
◎
論

説家
族
文
化
と

現
代
中
国
の
社
会
発
展

張

琢

・
・
…

序

伝
統
文
化
と
は
、
後

の
世
代
を
育
む
と
同
時

に
束
縛
す
る
も
の
で

あ
る
。

伝
統
的

な
農
業
社
会
が
現
代
産
業
社
会

へ
と
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
の

な
か
で
、
社
会
文
化
は
い
か
に
し
て
新
た
な
転
換
を
遂
げ
る
の
だ
ろ

う
か
。
改
革
開
放
以
後
、
農
村

の
発
展
主
体
と
し
て
の
中
国
農
民
は
、

ま
さ
に
自

ら
の
実
践
の
な
か
で
活
き
活
き
と
し
た
創
造
を
す
す
め
て

い
る
。

本
論
文

は
実
証
研
究
を
手
が
か
り
と
し
て
、
社
会
経
済

・
政
治

・

文
化

に
体
現
さ
れ
た
、
四
つ
の
二
重
構
造
と
そ
の
矛
盾
し
た
関
係
に

対
し
て
、
中
国
農
民
が
実
際

の
生
活
の
な
か
で
ど

の
よ
う
な
処
理
を

し
て
い
る
か
を
分
析
し
た
。
そ
の
矛
盾
と
は
、

①

伝
統
的
な
小
家
庭
の
農
業

・
手
工
業

の
相
補
完
し
た
ミ
ク

ロ

な
自
給
自
足
と
、
国
家
と
い
う
地
大
物
博
の
マ
ク
ロ
な
自
給
自

足
が
共
同
で
構
成
し
て
い
る
二
重
の
自

給
自
足

②

何
千
年
も
の
君
主
専
制
に
お

い
て
形
成
さ
れ
た
保
守

の
伝
統

と
、
数
十
年
の
共
産
党
政
権
下
で
注
入
さ
れ
た
革
命
伝
統
と
の

衝
突
と
交
流

③

中
国
固
有

の
文
化
と
外
来
文
化
、
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

化
と
の
交
渉
と
融
合

④

民
族
化
と
現
代
化
と
の
弁
証
法
的
な
統

一

で
あ
る
。
本
論
文
か
ら
得
ら
れ
る
の
は
、
中

国
農
民
が
社
会
実
践
に

お

い
て
自
ら
の
創
造
に
よ
り
、
こ
う
し
た
問

題
に
与
え
た
回
答
の
初

歩
的
で
、
し
か
も
最
新
の
情
報

で
あ
る
。
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農
業
文
明
に
も
と
つ
い
た
家
族
文
化

東
ア
ジ

ア
の
地
理
範
囲
と
東

ア
ジ
ア
の
経
済
地
図

・
文
化
地
域

は
、
厳
密
に
分
類
す
れ
ば
若
干

の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね

一
致
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
地
理
環
境
が
経
済
区
分
を

決
定
し
、
さ
ら
に
は
異
な
る
地
理
環
境
と
生
産
方
式
が
ま
た
、
あ
る

文
化
形
態

生
活
方
式
、
風
俗
習
慣
、
観
念
体
系
か
ら
文
化
心
理

に
い
た
る
ま
で
の

を
育
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
い
う
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
文
化
と
は
、
お
も
に
東

ア
ジ

ア
の
悠
久

の
農
耕
経
済
生
活
に
も
と
つ

い
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
史
発

展
の
な
か
で
不
断
に
蓄
積
さ
れ
、
後
の
各
世
代
の
思
想
を
育
み
、
か

れ
ら
の
血
液
に
流
れ
こ
ん
で
き
た
と
同
時

に
、
あ
る
思
想
行
動

モ
デ

ル

・
規
範
を
形
成
し
て
、
後

の
世
代
の
精
神
を
支
え
る
と
同
時

に
束

縛
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

人
間
は
自
然

の
子
で
あ
る
。
猿
か
ら
人
間
に
い
た
る
進
化
は
、
約

三
千
年

前
の
ヒ

マ
ラ
ヤ
山
脈

の
活
動
か
ら
始
ま

っ
た
。
古
人
類
学
者

は

一
般

に
は
、
猿
か
ら
人
間
に
い
た
る
発
展
が
五
つ
の
段
階
を
経
過

し
た
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
マ
古
猿
人
、
南
方
古
猿
人

(早

期
直
立
人
)
、
直
立
人

(晩
期
直
立
人
)
、
旧
人

(早
期
ホ
モ

・
サ
ピ

エ
ン
ス
)、
新
人

(晩
期
ホ
モ

・
サ
ピ

エ
ン
ス
)
で
あ
る
。
ま
す
ま

す
豊
富

に
な
る
考
古
学

の
発
見
に
よ
る
遺
跡

の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で

は
、
東

ア
ジ
ア
に
あ

っ
て
、
こ
の
五
つ
の
段
階
は
連
綿
と
し
て
途
切

れ
る
こ
と
な
く
今
に
い
た

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
ま
で
ず

っ
と
、
人
類

の
農
業
文
明

の
発
端
は
金
属
器
の
発
明

後
で
あ
り
、
西
ア
ジ
ア
の
チ
グ
リ
ス

・
ユ
ー

フ
ラ
テ
ス
河
流
域
と
東

北

ア
フ
リ
カ
の
エ
ジ
プ
ト
に
始
ま
る
と
さ
れ

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

中
国
の
絶
え
ざ
る
考
古
学

の
新
発
見
に
よ
れ
ば

と
く
に
八
〇
年

代
以
来
の
新
発
見
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
共
通

の
認
識
に
よ
れ
ば
、
水

稲
栽
培
は
す
で
に
九
千
年
あ
ま
り

の
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
近
年
、

中
国
湖
南
省
で
発
見
さ
れ
た
最
初
期

の
栽
培
種
も
み
は
、
今
を
隔
た

バ
ユ

　

る
こ
と

一
万
八
千
年
か
ら
二
万
二
千
年

の
も

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、

現
在

の
日
本
列
島
や
南
洋
群
島
は
ま
だ
東
ア
ジ
ア
大
陸
と
分
離
し
て

は
い
な
か

っ
た
。
で
は
な
ぜ
金
属
器
の
発
明

以
前
に
、
こ
れ
ほ
ど
長

い
あ

い
だ
水
稲
栽
培

の
歴
史
が
存
在
し
て
い
た
の
か
。
私

の
考
え
で

は
、
水
稲
栽
培
は
水
田
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
、
泥
土
が
水
分
を
含

ん
で
柔
ら
か
く
な

っ
て
お
り
、
木
石
の
工
具
で
も
十
分
に
耕
作
が
可

能
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

一
万
年
の
長
さ
を
持

つ
水

稲
耕
作
こ
そ
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
文
明
の
基

礎
に
な

っ
た
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
水
稲
耕
作
以
外

に
も
、
灌
概
作
物
を
含
む
、
ま
す

ま
す
豊
穣
化
す
る
多
様
な
作
物
栽
培
が
こ
れ
以
後
も
存
在
し
た
。

定
住
農
耕
生
活
に
お

い
て
、
人
び
と
は
地
縁

・
血
縁
の
社
会
集
落

を
世
代
ご
と
に
相
継

い
で
形
成
し
て
い
っ
た
。
金
属
器
と
農
耕
牧
畜

の
発
明
や
実
施
が
広
ま
る
に
つ
れ
て
、
小
家
庭
が
生
産
の
基
本
単
位
、

社
会

の
初
級
組
織
と
な

っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
小
家
庭
と
、
こ
れ
ら
小
家
庭
が
不
断
に
繁
栄
す
る
こ
と



を
保
証
す
る
分
家
制
度
の
成
立
は
、
法
律
形
式

に
よ
る
そ
の
確
認
と

強
化
と
な
ら
ん
で
、
中
国
に
お
い
て
は
、
紀
元
前
四
世
紀

の
商
鞍

の

変
法

(井
田
制
の
廃
止
、
土
地
売
買

の
許
可
。
成
年
男
子
か
ら
租
税

を
徴
収

す
る
方
法
の
創
設
、

一
家
族

に
二
人

の
成
年
男
子
が
い
る
と

き
は
必
ず
分
家
す
べ
き

で
、
さ
も
な
け
れ
ば
倍
額
を
課
税
す
る
と

い

う
規
定

)
を
指
標
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

経
済
生
活
に
お

い
て
、小
家
庭

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
老
若
男
女
は
、

生
産
労
働
と
生
活
労
働
、
家
庭
外
労
働
と
家
庭
内
労
働
、
主
要
労
働

と
補
助
労
働
、農
業
労
働
と
手
工
業
労
働
を
緊
密
に
む
す
び

つ
け
て
、

家
庭
メ

ン
バ
ー
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮

・
協
調
さ
せ
、
最
大
限
に

時
間
を
活
用
し
、
原
材
料
を
節
約
し
、
コ
ス
ト
を
低
下
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
中
国
の
伝
統
農
業
は
、
千
百
年

