
楊

韜

著

�
代
中
國
に
お
け
る
知
識
人
・
メ
デ
ィ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

︱
︱
鄒
韜
奮
と
生
活
書
店
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

岩

間

一

弘

一

本
書
は
︑
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
の
中
國

(と
く
に
上
海
)
で
活
�
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
鄒
韜
奮
と
︑
鄒
が
設
立
し
て
民
國
	
に
�
多

の
發
行
部
數
を
記
錄
し
た
雜
誌
﹃
生
活
﹄
を
出
版
し
た
生
活
書
店
に
關
す
る
日
本
で
�
初
の
硏
究
書
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
�
代
中
國
に
お
け
る

知
識
人
・
メ
デ
ィ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
三
者
關
係
や
言
論

公
共
性
を
考
察
し
な
が
ら
︑
鄒
韜
奮
お
よ
び
生
活
書
店
を
中
國
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
�
の
系
�
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
︒
本
書
の
目
�
は
�
の
�
り
で
あ
る
︒

�
書
き

｢中
國
の
�
代
性
﹂
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
問
題

第
一
部

�
入
�

序
違

生
活
書
店
�
び
鄒
韜
奮
硏
究
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第
一
違

�
代
中
國

(上
海
)
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
�
境

第
二
部

人
物
�

第
二
違

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
鄒
韜
奮
の
發
展

第
三
違

戰
時
中
國
に
お
け
る
鄒
韜
奮
の
政
治
活
動

第
四
違

生
活
書
店
の
人
々

第
三
部

書
店
�

第
五
違

生
活
書
店
の
募
金
活
動

第
六
違

戰
時
下
の
經
營
管
理

第
四
部

言
說
�

第
七
違

メ
デ
ィ
ア
�
さ
れ
た
共
同
體

第
八
違

事
例
分
析
：
投
書
欄
に
お
け
る
﹁
戀
愛
と
貞
操
﹂
を
め
ぐ
る
論
爭

第
九
違

怨
生
事
件
か
ら
見
る
日
中
メ
デ
ィ
ア
閒
の
對
抗

第
十
違

｢國
貨
﹂
を
め
ぐ
る
言
說
の
�
�
性
檢
證

�
違

生
活
書
店
か
ら
三
聯
書
店
︑
そ
し
て
再
び
生
活
書
店
へ

附
錄

(
�
料
抄
錄
)

今
後
は
鄒
韜
奮
と
生
活
書
店
に
關
し
て
︑
日
本
で
は
ま
ず
こ
の
書
物
が
參
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
き
わ
め
て
貴
重
な
總

合

硏
究
と
い
え
る
︒
以
下
で
は
︑
若
干
の
�
感
も
 
え
つ
つ
︑
各
違
の
內
容
を
鯵
"
に
紹
介
し
た
い
︒

第
一
部
﹁
�
入
�
﹂
の
序
違
﹁
生
活
書
店
�
び
鄒
韜
奮
硏
究
﹂
で
は
︑
本
書
の
一
�
#
料
・
先
行
硏
究
と
視
座
・
%
體
&
成
が
紹
介
さ
れ
て
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い
る
︒
と
く
に
印
象

な
の
は
︑
日
本
語
・
中
國
語
に
限
ら
ず
英
語
・
韓
國
語
に
よ
る
硏
究
も
周
到
に
參
照
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
先
行
硏

究
に
お
い
て
︑
思
想
�
で
は
︑
鄒
韜
奮
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
思
想
か
ら
脫
却
し
た
後
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
立
場
に
轉
じ
た
知
識
人
の
典
型

と
さ
れ
︑
と
く
に
一
九
三
一
年
の
滿
洲
事
變
が
轉
奄
點
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
抗
日
戰
爭
�
で
は
︑
生
活
書
店
に
よ
る
抗
日
言
論
の
影
*
が
論
じ

ら
れ
︑
都
市
�
で
は
︑﹃
生
活
﹄
な
ど
の
出
版
物
が
生
活
�
�
硏
究
の
豐
富
な
ソ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
先
行
硏
究
に
對
し
て
本
書

は
︑
鄒
韜
奮
だ
け
で
な
く
そ
の
周
邊
人
物
に
も
焦
點
を
あ
て
て
︑
生
活
書
店
の
經
營
に
お
い
て
は
﹁
合
作
社
﹂
と
い
う
性
質
に
着
目
し
︑
�
料

面
で
は
國
民
黨
機
關
紙
﹃
中
央
日
報
﹄
や
國
民
黨
の
內
部
#
料
に
も
目
を
�
る
こ
と
が
强
.
さ
れ
て
い
る
︒

第
一
違
﹁
�
代
中
國

(上
海
)
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
�
境
﹂
で
は
︑
�
代
上
海
に
お
け
る
中
國
語
・
英
語
・
日
本
語
メ
デ
ィ
ア
の
中
心
地
と

し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
/
0
街

(ロ
ン
ド
ン
の
フ
リ
ー
ト
・
ス
ト
リ
ー
ト
に
喩
え
ら
れ
る
)
・
バ
ン
ド
・
虹
口
に
着
目
す
る
︒
ま
た
︑
ア
メ
リ
カ
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
理
論
が
︑
松
本
君
0
著
﹃
怨
聞
學
﹄
(一
八
九
九
年
)
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
經
由
で
中
國
に
輸
入
さ
れ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
中
國

