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「
中
国
に
対
し
て
偏
見
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
授
業
を
通
じ
、
そ

れ
が
一
面
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
」。
評
者
が
大
学
一
年

生
の
授
業
を
担
当
し
、
最
終
日
に
書
か
せ
る
感
想
の
常
套
の
記
述
で
あ

る
。
世
紀
の
変
わ
り
目
に
も
の
ご
ご
ろ
が
つ
い
た
世
代
に
と
っ
て
の
中

国
へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
中
国
の
暗
部
を
強
調
し
た
マ
ス
コ
ミ
報
道
」（
本

書
五
頁
）
に
よ
り
、ほ
ぼ
例
外
な
く
マ
イ
ナ
ス
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
、

我
々
中
国
研
究
者
か
ら
異
な
る
視
点
の
話
を
聞
い
て
、
よ
う
や
く
中
庸

に
至
る
、
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
評
者
も
含
む
、
本
書
の
編
者
・
執
筆

者
以
前
の
世
代
が
、
中
国
に
対
す
る
憧
れ
先
行
の
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
か

ら
ス
タ
ー
ト（
そ
し
て
現
実
の
中
国
で
苦
労
し
て
ゼ
ロ
か
ら
再
ス
タ
ー
ト
す
る
）

し
て
い
た
時
代
と
は
隔
世
の
感
が
あ
る
。
本
書
の
「
は
じ
め
に
」
に
お

い
て
も
、「
日
本
社
会
の
中
国
へ
の
眼
差
し
は
冷
え
切
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
」
と
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
一
歩
下
が
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

今
、
求
め
ら
れ
る
「
教
養
の
中
国
史
」
と
は

黨　

武
彦

Book Review

や
や
長
め
に
歴
史
的
経
緯
を
俯
瞰
し
た
「
教
養
」
部
分
を
補
完
す
る
た

め
、
一
九
七
〇
年
前
後
生
ま
れ
の
中
堅
研
究
者
の
新
し
い
切
り
口
の
叙

述
に
よ
り
、
大
学
の
初
学
者
を
は
じ
め
と
し
て
誰
に
で
も
知
的
に
楽
し

め
る
中
国
史
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
編
集
さ
れ

た
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

本
書
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に

　

序
章　

中
国
史
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

　

第
１
章　

中
華
意
識
の
形
成
―
―
先
秦
史

　

第
２
章　

専
制
国
家
体
制
の
確
立
と
拡
大
―
―
秦
代
～
前
漢
武
帝
期

　

第
３
章　

	
儒
家
思
想
の
浸
透
と
外
戚
・
宦
官
の
専
横
―
―
前
漢
中
期

～
後
漢
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第
４
章　

	〈
貴
族
〉
の
盛
衰
と
「
天
下
」
観
の
変
容
―
―
三
国
・
両
晋
・

南
朝

　

第
５
章　

草
原
か
ら
中
華
へ
の
軌
跡
―
―
匈
奴
・
五
胡
・
北
朝

　

第
６
章　

中
国
的
「
美
」
の
営
み
―
―
仏
教
美
術
の
道
の
り

　

第
７
章　

礼
教
国
家
の
完
成
と
東
ア
ジ
ア
秩
序
―
―
隋
・
唐

　

第
８
章　

	〈
財
政
国
家
〉
と
士
大
夫
官
僚
―
―
唐
後
半
期
・
五
代
・

北
宋
・
南
宋

　

第
９
章　

	

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
「
首
都
」
北
京
―
―
契
丹
（
遼
）・
金
・

目
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
特
徴
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
通
史
に
思
想
・
文
化
史
が
バ

ラ
ン
ス
よ
く
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
各
章
ご
と
に
恣
意
的
で

は
あ
る
が
評
者
が
特
筆
す
べ
き
と
考
え
た
部
分
を
述
べ
る
。
序
章
は
、

中
国
史
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
強
調
し
、
中
国
の
国
情
と
そ
の

ル
ー
ツ
を
多
面
的
に
把
握
し
、
日
本
人
が
自
明
と
す
る
も
の
が
、
必
ず

し
も
世
界
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
相
対
的
な
視
点
に
立
つ
こ
と
の

