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現
代
中
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
切
り
取

れ
ば
、
そ
の
切
断
面
に
表
現
活
動
、
そ
の
核
心

に
あ
る
言
論
の
自
由
の
問
題
が
貼
り
つ
い
て
い

る
。

　

中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
と
そ
の
後
の
社
会

主
義
化
の
過
程
で
、
無
視
で
き
ぬ
位
置
を
占
め

る
の
は
小
説
、
演
劇
な
ど
文
芸
と
呼
ば
れ
る
表

現
活
動
に
携
わ
る
人
々
の
、
共
産
党
へ
の
全
的

献
身
と
一
体
化
だ
っ
た
。
そ
の
後
に
、
服
従
と

沈
黙
の
長
い
時
間
が
流
れ
た
の
で
は
あ
る
が
。

あ
る
い
は
こ
う
し
た
場
面
が
あ
る
。
一
九
八

九
年
五
月
十
一
日
、
政
治
局
常
務
委
員
の
胡
啓

立
が
中
国
青
年
報
の
記
者
た
ち
と
懇
談
し
た
。

リ
ー
ダ
ー
格
の
記
者
が
、胡
啓
立
に
語
る
。「
誰

が
、
牛
毛
の
よ
う
な
規
定
を
す
べ
て
憶
え
て
い

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
の
仕
事
は
、
そ
ん
な

て
ん
で
ば
ら
ば
ら
の
禁
令
の
下
で
や
る
べ
き
な

石
塚
迅
著

中
国
に
お
け
る
言
論
の
自
由

―
―

そ
の
法
思
想
、
法
理
論

お
よ
び
法
制
度
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中
国
理
解
の
「
急
所
」
に
切
り
込
む

坂
田
完
治

の
か
。
た
く
さ
ん
の
、
臨
時
的
な
、
某
個
人
の

意
見
が
一
つ
の
規
定
に
な
っ
て
し
ま
う
」

　

総
編
集
経
験
者
を
含
む
ベ
テ
ラ
ン
の
新
聞

人
が
、
時
に
激
し
、
涙
で
言
葉
に
詰
ま
り
な
が

ら
「
報
道
の
自
由
」
を
語
る
姿
に
、
真
の
職
業

人
の
真
摯
さ
と
い
う
べ
き
も
の
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
天
安
門
事
件
の
渦
中
の
こ
の
小
さ

な
場
面
は
、
時
間
の
堆
積
の
中
に
埋
も
れ
て
い

る
。
新
聞
界
は
そ
の
後
、
随
分
多
様
化
し
た
こ

と
は
確
か
だ
が
、
報
道
の
自
由
の
あ
り
よ
う
は

当
時
も
今
も
同
様
に
重
い
問
題
で
あ
り
続
け
て

い
る
。

　

そ
う
し
た
歴
史
の
時
間
の
流
れ
は
、
私
た
ち

と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
異
な
る
部
分
も
多

い
。
来
し
方
だ
け
で
な
く
行
く
末
に
も
視
線
を

伸
ば
し
な
が
ら
、
中
国
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

営
為
が
、
中
国
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の
問
題

に
収
斂
し
た
こ
と
に
、
本
書
の
第
一
の
意
義
を

感
じ
る
。

　

言
論
の
自
由
お
よ
び
人
権
は
、
そ
こ
を
押
さ

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
中
国
像
が
よ
り
鮮

明
正
確
に
な
る
と
い
う
意
味
で
の
「
急
所
」
だ

と
い
え
る
。
む
ろ
ん
言
論
の
自
由
や
人
権
は
、

い
わ
ば
古
典
的
な
課
題
な
の
だ
が
、
中
国
で
は

事
情
を
異
に
す
る
。
共
産
党
・
政
府
が
人
権
論

議
を
タ
ブ
ー
扱
い
す
る
従
来
の
方
針
を
軌
道
修

正
し
た
こ
と
を
受
け
、
学
術
界
の
人
権
研
究
や

社
会
一
般
の
人
権
意
識
が
急
展
開
し
始
め
た
の

は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
。
研
究

対
象
と
し
て
は
若
く
、
か
つ
発
展
す
る
領
域
に

属
す
る
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
こ
に
少
壮
研
究
者
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が
切
り
込
ん
だ
成
果
が
本
書
だ
。