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
敎
育
に
お
け
る
ミ
ズ
ー
リ
大
學
の
影
*
力
の
大
き
さ
な
ど
を
指
摘
し
て
︑
上
海
の
メ
デ
ィ
ア
空
閒
の
﹁
雜
種
性
﹂
を
論
じ

て
い
る
︒
本
違
が
示
す
﹁
メ
デ
ィ
ア
地
圖
﹂
は
︑
上
海
�
の
理
解
に
も
役
立
つ
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
︒

第
二
部
﹁
人
物
�
﹂
の
第
二
違
﹁
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
鄒
韜
奮
の
發
展
﹂
は
︑
本
書
に
と
っ
て
中
心

な
違
で
あ
る
︒
3
者
が
と
く
に
重
4
だ

と
思
っ
た
の
は
︑
鄒
韜
奮
が
︑
一
九
一
九
～
二
一
年
に
中
國
に
滯
在
し
て
五
四
5
動
�
後
の
中
國
で
廣
く
知
ら
れ
た
哲
學
者
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー

イ
の
影
*
を
强
く
6
け
て
い
た
こ
と
が
說
得

に
論
證
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
鄒
韜
奮
は
胡
7
や
陶
行
知
を
�
じ
て
デ
ュ
ー
イ
思
想
を
學
び
︑

一
九
一
九
～
二
五
年
に
か
け
て
8
譯
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
﹃
民
9
9
義
と
敎
育
﹄
は
︑
鄒
韜
奮
が
﹁
愛
國

民
9
9
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
﹂
に
な

る
原
點
で
あ
る
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑
鄒
韜
奮
の
﹃
生
活
﹄
を
始
め
と
す
る
﹁
0
民
風
﹂
の
雜
誌
作
り
は
︑
デ
ュ
ー
イ
の
﹁
0
民
敎
育
﹂
思
想

の
影
*
を
6
け
た
も
の
で
あ
り
︑
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
實
用
�
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
﹃
生
活
﹄
誌
上
で
投
書
欄
﹁
讀
者
信
箱

(讀
者
ポ
ス
ト
)
﹂
が
生
ま
れ
た
の
は
︑
鄒
韜
奮
が
讀
者
と
い
う
公
衆
に
よ
る
公
共
の
議
論
の
場
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
り
︑
つ
ま

り
デ
ュ
ー
イ
が
提
:
し
て
い
た
﹁
大
社
會

(
G
re
a
t
S
o
c
ie
ty
)
﹂
か
ら
﹁
大
共
同
體

(
G
re
a
t
C
o
m
m
u
n
ity
)
﹂
へ
の
轉
奄
を
實
現
し
よ
う
と
し
て
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い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
ほ
か
に
も
︑
鄒
韜
奮
は
一
九
三
三
年
～
三
五
年
に
か
け
て
歐
米
各
國
に
滯
在
し
︑
と
り
わ
け
ロ
ン
ド
ン
大
學
の

政
治
學
者
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
言
論
な
ど
に
I
目
し
な
が
ら
︑
歐
米
諸
國
と
ソ
聯
の
民
9
9
義
を
比
�
し
て
︑
そ
れ
ら
を
い
か
に
中
國
に
應

用
す
べ
き
か
考
え
て
い
た
と
い
う
︒

第
三
違
﹁
戰
時
中
國
に
お
け
る
鄒
韜
奮
の
政
治
活
動
﹂
は
︑
鄒
韜
奮
の
短
い
な
が
ら
も
本
格

な
政
治
活
動
を
行
っ
た
	
閒
を
多
樣
な
視
點

か
ら
論
じ
て
い
て
興
味
深
い
︒
鄒
韜
奮
は
國
民
黨
政
權
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
K
め
︑
共
產
黨
の
武
力
鬭
爭
に
よ
る
階
M
解
放
に
は
反
對
で
あ
り
︑

抗
日
戰
爭
	
に
は
黨
N
の
區
別
よ
り
も
瓜
一
戰
線
の
形
成
こ
そ
が
第
一
の
任
務
と
考
え
︑
自
身
は
特
定
組
織
に
屬
さ
な
い
無
黨
無
N
の
言
論
人

で
あ
る
と
表
O
し
續
け
て
い
た
︒
一
九
三
六
年
に
國
民
政
府
に
よ
っ
て
國
民
參
政
員
と
し
て
招
聘
さ
れ
る
と
︑
お
も
に
言
論
出
版
に
關
す
る
提

案
を
數
多
く
出
し
︑
國
民
參
政
會
で
P
擇
さ
れ
た
も
の
の
︑
實
施
に
移
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
一
九
四
〇
年
代
以
影
に
國
民
黨

政
權
が
生
活
書
店
を
破
壞
し
よ
う
と
し
た
の
は
︑
そ
の
%
國
各
地
の
荏
店
が
共
產
黨
八
路
軍
の
聯
絡
據
點
に
な
っ
て
い
る
と
疑
っ
た
か
ら
で
あ

る
が
︑
お
そ
ら
く
生
活
書
店
と
共
產
黨
に
組
織

な
關
係
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
胡
e
之
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
生
活
書
店
內
部
に
は
共