の
あ

い
だ
発
展
し
て
き
た

高
度
に
集
約
化
し
た
密
度
あ
る
農
耕
と
し
て
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
小

家
庭
を
単
位
に
担
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
小
家
庭

に
よ
る
農
業
自

然
経
済

の
社
会
細
胞
を
維
持
す
る
た
め
に
、

一
連

の
完
備
し
た
倫
理

道
徳
と
観
念
体
系
が

つ
く
ら
れ
、
父
子

・
夫
婦

・
兄
弟
姉
妹
や
そ
の

他

の
親
族
関
係
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
規
範
化
さ
れ
処
理
さ
れ
た
。
生

産

・
生
活

・
教
育

・
防
衛
や
娯
楽
と

い
っ
た
社
会
機
能
を

一
体
と
し

て
兼
ね
備
え
た
小
家
庭
に
お
い
て
、
血
液
が
水
よ
り
も
濃
い
家
庭
関

係
と
情
感
が
養
成
さ
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
オ
リ

エ
ン
ト
の
集
団
精
神

に
お
け
る
、
社
会
経
済

や
倫
理
道
徳
、
情
感

の
ミ
ク
ロ
な
基
礎
に
ほ

か
な
ら
な

い
。
あ
ら
ゆ
る
家
庭
が
こ
う
し
た
集
団
精
神

の
基
本
単
位

な
の
だ
。

農
業
生
産
の
水
土
な
ど

の
条
件

へ
の
依
存

や
作
物
成
長
周
期
の
安

定
性
に
よ

っ
て
、
農
業
民
族

の
土
地
防
衛
と
移
動
重
視

の
習
性
が
か

た
ち
つ
く
ら
れ
た
。
農
業

の
生
産
需
要
に
適
応
す
る
た
め
に
は
、
水

利
耕
作
を
勃
興
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
と
く

に
北
方
と
西
北
の
精
惇

な
騎
馬
民
族
の
不
断
の
南
方
侵
略
と
東
方
進
出
を
阻
止
す
る
た
め
に

は
、

マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
組
織
化
の
度
あ
い
を
日
々
向
上
さ

せ
た
膨
大
な
国
家
機
構
を
樹
立
し
て
、
社
会

の
管
理
、
農
業
生
産
の

発
展
、
国
内
鎮
圧
と
国
外
防
衛
の
職
能
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
中
国
の
南
北
を
貫
く
大
運
河
と
、
東
西
を
横
断
す
る
万
里
の
長

城
は
、
中
国
の
農
業
文
明
時
代
が
中
央
集
権
政
府
に
よ
る
社
会
力
量

の
統
合
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
代
表
し
、
象
徴
す
る
二

つ
の
傑
作

で

あ
る
。
そ
れ
は
小
家
庭
を
基
礎
単
位
と
す
る

ミ
ク
ロ
な
集
団
精
神
を

土
台
に
、

マ
ク

ロ
な
集
団
精
神
を
拡
散
さ
せ
た
こ
と
の
表
れ
な
の
で

あ
る
。

社
会
の
現
代
化
発
展

の
研
究
に
お

い
て
、
民
族
国
家
と
民
族
意
識

の
形
成
が
、
現
代
化
を
起
動
さ
せ
る
前
提
条

件
で
あ
る
と
す
る
論
は

数
多

い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
資
本
主
義
の
成

立
に
と
も
な

っ
て
勃
興

し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
こ
う
し

た
民
族
国
家
を
最
初
に
成
立
さ
せ
た
が
ゆ
え

に
、
第

一
に
現
代
化

の

発
展
の
道
を
た
ど

っ
た

の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
う
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
歴
史
基
準
に
よ

っ
て
、
オ
リ

エ
ン
ト
の
悠
久

の
文
明
史
を
考
察
す

る
粗
雑
な
観
点
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
社
会
発
展

の
実
際
を
正
確
に
描

写
し
解
釈

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
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民

報

第

壼
號

目
次

●
圖

寮

○
世
琳
第
一之
民
族
主
義
大
偉
人
黄
帝
○
世
界
第

一之

民
繊
主
轟
大
家
応
楼
○
蝕
界
第
一
之
共
和
國
建
設
者
夢

盛
輔
○
世
堺
第
一之
耶
等
博
愛
主
義
大
家
轟
翌

●
登
刊
詞

●
民
族
的
國
民

●
論
浦
政
府
錐
欲
立
憲
而
不
能
…
…
蟄

●
論
中
國
宜
改
創
民
主
政
饅
…
…
…
思

●
中
國
革
命
史
論

思 精 孫

黄 黄 伸 衙 文

 

O
第
一章
絡
論
○
第
二
章
秦
末
之
革
命

●
難
畷
和
法
蘭
西
共
和
國
建
造
者
甘
必
大
傭

君

武

O
鯖

一
軍
有
丁
之
獄

●
記
東
京
留
學
生
歓
迎
孫
君
逸
仙
事
…逼

庭

●
記
戊
戌
庚
子
死
事
諸
人
紀
念
含
中
廣
東

記

者

某
君
之
演
醗

●
時

評

O
繭
於
最
近
日
清
之
談
釧
(漢
民
)怪
蔵
上
海
各
報
館
之

慰
問
出
洋
五
大
臣
(
思
黄
)O
清
政
府
興
轄
工
禁
絢
問
題

(漢
民
)○
臨
哉
金
邦
挙
(廼
庭
)○
今
日
堂
分
省
界
之
日

耶
(
思
黄
)

●

課

叢

O
逡
歩
輿
貧
乏
(屠
富
)

●

來

稿

○
致
公
皇
1
訂
新
掌
要
磯
(饗
金
山
)
○
周
浩
然
侮

(上

海
)○
周
君
奉
鍵
事
略
(湖
窮
)

●

告

白

じ

っ
さ

い
、
オ
リ

エ
ン
ト
の
農
業
文
明
の
長

い
歴
史

の
基
礎
の
う

え
に
は
、
す
で
に
早
く
か
ら
緻
密
に
組
織
化
さ
れ
、
高
度

に
制
度
化

さ
れ
た
民
族
国
家
体
制
と
国
家
意
識
が
樹
立
さ
れ
て
い
た
。

一
九
〇

五
年
、
中
国
民
主
革
命

の
先
駆
者
で
あ
る
孫
中
山
は
同
盟
会
を
建
設

し
、
日
本
の
東
京
で
創
刊
し
た
同
盟
会

の
会
報

『民
報
』

の
第

一
期

第

一
頁
に

「
中
国
民
族
開
国
の
始
祖
、
世
界
最
初

の
民
族
主
義

の
偉

人
で
あ
る
黄
帝
」

の
画
像
を
印
刷

(上
図
参

照
)
、
黄
帝
紀
元
を
西

暦
前
二
六
九
八
年
と
推
定
し
'

1
九
O
五
年
現
在
を
中
国
開
国
紀
元

四
六
九
四
年

で
あ
る
と
し
た
。
ま
さ
に
そ
う

し
た
理
由
に
よ

っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
列
強
が
全
世
界
に
む

か

っ
て
拡
大
し
、
地
球

大
に
植
民
地
体
系
を
建
設
す
る
や
、
そ
れ
は

オ
リ
エ
ン
ト
で
は
じ
め

て
最
も
頑
強
な
抵
抗
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
東
ア
ジ
ア
の

国
家
と
地
域
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
強
烈
な
民
族
意
識
と
集
団
精
神

