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二
〇
〇
八
年
三
月
六
日
か
ら
七
日
に
か
け
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
中
国
伝
統
文
化
が
現
代
中
国
で
果
た
す
役
割
」
が
開

催
さ
れ
た
。
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、「
哲
学
と
し
て
の
現
代
中
国
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
二
〇
〇
七
年
度
の
活
動
を
締
め
く
く

る
も
の
で
あ
り
、
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
と
香
港
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
中
国
研
究
機
関
で
あ
る
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
（C

entre d'Études Français sur la 

C
hine C

ontem
poraine

）
の
共
催
に
よ
っ
て
実
現
し
た
。

　
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
中
国
伝
統
文
化
が
現
代
中
国
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
か
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
問
題
に
し
た
の
は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
儒
学
復
興
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
こ

の
複
雑
な
現
象
を
読
み
解
く
た
め
に
は
、
実
践
と
理
論
の
両
方
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
報
告
者

に
お
願
い
し
た
の
は
次
の
側
面
に
言
及
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

１
　
儒
学
に
関
す
る
現
在
の
哲
学
的
・
政
治
的
・
文
化
的
・
教
育
的
な
言
説
を
分
析
す
る
。

２
　
近
代
中
国
思
想
史
の
文
脈
に
お
い
て
、
儒
学
復
興
の
意
義
を
位
置
づ
け
る
。

３
　
現
代
中
国
に
お
い
て
実
践
的
な
活
動
の
場
で
の
儒
学
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

４
　
中
国
以
外
の
地
域
で
の
儒
学
復
興
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
世
界
的
な
古
典
復
興
の
文
脈
に
置
き
、
比
較
思
想
史
的
な

観
点
か
ら
論
じ
る
。
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１
に
関
し
て
は
、
干
春
松
さ
ん
（
人
民
大
学
）
が
中
国
に
お
け
る
儒
学
を
論
じ
た
諸
理
論
を
簡
明
に
ま
と
め
た
上
で
、
現
代

儒
学
の
哲
学
的
・
政
治
的
な
意
義
に
関
す
る
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
ジ
ョ
エ
ル
・
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ル
さ
ん

（
Ｅ
Ｈ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
）
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ビ
リ
ユ
さ
ん
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
）
は
共
同
で
、
現
代
中
国
に
お
け
る
儒
教
教
化
と
り
わ
け
児
童

教
育
に
関
す
る
言
説
を
報
告
し
、
分
析
し
て
く
れ
た
。
こ
の
両
人
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
後
に
も
う
一
つ
の
関
連
論
文
（「
安

心
立
命
あ
る
い
は
儒
教
の
宗
教
的
次
元
」）
を
寄
稿
さ
れ
た
の
で
、
今
回
あ
わ
せ
て
採
録
し
た
。
ま
た
、
汲
喆
さ
ん
（
Ｃ
Ｎ
Ｒ
Ｓ
）
は

「
国
楽
」
を
用
い
た
現
在
の
啓
蒙
教
育
の
事
例
と
し
て
徳
音
の
「
国
楽
啓
蒙
」
を
紹
介
し
、
そ
れ
が
今
や
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の

教
育
に
浸
透
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
分
析
し
た
。

　
２
に
関
し
て
は
、
田
中
有
紀
さ
ん
（
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
）
か
ら
、
現
在
の
儒
教
儀
礼
で
用
い
ら
れ
て
い
る
音
楽
を
手
掛
か
り
に
、
や

は
り
「
国
楽
」
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
田
中
さ
ん
は
そ
の
意
義
を
近
代
中
国
に
お
け
る
西
洋
音
楽
受
容
と
対
比
し
な
が
ら
論

じ
た
の
で
あ
る
。
高
柳
信
夫
さ
ん
（
学
習
院
大
学
）
か
ら
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
代
表
的
な
「
儒
学
復
興
論
者
」
で
あ
る
梁
啓

