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は
し
が
き

政
治
的
に
は
ど
う
で
あ
れ
、
現
在
の
中
国
で
は
多
様
な
商
品
が
溢
れ
て
お
り
、
普
通
の
人
々
は
経
済
的

自
由
を
謳
歌
し
て
い
る
。
カ
ル
フ
ー
ル
、
テ
ス
コ
な
ど
の
世
界
の
小
売
業
が
中
国
に
進
出
し
、
Ｇ
Ｅ
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
な
ど
の
世
界
的
家
電
メ
ー
カ
ー
も
早
く
か
ら
進
出
し
生
産
し
て
い
た
。

携
帯
電
話
で
は
モ
ト
ロ
ー
ラ
や
ノ
キ
ア
な
ど
私
た
ち
日
本
人
の
馴
染
み
が
薄
い
多
国
籍
企
業
も
中
国
市
場

を
席
巻
し
て
い
る
。

中
国
は
ま
る
で
世
界
的
多
国
籍
企
業
の
博
覧
会
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
中
国
で
は
世
界
中
の
製
品
を

選
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
多
国
籍
企
業
の
進
出
情
況
を
み
る
と
、
日
本
の
方
が
閉
鎖
的
で
中
国
の

方
が
開
放
的
で
あ
り
経
済
的
に
自
由
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
こ
と
さ
え
あ
る
。

市
場
に
お
け
る
経
済
的
自
由
は
、
中
国
経
済
の
活
気
を
生
ん
で
い
る
。
中
国
に
駐
在
し
仕
事
を
す
る
日

本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
中
国
人
の
利
益
を
求
め
る
あ
く
な
き
パ
ワ
ー
に
感
心
す
る
と
と
も
に
、
時
に
は
取

引
や
支
払
い
の
面
で
痛
い
目
に
あ
う
。
そ
れ
で
も
中
国
市
場
に
と
ど
ま
り
、
生
き
馬
の
目
を
抜
く
と
言
わ

れ
、
変
化
の
激
し
い
中
国
市
場
で
勝
負
す
る
企
業
は
増
加
す
る
一
方
だ
。
国
内
外
の
企
業
の
旺
盛
な
市
場

参
入
意
欲
は
、
中
国
の
経
済
的
自
由
と
経
済
活
動
の
活
気
を
意
味
し
て
い
る
。
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政
治
的
不
自
由
さ
の
中
で
、
経
済
活
動
が
自
由
で
あ
り
活
気
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
與
那
覇

潤
は
「
中
国
化
」
と
呼
び
、
歴
史
的
に
も
中
国
は
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
共
産
党
一
党
独
裁
体

制
に
お
け
る
経
済
活
動
の
自
由
化
と
経
済
発
展
の
勢
い
は
、
歴
史
的
に
も
中
国
そ
の
も
の
の
「
伝
統
」
で

あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
伝
統
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
発
展
が
可

能
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

中
国
の
経
済
発
展
は
、
民
間
に
経
済
的
自
由
を
与
え
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ

を
本
書
で
は
「
政
府
の
退
出
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
す
る
。

自
由
主
義
を
強
く
主
張
す
る
ハ
イ
エ
ク
は
、「
経
済
的
自
由
は
経
済
活
動
の
自
由
」
で
あ
る
と
し
た
。

経
済
活
動
の
自
由
は
個
人
に
選
択
の
権
利
を
も
た
ら
す
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
選
択
の
自
由
が
多
様
性
を
も
た
ら
し
、
多
様
性
の
追
求
が
社
会
の
経
済
発
展
を
も
た
ら

し
た
と
主
張
す
る
。

中
国
の
改
革
開
放
は
ま
さ
に
選
択
の
自
由
と
多
様
性
が
経
済
発
展
を
も
た
ら
し
た
事
例
で
あ
ろ
う
。
計

画
経
済
に
よ
る
配
給
制
は
、
彩
り
も
地
味
な
衣
服
︵
い
わ
ゆ
る
人
民
服
︶
で
レ
パ
ー
ト
リ
ー
も
少
な
く
、

食
べ
る
も
の
や
生
活
用
品
に
も
種
類
が
少
な
か
っ
た
。
市
場
経
済
化
に
と
も
な
っ
て
、
企
業
は
売
れ
る
モ

ノ
を
生
産
し
、
人
々
は
好
き
な
モ
ノ
を
購
入
し
た
。
モ
ノ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
広
が
り
、
自
ら
好
き
な
モ
ノ
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を
選
択
し
て
購
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
経
済
は
大
き
く
発
展
し
た
。

し
か
し
、
選
択
の
自
由
は
繁
栄
を
も
た
ら
す
が
、
別
の
問
題
を
も
た
ら
す
。
ハ
イ
エ
ク
の
言
い
方
を
す

る
と
、
社
会
の
進
歩
と
繁
栄
が
当
た
り
前
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
不
運
で
失
業
す
る
、
災
害
に
あ
っ
て
財
産

を
失
う
、
人
よ
り
貧
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
る
、
な
ど
の
状
況
に
陥
っ
た
と
き
、
人
は
そ
の
生
活
に
耐
え

