
　

二
〇
〇
一
年
、
刊
行
後
大
き
な
話
題

と
な
っ
た
も
の
の
、
日
本
で
の
報
道
が

原
因
と
な
っ
て
発
禁
処
分
と
な
っ
た
本

が
あ
る
。
陸
学
芸
編
『
当
代
中
国
社
会

階
層
研
究
報
告
』
が
こ
れ
で
あ
る
。
同

書
は
、
一
九
九
九
年
に
政
府
系
シ
ン
ク

タ
ン
ク
、
中
国
社
会
科
学
院
社
会
学
研

究
所
が
実
施
し
た
調
査
を
も
と
に
、
中

国
国
内
に
五
つ
の
等
級
、
一
〇
の
階
層

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
本

で
あ
る
。

　

同
書
の
刊
行
は
中
国
国
内
で
反
響
を

呼
び
、
出
版
元
の
中
国
社
会
科
学
文
献

出
版
社
の
も
と
に
は
多
く
の
読
者
か
ら

の
照
会
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

で
は
、ど
ん
な
照
会
か
？　

正
解
は
、

「
自
分
は
五
つ
の
等
級
の
ど
れ
に
入
る

か
知
り
た
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

上
か
ら
下
ま
で
の
五
つ
の
等
級
の
う

ち
、
ど
れ
に
属
し
て
い
る
か
を
多
く
の

読
者
は
知
り
た
か
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　

確
か
に
、
中
国
の
一
般
市
民
は
、
み

ず
か
ら
の
社
会
的
地
位
に
強
い
関
心
を

も
っ
て
い
る
よ
う
だ
。『
報
告
』
が
刊

行
さ
れ
た
翌
年
に
は
、『
你
「
中
産
」

了

？
』（
あ
な
た
は
「
中
産
」
に
な

り
ま
し
た
か
？
）
と
い
っ
た
本
が
刊
行

さ
れ
、大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。『
報
告
』

の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
紹
介
し
、
読
み
や
す

く
し
た
本
だ
が
、
そ
の
後
、
ネ
ッ
ト
上

で
中
産
階
級
や
中
間
層
の
定
義
を
め

ぐ
っ
て
議
論
が
巻
き
起
こ
る
な
ど
、
中

国
で
の
中
間
層
論
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役

と
な
っ
た
。

　

中
国
の
研
究
者
も
、
こ
の
一
〇
年
ほ

ど
中
間
層
の
問
題
を
熱
心
に
議
論
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
中
間

層
は
ど
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
の
か
。

中
国
に
ど
の
程
度
の
中
間
層
が
存
在
し

て
い
る
の
か
。
中
国
社
会
学
会
に
も
階

層
問
題
を
専
門
的
に
扱
う
部
会
が
で
き

る
な
ど
、
中
間
層
を
め
ぐ
っ
て
は
現
在

も
強
い
関
心
が
抱
か
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
結
果
、
中
間
層
に

関
す
る
共
通
理
解
が
生
ま
れ
た
か
と
い

え
ば
、
逆
に
混
迷
の
度
合
い
を
増
し
て

い
る
の
が
現
状
だ
。

　

中
国
社
会
科
学
院
社
会
学
研
究
所
の

李
春
玲
は
、
中
国
全
土
に
、
職
業
に
よ

る
定
義
で
は
一
五
・
九
％
、
収
入
に
よ

る
定
義
で
は
二
四
・
六
％
、
消
費
水
準

に
よ
る
定
義
で
は
三
五
・
〇
％
、
帰
属

意
識
に
よ
る
定
義
で
は
四
六
・
八
％
の

中
間
層
が
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、
こ

れ
ら
四
つ
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す

者
は
四
・
一
％
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
南
京
大
学
の
周
暁
紅
は
、

職
業
、
教
育
、
収
入
の
三
つ
の
指
標
で

中
間
層
が
測
定
さ
れ
る
と
し
た
う
え

で
、
北
京
、
上
海
、
南
京
、
広
州
、
武

漢
の
五
都
市
で
中
間
層
と
呼
び
う
る
の

は
、
全
体
の
一
一
・
八
％
に
当
た
る
と

論
じ
て
い
る
。

　

中
間
層
と
い
う
概
念
が
曖
昧
で
あ
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
中
国
国
内
で
も
、
中

間
層
の
定
義
や
規
模
を
め
ぐ
っ
て
合
意

が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た

い
。

＊

　

で
は
な
ぜ
中
国
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
中
間
層
が
議
論
さ
れ
る
の
か
？　

そ
こ
に
は
、
い
く
つ
か
の
原
因
が
絡
ん

で
い
る
。

　

