
本
書
が
中
華
人
民
共
和
国
五
〇
周
年
に
あ
た

る
本
年
に
出
版
さ
れ
た
の
は
ま
こ
と
に
時
宜
に

か
な
う
も
の
で
あ
る
。

本
書
に
先
立

っ
て

一
九
八
五
年
に

『最
新
中

国
情
報
事
典
』
(小
学
館
)、

一
九
九
五
年

に

『キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
現
代
中
国
』
(岩
波
書
店
)、

一
九
九
七
年
に
『中
国
百
科
改
訂
版
』
(大
修
館

書
店
)、

一
九
九
八
年
に

『中
国
情
報
用
語
事

典
』
(蒼
蒼
社
)
な
ど
、
中
国
を
村
象
と
し
た
小

型
事
典
が
次
々
と
現
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色

を
売
り
物
と
し
て
広
く
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ

た
。
本
書
は
こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
新
し
い
編
集

傾
向
に
も
注
意
を
払

っ
た
本
格
的
な
現
代
中
国

事
典
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
今
か
ら
四
〇
年
前
に
も
本
書
と
同

名

の
辞
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
国

研
究
所
編

『現
代
中
国
事
典
』
(岩
崎
書
店
発

行
、
以
下
A
と
い
う
)
で
あ
る
。
実
は
こ
の
一

〇
年
前
に
も
中
国
研
究
所
編
『現
代
中
国
辞
典
』

(以
下
B
と
い
う
)
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
新
中

国
成
立
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
A
は
B
の
全

面
改
訂
版
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
か
な

り
の
年
配
者
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
A
の
執

筆
者
六
八
名
中
、
本
書

で
も
執
筆
さ
れ
て
い
る

の
は
僅
か

一
名
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
今
さ
ら

の
よ
う
に
感
慨
を
お
ぼ
え
る
の
は
評
者
ば
か
り

で
は
あ
る
ま
い
。

さ
て
、
「現
代
中
国
の
全
体
像
を
現
段
階
で
集

約
す
る
こ
と
」
を
目
的

に
編
集
さ
れ
た

「激
動

の
半
世
紀
を
読
み
解
く
、
初
の
総
合
事
典
」
で

あ
る
本
書
を
評
す
る
資
格
を
評
者
は
有
す
る
も

の
で
は
な
い
。
た
だ
長
年
に
わ
た
り
愛
知
大
学

『中
日
大
辞
典
』
の
編
纂

(執
筆
と
編
集
)
に
携

わ
っ
て
き
た
点
が

『中
国
21
』
編
集
者
の
目
に

と
ま
り
、
読
者
と
編
者

の
両
方
の
側
か
ら
見
た

書
評
を
期
待
さ
れ
た
も

の
と
勝
手
に
解
釈
し
て

以
下
寸
評
を
試
み
た
い
。

重
厚
長
大
か
ら
軽
薄
短
小

へ
機
能
重
視
の
流

れ
は
辞
書
界
も
例
外

で
は
な
い
。
本
書
と
A
、

B
と
の
形
状
の
差
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

つ
か

本

書

は
重

さ

一
㎏
、
束

は
四
七

㎜
、

こ
の
サ
イ

ズ

は

ほ
ぼ
片

手

で
扱

え

る
限
度

で
あ

り
、

こ
れ

を
超

え

る
と
書
籍

を
扱

う

の
に
ぐ

っ
と
不
自

由

に
な

る
。

ち

な

み

に

一
・
四

五

㎏
、

七

〇

㎜
の

『
中

日
大

辞
典

』
は

も
は

や
片
手

だ

け

で
扱

う

の

は

い
さ

さ
か
困

難

と
な

る
。

本

書

の
記

述

は
小

項

目

を
見

出

し

に
掲

げ

、
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か

な
表

記
、

中

国
語

表
記

(簡
体

字
、
繁

体
字

を

含

む

)
、

排

音

(場
合

に

よ

り

ウ

ェ
ー
ド

・

ジ

ャ
イ

ル
ズ
式

表

記

を

つ
け

る
)
、
解

説

の
順

で
、

最

後

に
英

語
表

記
を

つ
け

て

い
る
。

内

容

か

ら

い
え
ば
逆

で
A