　

第
一
章
で
は
、
中
華
人
民
共
和
国
以
前
の
憲

法
お
よ
び
以
後
の
憲
法
を
点
検
し
つ
つ
、
中
国

の
「
憲
法
的
伝
統
」
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の

特
質
を
概
括
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
は
、
国
家
・
民
族
の
生
存
が
至
上
課

題
と
な
る
状
況
の
下
で
⑴
言
論
の
自
由
は
政
治

的
権
利
で
あ
り
、「
国
家
か
ら
の
自
由
」
を
考

え
る
余
地
は
な
い
こ
と
⑵
言
論
の
自
由
は
法
律

に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、「
天
賦
人
権
論
」
は
拒

絶
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
言
論
の
自
由
は
集
団
的
な
「
生
存

権
」に
劣
位
し
、ま
た
階
級
性
を
有
す
る
こ
と
、

思
想
の
自
由
と
は
分
離
さ
れ
て
い
る―
―

と
の

諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
以
下
の
章
で
は
現

代
中
国
、
と
く
に
改
革
・
開
放
期
に
お
け
る
諸

問
題
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
。
第
二
章
で
は
社

会
の
側
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
民
主
化

要
求
運
動
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
へ
の
対
抗
関
係

の
中
か
ら
共
産
党
・
政
府
の
「
中
国
的
人
権
観
」

が
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
と
の
視
点
を
提
示
し
て

い
る
。
さ
ら
に
九
〇
年
代
に
入
り
言
論
・
表
現

の
自
由
関
連
の
立
法
が
相
次
い
だ
こ
と
を
受
け

て
、
第
三
章
で
は
そ
れ
ら
の
法
規
が
は
ら
む
問

題
点
が
摘
出
さ
れ
て
い
る
。

　

九
〇
年
代
の
中
国
の
政
治
社
会
は
そ
れ
以

前
に
比
し
て
相
当
に
大
き
な
変
化
を
み
せ
て
い

る
。
そ
の
一
つ
が
「
法
治
」
で
あ
り
、
周
知
の

よ
う
に
九
九
年
の
憲
法
改
正
で
は
「
社
会
主
義

法
治
国
家
の
建
設
」
が
宣
言
さ
れ
た
。

　

真
に「
法
治
」と
言
い
う
る
か
ど
う
か
と
い
っ

た
評
価
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
こ
の
変
化
は
た

と
え
て
み
れ
ば
揚
幕
の
背
後
に
身
を
置
い
て
い

た
役
者
が
、
舞
台
の
照
明
の
下
に
進
み
出
た
か

の
よ
う
な
印
象
を
私
は
も
っ
て
い
る
。つ
ま
り
、

新
た
に
生
み
出
さ
れ
る
法
規
に
は
、
中
国
共
産

党
の
統
治
の
本
音
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
意
外

と
「
正
直
に
」
さ
ら
け
出
さ
れ
て
い
る
。

　

新
聞
人
が
苦
い
思
い
を
込
め
て
表
現
し
た

「
牛
毛
」
の
よ
う
な
、
表
面
に
決
し
て
出
る
こ

と
の
な
い
禁
令
か
ら
、
と
も
あ
れ
「
法
」
が
前

面
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
政
治
分
析
の

観
点
か
ら
も
、
法
律
の
持
つ
意
味
は
格
段
に
重

く
な
っ
た
。
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本
書
が
こ
の
第
三
章
で
分
析
の
俎
上
に
の
せ

