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中
華
工
黛
と
沈
若
仙

江

田

憲

治

一
九
一
九
年
六
月
八
日
、
す
な
わ
ち
上
海
五
四
運
動
が
質
的
な
縛
換
を
と
げ

る
三
罷
闘
争
の
段
階
に
入
っ
て
四
日
め
の
上
海
各
紙
に
は
、
中
華
工
誕
の
「
宣

言
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
は
前
日
の
六
月
七
日
に
、
同
無
文
服
部
幹
事
沈
若

仙
以
下
一
八
職
種
の
労
働
者
代
表
が
署
名
し
設
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

わ
が
園
の
園
民
が
強
権
の
座
制
を
受
け
る
こ
と
今
日
す
で
に
綴
黙
に
達
し

た
。
:
:
わ
れ
わ
れ
工
人
は
み
ず
か
ら
行
動
し
、
各
職
業
の
工
人
が
そ
れ

ぞ
れ
小
工
囲
を
組
織
し
、
そ
れ
か
ら
連
合
し
て
大
工
闘
を
つ
く
る
こ
と
を

主
張
す
る
。
第
一
歩
に
工
人
の
デ
モ
を
お
こ
な
い
、
第
二
歩
に
工
界
の
大

罷
工
を
お
こ
な
い
、
第
三
歩
に
わ
れ
ら
数
十
高
工
人
の
赤
血
を
犠
牲
に
し

て
野
鐙
な
る
強
権
と
峨
わ
ん
。

中
華
工
撲
は
す
で
に
五
月
の
時
黙
で
先
駆
的
な
ス
ト
提
起
を
お
こ
な
っ
て
お

り
、
こ
の
宣
言
が
六
月
七
日
と
い
う
ス
ト
機
大
直
前
の
時
黙
で
さ
ま
ざ
ま
な
職

種
の
労
働
者
代
表
の
名
で
夜
表
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
か
れ
ら
の

活
動
は
全
面
的
ス

ト
ラ
イ
キ
へ
と
す
す
み
つ
つ
あ
っ
た
上
海
の
努
働
者
を
煽
動

し
、
リ
ー
ド
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
木
来
、
民
生
主
義
の
賀
行
や
工
界
の
一
隅
利
と
と
も
に
工
業
の
振
興
を

目
的
と
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
工
界
闘
燈
た
る
中
華
工
燃
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
ア

ナ
キ
ズ
ム
の
影
響
が
み
て
と
れ
る
「
宣
言
」
を
な
し
え
た
の
か
、
従
来
の
研
究

で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
渡
表
で
は
、
一
九
一
七
年
四
月
以
降
、
中

華
工
黙
の
理
論
的
指
導
者
と
し
て
活
動
し
た
知
識
人
、
沈
若
仙
の
思
想
と
行
動

を
お
う
こ
と
で
こ
の
問
題
を
解
明
し
、
あ
わ
せ
て
五
四
時
期
に
お
け
る
ア
ナ
キ

ス
ト
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

明
清
時
代
に
お
け
る
民
間
宗
数
の
歴
史
的
位
置

浅

井

高己

明
清
時
代
、
羅
教
や
白
蓮
教
と
呼
ば
れ
る
異
端
的
民
開
宗
教
が
民
衆
の
聞
に

庚
ま
り
、
し
ば
し
ば
王
朝
権
力
に
封
抗
す
る
民
衆
反
鋭
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と

は
周
知
の
事
貨
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
朝
縫
カ
に
よ
っ
て
邪
数
と
さ

れ
、
週
歴
の
封
象
と
な

っ
た
こ
の
よ
う
な
民
間
宗
数
の
数
義
が
い
か
に
形
成
さ

れ
、
い
か
な
る
特
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
、
い
ま

だ
必
ず
し
も
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

明
代
、
思
想
界
に
お
い
て
は
儒
例
道
三
敬
一
致
の
考
え
方
が
著
し
く
強
ま

り
、
士
大
夫
の
手
に
よ
っ
て
、
三
激
主
義
に
基
づ
い
て
民
衆
に
勧
善
懲
悪
の
道

徳
を
説
く
蓮
田
窪
田が
作
ら
れ
、
流
通
し
た
。

こ
れ
に
針
隠
す
る
ご
と
く
、
明
代
後

牢
よ
り
、
民
間
宗
教
に
お
い
て
は
、
善
書
に
設
か
れ
た
ご
と
き
思
想
の
影
響
を

受
け
な
が
ら
も
、
普
書
と
は
ま
た
異
な
る
終
末
論
的
救
済
を
説
く
賀
谷
が
多
数

創
作
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
木
報
告
で
は
、
費
各
に
設
か
れ
て
い
る
ご
と
き
民

間
宗
教
の
教
義
が
、
支
配
階
級
た
る
士
大
夫
の
思
想
と
共
通
の
基
盤
を
有
し
、

濁
自
の
第
容
を
遂
げ
て
異
端
的
内
容
を
具
備
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
い
。
士
大
夫
の
思
想
と
民
衆
の
思
想
と
は
、
明
代
の
祉
曾
後
動
を
背
景

と
し
て
、
相
互
関
連
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

d
n官。。