重
要
性
を
説
く
。
第
１
章
の
最
終
節
「
睡
虎
地
秦
簡
の
時
代
」
は
出
土

資
料
を
丁
寧
に
紹
介
し
、
そ
の
内
容
か
ら
中
華
が
特
定
の
国
や
地
域
に

限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
主
体
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
像
を
結
ぶ

複
合
的
観
念
で
あ
っ
た
、
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

第
２
章
も
前
章
と
同
様
出
土
簡
牘
の
「
二
年
律
令
」
の
記
述
か
ら
、『
史

記
』
な
ど
の
文
献
と
評
価
が
異
な
る
部
分
（
秦
と
漢
の
律
令
の
継
承
）
や

評
価
を
よ
り
補
完
す
る
部
分
（
呂
氏
の
特
権
）
を
描
き
出
し
て
い
る
。
第

３
章
は
後
漢
を
画
期
と
す
る
と
い
う
執
筆
担
当
者
の
従
来
よ
り
の
見
解

を
具
体
的
な
事
例
を
も
と
に
明
示
し
て
い
る
。
特
に
後
漢
以
降
に
出
土

資
料
が
激
減
す
る
原
因
を
探
る
考
察
は
興
味
深
い
。
第
４
章
と
第
５
章

の
記
述
は
、
編
者
も
述
べ
る
よ
う
に
本
書
の
大
き
な
特
色
で
、
従
来
は

南
北
朝
時
代
と
一
括
さ
れ
、
ど
ち
ら
か
の
視
点
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
こ
の
時
代
を
、
南
朝
と
北
朝
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
知
見
か
ら

叙
述
す
る
。
第
６
章
は
、
他
の
歴
史
概
説
書
に
は
無
い
内
容
で
あ
り
、

元

　

第
10
章　

伝
統
中
国
社
会
の
完
成
―
―
明
・
清

　

第
11
章　

	「
富
強
」
を
め
ざ
し
て
―
―
清
末
・
中
華
民
国
・
中
華
人

民
共
和
国

　

第
12
章　

多
様
化
す
る
文
学
、
漂
泊
す
る
作
家
た
ち

　

第
13
章　

現
代
中
国
案
内
―
―
変
貌
す
る
家
族
・
生
活
・
メ
デ
ィ
ア

　

中
国
史
略
年
表

　

以
上
に
加
え
、「『
正
史
』
と
王
朝
の
正
統
性
」「
宦
官
」「
歴
代
王
朝

に
お
け
る
地
方
行
政
制
度
の
変
遷
」「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」「
科
挙
」「
四

書
五
経
」「
家
族
と
宗
族
」「
華
僑
・
華
人
」「
食
文
化
」
と
い
う
九
つ
の

コ
ラ
ム
か
ら
な
る
。
編
者
も
述
べ
る
よ
う
に
「
四
書
五
経
」
や
「
食
文

化
」
な
ど
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
概
説
書
に
は
あ
ま
り
類
例
が
無
い
項
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仏
教
美
術
を
通
史
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
的
な
「
美
の
営
み
」

を
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
い
る
。
第
７
章
は
隋
唐
帝
国
を
「
礼
教
国
家
」

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
手
前
味
噌
で
あ
る
が
評
者
は
近
年
、
清
代

の
翰
林
官
を
「
礼
の
聖
職
者
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
と
ら
え
よ
う
と
試

み
て
い
る
。
そ
の
淵
源
を
こ
の
章
の
記
述
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
８
章
は
、
か
つ
て
宋
代
経
済
史
の
幸
徹
九
州
大
学
名
誉
教
授
が
提
唱

し
、
評
者
も
多
大
な
影
響
を
う
け
た
宋
代
の
南
北
経
済
交
流
を
財
政
的

物
流
と
位
置
づ
け
、
宋
王
朝
を
〈
財
政
国
家
〉
と
評
価
す
る
。
第
９
章
、

北
京
を
舞
台
に
し
た
契
丹
・
金
・
元
の
歴
史
の
叙
述
は
、
導
入
部
分
が

概
説
書
に
ふ
さ
わ
し
く
印
象
的
で
、
本
書
が
本
来
対
象
と
す
る
初
学
者

へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
10
章
は
、
北
方
民
族
と
の
関
係
を
軸