て
い
る
の
は
、
表
現
行
為
と
い
う
枠
内
で
相
互

に
関
連
し
合
っ
て
い
る
出
版
管
理
条
例
、
集
会

行
進
示
威
法
、
社
会
団
体
登
記
管
理
条
例
で
あ

る
。
巻
末
に
は
資
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
日
本

語
訳
を
掲
載
し
て
い
る
。
著
者
は
政
府
・
共
産

党
が
「
国
権
・
治
安
の
強
化
と
公
民
の
権
利
の

保
障
を
統
一
的
に
捉
え
て
い
る
」
こ
と
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
言
論
・
表
現
行
為
の
制
限
範
囲
が

極
め
て
広
範
で
あ
る
こ
と
を
批
判
的
に
指
摘
し

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
法
規
は
刑
法
な
ど
と
異
な
る
い

わ
ば
「
格
下
」
の
行
政
法
規
を
含
む
が
、
そ
れ

を
重
要
法
規
と
し
て
き
ち
ん
と
す
く
い
取
っ
た

意
義
は
大
き
い
。
第
五
章
で
取
り
上
げ
て
い
る

刑
法
の
反
革
命
罪―

―

国
家
安
全
危
害
罪
と
併

せ
、
表
現
行
為
全
般
に
対
す
る
共
産
党
・
政
府

の
「
保
障
」
と
「
規
制
」
の
詳
細
図
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
問
題
意
識
の
起
点
に
は

（
当
然
の
こ
と
な
が
ら
）
中
国
に
お
い
て
言
論
の

自
由
が
不
完
全
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
の
だ

が
、
そ
れ
を
冷
や
や
か
に
「
批
評
」
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
中
国
法
学
界
で
の
議
論
が
て

い
ね
い
に
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
て
い
る
た
め
、
読
者

は
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
な
模
索
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
中
国

の
現
状
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
く
に
、
言
論
規
制
法
規
の
背
後
に
控
え
、

政
治
社
会
全
体
に
も
強
大
な
力
を
放
射
す
る

「
四
つ
の
基
本
原
則
」
を
第
六
章
で
扱
っ
て
い

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
法
学
界
に
お
い
て―

―

「
四
つ
の
基
本
原
則
」
の
圧
力
に
も
関
わ
ら
ず

―
―

そ
れ
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
理
論
的
な
挑

戦
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
思
想
の
自

由
」を
要
求
す
る
主
張
や
、「
四
つ
の
基
本
原
則
」

を
国
家
機
関
・
党
の
義
務
と
位
置
付
け
る
理
論

構
成
な
ど
だ
が
、
こ
う
し
た
論
点
は
法
学
界
の

今
後
の
動
向
を
考
え
る
上
で
の
材
料
と
し
て
興

味
深
い
。

　

こ
の
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
が
は
ら
む
問
題

は
、
せ
ん
じ
詰
め
れ
ば
「
共
産
党
の
指
導
」
が

憲
法
を
凌
駕
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、

著
者
は
本
書
の
総
括
と
し
て
「
短
期
的
に
み
れ

ば
言
論
の
自
由
の
保
障
の
実
質
化
を
図
る
に
あ

た
っ
て
は
、
「共
産
党
の
指
導
」
を
い
か
に
超
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克
し
て
い
く
か
が
最
大
の
課
題
と
な
ろ
う
。
長

期
的
に
は
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
国
権
優
位
的
色
彩

の
強
い
憲
政
・
人
権
思
想
（「
憲
法
的
伝
統
」）
の

超
克
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
」
と
述
べ
て
い

る
。

　
「
共
産
党
の
指
導
」
を
超
克
す
る
可
能
性
が

果
た
し
て
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
著
者
は
踏

み
込
ん
だ
結
論
は
避
け
て
い
る
が
、
中
国
政
府

が
二
つ
の
国
際
人
権
規
約
（「
社
会
権
規
約
」
と

「
自
由
権
規
約
」）
を
批
准
、署
名
し
た
こ
と
は
、

人
権
概
念
の
「
普
遍
性
」
承
認
に
舵
を
切
っ
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
ま
た
市
場
経
済