、

B

に
比

べ
本
書

は
本

文

中

に

四
三
〇

〇
項

目
あ

り
、
項

目
数

は

約

二
倍

で
あ

る
。
頁
数

は
本

書

が
最

も
多

い
。

事
典

と

称

す

る
書

籍

が

い
た
ず

ら

に
豪
華

さ
を

ひ
け
ら

か

し
応

接
間

の
書
棚

に
置

か

れ

る
の
は

書

籍

に
と

っ
て
も
本
意

で
は
あ

る
ま

い
。
使

わ

れ

て

こ
そ

の
辞
書

で
あ

る
。

さ

て
、
頁

数

の
増
加

よ
り
項

目
数

の
増
加

が

上
回

り

、
結

果

的

に

一
項

目
当

り

の
解

説

は
少

な
く

な

る
。

項

目

に
よ

っ
て
は
A
、

B

に
比

し

解

説

で
は

三
分

の

一
程
度

に

な
り
、

そ

の
分

だ

け
簡

潔

さ

を
求

め

ら
れ

る
。
最

低
必
要

な

も

の

を
心

掛

け

る
と

必
要
十

分

な

も

の

へ
の
配
慮

は

で
き

な

い
。

そ

の
兼

ね
合

い
が
む

つ
か
し

い
。

本

書

で
は
項

目
別

の
執

筆

者

は
A
、

B

の
約

三

倍

の

二
〇
〇

人

を
超

え

て
お

り
、
編

集
者

の
こ

の
点

の
苦

労

も
大

変

な
も

の
で
あ

ろ
う
。

む
ろ

ん
、

編

集

者

の
意

図

が
執

筆

者

に
理
解

さ

れ
、

そ

の
結

果

が
読
者

の
満

足

に

つ
な

が
る
辞
書

づ

く
り

を

目
指

す

の
で
は
あ

る
が
、

こ
れ

は
至

難

と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

そ
れ

ぞ
れ

が
互

い
に
関
連

し

て

い
る

こ
と

を

承
知

の
う
え

で
以
下

い
く

つ
か

に
項

目
を

分

け

て
述

べ
る

こ
と
に
す

る
。

凡
例
に
つ
い
て

辞
書

に
お

け
る
凡
例

は
読

者

に
と

っ
て
も
編

集

者

に

と

っ
て
も
重
要

な

も

の
で
あ

る
が

、
読

者

に
と

っ
て
は
機

器

の

マ
ニ

ュ
ア

ル
以
下

の
存

在

で
、

き
ち

ん
と
読

ま
れ

て

い
な

い
よ
う

だ
。

余

計

な

こ
と

だ
が
中

学
校

あ
た

り

で
英

和
辞

典

や
国

語
辞

典

を
使

わ

せ

る
と
き
、

最
初

に
凡
例

の
よ
み

か
た

を
指

導

す

る
と
よ

い
と
思

う

が
実

情

は
ど

う

で
あ
ろ
う

か
。
機

器

の
操
作

と

ち
が

い
、

辞
書

を

ひ

い
て
調

べ
る
作
業
自

体

は
単

純

で
あ

る

か
ら
、

凡
例

を
見

な
く

と
も
何

ら
痛

痒

を
感

じ

な

い
の

で
あ

る
。

だ
か

ら
と

い

っ
て
凡

例

が
簡
単

す
ぎ

る

の
も
困

る
。

キ
ー

ワ
ー
ド

と
項

目

の
集

中

の

二

つ
を
例

に

と
り

凡
例

に

つ
い
て
述

べ
て
み

る
。

本

書

は
厳
選

し
た
六

〇
語

を

キ
ー

ワ
ー

ド
と

し
大

見
出

し
囲

み
項

目

の
形

式

で

一
般

の
項

目

と
違

う
扱

い
を
し

て

い
る
。

こ
れ
だ

け

で
現

代

中

国

が
概

観

で
き

る

(本
書

の
発
売

用

パ

ン
フ

中

の
表

現
)

の
で
あ

る
か
ら

、

こ

の
六

〇
語

が

何

で
あ

る
か

を
知
ら

せ
る

こ
と

は
重

要

で
あ
る
。

凡

例

は
簡

潔

明
快

で
な

く

て
は
な

ら
な

い
。
本

書

は

三
頁

で
す
ま

せ

て

い
る
。
仮

に

こ

の
六

〇

語

を
凡
例

に

の
せ

る
と

す
れ
ば

一
頁

分
増

す

こ

と

に
な

る
。

凡
例

で
だ

め
な

ら
他

の
方
法

で
知

ら

せ

る

こ
と

も
可
能

で
あ
り
、

そ

う
す

る
価
値

も

あ

ろ
う
。
例

え
ば

五
十

音
別

で
始

ま

る
各
項

の
前

に
置

か

れ
る

"
あ

"
"
い
"
"
う
"

な
ど
冒

頭
部

の
見

出

し
に
記

載

す

る
な
ど

で
あ

る
。

キ
ー

ワ
ー
ド

六
〇

語

の
見
出

し

は

「映

画
」
、

「大

躍
進

」

(
以
下

「

」

は
本
書

で

の
項

目

を

示

す
)