第
一
に
、
経
済
成
長
の
な
か
で
、
一

定
程
度
の
経
済
的
繁
栄
を
享
受
す
る
社

会
層
が
出
て
き
て
い
る
か
ら
。

　

日
本
で
も
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
は

「
三
種
の
神
器
（
テ
レ
ビ
、
洗
濯
機
、

冷
蔵
庫
）」、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は

「
三
Ｃ
（
ク
ー
ラ
ー
、
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、

自
動
車
）」
を
所
有
で
き
る
か
ど
う
か

が
、
中
間
層
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ

た
こ
と
も
あ
る
、
経
済
的
な
豊
か
さ
が

広
が
る
な
か
で
、
人
々
は
ど
の
程
度
の

豊
か
さ
を
享
受
で
き
れ
ば
中
間
層
と
呼

べ
る
の
か
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　

第
二
に
、
市
場
経
済
化
の
進
展
と
と

も
に
、
従
来
中
国
の
公
式
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
あ
っ
た
階
級
史
観
が
歴
史
的
使

命
を
終
え
た
も
の
の
、
そ
れ
に
代
わ
る

身
分
観
・
秩
序
観
が
生
ま
れ
て
い
な
い

た
め
、
み
ず
か
ら
の
社
会
的
地
位
を
表

現
し
に
く
い
現
実
が
あ
る
。
社
会
的
地

位
を
知
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
測
定
方

法
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
人
々
は

い
っ
そ
う
中
間
層
に
関
心
を
抱
く
の
で

あ
る
。

　

た
と
え
ば
企
業
で
働
く
管
理
職
の
場

合
、
従
来
は
「
知
識
分
子
」
と
表
現
さ

れ
て
い
た
の
が
、
改
革
・
開
放
後
に
は

「
管
理
人
員
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
職
場
で
は
、部
下
か
ら
は「
老

板
（
ラ
オ
バ
ン
）（
ボ
ス
の
意
味
の
中

国
語
。
自
営
業
者
を
指
す
場
合
が
多

い
）」
と
呼
ば
れ
る
な
ど
、
社
会
主
義

特 
集

イ
メ
ー
ジ
と
実
態
の
中
間
層

園
田
茂
人

な
ぜ
中
国
の
中
間
層
に

関
心
が
集
ま
る
の
か
？
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独
自
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
職
業
カ
テ
ゴ

リ
ー
、
従
業
上
の
地
位
を
示
す
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
混
用
さ
れ
て
い
る
の
が
現
実

だ
。

　

し
か
も
改
革
・
開
放
後
の
急
激
な
社

会
変
動
の
刻
印
を
受
け
、
中
国
で
独
自

に
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
概

念
の
使
い
方
に
も
混
乱
が
生
じ
て
い

る
。

　

そ
の
典
型
的
な
例
が
、
都
市
中
間
層

の
代
名
詞
と
さ
れ
る
「
白
領
（
パ
イ
リ

ン
：
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
意
）」で
あ
る
。

　

こ
の
言
葉
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半

か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
も

と
も
と
は
専
門
・
技
術
職
、
管
理
職
、

事
務
職
、
販
売
職
な
ど
、
非
現
業
部
門

の
被
雇
用
者
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
中
国
で
は
、
外
資
系
企
業
や

合
弁
企
業
で
働
く
人
々
を
指
す
も
の
と

さ
れ
、
後
に
国
有
企
業
も
含
む
広
い
企

業
・
事
業
体
で
、
被
雇
用
者
で
あ
り
な

が
ら
比
較
的
強
い
意
思
決
定
権
限
を
も

ち
、
経
済
的
豊
か
さ
を
保
障
さ
れ
た

人
々
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
中
国
で
は
、
職
業
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
あ
る
は
ず
の
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
が
収
入
の
多
寡
に
よ
っ
て
も
理
解

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
混
乱

は
、
中
間
層
の
定
義
に
も
影
響
を
与
え

て
い
る
。

　

た
と
え
ば
『
報
告
』
は
、
中
間
層
を

「
比
較
的
高
い
収
入
を
得
て
い
る
層
」

と
し
、
そ
の
基
準
を
、
五
〜
七
万
元
の

年
間
世
帯
収
入
に
置
い
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
「
世
帯
収
入
が
二
〇
万
元
な

け
れ
ば
中
間
層
で
は
な
い
」
と
い
っ
た

議
論
も
あ
り
、
研
究
者
間
で
合
意
が
取

れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。し
か
も
、

メ
デ
ィ
ア
で
喧
伝
さ
れ
る
中
産
階
層
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
き
わ
め
て
富
裕
な
層
の