に
も
と
つ
い
て
は
じ
め
て
、
パ
ワ
ー
を
集
中

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先

進
国
家
と
の
競
争
か
ら
台
頭
し
、
今
日
の
よ
う
な
多
元
的
に
併
存
す

る
世
界
発
展
の
局
面
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が

で
き
た
の
だ
し
、
ま
た

そ
の
発
展
の
趨
勢
か
ら
し
て
、
東

ア
ジ
ア
の
発
展
は
勃
興
の
上
昇
期

に
あ
り
、
更
な
る
潜
在
力
と
パ
ワ
ー
を
備
え

て
い
る
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
東

ア
ジ
ア
の
伝
統
文
明

が
自
給
自
足

の
小
家
庭

の
農
業
自
然
経
済

の
う
え
に
樹
立
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
狭
小
な
小
家

庭
の
生
産
単
位
や
、
分
散

・
希
薄
化
し
た
労

働
力
と
物
資
力
は
、
科

学
技
術

の
発
展
を
制
限
し
た
。
農
耕

・
手
工
業
が
補
完
し
た
小
家
庭

の
ミ
ク
ロ
な
自
給
自
足
経
済
と
、
莫
大
な
資
源

・
物
資
が
補
完
し
て



成
立
し
た

マ
ク
ロ
な
自
給
自
足
の
経
済
が
共
同
で
構
成
す
る
二
重

の

自
給
自
足
体
制
は
、
さ
ら
に
商
品
経
済

の
発
展
を
制
限
し
、
社
会
化

さ
れ
た
生
産
の
拡
大

や
国
家
貿
易
の
発
展
を
阻
害
し
た
。
と
く
に
こ

う
し
た
基
礎
の
う
え

に
樹
立
さ
れ
た
社
会

の
上
層
建
築
が
拡
大
化

・

緻
密
化

・
重
厚
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
新
し
い
社
会
経
済

の
要
素

の

芽
ば
え

成
長
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な

っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
す
く
な
く
と
も
こ
れ
が
、
東

ア
ジ
ア
の
伝
統
文
明

の
中
核
地
帯

に
位
置

す
る
中
国
が
、
長
期
に
わ
た

っ
て
伝
統
農
業
社
会
に
停
滞
し

て
き
た
根
本
的
な
内
的
理
由

で
あ
る
。

こ
の
た
め
、社
会
経
済
の
発
展
は
そ
の
反
対
方
向
に
動
き
だ
し
た
。

す
で
に
中
国
本
土
で
新
し
い
活
力
が
芽
ば
え
成
長
す
る
の
が
困
難
で

あ
る
以
上
、
唯

一
の
は
け
口
は
、
こ
う
し
た
悠
久

の
歴
史
の
重
圧
の

も
と
に
枯
渇
し
人
口
の
重
圧
に
あ
え
ぐ
故
国
を
離
れ
て
、
新
し
い
発

展
の
空
間
と
機
会
を
も
と
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
ー

す
な
わ
ち
、

明
清
以
来
、
代

々
の
華
人
は
生
死
の
危
険
を
賭
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア

に
む
か

い
、
ア
メ
リ
カ
に
む
か
い
、
異
国
他
郷
に
む
か

っ
て
新
生
面

を
切
り
開

い
て
き
た
こ
と
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
が
つ
ま
り
、
現

在
す
で
に
四
七
〇
〇
万
の
人
口
に
達
し
、
二
～
三
万
億
ド
ル
の
資
産

総
額
を
擁
し
て
、
東
南

ア
ジ
ア
や
世
界
各
地
に
分
布
し
て
注
目
を
集

め
て
い
る
華
人
経
済
現
象
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
か
も
興
味
深

い
こ

と
は
、
か
れ
ら
が
故
郷
の
地
縁

・
血
縁
を
離
れ
、
海
外
に
生
存
を
求

め
て
発
展

さ
せ
て
い
る
の
は
、
依
然
と
し
て
、
悠
久
の
歴
史

の
な
か

故
国
で
培

っ
て
き
た
中
華
文
化
な

の
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
海
外

の
異

国
他
郷
に
い
た
る
や
、
郷
土
の
親
類
を
も
と

め
て
同
郷
会
を
組
織
、

た
が
い
の
生
活
を
扶
助
し
、
職
業
を
紹
介
し

て
、
渡
来
し
た
ば
か
り

の
郷
土
の
親
類
が
す
ぐ
さ
ま
遭
遇
す
る
で
あ

ろ
う
困
難
を
援
助
、

一

応

の
安
定
を
得
ら
れ
た
な
ら
、
さ
ら
に
新
し

い
同
郷
の
親
族
を
故
郷

か
ら
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
概
算
統
計
に
よ
れ
ば
、
東
南
ア
ジ

ア

の
各
国
に
は
、
中
国
の
異
な
る
地
域
出
身
の
六
千
余
り
に
お
よ
ぶ
華

人
や
そ
の
後
商
が
組
織
す
る
同
郷
会
が
存
在

し
、
そ
れ
ら
は
こ
れ
ま

で
、
交
通
網
を
整
え
、
望
郷

の
念
を
慰
安
し

、
団
結
と
援
助

に
む
け

た
機
能
を
発
揮
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
以
後
、
時
代
の
変
遷
に
応
じ

て
、
そ
の
な
か
か
ら
郷
土
宗
族

の
色
彩
を
帯
び
た
投
資
株
式
会
社
が

育

つ
こ
と
に
な
る
。
華
人
経
済

の
実
体
は
、
宗
族
や
同
郷

の
組
織
し

た
会
社
や
企
業
網
に
も
と
つ

い
て
、
地
球
規
模

の
海
外
華
人
圏
を
結

び

つ
け
る
、
あ
の
無
形
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、
す
な
わ
ち
民
族
文
化
の

共
同
意
識
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ
う
し
た
精
神
紐
帯
と
創
業
精
神
に
よ