產
黨
の
﹁
地
下
黨
員
﹂
が
入
っ
て
お
り
︑
そ
の
影
*
力
は
大
き
か
っ
た
︒
ま
た
共
產
黨
南
方
局
の
周
恩
來
も
︑
鄒
韜
奮
と
彼
の
經
營
す
る
生
活

書
店
に
常
に
關
心
を
拂
っ
て
い
た
︒

第
四
違
﹁
生
活
書
店
の
人
々
﹂
は
︑
四
人
の
生
活
書
店
關
係
者
を
取
り
上
げ
る
︒
生
活
書
店
の
�
身
は
黃
炎
培
の
9
宰
す
る
中
華
職
業
敎
育

社
の
內
部
機
關
で
あ
っ
た
の
で
︑
鄒
韜
奮
ら
生
活
書
店
の
9
4
幹
部
は
み
な
中
華
職
業
敎
育
社
の
社
員
で
も
あ
り
︑
黃
炎
培
は
生
活
書
店
の
經

營
管
理
な
ど
に
つ
い
て
具
體

な
提
案
を
出
し
て
い
た
︒
一
九
三
三
年
末
に
﹃
生
活
﹄
が
發
禁
に
な
り
鄒
韜
奮
が
海
外
R
命
す
る
と
︑
杜
重
S

が
︑
民
閒
實
業
家
の
身
分
で
國
民
黨
政
府
9
管
部
門
に
登
錄
し
︑
雜
誌
﹃
怨
生
﹄
を
創
刊
し
た
︒
胡
e
之
は
︑
一
九
三
三
年
に
中
國
共
產
黨
に

入
黨
し
た
﹁
地
下
黨
員
﹂
で
︑
生
活
書
店
で
も
一
九
三
八
年
ま
で
は
正
式
な
職
務
を
擔
當
し
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
舞
臺
裏
で
は
指
揮
者

な
役

割
を
果
た
し
︑
鄒
韜
奮
の
思
想

な
﹁
左
傾
﹂
に
も
影
*
を
與
え
て
い
た
︒
徐
伯
昕
は
︑﹃
生
活
﹄
の
誌
面
に
多
く
の
廣
吿
を
と
っ
て
き
て
︑

さ
ら
に
彼
自
身
が
廣
吿
作
品
を
手
掛
け
る
な
ど
︑
生
活
書
店
に
實
務
面
で
貢
獻
し
た
︒
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第
三
部
﹁
書
店
�
﹂
の
第
五
違
﹁
生
活
書
店
の
募
金
活
動
﹂
は
︑
菊
池
一
隆
が
指
摘
し
た
生
活
書
店
の
經
營
の
合
作
社

な
性
格
に
つ
い
て
︑

滿
洲
事
變
後
の
東
北
義
勇
軍

(馬
占
山
)
荏
X
の
た
め
の
募
金
活
動
を
例
と
し
て
論
じ
る
︒
獻
金
者
は
一
般
個
人
︑
民
閒
企
業
・
團
體
︑
各
種

學
校
︑
地
方
政
府
・
機
關
な
ど
廣
範
圍
に
�
ん
だ
が
︑
生
活
書
店
が
大
規
模
で
長
	
閒
の
募
金
活
動
に
成
功
し
た
の
は
︑
地
方
で
は
入
手
し
に

く
い
怨
聞
・
雜
誌
・
怨
刊
書
な
ど
を
Y
入
し
て
郵
Z
す
る
﹁
書
報
代
辦
部
﹂
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
繼
承
さ
れ
る
な
ど
︑
讀
者
と
の
强
い
絆
に
よ
っ
て

築
き
上
げ
た
聯
携
型
の
經
營
方
式
が
あ
り
︑
さ
ら
に
會
計
士
に
よ
る
O
白
な
#
金
管
理
シ
ス
テ
ム
も
あ
っ
た
か
ら
だ
と
分
析
さ
れ
て
い
る
︒

第
六
違
﹁
戰
時
下
の
經
營
管
理
﹂
は
︑
生
活
書
店
の
內
部
機
關
誌
﹃
店
務
�
\
﹄
を
一
�
#
料
と
し
て
︑
一
九
三
七
年
以
影
の
生
產
コ
ス
ト

の
抑
制
︑
液
�
手
段
の
確
保
︑
空
襲
對
策
︑
不
正
事
件
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
上
海
の
租
界
や
英
領
香
]
で
は
︑
外
國
か
ら
安
値
で
印

刷
用
紙
を
輸
入
し
て
生
產
コ
ス
ト
が
抑
え
ら
れ
た
が
︑
對
照

に
重
慶
や
成
都
な
ど
の
﹁
大
後
方
﹂
で
は
高
^
し
た
︒
廣
州
と
武
漢
の
陷
落
後

に
は
雜
誌
の
郵
Z
も
困
難
と
な
り
︑
一
九
三
九
年
以
影
に
は
郵
Z
料
金
も
上
昇
し
た
︒
都
市
a
民
の
疎
開
に
よ
っ
て
農
村
地
域
で
も
�
�
需
4

が
高
ま
り
︑
生
活
書
店
は
各
地
に
荏
店
を
開
い
た
が
︑
日
本
軍
の
空
爆
に
よ
っ
て
損
壞
し
た
荏
店
が
多
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
四
川
省
で
は
﹁
液