切
れ
ず
、
自
由
を
政
府
に
売
り
渡
し
、
政
府
に
強
制
的
に
何
か
を
や
っ
て
も
ら
お
う
と
期
待
し
、
働
き
か

け
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
経
済
の
自
由
化
が
急
速
に
進
ん
だ
中
国
で
は
、
自
由
化
の
影
で
広
が
り
つ
つ
あ
る
格

差
︵
地
域
間
、
都
市
農
村
間
、
都
市
内
部
︶、
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
環
境
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
国
民
も
マ
ス
コ
ミ
も
共
産
党
・
政
府
に
よ
る
解
決
を
期
待
し
た
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
の
胡
錦
濤
政
権

は
経
済
的
矛
盾
を
「
調
和
︵
和
諧
︶
社
会
」
と
い
う
名
目
で
政
府
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
時
代
で
あ
っ

た
。
人
々
の
経
済
的
自
由
を
再
度
取
り
上
げ
、
政
府
が
意
思
決
定
す
る
機
会
が
増
え
た
。
社
会
的
安
定
を

錦
の
旗
と
し
て
、
一
般
国
民
に
与
え
た
経
済
的
自
由
を
ど
こ
ま
で
政
府
が
と
り
あ
げ
る
か
、
と
い
う
時
代

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
代
表
的
な
の
が
「
国
進
民
退
」︵
国
有
企
業
が
発
展
し
、
民
間
企
業
が
衰
退
す
る
︶

で
あ
る
。
政
治
的
不
自
由
の
中
で
、
人
々
は
経
済
的
自
由
を
も
手
放
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
政
治
的
不
自
由
と
い
う
中
国
で
、
経
済
的
自
由
が
拡
大
し
て
い
き
な
が
ら
経
済
発
展
す
る



v

中
国
を
描
こ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
発
展
の
裏
で
起
こ
り
つ
つ
あ
る
経
済
的
課
題
に
つ
い
て
、
経
済
的
自

由
と
不
自
由
の
間
を
ど
の
よ
う
に
行
き
来
し
て
き
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
政
府
の
退

出
」
で
あ
る
。
計
画
経
済
時
代
に
人
々
の
経
済
的
自
由
を
奪
っ
て
い
た
政
府
が
、
改
革
開
放
以
降
経
済
か

ら
退
出
し
な
が
ら
、
民
間
の
経
済
的
自
由
を
回
復
し
て
い
く
過
程
と
し
て
中
国
経
済
を
描
こ
う
と
思
っ
て

い
る
。

本
書
の
構
想
は
、
大
東
文
化
大
学
国
際
関
係
学
部
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
︵
現
代
中
国
経
済

論
︶
の
授
業
か
ら
始
ま
っ
た
。
授
業
で
課
す
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
を
読
む
と
、
多
く
の
学
生
が
「
中
国
政
府

は
○
○
す
べ
き
だ
」
と
主
張
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
政
府
に
期
待
す
る
、
ハ
イ
エ
ク
的
に
は
政
府
に
魂

を
売
り
渡
し
、
政
府
へ
隷
属
す
る
思
想
が
色
濃
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
政
府
の
役
割
と
し
て
、
経
済
に
関
与
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
あ
ま
り
に
も
安
易
に
政
府
に

解
決
を
期
待
す
る
と
い
う
の
は
思
考
し
て
い
る
よ
う
で
思
考
を
放
棄
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
で
き
る
だ
け
ア
ン
チ
政
府
の
形
で
中
国
経
済
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り

た
い
と
考
え
た
の
が
本
書
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

本
書
の
ね
ら
い
が
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
読
者
の
判
断
に
委
ね
る
し
か
な
い
が
、
本
書
の
内
容
か
ら

政
府
の
役
割
と
く
に
政
府
が
退
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
が
ど
う
な
る
の
か
、
政
府
と
市
場
の
関
係
に
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つ
い
て
得
る
も
の
が
あ
れ
ば
う
れ
し
い
。

本
書
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
私
の
授
業
の
履
修
者
、
大
東
文
化
大
学
国
際
関
係
学
部
、
創
価
大
学
経

済
学
部
の
学
生
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
レ
ポ
ー
ト
が
大
い
に
刺
激
に
な
っ
た
。
感
謝
し
た
い
。

出
版
に
あ
た
っ
て
は
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
二
名
の
匿
名
レ
フ
リ
ー
に
よ
る
査
読
が
あ
っ
た
。
査
読

の
際
の
厳
し
く
も
温
か
い
コ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
本
書
を
大
き
く
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
レ
フ
リ
ー

に
感
謝
し
た
い
。
ま
た
、
出
版
に
向
け
て
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
研
究
支
援
部
の
真
田
孝
之
氏
に
は

深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
、
有
形
無
形
に
研
究
者
と
し
て
育
て
て
く
れ
た
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
に
深
く
感
謝
す
る
と
と
も

に
、
本
書
が
研
究
所
の
出
版
事
業
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

　

平
成
二
四
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一
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の
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成
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受
け
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い
る
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