超
と
梁
漱
溟
の
議
論
の
紹
介
が
あ
り
、
近
代
中
国
に
お
い
て
西
洋
文
化
と
の
関
係
の
中
で
儒
学
が
再
定
義
さ
れ
て
い
く
過
程
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
３
に
関
し
て
は
、
大
学
と
は
異
な
る
「
書
院
」
と
い
う
儒
学
教
育
の
場
所
（「
中
国
文
化
書
院
」）
を
運
営
し
て
い
る
王
守
常
さ

ん
（
北
京
大
学
）
か
ら
、
自
ら
の
教
育
体
験
に
基
づ
い
た
議
論
が
提
供
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
陳
壁
生
さ
ん
（
人
民
大
学
）
か
ら
は
、

潮
汕
東
湖
村
に
残
る
生
き
た
儒
学
の
あ
り
方
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
報
告
さ
れ
た
。

　
４
に
関
し
て
は
、
水
口
拓
寿
さ
ん
（
東
京
大
学
）
が
台
北
の
孔
子
廟
で
の
儀
礼
改
革
を
歴
史
的
か
つ
文
化
人
類
学
的
に
報
告
し
、

国
家
統
治
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
と
の
関
連
を
論
じ
た
。
そ
し
て
、
中
島
隆
博
（
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
）
は
戦
前
日
本
の
儒
学
復
興
と
現
今

の
中
国
に
お
け
る
儒
学
復
興
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
問
題
構
成
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
。
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こ
れ
ら
の
発
表
と
討
議
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
す
で
に
喬
志
航
さ
ん
（
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
）
に
よ
る
丁
寧
な
報
告
が
あ
る
（http://utcp.

c.u-tokyo.ac.jp/blog/2008/04/post-76/

）
。
本
書
に
採
録
し
た
各
論
文
を
読
む
前
で
も
、
読
ん
だ
後
で
も
、
参
看
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
甚
で
あ
る
。

　
各
報
告
を
受
け
た
討
議
は
、
予
想
以
上
に
充
実
し
た
も
の
に
な
り
、
時
間
を
忘
れ
る
ほ
ど
白
熱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
結
論

だ
け
を
記
し
て
お
く
と
、
儒
学
復
興
現
象
を
捉
え
る
の
に
、
保
守
化
や
民
族
主
義
と
い
っ
た
単
純
な
切
り
口
で
は
そ
の
本
質
に

届
か
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
必
要
な
こ
と
は
、
歴
史
的
・
政
治
的
・
哲
学
的
そ
し
て
文
化
人
類
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

を
同
時
に
組
み
合
わ
せ
、
世
界
的
な
「
ク
ラ
シ
カ
ル
・
タ
ー
ン
」
の
文
脈
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
う
し
た

共
同
研
究
が
不
可
欠
で
あ
り
、
今
後
の
さ
ら
な
る
継
続
を
約
束
し
て
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
ひ
と
ま
ず
閉
じ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
実
に
円
滑
に
運
営
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
は
多
く
の
方
々
の
協
力
が
あ
っ
た
。
討
議
の
際
の

通
訳
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
た
、
石
井
剛
さ
ん
、
王
前
さ
ん
、
喬
志
航
さ
ん
は
も
と
よ
り
、
裏
方
と
し
て
活
躍
し
て
く
れ
た

「
哲
学
と
し
て
の
現
代
中
国
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
井
戸
美
里
さ
ん
を
中
心
と
す
る
Ｐ
Ｄ
と
Ｒ
Ａ
の
み
な
さ
ん
に
は
心
よ
り
感
謝
を

申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
本
書
が
な
る
に
当
た
っ
て
も
、
石
井
剛
さ
ん
、
小
野
寺
史
郎
さ
ん
、
小
野
泰
教
さ
ん
、
森
川
裕
貫
さ

ん
、
田
中
有
紀
さ
ん
の
五
名
の
翻
訳
者
の
協
力
が
あ
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
二
〇
〇
八
年
一
一
月
二
九
日

中
島
隆
博
　