っ
て
、
か
れ
ら
華
人
は
幾

多

の
銀
難
を
乗
り
こ
え
、
努
力
奮
闘
を
続
け

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ

の
う
え
、
か
れ
ら
は
事
業
が
成
功
し
た
後
も

、
郷
土
帰
属
意
識
と
情

感
を
捨
て
き
れ
ず
、
先
祖
を
顕
彰
す
る
業
績

を
携
え

て
、
自
ら
蓄
積

し
た
財
産
や
知
恵
を
、
郷
土
の
建
設
と
発
展

に
還
元
し
て
き
た
の
で

あ
る
。

中
国
の
改
革
開
放
以
来
、
国
外

か
ら
の
投
資

の
八
〇
%

は
華
人
資
本
に
出
自
し
て
い
る
。
こ
れ
は
注

目
す
べ
き
突
出
し
た
現

象
で
あ
る
。

以
上
が

つ
ま
り
、
現
代
中
国
社
会
経
済
の
発
展
に
お
け
る
、
オ
リ

家族文化と現代中国の社会発展
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エ
ン
ト

の
伝
統
文
明
に
培
わ
れ
た
民
族
集
団
精
神

の
活
き
活
き
と
し

た
体
現
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
東

ア
ジ
ア
農
業
文
明
の
発
祥
の
地
で
あ
る
故
国
で
、
こ
の

長
く
枯
渇
し
た
大
地
を
活
性
化
さ
せ
、
そ
う
し
た
基
礎

の
う
え
に
、

硬
化
し
た
膨
大
な
上
層
建
築

と
り
わ
け
社
会
の
絶
対
君
権
主
義

の
愚
昧
統
治

に
よ
る
疎
外
と

い
う
重
圧

を
転
覆
さ
せ
、
新
し
い

躍
動
感

、
土
壌
の
発
展
、
そ
れ
に
相
応
し
い
新
し

い
社
会

・
政
治

・

文
化
の
条
件
を
、
現
代
化
の
発
展
に
も
た
ら
そ
う
と
思
え
ば
、
強
烈

で
深
刻

な
社
会
変
革
を
お
こ
な
わ
な

い
か
ぎ
り
不
可
能

で
あ
る
。

十
九

世
紀
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義

の
挑
戦
を
前
に
し
て
、

中
国
社
会
は

一
世
紀
半

の
紆
余
曲
折
し
た
経
済

・
政
治

・
文
化

の
各

方
面

の
大
変
革
を
経

て
は
じ
め
て
、
社
会
発
展
に
対
す
る
束
縛
を
す

こ
し
ず

つ
取
り
除

い
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
複
雑
な

歴
史
過
程
を
十
分
に
議
論
す
る
時
間
も
紙
幅
も
な
い
。
本
論
文
で
重

点
的
に
議
論
し
た
い
の
は
、
筆
者
が
実
際

に
お
こ
な

っ
た
調
査
を
も

と
に
、
他
の
学
者

の
関
連
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
中
国

の
改
革

開
放
以
来
、
こ
う
し
た
集
団
精
神
が
、
中
国
社
会

の
発
展

に
お

い
て
、

と
り
わ
け
農
村

の
社
会
基
礎
と
い
う
局
面
に
お

い
て
再
現
さ
れ
変
遷

し
つ
つ
あ
る
最
新

の
事
情
で
あ
る
。

中
国
農
村
家
族
文
化
の
復
活
と

農
民
の
社
会
転
型
期
に
お
け
る
創
造

一
九
四
九
年

の
中
華
人
民
共
和
国
の
建
設
、
各
方
面
に
お
け
る
民

主
改
革

の
進
行
、
社
会
の
安
定
化
は
、
新
中
国
初
期

の
社
会
経
済
の

発
展

に
と

っ
て
き
わ
め
て
良
好
な
局
面
を
切
り
開

い
た
。
事
実
、
中

華
人
民
共
和
国
の
建
設
か
ら
五
〇
年
代
前
半

に
い
た
る
経
済
の
回
復

と
発
展
の
速
度
は
、
空
前

の
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
期
間
、
農
民
た

ち
は
農
業
生
産

に
お

い
て
、
形
式
と
程
度
に
お

い
て
あ
い
異
な
る
互

助
合
作
を
展
開
し
た
が
、
こ
れ
は
当
時
の
農
業
生
産
力
の
発
展
水
準
、

農
民
の
利
益
や
文
化
水
準
、
農
民
の
親
族
同
士
の
素
朴
な
互
助
合
作

の
伝
統
精
神
や
習
俗
に
も
適
応
す
る
も
の
だ

っ
た
。
農
業
生
産
に
日

夜
急
激
な
回
復
と
発
展
を
保
証
し
た
の
は
、

こ
の
こ
と
に
よ
る
。

し
か
し
こ
れ
に
続

い
て
、
ま
す
ま
す

「左
」
傾
化
す
る
主
観
が
推

進
し
た
不
断
革
命
と
継
続
革
命
は
、魯
迅
が
か

つ
て
の
べ
た
よ
う
に
、

命
を
革
め
、
革
命
を
革
め
、
革
命
を
革
め
る
こ
と
を
革
め
、
さ
ら
に

ム
　

　

ま
た
…
…
と
い
っ
た
も

の
で
、
物
事
を
そ
の
反
対
方
向
に
ま
で
進
め

て
し
ま

っ
た
。
左
傾
を
進
め
た
あ
ま
り
、
か
え

っ
て
右
傾
の
友
と
ぶ

つ
か
る
こ
と
に
な
り
、
徹
底
化
の
程
度
が

「底
無
し
」
に
い
た

っ
た

ハ
ヨ

　

た
め
、
「底
無
し
の
穴
が
残
る
だ
け
」
と
な

っ
た
。
無
限

に
エ
ス
カ

レ
ー
ト
す
る
合
作
化
運
動
、
と
り
わ
け

一
九

五
八
年
の
人
民
公
社
運

動
を
経
て
以
後
、
わ
れ
わ
れ
は
人
民
公
社
の
田
野
に
、
何
千
年
前
の

砧



西
周
封

建
制
度
に
存
在
し
た
井
田
制

の
復
活
を
ほ
と
ん
ど
見
る
思

い

だ

っ
た
。
そ
の
中
間
に
は
、
ま
ば
ら
に
穀
物
が
実

る
だ
け
の
大
地
、

公
田
が
あ
り
、
田
畑

の
隅
や
家
屋

の
周
囲
に
は
豊
か
な
小
庭
園
、
す

な
わ
ち

人
民
公
社
の
構
成
員
の
自
留
地
、
私
田
が
あ

っ
た
。
こ
ん
な

現
実
を
遊
離
し
た

「
一
大
二
公
」
の
美
し

い
幻
想
を
支
え
き
る
こ
と

は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
現
実

の
大
地
に
転
落
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
八
年
以
来
の
中
国
の
改
革

の
第

一
歩
は
農
村
か
ら
は
じ
ま

っ
た
。

そ
の
体
制
改
革

の
具
体
的
な
内
容
は
、
家
庭
を
単
位
と
す
る

連
合
生
産
請
負
責
任
制
を
実
行
し
て
、
家
庭
の
伝
統

で
あ
る
生
産
機

能
を
回
復
す
る
こ
と
だ

っ
た
。
こ
の

一
歩
は
、
人
民
公
社
の
形
式
に

高
度
に
集
団
化

・
公
有
化
さ
れ
た
当
時

の
体
制
よ
り
み
れ
ば
、
か
な

り
思
い
き

っ
た
根
本
的
な
突
破

口
で
あ
る
が
、
よ
り
長
い
歴
史
か
ら

ふ
り
返

る
と
、
商
鞍
の
変
法
以
来
の
、
小
家
庭
を
単
位
と
し
た
社
会

経
済
の
機
能
を
回
復
し
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
。

歴
史
は
千
年
を

一
サ
イ

ク
ル
と
し
て
大
き
な
冗
談
を
放

っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
中
国
社
会

の
発
展

の
時
代
背
景
や
条
件
は
畢
寛
お
な
じ
も

の
で
は
あ
り
え
な
い
。
家
庭

の
連
合
生
産
請
負
責
任
制
を
実
行
し
た

後
、
小
家
庭
の
農
家
は
水
を
得
た
魚

の
よ
う
に
、
新
た
に
獲
得
し
た

自
由
を
利
用
し
て
、
農
業
経
済
を
迅
速
に
回
復
、
発
展
さ
せ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
基
礎
の
う
え
に
、
貧
窮
困
苦
の
な
か
か
ら
勃

興
し
た
ば
か
り
の
中
国
農
民
は
、
最
小
限
の
資
本
蓄
積
に
よ

っ
て
、

極
端
な
と
き
は
借
金
に
よ

っ
て
ま
で
、
工
業

・
商
業

・
サ
ー
ビ
ス

・

建
築

・
運
輸
な
ど
多
種
多
様
な
産
業
を
開
始
さ
せ
た
。
家
庭

の
連
合

生
産
請
負
責
任
制

の
推
進
に
踵
を
接
し
て
、
改
革
開
放
以
来
の
八
〇

年
代
中
期
に
中
国
農
村
に
お
い
て
急
速
な
発
展
を
開
始
し
た
郷
鎮
企

業
こ
そ
、
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
中
国
農
民

が
根
本
か
ら
自
己
の
社

会

・
経
済
地
位
を
改
革
し
た
第

二
の
創
業
で
あ

っ
た
。
ま
さ
に
、
中

国
農
民

の
偉
大
な
創
造
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
中
国
と

い
う
農
村

・

農
民

・
農
業
を
基
礎
と
し
主
体
と
し
た
社
会
経
済

シ
ス
テ
ム
を
改
革

す
る
、
空
前
絶
後
の
根
本
的
な
革
命

中

国
農
村

の
産
業
革
命
が
、

そ
れ
で
あ

っ
た
。

中
国
国
家
統
計
局
の
発
表
し
た
数
字
に
よ
れ
ば
、

一
九
九
四
年
末

の
中
国
農
村
の
郷
鎮
企
業
の
生
産
高
は
す
で
に
四
兆
二
六
〇
〇
億
元

人
民
幣
に
達
し
て
い
る
。
そ

の
う
ち
、
工
業
生
産
高
は
三
兆
二
三
六

六
億
で
、
全
国
工
業
総
生
産
高

の
四
二
%
を
し
め
、
本
世
紀
末
に
は

郷
鎮
工
業

の
総
生
産
高
と
都
市
工
業

の
総
生
産
高
は
拮
抗
し
、
全
国

工
業
総
生
産
高
の
半
分
を
し
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
現
在
、
農

村

の
郷
鎮
企
業
の
総
生
産
高
は
す

で
に
農
業

・
林
業

・
牧
畜

・
漁
業

の
総
生
産
高

の
三
倍
で
あ
る
。

一
九
九
四
年
末

の
全
国
郷
鎮
企
業

の
総
数
は
二
五
〇
〇
万

で
あ

り
、

一
億
二
〇
〇
〇
万
人
の
職
員
を
擁
し
、
各
企
業

の
平
均
人
員
は

四
・八
人
で
あ
り
、
中
国

の
伝
統
的
な
五
人
家
族
と

い
う
家
庭
規
模

に
近

い

(中
国
で
現
存
す
る
最
初
期

の
全
国

人
口
統
計
に
よ
れ
ば
、

漢

の
平
帝
元
年

〔西
暦

二
年
〕

の
全
国
平
均
各
戸
人
口
は
四
・八
七

人
で
あ
る
)。
し
か
し
、
企
業
に
お

い
て
職

員
と
さ
れ
る
の
は
成
年

労
働
者
か
管
理
者

で
あ
る
。
企
業
の
構
成
員

は
単

一
の
家
庭
構
成
員
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と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
、
多
く
の
初
級
小
企
業
は
家
庭
の
成
員
か
親
友

で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
経
営
管
理
方
式
も
多
く
の
ば
あ

い
家
族
式
の

管
理
方
式
で
あ
る
。

ほ
か
な
ら
ぬ
連
合
生
産
請
負
を
お
こ
な
う
農
家
と
、
こ
の
よ
う
に

分
散
し
た
小
規
模
の
郷
鎭
企
業
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
家
庭
生
産
経

