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は
じ

め

に

　
中
国
の
都
市
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
上
海
が
西
洋
の
影
響
を
受
け
や
す
い
街
で
あ
る
こ
と
は
今
も
昔
も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
上
海
を
も
っ
て
し
て
も
、
改
革
開
放
政
策
が
始
動
し
た
ば
か
り
の
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
伝
統
中
国
が
育
ん
で
き
た
独
特
の
法

秩
序
が
な
お
残
っ
て
い
た
。

　
上
海
で
歩
道
橋
が
初
め
て
出
現
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
交
通
量
の
急
増
に
よ
り
横
断
歩
道
で
は
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
た
市
当
局
は
、

大
通
り
に
歩
道
橋
を
設
置
す
る
と
と
も
に
横
断
歩
道
を
撤
去
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
市
民
は
道
路
を
渡
る
の
に
歩
道
橋
を
利
用
せ
ず
、
フ
ェ

ン
ス
を
乗
り
越
え
て
勝
手
に
道
路
を
横
断
し
た
こ
と
か
ら
、
危
険
性
は
か
え
っ
て
増
大
し
た
。
そ
の
た
め
貼
り
出
し
た
ポ
ス
タ
ー
が
振
る
っ

て
い
た
。
若
い
女
性
が
車
に
は
ね
ら
れ
血
を
吐
い
て
死
ん
で
お
り
、
そ
の
標
語
に
は
「
真
可
惜
！
（
残
念
！
）」
と
大
書
し
て
あ
っ
た
。
こ

ん
な
場
合
、「
安
全
の
た
め
歩
道
橋
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
」
と
か
い
っ
た
指
示
を
出
す
の
が
先
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
ん
な
指
示
は
ど
こ

に
も
な
い
。
ポ
ス
タ
ー
を
見
た
時
、
中
国
の
民
衆
に
法
を
守
ら
せ
る
に
は
、
そ
の
合
理
性
を
説
く
よ
り
も
法
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
割
に
合
わ
な
い
損
失
を
理
解
さ
せ
る
方
が
よ
り
効
果
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。

　
も
う
一
つ
。
通
り
の
一
角
で
、
リ
ン
ゴ
売
り
の
オ
バ
サ
ン
と
若
い
警
官
が
揉
め
て
い
る
。
お
お
か
た
無
許
可
で
露
店
営
業
し
て
い
る
こ

と
を
警
官
が
咎
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
オ
バ
サ
ン
は
、
売
り
物
の
リ
ン
ゴ
を
道
路
い
っ
ぱ
い
に
ぶ
ち
ま
け
大
声
で
叫
び

出
し
た
。
当
然
、
道
行
く
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
。
す
る
と
オ
バ
サ
ン
、
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
す
る
演
説
を
始
め
、
聴
衆
を
味
方
に
つ

け
た
。
経
験
の
浅
い
警
官
は
う
ろ
た
え
、
気
ま
ず
く
な
っ
て
、
何
も
言
わ
ず
に
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
オ
バ
サ
ン
の
勝
ち
で

あ
る
。
そ
の
光
景
を
見
た
時
、
中
国
に
は
法
を
超
え
た
力
が
存
在
す
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
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さ
ら
に
も
う
一
つ
。
編
者
の
乗
っ
た
タ
ク
シ
ー
が
警
官
に
停
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
多
分
、
信
号
無
視
か
何
か
を
や
ら
か
し
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
警
官
が
免
許
証
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
と
、
運
転
手
は
そ
の
途
端
に
大
声
を
あ
げ
て
泣
き
出
し
た
。
そ
し
て
泣
き
な
が

ら
、
家
に
は
年
老
い
た
病
気
の
母
親
が
お
り
、
い
ま
仕
事
が
で
き
な
く
な
る
と
一
家
は
路
頭
に
迷
う
た
め
、
後
生
だ
か
ら
見
逃
し
て
く
れ

と
訴
え
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
警
官
も
最
初
は
相
手
に
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
哀
れ
な
様
子
に
と
う
と
う
根
負
け
し
た
。
か
く
て
釈

放
さ
れ
た
運
転
手
は
そ
の
後
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
平
然
と
し
て
運
転
を
続
け
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
こ
れ
が
い
つ
も
の
テ
ク
ニ
ッ