の
よ

う

に
明

確

に
対

象

を
表

現

で
き

、

か

つ
前
後

に
関

連

す
る
項

目

が
無

い
場
合

は
効

率
的

で
あ

る
。

し

か
し

「
台
湾

」

は
範

囲

が
広

範
囲

で
あ

る
た

め
、
「台
湾

の
軍

事
」
、
「台

湾

の

経
済

」
、

「台

湾

の
工
業

化

」
、

「台

湾

の
社

会
」
、

「台
湾

の
政

治
」
、
「台

湾

の
外
交

関
係

」
、
「台
湾

の
文
学

」
、

「台
湾

の

マ
ス

コ
ミ
」
、

「
台
湾

の
歴

史

」

な
ど
計

一
〇
語

の
キ

ー

ワ
ー
ド

を
あ

げ

た

う

え
、
更

に

「台
湾

の
○
○

」
と

い
う
六

一
の
項

目
を

あ
げ

て

い
る
。

こ
れ

で

は
か
え

っ
て
キ

ー

ワ
ー
ド
を
設

け

た
意
味

が
薄

れ

る
き

ら

い
が
あ

る
。
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項

目

の
集
中

に

つ
い
て

い
え
ば

、

凡
例

n

の

解

説
文

に

つ
い
て

の
7
で
、
立

項

さ

れ
た

語

の

解

説

を
他

の
項

目

に
す

べ
て
譲

る

こ
と

に

つ
い

て

の
注
意

が
あ

る
。
「
A
株
」
を
例

に
と
れ
ば

和

文

索

引

に
よ
り
該
当

頁

に
至

る

と
確

か

に

「
A

株
」

を

み

つ
け

る
も

の

の
肝

心

の
説

明

は

"
↓

B
株

"

へ
と
譲

ら
れ

て

い
る
。

こ

の
ケ
ー

ス
は

凡
例

で
示

し

て
い
る

の

で
ル
ー

ル
違

反

で
は
な

い
が
、
読
者

側

か
ら

い
え
ば

和
文

索

引

の
段

階

で
直

接

「B
株
」

の
該

当
頁

を

示

し

て
も

ら

い

た

い
と
思

う
だ

ろ
う
。

凡
例

で
示

せ
ば

こ

の
方

法

も
と

れ
そ
う

だ
。

一
一

字
体
と
字
音
に
つ
い
て

日
中
両

国

で
漢

字

を
共

用
す

る

こ
と
か

ら

さ

ま

ざ

ま
な
厄
介

な
問
題

が
生
ず

る

。
主

に
中

国

と
台
湾
関

係

で
使

い
分
け

ら

れ
る
簡

体

字

や
繁

体

字

ま
た
日
本

語
表

記
上

の
異
体

字

や
慣

用
音

な
ど

で
あ

る
。

一
例

を
挙

げ

る
と

、
本

書

で

は

碍

茶

(『広

辞
苑

』

で
は

"
た

ん

ち

ゃ
"
。

し

か

し
碍

は

"
せ

ん
"

と
し

て

い
て
不
統

一
、

ち

な

み

に

『
中

日

大

辞

典

』

で

は
碍

茶

"
せ

ん

ち

ゃ
"
、
碍

"
せ
ん

"
と
統

一
)
は

「
煉
瓦

茶
」

と

し

て
立
項

さ
れ

て
お
り

、
和
文

索

引

で
も

「煉

瓦
茶
」
だ
け

で
あ

る
。
中

国
語
索

引

に

「硅
茶

」

zh
u
a
n
c
h
　
を

入
れ

る
の
は
も
ち

ろ
ん

で
あ
る
が
、

和
文
索

引

に
碑
茶

"
せ
ん

ち

ゃ
"
ま

た

は

"
た

ん
ち

ゃ
"