化
に
よ
る
出
版
・
報
道
機
関
の
多
様
化
な
ど
現

実
面
で
の
変
化
、
さ
ら
に
は
法
学
界
の
啓
蒙
的

作
用
が
及
ぼ
す
意
識
面
の
変
化
な
ど
の
要
素
の

中
に
、「
新
た
な
位
相
」
が
出
現
す
る
可
能
性

を
み
て
い
る
。

　

共
産
党
の
指
導
の
「
超
克
」
は
、
中
華
人
民

共
和
国
と
い
う
国
家
の
総
体
が
抱
え
込
ん
だ
難

題
で
あ
る
。
望
ま
し
い
解
に
向
か
っ
て
予
定
調

和
的
に
事
態
が
進
ん
で
い
く
も
の
で
も
、
む
ろ

ん
な
い
。
そ
の
解
明
は
、
法
学
よ
り
も
む
し
ろ

政
治
学
の
分
野
に
入
っ
て
こ
よ
う
が
、
た
だ
本

書
が
共
産
党
の
指
導
の
「
超
克
」
と
い
う
問
題

を
立
て
た
以
上
、
読
者
は
共
産
党
の
統
治
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
や
統
治
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
さ
ら

に
多
く
を
知
り
た
い
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

そ
の
場
合
、
改
革
・
開
放
期
の
捉
え
方
と
し

て
、
一
つ
な
が
り
の
時
間
で
は
な
く
「
一
九
八

九
年
以
降
」
と
い
う
時
代
区
分
が
必
要
で
は
な

い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
天
安
門
事
件
が
起

こ
り
、
続
い
て
東
欧
社
会
主
義
圏
の
崩
壊
、
ソ

連
解
体
を
経
て
中
国
共
産
党
の
存
在
空
間
は
劇

的
に
変
化
し
た
。「
国
家
・
民
族
」
と
「
党
」
は

相
互
に
乖
離
し
、
党
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
危

機
を
党
自
体
が
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
危
機
感

が
、
大
胆
な
変
化
に
向
け
党
の
背
中
を
押
す
の

か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
「
党
の
指
導
」
の
強
化

の
方
向
に
針
を
振
ら
す
の
か―

―

。

　

上
記
の
難
題
に
、
に
わ
か
な
明
答
は
お
そ
ら

く
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
う
言

い
う
る
と
思
う
。
言
論
と
い
う
人
々
の
知
的
営

為
の
根
幹
に
関
わ
る
テ
ー
マ
に
接
近
す
る
こ
と

は
、
今
を
つ
か
み
将
来
を
見
は
る
か
す
地
点
に

接
近
者
を
導
く
だ
ろ
う
と
。

　

従
っ
て
現
代
中
国
の
言
論
の
自
由
の
諸
相

は
、
法
学
や
政
治
学
の
領
域
を
越
え
て
中
国
文

学
な
ど
各
種
の
研
究
領
域
に
お
い
て
も
理
解
さ

れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
本
書
は
そ
う
し
た
意

味
で
広
い
読
者
層
を
対
象
に
し
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
と
思
う
。

【
注
】

①
懇
談
の
模
様
を
録
音
・
整
理
し
た
も
の
が
陳
小
雅

『
天
安
門
之
変―

―

八
九
民
運
史
』（
風
雪
時
代
、

台
北
、
一
九
九
六
年
）
の
巻
末
資
料
に
「
一
九

八
九
年
五
月
十
一
日
、胡
啓
立
与『
中
国
青
年
報
』

社
部
分
幹
部
的
座
談
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い

る
。　
　
　
　
　

(

長
崎
県
立
大
学)
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