
1──“関係”を追って見えるもの

　
中
国
人
の
行
動
様
式
を
見
る
う
え
で
、“
関グ
ァ
ン
シ
ー係

”
が
一
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
考

察
す
る
論
考
を
仮
に
「
中
国
人
論
」
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
往
々

に
し
て
（
中
国
の
）
外
か
ら
の
視
点
が
加
わ
り
論
じ
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ア
ー
サ
ー
・
ス
ミ
ス
に
よ
る
中
国
人
の
“
面

子
”
や
、
費
孝
通
が
水
の
波
紋
に
喩
え
た
中
国
人
の
人
間
関
係
に
み

ら
れ
る
“
差
序
格
局
”（
格
差
と
序
列
の
構
＊造

）、
許
烺
光
（
Ｆ
・

Ｌ
・
Ｋ
・
シ
ュ
ー
）
の
“
情
境
中
心
”
な
ど
は
中
国
人
論
の
古
典
と

し
て
知
ら
れ
る
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
西
洋
の
社
会
学
理
論
が

中
国
に
入
り
、
様
々
な
社
会
現
象
に
対
す
る
考
察
は
そ
の
枠
組
み
の

下
で
な
さ
れ
、
普
遍
性
と
特
殊
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
が
行
わ

れ
て
き
た
。
一
方
、
そ
れ
に
限
界
を
感
じ
「
本
土
研
究
」
に
立
脚
し

た
論
考
も
学
術
界
に
一
石
を
投
じ
る
存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
久
し

い
。

　
本
特
集
の
テ
ー
マ
「“
人
際
”
の
関グ
ァ
ン
シ
ー係学

」
は
、「
人
間
関
係
」
に

当
た
る
中
国
語
の
“
人
際
関
係
”
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
。
も
っ
と

も
、“
人
際
”
と
い
う
語
は
“interposenal

”
の
訳
で
、
一
九
七
〇

年
の
『
現
代
漢
語
詞
典
』
第
三
版
（
商
務
印
書
館
）
に
初
め
て
登
場

し
た
こ
と
か
ら
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
古
く
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、

中
国
で
は
“
関
係
”
と
言
え
ば
、
普
通
「
人
間
関
係
」
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、「
関

係
」（relationship

）
は
必
ず
し
も
中
国
的
な
“
関
係
”
に
し
っ
く

り
く
る
よ
う
な
用
語
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
中
国
式
“
関
係
”
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
は
、
中
国
語
の
ピ
ン

イ
ン
“guanxi

”
に
す
る
か
、
同
じ
漢
字
を
持
つ
日
本
語
で
は

「
関グ
ァ
ン
シ
ー係

」
と
中
国
語
読
み
の
ル
ビ
を
付
け
る
、
こ
れ
は
研
究
者
の
間

で
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
本
特
集
冒
頭
の
﹇
講
演
﹈
に
は
、“
関
係
”
の
「
本
土
研
究
」
を

代
表
す
る
一
人
で
あ
る
翟
学
偉
氏
と
、“
関
係
”“
圏
子
”
を
本
土
研

究
に
取
り
込
ん
だ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
に
取
り
組
む
気
鋭
の
研
究
者

羅
家
徳
氏
の
両
氏
に
よ
る
講
演
を
掲
載
し
て
い
る
。
翟
氏
の
講
演
で

は
“
関
係
”
研
究
の
四
つ
の
重
要
な
思
想
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

り
“
関
係
”
研
究
の
流
れ
が
見
え
て
く
る
と
同
時
に
、
氏
自
身
の
研

究
ス
タ
ン
ス
も
見
て
取
れ
る
。
一
方
、
羅
氏
は
海
外
で
の
研
究
生
活

“
関グ

ァ
ン
シ
ー係

”を
追
っ
て
見
え
る
も
の
│
│
刊
行
に
際
し
て 

編
集
部
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が
長
い
ゆ
え
に
西
洋
の
社
会
学
理
論
を
多
く
取
り
入
れ
な
が
ら
、
大

量
の
一
次
資
料
を
用
い
て
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（“
圏
子
”）
の
経

済
活
動
に
与
え
る
影
響
を
検
証
す
る
。
両
氏
そ
れ
ぞ
れ
の
人
文
学
的

社
会
学
と
経
済
学
的
社
会
学
の
視
座
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
対
照
的

で
あ
る
が
、
本
土
研
究
は
中
国
的
“
関
係
”
の
解
明
と
解
釈
だ
け
で

な
く
、
西
洋
の
社
会
学
へ
の
影
響
も
大
き
い
と
い
う
共
通
の
思
考
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
、
日
本
で
は
中
国
人
の
行
動
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
そ
の
嚆
矢

と
も
い
え
る
研
究
に
園
田
茂
人
氏
の
『
中
国
人
の
心
理
と
行
動
』
が

挙
げ
ら
れ
る
。
中
国
人
の
行
動
モ
デ
ル
を
「
関
係
主
義
」
と
命
名
し

た
氏
に
こ
の
特
集
の
た
め
に
論
説
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
。
氏
の