動
供
給
b
﹂
を
設
け
た
り
︑
倉
庫
を
郊
外
に
分
散
し
た
り
も
し
た
︒

第
四
部
﹁
言
說
�
﹂
の
第
七
違
﹁
メ
デ
ィ
ア
�
さ
れ
た
共
同
體
﹂
は
︑
生
活
書
店
の
雜
誌
投
書
欄
に
お
い
て
讀
者
・
投
稿
者
・
c
集
者
の
閒

に
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
%
面

に
檢
討
し
て
お
り
︑
本
書
の
�
も
獨
創

な
違
で
あ
る
︒
讀
者
投
書

欄
は
︑
讀
者
か
ら
の
手
紙
に
よ
っ
て
一
九
二
六
年
一
〇
d
の
﹃
生
活
﹄
か
ら
始
ま
っ
た
︒﹃
生
活
﹄
の
投
書
欄
の
讀
者
は
上
海
を
中
心
と
し
た

大
都
市
の
人
々
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
三
七
年
以
影
の
讀
者
層
は
地
域

・
社
會
階
層

に
擴
大
し
た
︒﹃
生
活
﹄
の
投
書
欄
は
︑
お
も
に
家
庭

生
活
︑
男
女
關
係
︑
戀
愛
と
結
婚
な
ど
︑
讀
者
の
日
常
生
活
や
一
般

な
社
會
問
題
に
關
す
る
記
事
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
が
︑
そ
の
後
の
﹃
怨

生
﹄﹃
生
活
星
	
刊
﹄﹃
抗
戰
﹄﹃
大
衆
生
活
﹄
な
ど
の
投
書
欄
は
︑
戰
爭
	
の
內
政
︑
軍
事
政
策
に
對
す
る
f
見
や
9
張
︑
戰
爭
に
關
す
る
個

人

感
g
な
ど
を
取
り
h
っ
た
︒
こ
う
し
た
投
書
欄
に
お
い
て
は
︑
年
齡
や
職
業
の
衣
な
る
多
樣
な
個
人
が
互
い
に
g
報
を
提
供
し
た
り
︑
相

互
に
議
論
し
た
り
す
る
誌
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
た
が
︑
そ
れ
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
い
う
﹁
想
宴
さ
れ
る
共
同
體
﹂
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と
は
衣
な
っ
て
︑
關
係
者
が
よ
り
能
動

に
參
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

第
八
違
﹁
事
例
分
析
：
投
書
欄
に
お
け
る
﹁
戀
愛
と
貞
操
﹂
を
め
ぐ
る
論
爭
﹂
は
︑
一
九
三
三
年
に
﹃
生
活
﹄
の
投
書
欄
で
展
開
さ
れ
た

﹁
戀
愛
と
貞
操
﹂
を
め
ぐ
る
論
爭
を
考
察
し
た
︒
同
論
爭
は
︑
一
九
一
八
年
に
﹃
怨
靑
年
﹄︑
一
九
二
五
年
に
﹃
j
女
雜
誌
﹄﹃
現
代
3
論
﹄
で

も
:
こ
っ
て
い
た
が
︑
こ
れ
ら
の
參
加
者
が
知
識
人
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
對
し
て
︑﹃
生
活
﹄
で
は
よ
り
多
く
の
一
般
讀
者
が
參
加
で
き
た
︒

鄒
韜
奮
が
c
者
と
し
て
f
見
を
發
表
し
た
の
は
�
後
の
一
囘
だ
け
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
は
代
表

な
論
客
の
周
円
人
と
讀
者
な
い
し
は
讀
者

閒
の
議
論
の
.
整
役
に
園
し
て
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
﹃
生
活
﹄
投
書
欄
で
は
︑
よ
り
多
く
の
一
般
人
の
發
言
︑
そ
し
て
高
名
な
學
者
と
一
般
人
の

f
見
の
 
戰
が
目
立
っ
た
︒
た
だ
し
︑
當
時
は
﹁
救
國
﹂﹁
抗
日
﹂
の
言
說
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
︑﹁
戀
愛
論
爭
不
4
﹂
の
よ
う
な

f
見
も
あ
っ
た
︒
本
違
は
﹁
戀
愛
と
貞
操
﹂
論
爭
を
�
し
て
︑﹃
生
活
﹄
投
書
欄
の
﹁
誌
上
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
﹂
を
具
體

に
描
き
出
す
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
︒

第
九
違
﹁
怨
生
事
件
か
ら
見
る
日
中
メ
デ
ィ
ア
閒
の
對
抗
﹂
は
︑
一
九
三
五
年
に
上
海
で
:
こ
っ
た
言
論
彈
壓
事
件
で
あ
る
﹁
怨
生
事
件
﹂

が
日
中
兩
國
で
ど
の
よ
う
に
報
k
さ
れ
た
の
か
を
分
析
し
た
︒﹁
怨
生
事
件
﹂
と
は
︑﹃
生
活
﹄
の
後
繼
誌
﹃
怨
生
﹄
が
揭
載
し
た
記
事
﹁
閑
話

皇
m
﹂
に
關
し
て
︑
天
津
・
上
海
の
日
本
總
領
事
が
日
本
の
天
皇
に
對
し
て
不
敬
で
あ
る
と
抗
議
し
︑
そ
れ
を
轉
載
し
た
上
海
の
﹃
怨
生
﹄
お