イ
メ
ー
ジ
に
傾
斜
し
て
お
り
、
実
際
の

デ
ー
タ
か
ら
得
ら
れ
る
現
実
と
は
乖
離

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
中
国
の
都

市
部
で
「
中
」
に
属
し
て
い
る
と
回
答

し
て
い
る
人
の
割
合
は
、
さ
ほ
ど
多
く

な
い
。

　

日
本
の
高
度
経
済
成
長
期
に
は
、

「
下
」
か
ら
「
中
」
へ
の
シ
フ
ト
が
生

ま
れ
、
中
流
意
識
の
増
加
を
呼
び
う
る

現
象
が
生
じ
て
い
る
が
、
中
国
で
は
こ

う
し
た
変
化
が
生
じ
て
い
な
い
ば
か
り

か
、
み
ず
か
ら
の
社
会
的
地
位
を
「
中

の
下
」
や
「
下
」
と
回
答
す
る
者
の
割

合
が
、
中
国
都
市
部
で
三
分
の
二
近
く

に
達
し
て
い
る
と
い
っ
た
現
実
も
あ
る

（
図
参
照
）。

　

階
層
帰
属
意
識
の
下
方
偏
重
に
関
し

て
は
、
都
市
住
民
の
生
活
向
上
へ
の
期

待
が
強
す
ぎ
る
か
ら
だ
と
す
る
説
（
周

暁
紅
）
や
、
社
会
的
地
位
を
測
定
す
る

基
準
が
混
乱
し
て
い
る
か
ら
だ
と
す
る

説
（
李
培
林
）
な
ど
、
い
く
つ
か
の
説

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
決
定
打
に
欠
け

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

＊

　

中
間
層
に
関
心
が
持
た
れ
る
第
三

の
、
そ
し
て
最
大
の
理
由
は
、
中
間
層

の
台
頭
が
も
た
ら
す
社
会
的
帰
結
に
関

心
が
も
た
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
報
告
』
の
執
筆
に
も
参
加
し
た
中

国
社
会
科
学
院
社
会
学
研
究
所
の
王
春

光
は
、中
間
層
の
社
会
的
機
能
と
し
て
、

貧
富
の
二
極
化
と
社
会
的
利
益
の
衝
突

を
緩
和
す
る
機
能
、
公
正
な
社
会
的
地

位
獲
得
の
モ
デ
ル
と
な
る
機
能
、
社
会

主
義
市
場
経
済
お
よ
び
近
代
的
価
値
観

に
基
づ
く
行
為
の
モ
デ
ル
と
な
る
機
能

の
三
つ
を
挙
げ
、
そ
の
成
長
・
発
展
が

中
国
社
会
の
安
定
に
資
す
る
と
論
じ
て

い
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
が
ど
の
程
度

正
し
い
か
は
さ
て
お
き
、
中
国
の
研
究

者
の
多
く
が
、
中
間
層
の
台
頭
が
も
た

ら
す
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
、
と
り
わ
け

こ
れ
が
安
定
的
な
社
会
を
生
み
出
す
こ

と
に
な
る
か
ど
う
か
に
関
心
を
払
っ
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
日
本
を
含
む
海
外
の
研
究

者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
は
、
中
国
の

中
間
層
が
、
既
存
の
権
威
主
義
的
体
制

を
突
き
崩
す
勢
力
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
特
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
が
彼
ら
の
声

を
代
弁
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら

新
し
い
動
き
が
出
て
く
る
と
い
う
フ

レ
ー
ム
が
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
反
対
す
る
論
者

も
少
な
く
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ン

は
、『
危
険
な
幻
想
』（
渡
辺
昭
夫
訳
、

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）
の
な

か
で
、
経
済
発
展
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

中
間
層
が
政
治
的
民
主
化
を
求
め
る
よ

う
に
な
る
と
す
る
議
論
を
、「
ス
タ
ー

バ
ッ
ク
ス
神
話
」
と
呼
び
、
中
国
の
中

間
層
が
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
ア
メ
リ
カ
的
な
民
主
主
義
を
擁
護

す
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
の
は
非
現

実
的
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　

台
頭
す
る
中
間
層
が
、
中
国
で
何
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
問

い
が
魅
力
的
で
あ
り
続
け
る
限
り
、
中

国
の
中
間
層
は
今
後
も
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
を
浴
び
続
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
そ
の
だ　

し
げ
と
／
東
京
大
学
大
学
院

情
報
学
環
・
東
洋
文
化
研
究
所
教
授
）
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図　中国都市部における階層帰属意識の変化（1998-2006年）

（出所）園田茂人［2008］『不平等国家　中国』中公新書、149ページ。
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