「
中
国
的
「
関
係
主
義
」
再
論
」
は
、
こ
こ
三
十
年
来
の
“
関
係
”

概
念
を
め
ぐ
る
論
考
を
概
観
し
た
う
え
、
大
規
模
な
調
査
に
よ
る
日

中
韓
台
の
比
較
と
分
析
を
通
し
て
対
中
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
中
国
の

「
関
係
主
義
」
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　“
関
係
”
を
切
り
口
に
す
る
研
究
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
誌
で

は
初
め
て
こ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
た
め
、
基
本
的
概
念
及
び
そ

こ
か
ら
発
展
し
た
論
考
を
中
心
に
し
た
。﹇
論
説
﹈
で
は
、
冒
頭
の

翟
学
偉
氏
に
「
中
国
人
の
人
情
と
面
子
」
に
つ
い
て
寄
稿
し
て
い
た

だ
い
た
。
氏
の
長
き
に
わ
た
る
研
究
に
お
い
て
、“
関
係
”
と
並
ん

で
“
人
情
”
と
“
面
子
”
に
つ
い
て
の
研
究
も
学
界
で
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
日
本
語
に
も
存
在
す
る
こ
の
二
語
で
あ
る
が
、“
人
情
”

に
は
、
例
え
ば
“
送
人
情
”（
人
情
を
贈
る
）、“
欠
人
情
”（
人
情
の

借
り
を
作
る
）
な
ど
の
慣
用
表
現
が
物
語
る
よ
う
に
、
日
本
語
の

「
人
情
」
に
は
な
い
用
法
が
あ
り
、“
関
係
”
に
ま
つ
わ
る
「
貸
し
借

り
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
“
面
子
”
は
「
メ
ン
ツ
」

と
い
う
中
国
語
読
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う

に
、
中
国
人
に
つ
い
て
語
る
と
き
の
専
用
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

が
、
そ
れ
ら
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
“
関
係
”
に
機
能
し
て
い
る

の
か
、
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
加
え
て
林
萍
萍
氏
の
面
子
の
共
有
に

つ
い
て
の
日
中
大
学
生
の
比
較
研
究
も
参
照
さ
れ
た
い
。
翟
氏
と
は

視
点
や
手
法
こ
そ
違
え
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
マ
ク
ロ
と
ミ
ク

ロ
の
視
座
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
同
時
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
人
間
関
係
の
構
成
は
、
自
己
を
取
り
巻
く
関
係
の
親
疎
に
よ
り

「
ウ
チ
」「
ソ
ト
」「
ヨ
ソ
」
と
幾
つ
か
の
層
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

図
式
は
、
筆
者
の
研
究
分
野
を
持
ち
だ
し
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
言
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
対
人
関
係
の
言
語
行
動
に
つ
い

て
の
研
究
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
行
動
心
理
学
に
お

い
て
も
重
要
な
概
念
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
語
に
は
、
そ
れ
に
相
当

す
る
“
自
己
人
”“
認
識
人
／
熟
人
”“
陌
生
人
”
が
あ
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
文
脈
に
よ
り
異

な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
楊
宜
音
論
説
で
は
、
社
会
心
理
学

者
の
視
点
か
ら
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
幅
広
く
辿
り
な
が
ら
、
氏

自
身
の
研
究
も
踏
ま
え
、
西
洋
社
会
心
理
学
の
「
自
己
」「
集
団
」

の
概
念
で
は
解
釈
困
難
な
“
自
己
人
”
を
分
析
し
て
い
る
。

　
人
間
関
係
に
お
い
て
最
も
生
得
的
で
長
期
的
で
あ
る
も
の
は
、
何
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と
い
っ
て
も
血
縁
関
係
に
な
ろ
う
。
中
国
人
に
と
っ
て
の
“
関
係
”

は
そ
も
そ
も
血
縁
関
係
か
ら
押
し
広
げ
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と

す
る
指
摘
を
よ
く
目
に
す
る
。
そ
の
重
要
さ
は
発
達
し
た
親
族
名
称

や
そ
の
呼
称
と
し
て
の
汎
用
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
根
源
に
は
儒
家
の
思
想
と
そ
こ
か
ら

受
け
継
が
れ
た
父
系
家
族
の
家
父
長
制
度
が
あ
る
が
、
一
方
、
現
代

中
国
社
会
に
あ
っ
て
、
始
ま
っ
て
か
ら
三
十
数
年
を
数
え
る
一
人
っ

子
政
策
の
実
施
や
経
済
活
動
の
活
発
化
に
伴
っ
た
労
働
人
口
の
流
動

に
よ
り
、
核
家
族
化
が
進
ん
で
い
る
昨
今
で
は
、
そ
の
伝
統
的
な
家

族
観
が
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
。
李
霞
氏
の
論
説
で
は
、
女
性
の