営
の
機
能
と
家
族
文
化
が
き
わ
め
て
順
調
に
復
活

で
き
た
の
で
あ

る
。
郷
鎭
企
業
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
、
伝
統
的
な
農
耕
と
手
工
業
が

補
完
し

た
農
業
生
産

の
機
能
を
、
商
品
化
と
専
業
化

に
よ
る
第
二

次

・
第

三
次
産
業
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
中
国

の
改
革
開
放
以
後
の
農
村
家
族
文
化

の
復
興
に
関
し
て
い
う
な
ら
、

こ
う
し
た
発
展
段
階
と

こ
う
し
た
局
面
の
研
究
は
す
で
に
周
知
の
こ

と
に
属
す
る
だ
ろ
う
。

私
が
こ
こ
で
議
論
し
た
い
の
は
、
八
〇
年
代
後
期
よ
り
、
と
く
に

九
〇
年
代
以
来
、
地
域

に
そ
く
し
て
い
う
と
、
お
も
に
開
放
が
先
行

し
、
市
場
経
済
発
展

の
比
較
的
早

い
沿
海
地
域
が
、
企
業
規
模
と
経

営
管
理

の
素
質
の
上
昇
過
程
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
地
縁

・
血
縁
結

合
方
式

に
よ
る
家
庭
関
係
や
経
営
管
理
、
人
間
交
流
方
式
を
、
現
代

化
し
た
科
学
組
織
管
理
方
式
に
転
換
し
、
情
と
理
が
結
合
し
た
新
し

い
タ
イ
プ
の
管
理
方
式
と
企
業
集
団
精
神
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
で

あ
る
。

市
場
経
済

の
急
激
な
発
展
に
と
も
な

い
、
企
業
の
規
模
、
組
織
、

管
理
、
生
産
分
業
は
日
に
日
に
拡
大

・
細
密
化
し
て
お
り
、
こ
れ
ま

で
の
家
庭
、
家
族
、
親
戚
社
会
に
よ
る
血
縁

・
地
縁
の
小
さ
な
圏
内

に
依
存
し
た
だ
け
で
は
、
も
は
や
適
材
適
所

の
需
要
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
責
任
の
は

っ
き
り

し
た
理
性
化
さ
れ
た
管

理
、
と
く
に
技
能
と
業
績
に
も
と
つ
い
て
厳
格
に
報
酬
を
分
配
す
る

制
度
の
執
行
に
適
応
す
る
こ
と
も

で
き
な
く

な

っ
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
改
革
開
放
が
先
行
し
、
郷
鎮
企
業
の
発

展
が
比
較
的
早
く
、
企

業
規
模
と
経
営
管
理
の
水
準
の
上
昇
が
か
な
り
の
程
度
に
な

っ
て
は

じ
め
て
、
職
員
募
集

(管
理
人
員
を
含
む
)

に
お

い
て
、
こ
れ
ま
で

の
地
縁

・
血
縁
圏
内
を
突
破
し
て
、
能
力
主
義
を
基
準
と
し
た
募
集

方
法
に
よ

っ
て
、
合
理
化
さ
れ
た
科
学
管
理
を
進
め
る
こ
と
が
現
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
職
員
の
世
界
や
労
資
関
係
に
お

い
て
、
企
業
を
家
庭
と
す
る
相
互
恩
顧
に
も

と
つ
く
情
感
を
つ
く
り

あ
げ
て
、
職
員
を
結
集
さ
せ
事
業
を
発
展
さ
せ
よ
う
と

い
う
努
力
が

な
さ
れ
て
い
る
。
地
縁

・
血
縁

の
家
庭
感
情

の
文
化
か
ら
こ
ん
な
風

に
転
換
し
て
、
地
縁

・
血
縁
関
係
を
脱
却
、
と
き
に
は
そ
れ
を
故
意

に
排
除
し
な
が
ら
、
理
性
化
し
た
科
学
管
理
と
結
び

つ
い
て
形
成
さ

れ
た
企
業
管
理
文
化
を
、
わ
れ
わ
れ
は
簡
潔

か

つ
正
確
に

「合
情
合

理
」

の
四
字
に
概
括

で
き
る
。

地
縁

・
血
縁
化
を
否
定
し
、
理
性
化
さ
れ
た

「合
情
合
理
」

へ
と

転
換
し
た
、
こ
う
し
た
企
業
経
営
管
理
の
新

し
い
文
化
は
、
中
国
の

伝
統
的
な
家
族
文
化
が
新
し

い
条
件

の
も
と

で
変
化

・
発
展
し
て
き

た
産
物
で
あ
り
、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
性

主
義
の
管
理
モ
デ
ル
を

中
国
に
導
入
し
て
、
中
国
化
の
過
程
の
な
か

で
中
国
伝
統
文
化
と
結

合
さ
せ
た
産
物
で
あ
る
。

い
い
換
え
れ
ば
、
民
族
性
と
現
代
性
を
兼
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ね
備
え
た
そ
れ
ら
企
業
集
団
精
神
は
、
民
族
の
情
感