よ
び
天
津
の
小
型
怨
聞
﹃
大
報
﹄
が
廢
刊
に
n
い
o
ま
れ
た
事
件
で
あ
る
︒
こ
の
事
件
に
關
し
て
︑﹃
東
京
p
日
怨
聞
﹄
は
︑
中
國
政
府
お
よ

び
上
海
市
が
日
本
政
府
の
抗
議
と
4
求
を
%
面

に
飮
み
o
ん
だ
點
を
中
心
に
報
じ
︑
强
い
日
本
政
府
を
日
本
國
民
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て

い
た
︒
一
方
︑
上
海
の
﹃
申
報
﹄
は
︑﹁
不
敬
﹂
の
理
由
の
究
O
と
不
當
q
決
に
對
す
る
中
國
國
內
の
批
q
を
重
點

に
報
じ
︑
中
國
國
民
の

反
日
感
g
を
維
持
・
昂
揚
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
著
者
は
︑
こ
の
﹁
怨
生
事
件
﹂
を
中
國
・
日
本
雙
方
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り

方
を
變
え
た
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
政
府
は
︑
天
皇
の
萬
能
無
制
限
の
瓜
治
權
力
を
否
定
す
る

﹁
天
皇
機
關
說
﹂
を
取
り
除
く
國
體
O
r
5
動
を
推
s
す
る
た
め
に
﹁
怨
生
事
件
﹂
を
利
用
し
︑
こ
れ
以
後
は
右
t
や
軍
部
が
日
本
の
世
論
の

9
�
權
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
一
方
︑
國
民
政
府
は
日
本
の
壓
力
を
利
用
し
て
︑
國
內
の
言
論
・
報
k
に
對
す
る
瓜
制
を
强
�
し
た
と
い
う
︒

― 166 ―

166



こ
の
よ
う
な
本
違
の
結
論
は
假
說
段
階
に
あ
り
︑
少
な
く
と
も
﹁
怨
生
事
件
﹂
に
對
す
る
國
民
政
府
の
對
應
策
が
行
政
・
外
 
�
書
と
い
っ
た

一
�
�
料
の
發
掘
・
精
査
に
よ
っ
て
實
證
さ
れ
る
必
4
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
︑
日
中
兩
國
の
世
論
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
鮮
や
か

に
v
き
彫
り
に
し
た
點
に
本
違
の
f
義
が
あ
る
︒

第
十
違
﹁﹁
國
貨
﹂
を
め
ぐ
る
言
說
の
�
�
性
檢
證
﹂
は
︑﹃
生
活
﹄
に
お
け
る
﹁
國
貨
﹂
(國
產
品=

中
國
製
品
)
を
め
ぐ
る
言
說
と
表
象
に

つ
い
て
考
察
し
た
︒
例
え
ば
﹃
生
活
﹄
(一
九
二
七
年
八
d
二
一
日
)
は
︑﹁
m
國
9
義
を
打
倒
し
よ
う
﹂
と
訴
え
つ
つ
%
身
に
﹁
洋
貨
﹂
(
舶
來

品
)
を
ま
と
う
上
海
の
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
を
批
q
す
る
投
書
に
對
し
て
︑
c
者
が
﹁
歐
�
﹂
に
は
反
對
し
な
い
が
自
力
で
﹁
歐
�
﹂
の
モ
ノ
を
生

產
す
る
よ
う
に
提
唱
し
て
い
る
︒
滿
洲
事
變
の
:
こ
っ
た
一
九
三
一
年
に
は
﹁
國
貨
﹂
に
關
す
る
記
事
が
增
え
た
が
︑
y
年
以
影
に
は
再
び
減

少
し
た
︒﹁
國
貨
﹂
に
關
す
る
投
書
が
他
の
話
題
に
比
べ
て
少
な
か
っ
た
の
は
︑
一
般
民
衆
が
﹁
國
貨
﹂
と
﹁
洋
貨
﹂
を
區
別
す
る
の
が
難
し

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹁
國
貨
﹂
の
廣
吿
に
さ
え
も
外
國
製
品
へ
の
憧
れ
の
心
g
が
見
ら
れ
て
い
た
︒
メ
デ
ィ
ア
に
氾
濫
す
る
﹁
國

貨
﹂
5
動
を
推
s
す
る
言
說
に
︑
そ
の
6
け
手
で
あ
る
市
民
が
踊
ら
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
著
者
は
そ
こ
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
複
雜

性
・
多
樣
性
を
見
出
し
て
い
る
︒

�
違
﹁
生
活
書
店
か
ら
三
聯
書
店
︑
そ
し
て
再
び
生
活
書
店
へ
﹂
は
︑
本
書
%
體
の
4
點
と
生
活
書
店
の
そ
の
後
に
つ
い
て
鯵
"
に
営
べ
ら

れ
て
い
る
︒
生
活
書
店
・
讀
書
出
版
社
・
怨
知
書
店
の
三
社
は
一
九
四
〇
年
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
人
員
を
N
z
し
て
革
命
根
據
地
に
書
店
・
出
版

社
・
�
{
具
店
を
共
同
で
開
き
︑
そ
れ
ら
は
周
恩
來
や
共
產
黨
地
下
黨
員
の
指
�
を
6
け
て
い
た
︒
こ
の
三
社
は
一
九
四
五
年
一
〇
d
に
﹁
重