と
し

て
だ

し

て

い
な

い
の
は
ど

ん
な

も

の
か
。

人
名

の
読

み
か
た

も
右

に
関
連

す

る
問
題

で

あ

る
。
例

え
ば

本
書

が

薦
猛
、
沈
机
、
斉

瞳
と

し
、

犯
よ
、

栃
、

曝
を
採

用

し
な

い
の
は

一
見
識

で
あ

ろ
う
。

な

ら
ば

「胡
適

」

の
項

で

紅
て

と
し
な

が
ら
慣

用
音

の

誕
せ

を
併

記
す

る

の
は

い
か
が

な
も

の
か
。

姓

と
名

と

で
扱

い
を
別

に
し
た

の

で
あ

ろ
う

か
疑
問

が
残

る
。

読

み
か

た

で
は
な

い
が

、
例

え
ば

「戴
季

陶
」

は
天
仇

の
号

で
よ
く
知

ら

れ
、
名

の
傳
賢

で
立

項

す

る
よ

り
季
陶

の
ほ
う

が

よ

い
。

し

か
し
天

仇
と

し

て
も
悪

く

は
な

い
。
孫
中

山

は

「孫

文
」

と

し
て
名

の
ほ
う
を

と

っ
て
い
る
。

こ
れ
も
本

名

に
統

一
し

て
し
ま

え
ば

さ

っ
ぱ

り
す

る
。

ま

た

「
テ

ン
,

テ

レ

サ
」

と

テ

レ

サ

・
テ

ン
や

「リ

ー
,
ブ

ル
ー

ス
」

と
ブ

ル
ー

ス

・
リ
ー

の
ど

ち

ら
が
立
項

と

し

て
妥
当

か
。

細

か
な

点
だ

が

解
説
中

で
は
ブ

ル
ー

ス

"
リ

ー
と

わ
ざ

わ
ざ
ダ

ブ

ル
ダ
ー

シ
を
用

い
、
項

目

と
区
別

す

る
必
要

は
何

だ

ろ
う

か
。

ま
た
、

少

な
く

と

も
和
文
索

引

に
ブ

ル
ー

ス

・
リ

ー
を

の

せ
て

お
く
必

要

が

あ

る
と

思
わ

れ

る
。

日
中

同
形
語

も

同
様

で
あ

る
。
本
書

中

の

a

「鮫

子
」
、
b

「相

声

」
、

c

「公

司
」

の
三

語

を

例

に

と

っ
て
み

た

い
。

多
分

こ

の
順

で
日
本
語

と

し

て
な

じ
ん

で

い
る

で
あ

ろ
う
。

即
ち

a
は

ギ

ョ
ー

ザ

と

い

う

日

本

語

、

b

は

中

国

語

"x
i　
n
g
sh
e
n
g

"

で
あ

っ
て
、
"
そ

う

せ

い
"
と

い

う
日
本

語

で

は
な

い
。

c
は

"
こ
う
し

"
ま

た

は

コ
ン
ス

(ク

ン
ス
)

の
ど

ち
ら

か

一
方

に
固

定

す

る

に
至

っ
て

い
な

い
中
間

的

な
存
在

の
日

本

語

と

み
る

(
『
広
辞

苑

』
で

の
扱

い
を
参

考

に

し
た

)

の
が
評
者

の
見
解

で
あ

る
。

さ

て
、

a

「鮫

子

」

畔
.
-
は
本
文

、
和
文

索

引

と

も

に
同

じ

で
あ

る
。

c
の

「
公

司
」

㏄
う

は
本

文

で

は
↓

「公

司

」

"
ン

へ
と
導

か

れ

て

お
り

、
和
文

索

引

は

"
こ
う

し

"
と

コ
ン

ス
の

二
か
所

に
出

る
。
と

こ
ろ

で
b

は
本
文

で
は

「相

声
」

擬
の
と

し

て
立
項

さ
れ

る
。
他

に

「漫

才
」

縁
帆

が
妙

「相

声

」

へ
と
導

か
れ

て

い

る
。

和

文
索

引

で

は
漫

才

が

あ
り
、

中
文

索

引

は
相
声

x
醇
n
g
sh
e
n
g
で
あ

る
。
和
文

索

引

に
相
声

凝
吋
を

い
れ

る

の
は
如

何

か
。

a
、

b
、

c
の
差

を
認

め
る
立

場

か
ら
す

れ
ば

い
れ

な

い
ほ
う

が
妥
当
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と
な

る
。

類
似

の
問

題

と
し

て
、
d

「北

京

映
画

学
院

」
、

e

「中
央

テ

レ
ビ
局

」
、
f

「北

京
語

言

学
院

」
、

9

「北

京

工

人
体
育

館

」

を

例

に

と

る
。

d

・

e
は
原

名

の

一
部

を
訳

し

て
立

項

し

た

の
に
対

し
、

f

・
9
は
原

名

の
ま

ま
立

項

し

て

い
る
。

d

・
e
の

"屯

影

"
、

"
屯

視

"
が

日
本

語

で
な

い
程
度

と

f

・
9
の

"
活

言

"
、

"
工
人

"

が
日

本

語

で
な

い
程
度

に
差

が

あ

り
、
そ

の
差

が

d

・

e
と

f

・
9
の
差

と

な

っ
た

と
す

る

に

は
無

理

が
あ

る
よ
う

だ
。
つ
ま

り

は
無

理

が
あ

っ
て
も
、

や
む
を
得

な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る

の

で
あ

ろ

う
か
。

以
上

の
問
題

は
厄
介

で
あ

る
が

工
夫

す

る
上

で
努

力

を
惜

し
ん

で

は
な

ら

な

い
。

つ
い
で

に
同
形
異

語

の
取

り
扱

い
を

「大
同

」

を

例

に
取

り

見

て

み

よ

う

。

h

「大

同

」
、

i

「大

同
」

("
股
伶

有
限

公

司

"