「
実
家
」・「
婚
家
」
の
狭
間
に
あ
る
生
活
実
践
を
、
華
北
農
村
部
の

実
地
調
査
を
通
し
て
記
述
し
、
親
族
関
係
の
日
常
的
な
営
み
の
一
端

を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
伝
統
的
な
も
の
、
変
わ
ら

な
い
も
の
、
そ
し
て
変
わ
り
つ
つ
あ
る
も
の
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
方
、
血
縁
関
係
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
相
対
的
生

得
的
で
恒
常
性
を
も
つ
関
係
に
「
地
縁
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
翟
氏
が
指
摘
し
た
“
面
子
”
と
“
人
情
”
が
最
も
幅
を
利
か
せ

る
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
が
、
張
筱
平
論
説
で
は
そ
の
長
い

中
国
語
教
育
の
経
験
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
に
お
け
る

地
縁
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
働
き
を
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
地

縁
」
と
は
、
す
で
に
そ
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
離
れ
た
者
に

関
わ
る
用
語
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
者
同
士
を
つ
な
げ
る
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
有
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
一
方
、
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
大
き
な
変
革
を
与
え
た
の

が
、
情
報
革
命
が
も
た
ら
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
あ
る
。

“
関
係
”
は
時
空
を
超
え
て
つ
な
が
り
、
多
層
的
且
つ
多
重
的
に
広

が
っ
て
い
く
。W

echat

（
中
国
版LIN

E

と
い
え
る
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
）
で
は
人
々
は
幾
つ
も
の
“
群
”（
グ
ル
ー
プ
）
や
“
朋

友
圏
”（
友
達
グ
ル
ー
プ
）
に
置
か
れ
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
人
と

つ
な
が
っ
て
い
く
。
文
明
の
発
展
は
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
徐
々
に
浸

透
し
て
い
く
も
の
だ
と
世
界
近
代
文
明
発
展
の
歴
史
が
教
え
て
く
れ

る
が
、
中
国
は
い
さ
さ
か
異
な
る
。
固
定
電
話
の
普
及
を
待
た
ず
に

普
及
し
た
携
帯
電
話
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
い
瞬
く
間
に
普
及
を
遂
げ

た
“
支
付
宝
”（PayPay

）
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
待
た
ず
し
て
、

中
国
人
の
消
費
ス
タ
イ
ル
を
大
き
く
変
貌
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
利
器

の
恩
恵
に
与
っ
て
人
は
新
た
な
関
係
の
つ
な
が
り
と
あ
り
方
を
求
め

る
。
周
星
論
説
で
は
、
携
帯
電
話
の
普
及
状
況
を
追
い
な
が
ら
そ
の

人
間
関
係
に
与
え
る
影
響
の
現
状
を
論
じ
て
い
る
。

　
ま
た
、
本
特
集
で
は
少
し
異
色
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国

の
外
交
面
に
お
い
て
も
、
属
人
的
な
“
関
係
”
が
機
能
し
て
い
る
と

指
摘
す
る
上
村
氏
の
投
稿
論
文
や
言
語
研
究
の
第
一
線
で
活
躍
し
て

い
る
井
上
氏
の
「
直
接
的
表
現
」
と
「
間
接
的
表
現
」
に
ま
つ
わ
る

日
中
対
照
研
究
も
掲
載
し
て
い
る
。
そ
し
て
﹇
天
南
地
北
﹈
の
楊
暁

捷
氏
の
エ
ッ
セ
イ
も
、
中
国
、
日
本
、
カ
ナ
ダ
を
熟
知
す
る
氏
に
し

て
持
ち
得
る
セ
ン
ス
ゆ
え
興
味
深
い
。

　
中
国
人
の
行
動
原
理
を
見
る
う
え
で
、“
関
係
”
研
究
は
古
き
新
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し
き
言
わ
ば
永
遠
の
テ
ー
マ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

本
特
集
を
通
し
て
何
が
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
見
え
方
が
人
に
よ
っ
て

異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
き
っ
と
何
か
が
見
え
て
く
る
に
違
い
な

い
。
本
特
集
が
中
国
人
を
理
解
す
る
た
め
の
見
方
の
一
つ
で
も
提
示

で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

＊“
差
序
格
局
”
と
い
う
用
語
に
は
西
澤
治
彦
氏
の
「
差
序
的
な
構
造

配
置
」
と
い
う
訳
語
が
あ
る
が
、こ
こ
で
は
あ
え
て
「
格
差
と
序
列
の

構
造
」
と
し
た
。
な
お
、
本
誌
所
収
の
翻
訳
論
説
に
よ
っ
て
は
、
西

澤
氏
の
訳
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
（
費
孝
通
著
、
西
澤
治
彦
訳
『
郷

土
中
国
』風
響
社
、二
〇
一
九
年
）。
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）