に
明
清
時
代
を
論
じ
る
。
類
書
で
は
大
き
な
割
合
を
占
め
る
（
例
え
ば

湾
で
活
躍
し
た
日
本
人
作
家
坂
口
䙥
子
へ
の
言
及
が
印
象
深
い
。
第
13

章
は
、え
て
し
て
歴
代
の
共
産
党
総
書
記
の
名
前
を
連
ね
、「
和
諧
社
会
」

や
「
一
帯
一
路
」
な
ど
の
政
策
構
想
な
ど
を
述
べ
が
ち
な
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、「
小
皇
帝
」「
蟻
族
」「
八
〇
後
・
九
〇
後
」「
小
資
」
な
ど
の
相

応
し
い
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
、
さ
ら
に
は
日
本
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い

が
中
国
で
は
周
知
の
「
百
家
論
壇
」「
超
級
女
声
」「
抗
日
神
劇
・
雷
劇
」

な
ど
の
興
味
を
引
く
ト
ピ
ッ
ク
を
紹
介
し
、
現
代
中
国
へ
の
関
心
を
引

く
叙
述
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の

個
別
の
記
述
と
全
体
構
成
が
非
常
に
意
欲
的
で
類
書
に
な
い
個
性
を
十

分
に
発
揮
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
図
書
館
等
で
入
手
し
や
す
い
適
切
な
参
考
文
献
が
き
ち
ん
と

あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
生
没
年
が
す
べ
て
に
つ
い
た
人
名
索
引
、
網

羅
的
な
書
名
索
引
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
高
く
評
価
で
き
る
。
煩

瑣
な
事
項
索
引
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
の

補
完
と
し
て
章
を
ま
た
が
っ
て
出
て
く
る
事
項
へ
の
「
～
頁
参
照
」
を

も
う
少
し
丁
寧
に
つ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
り
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

地
図
な
ど
の
図
版
も
多
く
用
意
さ
れ
て
お
り
、
理
解
の
助
け
と
な
る
が
、

章
に
よ
っ
て
は
縮
尺
の
都
合
か
字
が
小
さ
く
判
読
に
難
儀
す
る
箇
所

や
、
本
文
と
の
対
応
の
た
め
に
入
れ
ら
れ
る
「（
図
版
１
―
１
）」
の
位

置
に
多
少
違
和
感
を
感
じ
る
箇
所
が
あ
っ
た
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
の
内
容
と
構
成
に
は
ま
っ
た
く
異
議
は

朝
日
出
版
社
の
地
域
か
ら
の
世
界
史
シ
リ
ー
ズ
『
中
国
』
上
・
下
で
は
二
七
％
）

明
清
時
代
の
記
述
が
、
頁
数
に
し
て
六
％
弱
で
あ
る
こ
と
は
本
書
の
特

色
と
い
え
る
。
第
11
章
は
、
前
章
と
同
様
に
類
書
で
は
大
き
な
部
分
を

占
め
る
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件

ま
で
の
長
い
ス
パ
ン
の
近
現
代
史
を
対
象
と
し
て
お
り
、「
富
強
」
を
キ

ー
ワ
ー
ド
に
要
を
得
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
第
12
章
は
、
も
と
も
と

政
治
や
社
会
と
の
結
び
つ
き
が
緊
密
な
中
国
文
学
の
う
ち
、
一
九
一
七

年
の
文
学
革
命
以
降
を
叙
述
す
る
。
前
章
の
近
現
代
史
の
分
量
的
な
少

な
さ
を
補
完
す
る
位
置
づ
け
も
あ
る
だ
ろ
う
。
評
者
と
し
て
は
特
に
台
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な
い
の
で
あ
る
が
、
一
つ
大
き
な
論
点
と
し
て
か
か
げ
た
い
の
は
本
書