の
略

)
、

ー

「大

同
思

想
」

の
三
項

目

は
す

べ
て

「大
同

」
と

し

て
括

っ
て
も

よ
さ

そ
う

で
あ

る

が
本
書

は
別
項

目

と
し

て
取
り

扱

っ
て

い

る
。

一
括

す
れ
ば

一

項
目

で
す

む

か
わ

り

に
内

部

で
分

け

な
け

れ
ば

な

ら
な

い

こ
と

に
な

る

の

で
、
妥

当

な
扱

い
で

あ

ろ
う
。

三

中
国
語
表
記
に
つ
い
て

当
該

項
目

に
対

応

す

る
中

国

語

は
通

常

一
語

で
あ

る
が
時

に
複

数

あ
げ

る
場

合
も

あ

る
。

例

え
ば

「開

墾

」

の
項

に
対

し

て

〔
升
量

〕

と

〔升
荒

〕

の
二
語

を
あ
げ

て

い
る
。

"
升
荒

"

は

"
升
量

荒

地

"

の
意

で
あ

ろ
う

か
。
他

方

、

「労

働
改

造
」
、
「労

働
矯

正

」
の
項

に
対

し

て
は

〔労

幼
改
造

〕
、
〔莞
劫

教

葬

〕
を
あ

て

て
い
る
。

「開

墾

」

の
例

に

な
ら

っ
て

"
労

改

"

と

"労

教

"
を

併
記

し

て
当
然

で
は
な

い
か
。

い

っ
そ

の

こ
と

一
項

目

に
対
応

す

る

の
は

一
語

と
決

め

て
し
ま

う

の
も

よ

い
。

現

に

「開

墾
」

の
英
語

　
a

は

re
c
la
m
a
tio
n
が
あ

た
え

ら
れ

て
い
る
だ

け

だ

か
ら
中

国
語
表

記

も

〔升
星

〕
だ

け

で
よ

い
わ
け

で
あ

る
。

も

う

ひ
と

つ

「中

国

語

」

を
例

に
と

れ
ば

、

〔汲

悟
、
中

国
活

、
中
文

〕
の
三
語

を
あ

て

て

い

る
。

さ

ら

に

解

説

の

中

で

は
、
"
普

通

話

ガ
剥
升
"
、
官

話

、

"
国
話

"
な

ど

に
も
触

れ

て

い

る
。
こ
れ
も

「中
国

語
」
に
対

応

す
る

の
は

〔双

悟

〕
だ

け

で
よ

い
。

も
ち

ろ
ん

二
語

以
上

を
あ

て
る
メ
リ

ッ
ト
も

あ

る
。
中

国
語

索

引
が

ふ
え
項

目

を
探

し
あ

て

る
道

が

ふ
え

る

こ
と

も
あ

る
し

、
中

日

・
日
中

辞
典
的

機

能

を
強

め

る

こ
と

に
も
な

る
。

た
だ

し
総
頁

数

は
増

え
ざ

る
を
得

な

い
。

次

に

「オ

リ

ン
ピ

ッ
ク
」

の
中

国
語

表
記

に

〔奥

這
会

〕

を

あ

て

て

い
る

の

は
当
然

で
あ

る

が
、
更

に

"
奥

林

匹
克

"
を

そ

の
前

に
お

く

の

は
適
当

で
は

な

い
。

日
本

語

と

し

て
の
オ

リ

ン

ピ

ッ
ク
な

る
語

は
オ

リ

ン
ピ

ッ
ク
競

技

を
指

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

現

に

こ

の
項

の
英

語
表

記

は

th
e
O
ly
m
p
ic
s
と
あ

る
。
従

っ
て
中

国
語
表

記

は

"
奥
林

匹
克

這
幼

会

"

ま
た

は
そ

の
略

の

"奥

這
会

"
で
な
く

て

は
な
ら

な

い
。
も

ち

ろ
ん

O
ly
m
p
ic
6
略

語

と

し

て

"
奥

林

匹
克

"