慶
三
聯
書
店
﹂
を
開
店
し
︑
一
九
四
八
年
に
は
合
|
し
て
︑
香
]
で
も
三
聯
書
店
が
開
か
れ
た
︒
同
じ
頃
︑
東
北
や
華
北
で
も
�
々
に
三
聯
書

店
が
設
け
ら
れ
て
樣
々
な
店
名
が
附
け
ら
れ
︑
一
九
四
九
年
八
d
に
は
﹁
生
活
・
讀
書
・
怨
知
三
聯
書
店
﹂
に
名
稱
が
瓜
一
さ
れ
た
が
︑
一
九

五
一
年
︑
三
聯
書
店
は
人
民
出
版
社
に
}
收
さ
れ
て
︑
正
式
に
業
務
�
了
を
吿
げ
た
︒
し
か
し
︑
二
〇
一
三
年
に
生
活
書
店
は
再
び
獨
立
し
て

營
業
を
始
め
た
︒
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二

以
上
で
見
た
よ
う
に
︑
本
書
は
鄒
韜
奮
と
生
活
書
店
を
め
ぐ
る
多
樣
な
論
點
を
網
羅
し
て
お
り
︑
優
れ
た
總
合

な
硏
究
書
に
な
っ
て
い
る
︒

と
く
に
印
象

な
の
は
︑
本
書
が
歐
米
や
日
本
の
硏
究
成
果
を
よ
く
~
�
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
點
で
あ
る
︒
中
國
か
ら
日
本
に
や
っ
て

く
る
留
學
生
の
な
か
に
は
︑
と
き
と
し
て
中
國
で
學
ん
だ
こ
と
︑
あ
る
い
は
中
國
で
も
學
べ
る
こ
と
を
日
本
語
で
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
て
い
る
だ

け
の
よ
う
な
狀
況
に
陷
り
︑
日
本
の
學
�

成
果
を
十
分
に
}
收
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
書
を
一
讀
す
れ
ば
︑
著
者
の

楊
韜
氏
が
日
本
の
學
界
で
ひ
た
む
き
に
多
く
の
こ
と
を
學
ば
れ
て
自
分
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
︑
そ
の
眞
摯
な
�
勢
は
歐
米
滯

在
中
に
8
譯
な
ど
を
�
し
て
歐
米
思
想
の
}
收
に
努
め
た
鄒
韜
奮
に
も
重
な
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

3
者
は
以
�
に
東
京
の
あ
る
學
會
で
︑
當
時
大
學
院
生
だ
っ
た
楊
韜
氏
の
硏
究
發
表
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

が
あ
っ
た
︒
そ
の
と
き
の
報
吿
は
﹃
生
活
﹄
の
投
書
欄
に
關
す
る
も
の
で
︑
本
書
第
七
違
の
も
と
と
な
る
內
容
で
あ
っ
た
︒
當
時
は
中
國
�
の

分
野
で
ま
だ
﹁
公
共
性
﹂﹁
市
民
社
會
﹂
論
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
楊
韜
氏
は
﹃
生
活
﹄
投
書
欄
に
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
バ
ー
マ
ス
の
﹁
公

共
圈
﹂
を
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
が
︑
3
者
は
葉
�
心
の
硏
究
成
果
な
ど
を
紹
介
し
つ
つ
︑
投
書
欄
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
言
え
て
も
そ
れ
が

﹁
公
共
圈
﹂
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
と
︑
批
q

な
コ
メ
ン
ト
を
し
た
記
憶
が
あ
る
︒
本
書
で
楊
韜
氏
の
議
論
に
久
し
ぶ
り

に
ふ
れ
る
と
︑
す
で
に
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
バ
ー
マ
ス
の
﹁
公
共
圈
﹂
の
7
用
は
放
棄
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
代
わ
り
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
の
﹁
想
宴
の
共
同
體
﹂
が
參
照
さ
れ
て
︑
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
た
見
事
な
結
論
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
私
も
初
め
て
﹃
生
活
﹄
投
書
欄
の
特
性

を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
楊
韜
氏
が
日
本
の
學
界
で
活
�
さ
れ
る
な
か
で
實
力
を
つ
け
て
こ
ら
れ
た
成
長
の
�

�
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
實
は
3
者
も
以
�
か
ら
鄒
韜
奮
に
興
味
が
あ
っ
た
︒
大
學
院
�
士
課
�
に
在
籍
中
の
二
〇
〇
〇
年
︑
上
海
社
會
�
を
硏
究
す
る

た
め
に
留
學
し
︑
上
海
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
借
り
た
︒
そ
の
と
き
︑
若
い
女
性
の
大
家
さ
ん
に
中
國
の
歷
�
を
硏
究
し
て
い
る
と
言
う
と
︑﹁
一
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番
�
敬
し
て
い
る
人
物
は
誰
か
﹂
と
聞
か
れ
た
の
で
︑
私
は
と
っ
さ
に
鄒
韜
奮
だ
と
答
え
た
と
こ
ろ
︑
大
家
さ
ん
は
彼
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
︑
キ
ョ
ト
ン
と
し
て
い
た
の
を
今
で
も
覺
え
て
い
る
︒
私
は
�
代
都
市
に
お
け
る
怨
中
閒
層
の
形
成
と
い
う
少
し
社
會
學