の
題
名
で
あ
る
「
教
養
の
中
国
史
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
こ
と
で
あ
る
。

本
書
の
カ
バ
ー
の
そ
で
に
は
「
大
学
一
～
二
年
向
け
の
教
養
科
目
テ
キ

ス
ト
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
教
養
教

育
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
た
だ
、
本

書
を
大
学
の
教
養
教
育
の
テ
キ
ス
ト
と
し
た
場
合
、
現
在
、
ど
の
く
ら

い
の
学
生
が
つ
い
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
の
特
徴
は
、
気
鋭
の
研
究
者
が
最
新
の
研
究
成
果
を
お
し
み
な

く
披
露
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
だ
、
内
容
を
重
視
す
る
あ
ま
り
か
、

時
に
主
語
と
述
語
が
遠
く
離
れ
る
部
分
が
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
日
本

語
の
文
章
表
現
が
い
く
ぶ
ん
生
硬
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
説

明
無
し
に
唐
突
に
細
か
い
人
名
や
専
門
用
語
が
出
て
く
る
箇
所
も
あ
り
、

お
そ
ら
く
中
国
史
専
攻
の
大
学
院
生
ぐ
ら
い
で
あ
れ
ば
既
知
の
知
識
を

補
い
つ
つ
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
初
学
者
に
は
苦
し
い
部
分

が
あ
る
。
宮
崎
市
定
『
中
国
史
』（
岩
波
書
店
）
の
明
晰
さ
の
境
地
に
は
至

ら
ず
と
も
、
編
者
に
よ
る
思
い
切
っ
た
文
体
の
整
理
は
必
要
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
他
、
気
に
な
る
点
は
、「　

」（
そ
の
他
、
凡
例
も
な
い
の
で
区
別
不

明
の
〈　

〉
や
《　

》
や
“　

”）
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中

国
史
特
有
の
歴
史
用
語
に
つ
い
て
い
る
「　

」、
例
え
ば
「
上
供
」「
御

筆
手
詔
」
に
は
違
和
感
は
な
い
。
た
だ
、「
独
自
」「
固
有
」
な
ど
、
辞

典
的
な
意
味
と
は
違
う
用
語
法
で
す
よ
、
と
い
う
「　

」
の
使
い
方
は
、

研
究
者
の
間
で
は
暗
黙
の
修
辞
と
も
い
え
る
が
、
大
学
一
～
二
年
生
を

を
対
象
と
し
た
本
書
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
本
書
は
実
は
完
成
し
て
み
る
と
、
歴
史
学
科
あ

る
い
は
文
学
・
哲
学
を
含
ん
だ
中
国
学
関
係
学
科
の
学
生
に
「
お
さ
え

て
お
く
べ
き
中
国
史
の
教
養
」
と
し
て
、
専
門
教
育
の
概
説
科
目
で
読

ま
せ
る
の
に
適
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
評
者
が
分
担

執
筆
者
と
し
て
関
わ
っ
た
『
中
国
の
歴
史
―
東
ア
ジ
ア
の
周
縁
か
ら
考

え
る
―
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
）
も
、
対
象
を
教
養
科
目
レ
ベ
ル
と
う

た
っ
て
は
い
る
が
、
概
説
ど
こ
ろ
か
特
殊
講
義
レ
ベ
ル
の
章
が
並
ぶ
結

果
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
評
者
の
正
直
な
感
想
で
あ
る
。
両
書
と
も
、

編
集
方
針
と
の
ズ
レ
は
原
稿
が
そ
ろ
っ
た
時
点
で
検
証
し
、
読
者
の
対

象
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

評
者
が
あ
げ
た
以
上
の
よ
う
な
課
題
は
本
書
の
意
欲
的
な
内
容
か
ら

す
れ
ば
些
末
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
が
よ
り
多
く
の
読
者
に
読

ま
れ
、
我
が
国
に
お
け
る
中
国
学
の
「
冬
の
時
代
」（
本
書
六
頁
）
が
終

わ
る
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
強
く
希
望
す
る
。

（
と
う
・
た
け
ひ
こ　

熊
本
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
部
）


