た
る
こ
れ
ら
の
遺
跡
を
、

著
者
は
す
べ
て
自
分
の
足
で
訪
れ
、
自
分
の
目
で
見
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
半
可
な
こ
と
で
は
な
い
。
い
っ
た
い
こ
れ
だ
け

の
遺
跡
を
実
見
し
た
日
本
人
が
（
中
国
人
を
含
め
て
み
て
も
）
ほ
か
に
何

人
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
の
発
掘
現
場
を
見
、
出
土
し
た
遺
物
を
手

に
取
っ
て
観
察
し
た
か
ら
こ
そ
、
本
書
で
語
ら
れ
る
内
容
は
本
質
的
な

説
得
力
を
持
つ
。
中
国
の
文
明
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
様
々
な
角
度

か
ら
そ
の
実
態
に
迫
ろ
う
と
す
る
著
者
の
ゆ
る
ぎ
な
い
姿
勢
が
、
こ
こ

に
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
。

　

実
際
に
、
文
物
を
た
だ
そ
の
も
の
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
が
出
土
し
た
遺
跡
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
新
た
な
見
識
に
至
る

こ
と
は
多
い
。
そ
の
好
例
は
本
書
第
三
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
秦
の
始

皇
帝
の
兵
馬
俑
で
あ
る
（
七
八
頁
）。
有
名
な
世
界
遺
産
で
あ
り
、
日
本

国
内
で
幾
た
び
も
展
覧
会
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
土
で
作
ら
れ
た
兵

士
や
馬
の
人
形（
俑
）を
見
た
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

実
際
の
遺
跡
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
何
千
と
い
う
兵
士
像
が
地
下

に
林
立
し
正
面
を
見
据
え
る
さ
ま
は
、
ま
ず
見
る
者
を
圧
倒
す
る
。
兵

馬
俑
の
背
後
に
我
々
が
見
る
の
は
、
始
皇
帝
の
権
力
と
彼
の
強
い
意
志

で
あ
る
。
本
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
継
続
的
な
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
始
皇
帝
陵
内
か
ら
様
々
な
発
見
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
兵
馬
俑

坑
も
含
め
た
総
体
と
し
て
の
始
皇
帝
陵
の
実
像
は
、
始
皇
帝
が
生
き
た

時
代
を
よ
り
雄
弁
に
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
。
も
う
一
つ
遺
跡
の
話
を

す
る
な
ら
ば
、
本
書
第
二
章
の
周
原
遺
跡
も
興
味
深
い
（
五
六
頁
）。
周

王
朝
は
孔
子
な
ど
後
代
の
人
々
に
と
っ
て
理
想
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ

の
周
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
周
原
遺
跡
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
中

国
の
人
々
に
と
っ
て
の
心
の
故
地
で
も
あ
る
。
周
原
遺
跡
の
範
囲
内
で
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は
、
大
き
な
建
物
の
痕
跡
や
貴
重
な
青
銅
器
を
埋
め
た
穴
ぐ
ら
な
ど
、

い
く
つ
も
の
地
点
で
重
要
な
発
見
が
あ
る
。
こ
の
個
々
の
地
点
は
お
お

よ
そ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
範
囲
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

実
際
に
こ
の
範
囲
を
歩
い
て
み
る
と
、
な
ん
と
も
“
手
ご
ろ
”
な
広
さ

な
の
で
あ
る
。
遺
跡
は
広
い
が
一
日
で
歩
い
て
回
れ
な
い
距
離
で
は
な

い
。
道
す
が
ら
、
北
に
は
岐
山
の
峰
々
を
仰
ぎ
、
南
に
は
渭
水
が
作
っ

た
幾
段
も
の
黄
土
台
地
を
見
下
ろ
す
。
当
時
の
周
王
が
歩
い
た
で
あ
ろ

う
道
を
た
ど
っ
て
遺
跡
を
め
ぐ
る
と
き
、
当
時
の
人
々
の
距
離
感
と
い

う
も
の
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え
て
く
る
。
日
本
の
ヤ
マ
ト
王
朝
揺
籃
の
地