は
あ

る
と

し
た

う
え

で
の
話

で
あ

る
。

中

国

語

表

記

に
関

連

し

て

い
え
ば

、
台

湾

・

香
港

関
係

の
固
有
名

詞

に
繁
体

字
と

ウ

ェ
ー
ド

・

ジ

ャ
イ

ル
ズ

式

発
音
表

記

を
併

記

し

て
あ

る

の

は
周
到

で
あ

る
。

四

索
引
に
つ
い
て

立
項
さ
れ
た
語
句
は
全
て
索
引

(和
文
、
中

国
語
、
英
語
)
に
の
る
が
、
し
か
し
項
目
解
説

中
の
主
要
な
語
句
の
す

べ
て
が
索
引
と
な
る
わ

け
で
は
な
い
の
は
当
然

で
あ
る
。
必
要
に
応
じ
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解
説

中

の
語
句

、

す
な

わ
ち
立

項

さ

れ
な

い
語

句

を
索

引

に
入

れ

る

の
も

ま
た

当

然

で
あ

り
、

本
書

で

は
和
文

索
引

は
推

定

五
五

〇

〇

に
の
ぼ

る
。

何

と

し

て
も
索

引

は
多

い

の

は

い

い
が
、

こ

の
選

択

に
お

い
て
も
編

集
者

の
判

断

が
求

め

ら

れ

る

の
で
あ

る
。

例

を

「郭
沫

若
」
に
と

る
と

、
解

説

文
中

に
"
佐

藤

を

と

み
"

の
名

が

で
て
く

る
が

和

文
索

引

に

は
入

っ
て

い
な

い
。

「郭
沫

若

」
の
名

を
知

る
す

べ

て
の
人

が

こ
の
名
を
知

る
も

の

で
は
な

い
が
、

反

対

に
佐
藤

を

と
み

(
B
に

お

い

て
は

"佐

藤
富

子

"
と
し

て
索
引

に
入

れ

て
い

る
)
の
名

を
知

る

人

は
す

べ

て
郭
沫
若

の
名

を
知

っ
て

い
る
と
考

え

て
よ

い
。
な
ぜ

な
ら
彼

女

は
郭

と

一
時

期

と

も

に
暮

ら
し

た
と

い
う
点

に
お

い

て

の
み
本
書

の
読

者

に
そ

の
存

在
を
知

ら

れ
、

該

項

目
中

で

も
触

れ

ら
れ

て

い
る

の
だ

か
ら
。

従

っ
て
和
文

索

引

に
入
れ
な

い
本
書

の
扱

い
は
妥

当

で
あ
る
。

問

題

は
全

く
別

の
こ
と

に
な

る

が
、

つ
い

で

に

い
え
ば

「郭

沫
若
」

の
解

説
中

"
佐
藤

を

と

み
"
に
触

れ

る
意
味

が
あ

る
か
疑

わ

し

い
。
「周

作

人
」

の
解
説

中

で
は

"
羽
太
節

子

"