・
文
化

の
現
代

化

へ
の
転
換
で
あ
り
、
か

つ
現
代
性
の
民
族
化
な

の
だ
。

そ
う
し
た
発
展
過
程
は
、
ま
ず
八
〇
年
代
の
中
期

に
珠
江
デ
ル
タ

地
帯

に
現
れ
、
改
革
開
放
と
市
場
経
済

の
発
展
と
上
昇
が
比
較
的
早

い
沿
海
地
域
で
、
今
ま
さ
に
急
速

に
広
が

っ
て
い
る
。

以
下

で
は
、
筆
者
が
自
ら
調
査
し
た
福
建
省
厘
門
市
集
美
区
灌
口

鎮
上
塘
村
下
村
社

の
農
村
私
営
企
業
、
建
昌
セ
メ
ン
ト
製
品
工
場
を

例
に
、
そ
う
し
た
経
営
管
理
モ
デ
ル
と
企
業
文
化
の
具
体
的
な
現
れ

を
み
て
み
た

い
。

工
場
長
は
張
明
昌
、
男
、

一
九
五
三
年
生
ま
れ
、
現
在
四
十
三
歳

で
、
本
籍

は
福
建
恵
安
県
。
小
学
校
卒
業
以
前
に
出
稼
ぎ
を
開
始
し
、

現
在
で
も

一
般
の
簡
単
な
応
用
文
を
読
み
書
く
程
度

の
水
準
し
か
も

っ
て
い
な
い
。
だ
が
大
変
な
苦
労
を
し
て
、
き
わ
め
て
有
能
で
あ
り
、

事
業
に
対

し
て
絶
大
な
自
信
を
も

っ
て
い
る
。
か
れ
は
二
百
キ

ロ
メ

ー
ト
ル
あ

ま
り
先
の
恵
安
か
ら
集
美

に
や
っ
て
き
て
、
ア
ル
バ
イ
ト

を
す
る
な
か
か
ら
わ
ず
か
の
資
本
を
蓄
え
、
こ
れ
に
借
金
を
加
え

て
、

こ
の
セ
メ
ン
ト
製
造
工
場
を
建
設
し
た
。
最
初
に

つ
く

っ
た
の
は
普

通
の
セ
メ
ン
ト
版

(建
築
物
件
)
で
あ
る
。
集
美

に
は
、
花
尚
岩
を

建
築
住
宅

に
用
い
る
伝
統
が
あ
る
。
現
在
、
蓄
財
し
た
農
民
は
新
居

を
大
々
的

に
建
築
し
、
花
山岡
岩
に
対
す
る
需
要
は
日
益
し
に
盛

ん
に

な

っ
て

い
る
。
か
れ
は
こ
の
市
場
に
狙

い
を
定
め
、
実
践
に
お
い
て

深
く
心
を

め
ぐ
ら
し
、
花
山岡
岩
そ

っ
く
り
の
人
工
石
の
発
明
に
成
功

し
た
。
質
量
は
花
山岡
岩
と
大
差
な
く
、
し
か
も
製
造

コ
ス
ト
が
低

い

か
ら
、
価
格
は
半
分
近
く
で
す
む
。
今
か
れ
は
ま
た
資
本
百
万
元
を

上
塘
村
に
投
じ
て
土
地
を
購
入
、
工
場
を
新
築
し
て
、
設
備
を
買

い

そ
ろ
え
た
。
さ
ら
に
、
上
海

の
同
済
大
学

の
卒
業
生
を
雇
用
し
て
管

理
を
担
当
さ
せ
、
四
川
省
、
江
西
省
、
江
蘇
省
な
ど
の
外
地
か
ら
職

工
を
十
人
あ
ま
り
募
集
し
た

(近
々
三
十
人

に
発
展
さ
せ
る
計
画
で

あ
る
)
。
私
た
ち
は
今
年

五
月
四
日
、
こ
の
建
昌
セ
メ
ン
ト
製
造
工

場
を
訪
問
し
、
ま
さ
に
新
製
品
が
出
荷
ま
ぎ
わ
で
、
工
場
長
か
ら
管

理
人
員
、
労
働
者
に
い
た
る
ま

で
上
を
下

へ
の
多
忙
な
光
景
を
目
撃

し
た
。
工
場
長
は
自
信
に
満
ち

て
こ
う
肯
定

す
る
。
市
場
投
資

に
は

ま

っ
た
く
リ
ス
ク
が
な
い
、
と
。
か
れ
は
ま
ず
、
こ
の
人
工
花
山岡
岩

を
用
い
て
豪
華
な

一
軒

の
住
宅
を
建
設
し
て
、
住
宅

モ
デ
ル
に
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
農
民

の
判
断
は
実
際
的
で
あ

り
、
製
品
の
価
値
を
よ
く
了
解
し
、

一
見
し

て
直
ち
に
物
品
を
購
入

す
る
、
製
品

の
圧
力
強
度
な
ど
の
技
術
的
な
鑑
定
を
す
る
必
要
は
な

い

。か
れ
は
き
わ
め
て
は

っ
き
り
と
こ
う
の
べ
る
。
自
分

の
郷
里
を
避

け
て
、
こ
の
土
地
で
工
場
を
建
設

・
投
資
し
、
外
地

の
職
工
し
か
募

集
し
な
い
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
①
郷
土
の
親
友
に
は
、
技
術
を
理

解
し
管
理
に
明
る
い
適
材
を
求
め
難

い
。
②
親
族
や
親
友
は
面
子
を

度
外
視
し
て
白
黒
を

つ
け
に
く
く
、
管
理
し
に
く
い
。
③
か
れ
に
よ

れ
ば
、
最
も
重
要
な
の
は
、
郷
土
の
知
人
に
対
し
て
技
術
上
の
機
密

を
保
持
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
工

花
山岡
岩
は
、
か
れ
の
の
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
自

己
の
独
創
品
で
あ
る
。
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か
れ
は
職
工
と

の
契
約
を
こ
う
規
定
し
て
い
る
。
技
術
を
外
部
に
漏

洩
し
て
は
な
ら
な
い
。
契
約

の
期
間
は
最
低
三
年

で
、
契
約
期
間
内

は
、
別

の
工
場
で
同
じ
仕
事
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
三
年
以
前
に
退

職
し
た
り
技
術
を
漏
洩
す
れ
ば
、

一
万
元
以
上

の
賠
償
金
か
技
術
訓

練
費
を
課
す
。
な
ぜ
三
年
な
の
か
。
か
れ
は
得
意
満
面
の
笑
み
を
浮

か
べ
な

が
ら
、

こ
う

い
っ
た
。
「三
年
後

に
は
、
私
は
資
本
を
回
収

し
お
わ
り
、
も

っ
と
新
し
い
商
品
に
取
り
替
え
る
準
備
も
整

っ
て
い

る
。
私

の
古

い
商
品
を
模
倣
す
る
者
が

い
て
も
、
そ
れ
で
充
分
に
元

を
取

っ
た
う
え
、
新
し

い
商
品
を
売
り
出
し
て
い
る
か
ら
、
ど
れ
だ

け
模
倣
し
て
も
私
に
は
追

い
つ
け
な
い
よ
」
。

職
工
が
安
心
し
て
仕
事

に
は
げ
め
る
よ
う
に
、
か
れ
は
当
地
の
地

縁

・
血
縁
関
係
を
避
け
て
、
か
れ
の
役
に
立

つ
よ
う
な
新
し

い
企
業

家
庭

の
雰
囲
気
と
、
外
か
ら
来
た
職
工
間
同
士
と
の
地
縁

・
親
縁

の

結
び

つ
き
を
企
業
の
な
か
に
つ
く
り
だ
し
て
、
こ
れ
ら
職
工
を
結
び

つ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
具
体
的
な
措
置
は
、
お
も
に
つ
ぎ
の
三
つ

で
あ
る
。
第

一
に
、
外
地
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
か
れ
自
身
の
辛

い

経
験
に
よ

っ
て
職
工

の
心
を
推
し
量
り
、
ま
ず
工
場
区
域
内
に
、
外

地

の
出
稼
ぎ
夫
婦
の
衣
食
住
の
実
際
を
解
決

で
き
る
簡
易
住
宅
と
共

同
調
理
場
を
建
設
し
た
。
こ
う
す
れ
ば
、
若

い
夫
婦
と
も
に
か
れ
の

工
場
で
ア
ル
バ
イ
ト
が
で
き
、
精
神
的
に
も
安
定
し
て
、
多
く
の
蓄

財
が
可
能
と
な
る
。
私
が
直
接
ア
ル
バ
イ
ト
の
職
工
に
た
ず
ね
た
と

こ
ろ
、
衣
食
住
費
を
の
ぞ
い
て
夫
婦
二
人
が
毎
月
貯
蓄
で
き
る
純
額

は
、

一
般
に
二
千
元
以
上
で
あ

っ
た
。
四
川
省

の
大
竹
と
い
っ
た
貧

困
山
地
か
ら
き
た
農
民
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う

し
た
収
入
が
望
外
の
喜

び
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
れ

ら
が
口
を
そ
ろ
え

て
「
工

場
長
は
太

っ
腹
の
好
人
物
」
と
ほ
め
る
の
に
不
思
議
は
な
い
。
経
済

が
や
や
発
達
し
た
江
蘇
省
の
宜
興
か
ら
き
た
老
調
理
師
も
ま
た
、
こ

の
張
社
長
の
仁
政
を
た
た
え
て
い
た
。
か
れ

の
二

つ
目
の
や
り
方
は
、

賃
金
と
ボ
ー
ナ
ス
に
お

い
て
、
日
本
で
実
行

さ
れ
て
き
た
も
の
に
似

た
年
功
序
列
制
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
、
か
れ
の

工
場
で
の
職
歴
が
長
い
ほ
ど
、
月
額
賃
金
と
ボ
ー
ナ
ス
は
累
進
的
に

ア
ッ
プ
す
る
の
で
、
職
工
た
ち
は
こ
の
工
場

で
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
年

数
の
増
加
を
と
て
も
重
視
し
て
い
る
。
か
れ

の
第
三
の
方
法
は
、
中

国
の
古
代
に
す
で
に
存
在
し
た
連
帯
保
証
制

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ

う
し
て
遠

い
道

の
り
を
や
っ
て
き
た
職
工
の
多
く
は
、
外
地
の
同
郷

の
親
友

で
あ
り
、
互

い
の
推
薦
で
き
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
う
し

た
関
係
を
利
用
し
て
、
工
場
入
社
に
あ
た

っ
て
、
協
同
契
約
形
式

に

よ
っ
て
連
帯
保
証
関
係
に
あ
る
こ
と
を
署
名

し
、
た
が

い
に
約
束
を

交
わ
す
の
だ
が
、
こ
れ
は
華
人
が
海
外

の
同
郷
宗
族
と
結
成
す
る
小

規
模
な
同
郷
会
で
の
連
帯
保
証
の
親
類
関
係

に
似

て
い
る
。
工
場
外

で
の
縁
を
絶

っ
て
も
、
工
場
内

で
の
縁
は

つ
な
が

っ
て
い
る
、
と
で

も

い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
職
工
の

「家
」
と

「同
郷
会
」
が
こ
う
し

て
ス
ム
ー
ズ
に
工
場
内
に
入
り
込
み
、
か
れ

ら
は
遠
く
離
れ
た
家
人

の
懸
念

や
夫
婦

の
愛
情
、
同
郷
の
誼
み
を
す

べ
て
、
こ
の
他
郷
の
工

場
と
い
う
家
に
託
す
の
で
あ
る
。
冷
酷
無
情
な
契
約
は
、
温
か
い
情

感
と
い
う
潤
滑
油
を

つ
う
じ
て
実
現
さ
れ
、
雇
用
者
は
心
か
ら
工
場
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の
た
め
に
尽
く
そ
う
と
思
い
、
途
中