は
奈
良
の
飛
鳥
地
方
で
あ
る
が
、
時
期
も
地
域
も
異
な
る
も
の
の
、
生

ま
れ
た
ば
か
り
の
国
家
を
育
ん
だ
地
に
一
部
共
通
す
る
遺
跡
の
空
気
を

感
じ
な
が
ら
、
古
代
人
の
思
い
に
触
れ
た
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
視
点
が
隠
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
は
、ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
の
一
部
分
と
し
て
の
中
国
の
姿
を
我
々
に
再
認
識
さ
せ
て

く
れ
る
と
い
う
点
だ
。
本
書
で
紹
介
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
遺
跡
に
は
、

い
わ
ゆ
る
西
方
世
界
の
文
化
的
要
素
を
色
濃
く
残
す
も
の
が
あ
る
。
あ

る
い
は
中
国
世
界
の
中
心
た
る
中
原
王
朝
を
介
さ
ず
に
周
縁
地
域
の
間

で
の
文
化
的
な
関
連
性
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
遺
物
に
触
れ
な
が
ら
、
読
者
は
中
国
の
文
明
に
息
づ
く
多
種
多

様
な
文
化
の
源
流
を
知
り
、
世
界
史
の
中
の
中
国
史
を
認
識
す
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
本
書
第
三
章
で
扱
わ
れ
る
雲
南
滇
国
青
銅
器
で
あ

る
（
九
七
頁
）。
本
書
で
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
滇
国
の
青
銅
器
の
う
ち
に

は
動
物
闘
争
文
と
呼
ば
れ
る
、
北
方
の
草
原
地
帯
に
由
来
す
る
意
匠
が

遺
物
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
中
原
地
帯
を
と
り
ま
く
北
方
草
原
地
帯
～

青
海
・
チ
ベ
ッ
ト
・
四
川
の
山
岳
地
帯
～
雲
南
高
原
地
帯
と
い
う
文
化

伝
播
帯
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
動
物
闘
争
文
で
あ
る

が
、
古
く
中
央
ア
ジ
ア
で
活
躍
し
た
ス
キ
タ
イ
の
装
飾
品
に
早
く
も
表

れ
て
お
り
、
ま
た
類
似
す
る
モ
チ
ー
フ
は
よ
り
古
い
初
期
王
朝
時
代
の

西
ア
ジ
ア
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。
紀
元
前
六
世
紀
に
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
ペ

ル
シ
ア
の
王
、
ダ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
ペ
ル
セ
ポ
リ

ス
の
都
に
飾
ら
れ
た
「
グ
リ
フ
ィ
ン
と
戦
う
王
」
の
図
像
も
、
大
き
い
意

味
で
は
動
物
闘
争
文
と
同
じ
流
れ
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。文
様
ひ
と
つ
の
中
に
も
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
つ
な
ぐ
壮
大
な
背
景
が
内

包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
草
原
地
帯
か
ら
雲
南
高
原
を
つ
な

ぐ
ル
ー
ト
を
つ
な
ぐ
文
化
の
一
つ
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
あ
る
。
チ
ベ
ッ

ト
高
原
で
成
立
し
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
あ
る
が
、
重
要
な
寺
院
は
ラ
サ

の
ほ
か
に
も
青
海
省
の
ク
ン
ブ
ム
寺
（
タ
ー
ル
寺
）
や
雲
南
省
の
ソ
ン

ツ
ェ
リ
ン
寺
な
ど
中
国
西
方
の
山
岳
地
帯
に
広
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、

歴
史
的
に
オ
イ
ラ
ト
な
ど
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
族
の
保
護
を
受
け
て
き
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
広
が
り
に
こ
の
ル
ー
ト
が
果
た

し
た
役
割
の
大
き
さ
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
滇
国
青
銅
器
の
存
在
は
、
そ