な
テ
ー
マ

に
沒
頭
し
︑
そ
の
後
︑
鄒
韜
奮
に
對
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
本
書
の
よ
う
な
良
書
に
接
し
︑
そ
う
い
え
ば
鄒
韜
奮
や
生
活

書
店
を
�
士
論
�
硏
究
と
す
る
k
も
あ
っ
た
の
か
な
と
︑
今
�
な
が
ら
氣
づ
か
さ
れ
た
�
第
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
當
然
な
が
ら
楊
韜
氏
と
私
と
で
は
關
心
が
衣
な
る
點
も
あ
る
の
で
︑
�
後
に
無
い
物
ね
だ
り
を
し
て
︑
3
者
と
し
て
の
役
目
を
果

た
し
た
い
︒
と
い
う
の
は
︑
大
學
院
生
時
代
の
私
が
鄒
韜
奮
や
彼
の
c
集
す
る
雜
誌
﹃
生
活
﹄
に
惹
か
れ
て
い
た
の
は
︑
そ
れ
が
市
民

公
共

性
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
擔
い
手
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
︑
そ
の
0
易
か
つ
銳
い
語
り
口
が
魅
力

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒﹃
生
活
﹄

は
︑
民
國
	
上
海
の
人
々
の
現
實
・
實
態
を
反
映
し
た
聲
に
あ
ふ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
は
都
市
民
の
本
�
を
聞
き
取
れ
る
よ
う
に
思
え
て
い

た
︒
鄒
韜
奮
は
︑
英
語
が
で
き
國
際
感
覺
も
あ
っ
て
歐
米
液
の
考
え
方
も
知
り
な
が
ら
︑
中
國
民
衆
が
共
感
で
き
る
論
壇
を
開
い
て
い
た
の
で
︑

私
の
よ
う
な
外
國
人
歷
�
硏
究
者
に
と
っ
て
は
と
て
も
貴
重
で
あ
り
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
關
心
の
3
者
か
ら
見
れ
ば
︑
楊
韜
氏

は
知
識
人
硏
究
の
對
象
と
し
て
鄒
韜
奮
を
論
じ
る
の
で
︑
鄒
の
思
想

背
景
な
ど
を
O
ら
か
に
し
た
反
面
︑
鄒
が
向
き
合
っ
て
い
た
上
海
社
會
︑

な
い
し
は
鄒
と
上
海
社
會
と
の
相
互
關
係
を
考
察
す
る
と
い
う
點
で
は
若
干
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
︒
鄒
韜
奮
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て

向
き
合
っ
て
い
た
上
海
の
大
衆
社
會
が
ど
の
よ
う
に
變
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
の
か
︑
例
え
ば
﹁
市
民
社
會
﹂
の
�
芽
は
見
ら
れ
て
い
た
の
か
︑
あ

る
い
は
民
衆
レ
ベ
ル
で
も
﹁
左
傾
�
﹂
が
s
ん
で
い
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
論
�
し
た
う
え
で
︑
中
國
社
會
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

役
割
の
變
�
を
考
察
す
れ
ば
︑
さ
ら
に
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
も
思
え
る
︒

さ
ら
に
︑
本
書
の
硏
究
は
︑
楊
韜
氏
が
二
〇
〇
七
年
に
名
古
屋
大
學
に
提
出
さ
れ
た
修
士
論
�
﹁
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
鄒
韜
奮
の
發
展
︱
公
共

圈
を
め
ぐ
る
彼
の
思
想
と
活
動
﹂
が
出
發
點
に
な
っ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
楊
韜
氏
は
︑
も
と
も
と
公
共
圈
お
よ
び
西
洋
思
想
の
6
容
を
鄒
韜
奮

と
生
活
書
店
に
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
が
︑
後
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
關
わ
り
を
考
察
す
る
方
向
に
議
論
を
轉
奄
し
て
い
っ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
�
代
中
國
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
︑
市
民

公
共
性
の
觀
點
か
ら
で
は
論
じ
き
る
こ
と
が
で
き
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な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
確
か
に
公
共
性
と
い
う
よ
り
は
共
同
性
に
�
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
*
が
强
力
で
は
あ
る
も
の
の
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
す
べ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
收
斂
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
ず
︑
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
集
�
さ

れ
な
い
一
面
に
着
目
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
と
も
い
え
る
︒
中
國
に
お
い
て
鄒
韜
奮
は
﹁
抗
日
英
烈
﹂﹁
愛
國
9
義
政
論
家
﹂
と
3
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
︑
鄒
韜
奮
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
眞
骨
頂
は
︑
い
わ
ゆ
る
愛
國
9
義
者
と
は
ち
が
っ
た
一
面
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の

だ
︒そ

の
兆
候
は
︑
本
書
の
隨
�
か
ら
も
拾
い
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
鄒
韜
奮
の
親
友
・
畢
雲
�
に
よ
れ
ば
︑
鄒
の
死
後
に
﹁
(韜

奮
)
先
生
は
政
治
を
專
門
と
す
る
硏
究
者
で
は
な
い
が
︑
四
方
八
方
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
靑
年
讀
者
か
ら
の
g
熱