で

「鞍
替
え
」
す
る
考
え
な
ど

は
ま

っ
た
く
消
え
て
し
て
し
ま
う
。
過
去
の
内
外
の
資
本
主
義
の
発

展
史
に
お
い
て
、
と
く
に
資
本
の
原
蓄
過
程
に
お

い
て
常

に
み
ら
れ

た
労
資
間

の
利
益
の
衝
突
と
怨
念
は
、
こ
れ
に
よ

っ
て
解
消
さ
れ
る

の
で
あ

る
。

広
範
な
調
査

に
よ

っ
て
知
り
う
る
の
は
、
地
縁

・
血
縁

の
雇
用
関

係
の
そ
う

し
た
回
避
は
、
た
ん
に
建
昌
工
場
の
よ
う
な
、
あ
る
時
期

に
技
術

の
機
密

の
実
行
を
必
要
と
す
る
工
場
に
現
れ
る
ば
か
り
で
は

な
い
こ
と
だ
。
伝
統
農
業
に
お

い
て
、
過
去
の
先
祖
先
代
は
農
繁
期

に
お
い
て
相
互
に
援
助
し
合
作
す
る
習
俗
を
培

っ
て
き
た
。
当
時
の

相
互
援
助
と
職
工
輪
番
は
親
族
親
友
の
あ
い
だ
で
進
め
ら
れ
た
に
す

ぎ
な
か

っ
た
が
、
近
年
、
地
縁

・
血
縁
関
係
を
回
避
す
る
こ
と

へ
の

転
換
が
起

こ
っ
て
い
る
。
稲
作
専
業
農
家

の
職
工
の
多
く
に
は
、
外

地
の
季
節
出
稼
ぎ

の
農
民
が
雇
わ
れ
て
お
り
、
か
れ
ら
の
賃
金
は
当

地
の
者
よ
り
も
低
く
、
時
間
制
あ
る

い
は
物
件
ご
と

の
支
払

い
で
あ

り
、
労
資

関
係
は
賃
金
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
私
営
経
済
の
発
展

が
比
較
的

早
く
、
国
内
生
産
の
総
額
に
当
地

の
し
め
る
率
が
か
な
り

高

い
閲
南

地
域
に
み
ら
れ
る
伝
統
家
族
文
化

の
変
化
の
情
況
が
、
こ

れ
で
あ
り

、
漸
江
南
部

の
温
州
地
域
に
最
も
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
。

中
国
は
地
域
が
広
大
で
人
口
が
多
く
、
各
地

の
経
済
発
展
の
水
準

と
経
済
シ
ス
テ
ム
は
千
差
万
別
で
あ
る

(産
業
シ
ス
テ
ム
か
ら
み
て

も
所
有
制

シ
ス
テ
ム
か
ら
み
て
も
)
。
た
だ
全
体
と
し
て
み
る
な
ら
、

現
在
は
依
然
と
し
て
公
有

(国
有
と
集
団
所
有
)
制
が
経
済

の
主
要

な
要
素
を
し
め
て
い
る
。
改
革
や
市
場
経
済

の
発
展
と
、
所
有
制
シ

ス
テ
ム
の
分
化
は
、
相
互
に
依
存
す
る
多
元

的
な
所
有
権

の
主
体
を

つ
く
り
だ
し
た
。
郷
鎮
企
業

の
発
展
は
農
村

で
あ
り
、
と
く
に
経
済

の
基
礎
が
も
と
も
と
良
好
で
、
元
人
民
公
社

の
社
隊
企
業
が
保
存
さ

れ

て
発
展
し
た
江
蘇
省

(主

に
江
蘇
南
部
)
、
広
東
省

(主

に
珠
江

デ
ル
タ
地
帯
)
、
山
東
省

(主
に
膠
州
湾
東

部
)
な
ど

の
沿
海
地
域

に
お

い
て
、
集
団
経
済

(主

に
郷
鎮
企
業
)

は
ま
さ
に
雨
後

の
筍
の

ご
と
く
急
激
な
発
展
を
と
げ
て
い
る
。

所
有
制

の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
最
も
発
展

し
て
い
る
の
は
、
個
人
、

集
団
、
国
有
及
び
外
国
法
人
な
ど
が
共
同
で
保
有
す
る
混
合
型
企
業

で
あ
る
。
広
東
省
深
別
市
宝
安
県
万
豊
村

の
共
産
党
支
部
書
記
の
播

恩
強
は
、
こ
う
し
た
多
元
的
な
経
済
要
素
を
も

っ
た
連
合
体

に

「共

ハ
る

　

有
制
」
と

い
う
名
を
あ
た
え
て
い
る
。

そ
う
し
た

「共
有
制
」
の
基
礎
と
き
ず
な
は
土
地
で
あ
る

(土
地

は
公
有
に
属
し
、
個
人
農
家
が
請
負
経
営
を
お
こ
な
う
も
の
だ
が
、

市
場
経
済

の
発
展
に
と
も
な

い
、
と
く
に
そ

の
株
式
合
作
制
度

の
推

進
に
よ

っ
て
、
土
地
は
産
業
要
素

の
基
本
と
な
り
、
さ
ら
に
会
社
企

業

の
な
か
で
不
断
に
株
式
化
さ
れ
る
も
の
と
な

っ
た
)。
改
革
開
放

以
後
も
保
存
さ
れ
発
展
し
て
き
た
元
人
民
公

社
の
社
隊
企
業
や
現
郷

鎮
企
業
、
さ
ら
に
は
上
に
の
べ
た
そ
の
他

の
各
種
要
素

の
経
済
結
合

に
よ

っ
て
、
集
団
は
、
土
地
資
源
と
各
種
企
業
を
擁
す
る
経
済
実
体
、

す
な
わ
ち
総
合
的
企
業
と
な

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
内
部

の
各
具
体

的
企
業

の
所
有
権
形
式
も
ま
た
多
種
多
様
化

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
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個
人
家
庭
式
の
企
業
。
集
団
が
所
有
し
個
人
あ
る
い
は
複
数
人
が
連

合
で
経
営
を
請
け
負
う
企
業
。
集
団
の
独
資

で
幹
部
が
経
営
管
理
す

る
企
業

。
個
人
が
経
営
し
、
所
有
権
は
個
人
、
集
団
、
国
有
企
業
と

そ
の
他

の
外
国
企
業
法
人
が
共
同
で
保
有
す
る
混
合
型
企
業
な
ど
で

あ
る
。

ス
タ
イ
ル
は
こ
の
よ
う
に
多
様

で
あ
る
が
、
所
有
権
、
利
潤

使
用
、
分
益
な
ど
の
経
済
関
係
は
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
さ
ら
に
人

民
公
社
時
代

の
あ
の

「親
方
日
の
丸
」
の
混
乱
が
な

い
の
が
、
日
々

勃
興
す

る
現
代
企
業
の
特
徴

で
あ
る
。
郷
鎮
企
業

の
漸
次

の
拡
大
に

と
も
な

い
、
当
該
村
、
当
該
郷
、
当
該
地
域

の
諸
制
限
が
そ
の
発
展

を
束
縛
し
て
い
る
と
き
、
富
裕
地
域

の
豊
富
な
集
団
資
金
は
近
隣
の

都
市

・
郷
鎮
に
む
か

い
は
じ
め
、

つ
ぎ
に
中
西
部
地
域
に
流
動
し
、

さ
ら
に
は
国
外

に
む
か

っ
て
産
業
を
発
展
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

農
業
、

工
業
、
商
業
、
生
産
、
流
通
、
サ
ー
ビ
ス
は
ま
す
ま
す

一
体

化

・
社
会
化
し
、
郷
村
社
会
の
組
織
全
体
に
よ
り
確
実
な
経
済
基
盤

を
提
供

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う

し
た

「共
有
制
」
の
社
会
組
織
の
基
本
単
位
は
、
上
に
の
べ

た
経
済
基
盤
の
う
え
に
建
設
さ
れ
、
政
府
を
中
核
と
し
指
導
と
す
る

行
政
シ

ス
テ
ム
が
社
会
集
団
を
統
合
し
て
い
る
社
区
で
あ
る
。
現
在

の
条
件

で
は
、
こ
う
し
た
社
会
組
織
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
伝
統
的

な
血
縁
家
族
関
係
は
す
で
に
希
薄
な
も

の
と
な
り
、
人
民
公
社
時
期

の
政
社
合

一
と

い
っ
た
自
治
性
な
き
生
産
隊
や
生
産
大
隊
と
は
異
な

っ
た
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
だ
が
歴
史
的
な
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
合