ク
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
態
度
だ
っ
た
。
こ
の
様
子
を
見
た
時
、
中
国
で
は
〝
泣
き
落
と
し
〟
と
い
う
戦
術
が
こ
う
い
っ
た
場
面
に
も
ま

だ
通
用
す
る
こ
と
を
理
解
し
た
。

　
編
者
は
当
時
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
が
中
国
の
人
々
の
間
に
な
お
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
近

代
化
」
さ
れ
た
社
会
と
は
一
味
違
う
構
造
を
持
つ
中
国
社
会
に
、
強
い
関
心
を
抱
い
た
も
の
で
あ
る
。
実
は
こ
う
し
た
中
国
の
〝
特
色
あ

る
〟
法
秩
序
は
、
近
世
中
国
に
遺
さ
れ
た
法
制
史
料
群
、
た
と
え
ば
名
も
な
き
民
衆
が
在
地
で
起
こ
し
た
事
件
を
詳
細
に
報
じ
た
上
奏
文
、

原
告
・
被
告
の
心
の
内
部
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
出
し
た
判
決
文
、
法
制
定
に
至
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
条
例
と
そ
の
解
説
書
、
互
い

の
利
害
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
所
産
で
あ
る
契
約
文
書
な
ど
に
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
が
満
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
紐
解
く
こ

と
は
、
近
世
の
み
な
ら
ず
現
代
の
中
国
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
も
有
効
な
糸
口
に
な
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
群
の
読
解
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
士
大
夫
階
級
が
著
し
た
文
集
ほ
ど
晦
渋
で
は

な
い
に
し
て
も
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
史
料
用
語
や
形
式
・
書
式
の
意
味
を
知
ら
な
け
れ
ば
全
体
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
も
の
が
多
い
。
た

と
え
ば
、「
為
～
事
」
と
は
い
っ
た
い
何
の
こ
と
か
。「
為
」
は
「
た
め
」
と
読
む
の
か
、「
な
す
」
と
読
む
の
か
、
そ
も
そ
も
わ
か
ら
な
い
。

部
下
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
上
司
に
そ
の
内
容
を
報
告
す
る
上
行
文
な
ど
の
場
合
、
ど
こ
ま
で
が
部
下
の
報
告
で
、
ど
こ
か
ら
が
本
人
の

意
見
な
の
か
、
少
し
で
も
読
み
誤
る
と
全
く
意
味
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
は
、
法
制
史
料
を
訓
読
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ

の
多
く
が
漢
籍
と
し
て
は
些
末
な
も
の
と
評
価
さ
れ
た
た
め
か
、
江
戸
時
代
以
前
に
作
ら
れ
た
和
刻
本
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
こ
に
模
範
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はじめに

解
答
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
清
末
民
国
初
期
の
文
語
文
に
よ
る
公
文
書
を
読
む
た
め
の
参
考
書
は
当
時
い
く
つ
か
作
ら
れ
た
が
、
現

在
そ
れ
ら
を
入
手
す
る
の
は
容
易
で
な
い
。
そ
こ
で
勢
い
、
大
学
の
演
習
な
ど
の
授
業
で
、
こ
う
し
た
史
料
に
精
通
し
た
教
員
か
ら
直
接

伝
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
指
導
を
受
け
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
法
制
史
料
を
独
学
で
読
ん
で
理
解
す
る
こ

と
は
き
わ
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
こ
う
し
た
背
景
を
ふ
ま
え
て
刊
行
し
た
中
国
近
世
法
制
史
料
読
解
の
た
め
の
入
門
書
で
あ
る
。
私
ど
も
の
公
益
財
団
法
人
東

洋
文
庫
研
究
部
東
ア
ジ
ア
研
究
部
門
「
前
近
代
中
国
民
事
法
令
の
変
遷
」
改
め
「
宋
以
後
の
法
令
分
析
」
研
究
班
は
、
二
〇
〇
三
年
に
発

足
し
て
以
来
、
こ
れ
ま
で
に
大
島
立
子
編
『
宋
―
清
の
法
と
地
域
社
会
』（
財
団
法
人
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
編
『
前
近
代
中
国
の
法

と
社
会
　
成
果
と
課
題
』（
財
団
法
人
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）、
お
よ
び
山
本
英
史
編
『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』（
公
益
財
団
法
人
東
洋