に
触

れ

て

い
な

い
。

こ
れ

は
解

説

の
執
筆

者

個

人

の
問

題

な

の

で
あ
ろ
う

が
、

ま

た
編
集

者

側

の
問
題

と
も
考

え

ら
れ

る
。

中
国
語
索
引

も
量
的

に
は
項
目
数

を
上

回
る
。

例

え
ば

「普

通
話

」

猛
切

は
立

項

す

る
も

の

の

本

文
中

で
は

"
↓

中
国
語

"
と
導

か

れ
る
。

こ

れ

は
凡

例

に
示

さ
れ

て

い
る
方
式

で
あ

る
。

し

か
し
中

国
語
索

引

に

"普

通

活

貰

9
σ。
7
鼠

"
が

の

っ
て

い
な

い
の
は

ど
う

で
あ

ろ
う

か
。
「中

国

語

」
の
解

説
中

に
は

"
普

通
話

ガ
制
升
"
と
わ
ざ

わ

ざ

ル
ビ

つ
き

で
(
即
ち
中

国
語

と

し

て
)
扱

っ
て

い
る
の
だ

か
ら

な
お

さ
ら

で
あ

る
。
呂
δ
コ
σ。ゴ
鼠

か
ら
引

く
場

合
も

大

い

に
あ

る

と
考

え
た

い
。

も

う

一
度

、
"
一

凡

例

に

つ
い
て
"
で
挙

げ

た

「
A
株
」

に
例

を

と
れ
ば

、

「
A
株

」

は

「
B

株

」

に
そ

の
解

説

を
す

べ
て
譲

っ
た
。

普

通

は

項

目

に
対
応

す

る
中
国

語
、

英
語

を

必
ず

つ
け

て

い
る

の
で
あ

る
が
、

こ

の
よ

う
な
集

中

し

た

場

合

は
別

で
、
「
A
株

」
の
項

は

"
妙

B
株

"
と

あ

る
だ
け

で
、
「
B
株

」
の
項

で
も

「A
株

」
に

対

応

す

る
中

国
語

、
英

語

は
な

い
。

し

た
が

っ

て
中
国

語
索

引
、

英
語

索
引

に
も

の

っ
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

む

ろ
ん
和
文

索

引

に

は

の

っ
て

い
る
が
。

「
B
株

」

の
項

は

"
B
股

"
、
uσ
。。7
碧
。

と
あ

る

の
で
、

こ
れ

か
ら

類

推

は

で

き

る
が

、

項

目

に
よ

っ
て
は
そ

う
も

い
か
な

い
。
集

中

し

た
場
合
で
も
中
国
語
索
引
、
英
語
索
引
は
全
項

目
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五

立
項
と
解
説
に
つ
い
て

小

項

目
事
典

に
お

い

て
立

項

は
人

の
外

見

の

よ
う
な

も

の

で
、

こ
れ
を

見

て
内

身

を

き
め

か

ね
な

い
ほ

ど
大
切

な

こ
と

で

あ

る
。

本

書

は

四
三
〇

〇
項

目

、
五

五
〇

〇

の
和
文

索
引

に
よ

っ
て
現

代
中

国

の
政

治
、

経
済

か

ら

国

民

の
生
活

、
風

俗

ま

で
を
紹

介

し

て

い
る
。

ふ

つ
う

の
言

語
辞

典

と
く

ら

べ
、

こ
の
種

の
事

典

に
お
け

る
立
項

は
編

集

意

図

に
よ
り

か
な

り

恣

意
的

に
な
り
、

逆

に

い
え

ば
事
典

の
特

徴

も

こ

こ
に
表

さ
れ

る
。
不

特

定
多

数

の
読
者

側

か

ら
す

れ
ば

編

集

者

の
意

図

に

も

か
か

わ

ら
ず

、

知

り

た

い
事

柄

が
事
典

に

の

っ
て

い
る
か

い
な

い
か

が
最

も
大
切

な

事

で
あ

り
、

次

に
ど

の
よ

う

に
解
説

さ
れ

て

い
る
か
内

身

が
問
題
と

な
る
。

本

書

は

こ
れ

ら

の
期

待

に

よ
く
応

え

て

い
る
と

い
え

よ
う

。

「愛

,
忘

れ

ら

れ
ざ

る
も

の
」
。

こ
れ

は
張

潔

の
小
説

"愛

、
是
不
能

忘

祀
的

"
の
訳

で
あ

る
。

本
項

の
解

説
中

に
は
邦

訳

"
愛

、

こ

の
忘

れ

が

た

き
も

の
"

と
し

て
訳

書

が
あ

る

こ
と
を

紹
介
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し

て

い
る
。
立

項

の
と

き

な
ぜ

「愛

、

こ

の
忘

れ

が
た
き
も

の
」

と
し

な

か

っ
た

の
か
。

「愛

、

忘

れ
ら
れ
ざ

る
も

の
」

の
書

名

で
新

た

に
訳
本

が
出
版

さ
れ

た

(
さ
れ

よ

う
と

し

て

い
る
)

の

で
あ

れ
ば
話

は
別

で
あ

る
。

こ

こ
は
先
行

し

た

も

の
を
使

っ
て
立

項

し

て

よ

い
と
考

え

る
が

、

商

標
名

問
題
類

似

の
や

や

こ
し

い
こ
と

に
な

り

か
ね

な

い
か

ど
う

か
。

新
聞

、

テ
レ
ビ

で
報
道

さ

れ

る
中

国
関

係

の

ニ

ュ
ー

ス

ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ン

の
語

句

を
試

み

に
本

書

で
引

い
て
み

る
。

項

目

に
ズ

バ
リ
と
出

る
も

の
、
索
引

を
引

い
て
行

き

当

た

る
も

の
、
関
連

の
項
目

に
触

れ
ら

れ

て

い
る

も

の
、

あ

る

い
は

ま

る
で
手

掛

か
り

の
な

い
も

の
な

ど
な

ど
。

以
下

い
く

つ
か

の
例

を

あ
げ

る
が
、
無

い
も

の
ね
だ
り

に
類
す

る
事
柄

で
あ

る
か
も
知

れ
ぬ
。

「と
き

」
の
解

説
中

に

一
九
九

九
年

一
月
、
日

本

に
到
着

し
た

と
あ

る

が

、

こ
れ

よ
り
推

測

す

る
と

こ

の
年

の

一
月

中

ま

で

の
事
柄

は
本

書

で

は
記
載
可
能

で
あ

っ
た

と

思

わ
れ

る
。

い

っ
ぽ

う

「注
音
字

母
」

の
解

説

中

に
台
湾

で
は
今

な

お

"
国
音
字

母

"

