
　
中
国
で
は
、新
時
代
の
社
会
を
築
こ
う
と
進
む
な
か
に

あ
っ
て
、政
府
の
方
針
と
し
て
文
化
面
で
の
復
興
を
目
指
し
、

伝
統
を
掘
り
起
こ
し
継
承
発
展
さ
せ
よ
う
と
動
い
て
い
ま
す
。

我
が
国
で
の
重
要
無
形
文
化
財
の
伝
承
事
業
の
よ
う
に
、中

国
非
物
質
文
化
遺
産
伝
承
人
群
研
修
計
画
と
い
う
事
業
が

始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。私
も
そ
の
一
環
で
、北
京
の
清
華
大
学

美
術
学
院
を
中
心
に
、講
義
や
講
演
、研
修
会
を
受
け
持
ち
、

学
術
交
流
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。（
写
真
１
、２
）

　
中
央
の
北
京
に
伝
統
的
な
工
芸
技
術
が
多
く
見
受
け
ら

れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、中
国
は
多
民
族
国
家
で
あ
り
、

周
辺
の
省
や
少
数
民
族
の
間
、か
つ
て
の
王
朝
の
都
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
に
も
特
徴
あ
る
金
属

制
作
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

金
銀
な
ど
の
貴
金
属
、鉄
、七

宝
、錫
な
ど
た
く
さ
ん
の
素
材

や
背
景
が
あ
り
ま
す
が
、今
回

は
、銅
を
素
材
に
し
て
い
る
例

を
い
く
つ
か
画
像
と
と
も
に
紹

介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
雲
南
省
に
は
、多
く
の
金
属

工
芸
や
金
属
産
業
が
あ
り
ま

す
。そ
の
代
表
的
な
ひ
と
つ
と

し
て
、銅
や
銀
の
板
を
素
材
と

し
た
鍛
金
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

　
民
族
の
流
れ
が
重
な
る
部
分
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、隣
の

チ
ベッ
ト
自
治
区
に
も
鍛
金
の
技
法
が
あ
り
ま
す
。銅
を
素

材
に
制
作
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、主
に
仏
像
で
す
。伝
統
の
な

か
で
も
宗
教
に
裏
付
け
ら
れ
た
表
現
と
制
作
で
す
。大
き
い

も
の
は
、溶
接
に
よ
っ
て
接
ぎ
合
わ
せ
、金
鎚
な
ど
で
整
え
成

形
し
て
い
ま
す
。仏
像
や
光
背
、台
座
の
細
か
い
装
飾
的
な
浮

き
彫
り
は
、私
た
ち
と
同
じ
く
松
ヤ
ニ
の
台
に
金
属
板
を
は

り
つ
け
、い
ろ
い
ろ
な
形
の
鏨
を
用
い
て
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

（
写
真
５
、６
、７
）

　
ま
た
、雲
南
省
で
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、清
朝
の
中
期
以

降
か
ら
だ
と
聞
き
ま
し
た
が
、表
面
に
細
か
な
結
晶
を
模
様

と
し
て
生
じ
さ
せ
る
鋳
金
技
法
が
あ
り
ま
す
。日
本
の
鋳
金

で
は
黄
銅（
真
鍮
）に
結
晶
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す

が
、こ
こ
で
は
黄
銅
ば
か
り
で
な
く
、銅
ま
た
は
銀
を
多
く

配
合
し
た
赤
褐
色
や
灰
褐
色
に
発
色
す
る
合
金
に
も
美
し
い
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結
晶
の
模
様
が
み
ら
れ
、独
特
の
技
術
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。材
料
に
つ
い
て
は
自
然
銅
を
使
う
と
い
う
こ
と
で
、冶
金

に
お
い
て
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。（
写
真
８
）

　
同
じ
く
、雲
南
省
に
は
、日
本
で
い
う
黒
味
銅
で
し
ょ
う
か
、

烏
銅
と
言
わ
れ
て
い
る
酸
化
し
て
黒
く
美
し
く
発
色
す
る

銅
に
彫
り
を
入
れ
、銀
や
金
を
流
し
込
ん
で
模
様
を
表
す
技

法
が
あ
り
ま
す
。（
写
真
９
）

　
そ
の
他
で
は
、広
東
省
に
も
鍛
金
技
法
に
よ
る
銅
壺
制
作

が
あ
り（
写
真
10
）、山
西
省
に
は
火
鍋
な
ど
の
銅
器
制
作
が

あ
り
ま
す
。

　
浙
江
省
に
は
、南
宋
の
時
代
か
ら
続
く
青
銅
器
制
作
の

技
巧
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。鋳
金
技
法
と
鍛
金
技
法
に

よ
る
造
形
と
、加
飾
と
も
つ
な
が
る
よ
う
な
表
面
処
理
と

着
色
仕
上
げ
を
合
わ
せ
独
自
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
建
築
か
ら
彫
刻
、器
な
ど
と
幅
広
い
銅
と
黄
銅
に

よ
る
制
作
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
写
真
11
）

い
ま
す
。新
潟
県

燕
市
の
よ
う
な

産
地
で
、同
様
に

当
て
金
と
金
鎚

を
用
い
て
金
属

板
を
打
ち
絞
り
、

銅
の
器
や
銀
壺

（
銀
瓶
）な
ど
を
生
産
し
て
い
ま
す
。継
ぎ
合
わ
せ
た
り
せ
ず

に
、一
枚
の
板
か
ら
器
形
を
制
作
す
る
と
こ
ろ
に
仕
事
の
重

き
を
置
い
て
い
る
よ
う
で
す
。ま
た
、日
本
か
ら
の
移
入
か
と

思
い
ま
す
が
、木
目
金（
数
種
類
の
金
属
を
何
層
に
も
重
ね

て
鍛
接
し
、彫
り
な
ど
を
加
え
な
が
ら
打
ち
延
べ
て
木
目
の

よ
う
な
模
様
を
表
す
技
法
）の
制
作
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
写
真
３
、４
）

　
か
つ
て
２０
年
ほ
ど
前
に
訪
れ
た
中
国
の
印
象
で
は
、優
れ

た
伝
統
技
法
の
仕
事
も
手
工
業
的
な
価
値
の
中
に
埋
も
れ

て
い
た
も
の
が
ま
だ
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。教
育
の
現

場
で
も
、金
属
に
つ
い
て
は
彫
刻
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、自

国
の
金
属
工
芸
の
魅
力
よ
り
も
西
洋
や
日
本
か
ら
の
も
の
を

模
索
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
中
国
の
土
壌
の
な
か
の
伝
統
的
な
金
属
の
加
工
技
術
と

そ
の
制
作
が
あ
ら
た
め
て
見
い
だ
さ
れ
、社
会
的
に
大
き
な

意
義
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
る
状
況
は
と
て
も
好
ま
し
く

感
じ
て
い
ま
す
。上
代
の
我
が
国
に
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た

技
術
が
芽
吹
き
、独
自
の
工
芸
が
醸
し
出
さ
れ
た
よ
う
に
、

中
国
の
金
属
工
芸
全
体
が
さ
ら
な
る
美
術
の
高
み
に
向
か

う
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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