の
よ
う
な
ル
ー
ト
が
非
常
に
古
く
遡
る
こ
と
を
示
す
、
重
要
な
証
拠
な
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の
で
あ
る
。

　

本
書
が
提
起
す
る
問
題
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
第
四
章

の
宣
化
遼
代
壁
画
墓
の
項
で
は
、
長
城
以
南
の
伝
統
的
な
漢
人
の
居
住

地
が
、
契
丹
と
い
う
北
方
系
の
王
朝
の
版
図
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ

く
中
で
、そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
が
ど
の
よ
う
に
文
化
的
伝
統
を
維
持
し
、

あ
る
い
は
改
め
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
、「
漢
化
」「
胡
化
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
実
際
の
墓
の
壁
画
か
ら
読
み
解
い
て
い
る
（
一
三
九

頁
）。
こ
こ
で
、
異
な
る
文
化
的
背
景
が
溶
け
合
う
境
界
地
域
で
揺
れ

動
く
個
々
人
の
帰
属
意
識
と
い
う
問
題
を
、「
中
国
化
」「
非
中
国
化
」

と
い
う
（
か
な
り
荒
っ
ぽ
い
）
言
葉
に
ま
と
め
る
こ
と
を
お
認
め
い
た
だ

け
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
中
国
史
の
中
で
常
に
表
れ
て
く
る
重
要
な

テ
ー
マ
と
な
る
。
た
と
え
ば
北
魏
と
い
う
王
朝
が
あ
る
。
中
国
で
三
国

時
代
が
終
焉
し
、
続
く
晋
王
朝
が
動
揺
し
て
五
胡
十
六
国
と
い
う
戦
乱

の
時
代
が
到
来
し
た
際
に
華
北
で
成
立
し
た
王
朝
で
あ
る
が
、
も
と
も

と
は
北
方
の
「
非
中
国
」
で
あ
る
鮮
卑
族
の
一
派
が
打
ち
立
て
た
王
朝

で
あ
っ
た
。
北
魏
の
第
六
代
皇
帝
に
あ
た
る
孝
文
帝
は
、
義
理
の
祖
母

で
あ
る
馮
太
后
と
と
も
に
数
々
の
漢
化
政
策
を
行
い
、
北
魏
の
「
中
国

化
」
を
推
し
進
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
彼
ら
が
自
身
の
墓
に
選

ん
だ
の
は
、
自
ら
の
ル
ー
ツ
に
連
な
る
北
方
の
草
原
地
帯
で
あ
っ
た
。

馮
太
后
の
永
固
陵
と
孝
文
帝
の
寿
陵
は
、
と
も
に
平
城
（
現
在
の
大
同

市
）
の
北
、
草
原
地
帯
を
見
下
ろ
し
長
城
と
も
接
す
る
方
山
の
上
に
築

か
れ
て
い
る
。
世
界
史
の
教
科
書
に
は
漢
化
を
進
め
た
指
導
者
と
し
て

記
さ
れ
る
二
人
の
帰
属
意
識
を
考
え
る
と
き
、
遺
跡
か
ら
読
み
解
け
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ど
こ
ま
で
も
長
城
が
延
び
る
雄

大
な
風
景
は
教
え
て
く
れ
る
。

　

紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
す
べ
て
の
遺
跡
を
こ
こ

に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
中
国
の
遺
跡
の
数
々
は
い
ず
れ

も
そ
の
背
後
に
無
限
の
文
化
的
な
広
が
り
を
具
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
遺
跡
を
縦
横
無
尽
に
論
じ
な
が
ら
も
内
容
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め

た
本
書
は
、遺
跡
か
ら
歴
史
を
読
み
解
く
た
め
の
最
良
の
書
と
い
え
る
。

遺
跡
め
ぐ
り
は
楽
し
い
。
ぜ
ひ
本
書
を
片
手
に
、
重
厚
長
大
な
中
国
の

遺
跡
を
歩
い
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

（
か
く
ど
う
・
り
ょ
う
す
け　

駒
澤
大
学
）