作
化
と
人
民
公
社
時
期
に
形
成
さ
れ
た
自
然
的
で
行
政
的
な
村
落
を

境
界
に
も
ち
、
村
民
の
私
有
財
産
を
ふ
く
む
合
法
的
な
権
利
の
承
認

と
保
護
を
前
提
と
し
、
村
民
と
集
団
の
土
地

や
そ
の
他
の
集
団
財
産

を
き
ず
な
と
し
た
、
地
域
性
の
特
徴
を
備
え

た
利
益
集
団
な
の
で
あ

る
。
共
同
利
益
と

一
体
化
経
済
の
不
断
の
発
展

に
よ

っ
て
、
こ
う
し

た
社
会
組
織
全
体
の
基
礎
、
内
実
、
力
量
は

不
断
に
拡
が
り
、
豊
か

に
、
強
固
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「公
有
制
」
の
集
団
経
済

の
こ
う
し
た
基

盤
と
社
区

の
生
活

に
お

い
て
、
幾
千
年

に
わ
た

っ
て
伝
承
さ
れ
た
家
族
感
情
と
団
体
意
識

(学

者
が
常
に
説
く
旧
伝
統
意
識
)
と
、
共
和
国
成
立
後
の
十
数
年
に
わ

た
る
合
作
化

・
人
民
公
社
化

・
社
会
主
義
教
育
過
程

の
な
か
で
形
成

さ
れ
た
合
作
観
念
と
集
団

へ
の
帰
属

・
依
頼
感

(わ
が
国
の
学
者
が

常
に
説
く
、
解
放
後
か
ら
改
革
開
放
前

の
約
三
十
年
間
に
お
け
る
、

社
会
主
義
改
造

・
建
設
や
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
注
入
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ

た
新
伝
統
)
も
ま
た
、
こ
う
し
た
個
人

の
権

利
を
承
認
し
、
集
団
経

済

の
発
展
に
協
力
し
、
共
同
で
富
裕
化
す
る
基
礎
と
コ
ー
ス
の
う
え

に
、
融
合
重
畳
し
、
複
合
発
展
し
た

ス
タ
イ

ル
を
も

っ
て
再
現
し
て

き
た
も
の
で
あ
り
、
合
作

の
団
体
精
神
、
集
団
保
障

の
意
識
、
よ
り

広

い
大
家
庭

の
観
念

へ
の
帰
属
観
や
依
頼
感
と
な

っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
。

こ
う
し
た
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
で
は
、
組
織
シ
ス
テ
ム
は
ま
す
ま

す
制
度
化
さ
れ
、
ま
す
ま
す
理
性
化

の
要
因
と
融
合
す
る
よ
う
に
な

る
。
郷
村

の
市
場
経
済

の
勃
興
、
人
間
関
係

の
民
主
化

・
平
等
化
と

科
学
的
管
理
の
建
設

・
健
全
化
、
市
場
の
交

流
に
お
け
る
人
間
交
流
、
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と
く
に
金
銭
関
係
上

で
見
知
ら
ぬ
人
間
同
士

の

「
そ
の
場
で
け
り
を

つ
け
る
こ
と
」
を
行
動
基
準
と
す
る
こ
と
が
、
し
だ

い
に
広
が
り
強

ま
り
、
郷
村
社
区

の
知
人
社
会
に
お

い
て
も
そ
れ
が
基
準
と
さ
れ
、

さ
ら
に
は
家
庭
構
成
員

の
あ

い
だ
に
も
ま
す
ま
す

「実

の
兄
弟
で
も

金
銭
は
他
人
」
が
明
白
と
な

っ
て
、

人
と
人
と
の
感
情
や
金
銭

関
係
が
ま
す
ま
す
分
離
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
管
理
と
経
済
関
係

に
お
い
て
曖
昧
な
点
を
残
さ
な

い
。
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
市
場
経
済

の
趨
勢

が
成
熟
し

つ
つ
あ

る
象
徴

で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会

・
経

済

・
文
化
現
象
は
、
改
革
開
放
と
郷
鎮
企
業

の
発
展
が

一
歩
先
行
し

た
沿
海
地
域
に
お

い
て
ま
さ
に
成
長
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
発
展

の
波
が
、
中
部

・
西
部
地
域

に
漸
次
向
か
う
に
つ
れ
て
、
湖
南
省
、

安
徽
省
、
江
西
省
と

い
っ
た
近
年
、
郷
鎮
企
業
が
し
だ

い
に
勃
興
し

て
い
る
中
部

の
各
省
に
お
い
て
も
、
す
で
に
そ
う
し
た
端
緒
は
み
え

は
じ
め

て
い
る
の
で
あ
る
。

中
国

の
社
会
学
者
、
王
穎
は
、
調
査
研
究
を

つ
う
じ
て
、
そ
う
し

た

「共
有
制
」

の
経
済
基
礎

の
う
え
に
建
設
さ
れ
た
社
会

・
経
済

・

文
化
現
象
に
名
称
を
あ
た
え
、
そ
れ
を

「新
集
団
主
義
」
と
名
づ
け

て
、
こ
う
定
義
し
た
。
「新
集
団
主
義
と
は
個
人

の
利
益
を
基
礎
と
し
、

共
同
の
富
裕
化
を
目
標
に
樹
立
さ
れ
た
も

の
で
、
合
作
意
識
、
公
私

兼
備

の
関
係
モ
デ
ル
や
、
集
団
を
単
位
と
す
る
社
会
組
織
を
備
え
た

　
ら

　

方
式

で
あ
る
」
。
こ
の
定
義
は
、
農
民
が
創
造
し
た
こ
れ
ら
発
展

モ

デ
ル
の
お
も
な
内
容
を
正
確
に
概
括
し
て
い
る
。
た
だ
し

「新
」
と

「旧
」
は
主

に
時
代
順
序
を
表
す
概
念

で
、
物
事
は
日
々
新
た
に
な
り
、

時
間
の
推
移
と
と
も
に

「新
」
は
旧
に
転
換

す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

も
し
真
の
内
容

で
あ
る
特
徴
を
表
す
と
す
れ
ば
、
社
会
転
換

の
実
践

過
程
に
お
け
る
中
国
農
民
の
そ
う
し
た
創
造

を
、
公
私
を
兼
ね
備
え
、

情
理
を
結
合
し
、
共
同

で
富
裕
化
す
る
よ
う
な
社
会

・
経
済

・
文
化

の
総
合
発
展

モ
デ
ル
と
称
す
る
方
が
、
私
見

に
よ
れ
ば
名
称
と
し
て

よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
新
し

い
時
代
と
新
し
い
条
件
に
お

い
て
、
新
旧

の
二

つ

の
伝
統
か
ら
変
遷
し
て
き
た
社
会

・
経
済

・
文
化
の
構
造
は
、
公
と

私
、
ミ
ク
ロ
と

マ
ク
ロ
、
伝
統
と
現
代
、
民
族
性
と
世
界
性

の
弁
証

法
的
な
統

一
を
活
き
活
き
と
体
現
し
て
き
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
中
国

の
国
家
指
導
者
や
中
国
内
外

の
研
究
者
た
ち

が
中
国

の
特
色
を
持

っ

た
社
会
現
代
化

の
発
展

コ
ー
ス
を
探
究
す
る
う
え
で
、
と
り
わ
け
オ

リ
エ
ン
ト
の
伝
統
文
化
と
現
代
の
社
会
発
展

の
関
係
と
そ
の
未
来
を

研
究

・
討
論
し
展
望
す
る
う
え
で
の
、
最
も

現
実
的
な
啓
示
i

す

な
わ
ち
、
中
国
伝
統
文
化

の
社
会
転
型
期
に
お
け
る
創
造

で
あ

ろ
う
。

注〈
1
>

「
わ
が

国

で
発

見

さ

れ
た
世

界

最
古

の
栽

培
稲

」

『新

民

晩
報
』

一
九

九

六
年

二
月

一
五

日
。

〈
2
>

「而

已
集

・
小

雑
感

」

『魯

迅
全

集
』

第

二
巻

、
第

五
三

二
頁

、

人
民

文
学

出
版

社

、

一
九

八

一
年

版

。

〈
3
>

「偽
自

由

書

・
透
度

」

『魯
迅

全
集

』
第

五
巻

、
第

一
〇

三
頁

、
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人
民
文
学
出
版
社
、

一
九
八

一
年
版
。

〈4
>

播
恩
強

「共
有
制
は
最
も
適
切
な
選
択
で
あ
る
」
(
一
九
九

一

年

「万
豊
モ
デ
ル
」
討
論
会
文
件

「広
東
省
万
豊
村
の
社
会
発
展
」

『社
会
学
研
究
』
雑
誌
、

一
九
九
六
年
第
四
期
)
を
参
照
。

〈5
>

王
穎

『新
集
団
主
義

郷
村
社
会
の
再
組
織
』
経
済
管
理
出

版
社
、

一
九
九
六
年
版
、
第

一
九
七
頁
。

(邦
訳

緒
形

康
)