の
名

で
小
学

校

で
使

わ

れ

て

へ

い
る
と
あ

る
。

こ
の
今

が

い

つ
を
指

す

の
か

不

明

で
あ

る
。

こ

の
年

の
七

月

、
台
湾

の
教

育
部

は
九

月
新

学
期

よ

り
小

学
校

で
排

音

を
使

う

こ

と
を
決
定

し
た

と

の

ニ
ュ
ー

ス
が
伝
え
ら

れ
た
。

こ
れ

は
時

期
的

に
は
解
説

中

に
触

れ

る

こ
と

が

無

理
だ

っ
た

の
だ

ろ
う
。

「豆
腐

」
の
項

で

"
豆

腐

渣

"
(
工
程

)
に
触

れ

る

こ
と

は

で
き

な
か

っ

た

か
。
法

輪
功

は

「宗
教

」
、

「気

功
」
、

「秘
密

結
社

」

な
ど

に
関
連

し

て

だ
す

こ
と
も
可

能

で

あ

っ
た

ろ
う

か
等

々
。

以
上

は
最
終

校

了

の
時

期

に
関
係

す

る

こ
と

で
あ

る
。

解

説

に

つ
い
て
も

「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

ー
」

で

は

"
千
年
虫

"
、
"
黒
客

"
や
、

「
ビ
ー

ル
」

に
は

"
札
晦

"

が
欲

し

い
。

「
服
装
」

に
は
ト

ー
タ

ル

フ

ァ
ッ
シ

ョ
ン
的

な
内
容

を
増
や

し
た
か

っ
た
。

「国
歌

」
の
解
説

中

に
あ

る
竈

耳

は
少

な

く
と
も

中
文

索
引

に
出

す

べ
き

で

は
な

い
か
。

立

項
上

の
バ

ラ

ン
ス

の
点

で
、
例

え
ば

「上

海
医

科
大

学
」

を

は
じ

め
と

し

て
医

大

は

い
く

つ
も

で
る
が
、

北
京

中
医

薬
大

学

な
ど
中

医
学

院

に
関

す

る
も

の
は
ま

っ
た

く
な

い
の
は
ど
う

か
。

さ

ら

に
上

海
交

通
大

学

も
立
項

さ
れ

て
い

な

い
な

ど
同
類

項
目

の
取

捨
選

択

の
基
準

が
気

に
か
か

る
。

ま
た
、

サ

ー
カ

ス
、
曲

芸
あ

る

い

は
雑

技

の
立
項

も
欲

し

い
。

墓

石
、

う

な
ぎ

、

落
花

生
、

か

つ
ら
、

衣
料

か

ら
蛇

頭
、

酸
性

雨

な

ど

に

い
た

る
ま

で
、
今

や

中
国

は
我

国

の
国

民
生

活

の
レ
ベ

ル
に
溶

け

こ
ん

だ
存
在

と

な

っ
て

い
る
。

な

ん
ら

か

の
目
的

で
現

代
中

国

を
知

ろ
う
と

す

る
人

々

の
た

め

の
辞
典

を
目

指

し
た
本
書

は

た

し

か
に
看

板

に
偽

り

な
し

で
あ

る
。

評
者

は

豊
橋

市

に
住

ん

で

い
る

が

「南
通

」
を

み

る
と
豊

橋
市

と
友

好
都

市

関
係

を
結

ぶ

と
あ

る
。

た
ま

た

ま

「
輩
倒

」

の
項

に
目

が

い

っ
た

の
で
見

る

と
誕

生

日
が

評
者

と

同

じ

で
あ

る

こ
と
を
知

っ

た
。

以
前

は
本

屋

と

い
え
ば

す

べ
て
新

華
書

店

と

い
う
名

で
あ

っ
た

が
、

こ
の

こ
と

も
解
説

中

に
数

字

を
あ
げ

て
証

明
し

て

い
る
。

あ

の
頃

の

実
感

が
な

る
ほ
ど
と
今

に
な

っ
て
納
得

さ
れ

る
。

こ

の
事

典

を
読

む

の

は
実

に
楽

し

い
。

新

中

国

が

い

つ

の
頃

か

ら

た

だ

の
中

国

に

な

っ
た

の
か
知

ら

ぬ

が
、
全

て
は
変
化

の
過

程

に

あ
り
現

代
中

国

と

て
も
例

外

で

は
な

い
。

将

来

い

つ
か
本

書

も

中
国

の
変

化

に
対
応

す

る
措

置

を
と

る

こ
と
を

余
儀

な
く

さ

れ
よ

う
。

し
か

し

そ
れ

に
よ

っ
て
本

書

の
評

価

に
変

化

が
変

わ

る

こ
と

は
な

い
。

,
本
書

は

い
ま

出

る

べ
く

し

て
出

た
、

こ
れ
か

ら

の
現
代
中

国

事
典

の

"
定
番

"

で
あ

る
。
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