文
庫
／
研
文
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
を
公
表
し
、
歴
史
学
的
方
法
を
通
し
て
中
国
の
法
と
そ
の
社
会
の
あ
り
方
の
解
明
に
努
め
て
き
た
が
、
こ

の
た
び
も
ま
た
そ
れ
ら
の
成
果
の
継
承
発
展
を
は
か
る
べ
く
、
第
四
期
研
究
活
動
成
果
と
し
て
本
書
を
作
成
し
た
。
東
洋
文
庫
の
研
究
班

は
、
特
定
の
テ
ー
マ
を
追
究
し
て
成
果
を
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
成
果
を
踏
ま
え
て
外
部
に
発
信
す
る
、
と

り
わ
け
学
生
や
若
手
研
究
者
の
養
成
と
い
う
教
育
的
な
目
的
を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
我
が
研
究
班
の
メ
ン
バ
ー
九
名
の
う
ち
の
過
半
が
、

す
で
に
定
年
の
た
め
こ
れ
ま
で
勤
め
て
い
た
大
学
で
学
部
生
・
大
学
院
生
を
指
導
で
き
な
く
な
っ
た
現
状
を
鑑
み
、
メ
ン
バ
ー
各
自
が
そ

れ
ぞ
れ
の
研
究
分
野
で
培
っ
て
き
た
法
制
史
料
読
解
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
後
学
に
伝
え
た
い
と
の
願
望
も
本
書
を
生
み
出
し
た
動
機
の
一
つ
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書
は
そ
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
書
を
読
ん
で
い
く
ら
か
で
も
中
国
の
法
制
史
料
に
興
味
を

持
ち
、
こ
れ
ら
を
用
い
た
研
究
に
挑
戦
し
て
み
た
い
と
思
う
読
者
が
現
れ
れ
ば
、
本
書
の
刊
行
目
的
の
大
半
は
達
成
で
き
た
と
確
信
す
る
。

　
な
お
、
本
書
に
先
行
し
、
中
国
の
法
制
史
料
を
読
解
す
る
に
あ
た
っ
て
有
用
な
工
具
書
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
併
せ

て
利
用
さ
れ
た
い
。

青
柳
篤
恒
『
評
釈
支
那
時
文
規
範
』（
博
文
堂
、
一
九
〇
七
年
）
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東
川
徳
治
『
増
訂
支
那
法
制
大
辞
典
』（
一
九
三
四
年
、
復
刻
版
『
中
国
法
制
大
辞
典
』
大
安
、
一
九
七
九
年
）

石
山
福
治
『
支
那
語
大
辞
典
』（
第
一
書
房
、
一
九
三
五
年
）

植
田
捷
雄
ら
編
『
中
国
外
交
文
書
辞
典
（
清
末
篇
）』（
学
術
文
献
普
及
会
、
一
九
五
四
年
、
復
刻
版
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
）

John K
. Fairbank, ed., C

h’ing D
ocum

ents: A
n Introductory Syllabus,  3

rd E
dition

 （C
am

bridge, M
ass, H

arvard U
niversity 

Press, 1970
）

劉
文
傑
『
歴
史
文
書
用
語
辞
典
　
明
・
清
・
民
国
部
分
』（
成
都
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）

山
腰
敏
寛
編
『
中
国
歴
史
公
文
書
読
解
辞
典
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）

　
本
書
の
校
正
に
当
っ
て
は
、
東
洋
文
庫
研
究
部
の
中
村
威
也
氏
に
ご
助
力
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
本
年
度
よ
り
新
し
く
研
究
班
に
加
わ
ら

れ
た
奥
山
憲
夫
氏
に
は
査
読
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
と
も
に
深
く
感
謝
し
た
い
。

　
本
書
は
学
生
・
一
般
向
け
の
入
門
書
の
作
成
と
い
う
事
情
か
ら
、
執
筆
を
賜
っ
た
班
員
各
位
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
書
式
統

一
を
お
願
い
し
た
。
編
者
の
無
理
強
い
に
快
く
応
じ
て
い
た
だ
い
た
班
員
各
位
に
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な

書
を
編
む
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
〇
一
八
年
師
走

山
本
英
史
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