な
手
紙
は
︑
彼
が
政
治
を

硏
究
し
な
く
て
は
す
ま
な
い
よ
う
に
�
っ
た
﹂
と
い
う

(一
八
二
～
一
八
三
頁
)
︒
鄒
韜
奮
に
と
っ
て
愛
國
9
義
と
は
必
4
に
�
ら
れ
て
唱
え
る

も
の
で
あ
り
︑
け
っ
し
て
第
一
に
優
先
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
滿
洲
事
變
に
よ
っ
て
抗
日
f
識
が
高
ま
る
一
九
三
三
年
に

お
い
て
も
︑﹃
生
活
﹄
の
投
書
欄
で
は
﹁
戀
愛
と
貞
操
﹂
論
爭
が
展
開
さ
れ
︑
鄒
韜
奮
は
こ
の
問
題
を
﹁
民
族
社
會
f
識
を
高
め
る
方
法
の
一

つ
﹂
と
9
張
す
る
が
︑
楊
韜
氏
は
こ
れ
を
﹁
理
解
し
難
い
發
言
と
し
て
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
し
て
︑
な
ぜ
こ
の
時
	
に
こ
ん
な
論
爭
が
:

こ
さ
れ
た
の
か
と
疑
問
を
�
し
て
い
る

(二
〇
二
頁
)
︒
ど
う
や
ら
愛
國
9
義
は
︑
鄒
韜
奮
に
と
っ
て
も
多
く
の
民
衆
の
場
合
と
同
じ
く
︑
し
ば

し
ば
第
一
義

な
も
の
で
は
な
く
︑
何
か
別
の
目

を
�
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
二
義

な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
︒

ま
た
︑
本
書
は
﹃
生
活
﹄
投
書
欄
に
お
け
る
﹁
國
貨
﹂
を
め
ぐ
る
言
說
を
分
析
し
て
︑
讀
者
の
﹁
國
貨
﹂
に
對
す
る
關
心
は
け
っ
し
て
高
く
な

く
︑
メ
デ
ィ
ア
の
﹁
國
貨
﹂
5
動
に
市
民
が
必
ず
し
も
感
�
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る

(二
四
四
頁
)
︒
一
九
三
〇
年
代

の
﹃
生
活
﹄
投
書
欄
に
お
け
る
﹁
戀
愛
と
貞
操
﹂
や
﹁
國
貨
﹂
を
め
ぐ
る
言
說
か
ら
O
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
複

雜
性
・
多
樣
性
﹂
(二
四
六
頁
)
と
い
う
よ
り
も
︑
鄒
韜
奮
と
生
活
書
店
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
集
�
さ
れ
な
い
あ
る
f
味
で
﹁
自
由
﹂
な
一
面

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

楊
韜
氏
は
︑
鄒
韜
奮
を
國
民
黨
で
も
共
產
黨
で
も
な
い
中
閒
の
﹁
第
三
勢
力
﹂
の
知
識
人
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が
︑
さ
ら
に
一
步
s
ん
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で
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト

(自
由
9
義
者
)
の
系
�
に
位
置
づ
け
︑
�
代
中
國
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
論
じ
直
す
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

本
書
で
も
︑
日
本
の
壓
力
を
6
け
た
國
民
政
府
の
言
論
彈
壓
で
あ
る
怨
生
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
一
九
三
八
～
四
一
年
に
國
民

參
政
員
と
な
っ
た
鄒
韜
奮
が
言
論
出
版
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
0
和

手
段
で
鬭
っ
て
い
た
こ
と
が
I
目
さ
れ
て
い
る
︒
ほ
か
に
も
本
書
の
附
錄

Ⅰ
で
は
︑
一
九
三
六
年
に
鄒
韜
奮
が
沈
鈞
儒
・
違
乃
器
・
陶
行
知
と
聯
名
で
﹃
生
活
﹄
に
發
表
し
た
﹁
團
結
し
て
�
略
に
抵
抗
す
る
い
く
つ
か

の
基
本
條
件
と
�
低
限
4
求
﹂
と
い
う
聲
O
の
原
�
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
わ
れ
わ
れ
が
聯
合
戰
線
を
9
張
す
る
の
は
︑
抗
日
救

國
と
い
う
大
事
業
が
決
し
て
︑
ど
こ
か
の
黨
N
︑
ど
こ
か
の
方
面
が
單
獨
で
成
し
�
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
信
じ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
﹂︑

﹁
わ
れ
わ
れ
が
言
論
の
自
由
を
4
求
し
︑
集
會
結
社
の
自
由
を
4
求
す
る
の
も
︑
み
な
が
中
國
人
で
あ
り
︑
共
同
抗
日
の
立
場
に
あ
る
の
だ
か

ら
︑
必
ず
互
い
に
�
容
で
︑
互
い
に
自
由
に
f
見
を
發
表
し
あ
い
︑
自
由
に
團
體
を
結
成
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
﹂
(本
書
二
六
二
頁
︒
譯
�
は
﹃
怨
c
原
典
中
國
�
代
思
想
�

第
五
卷
﹄
の
小
野
寺
�
郞
・
中
村
元
哉
譯
を
參
照
)
な
ど
と
表
O
さ
れ
て
お
り
︑
戰
時

の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
見
出
せ
る
︒
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
と
し
て
繫
ぎ
合
わ
せ
れ
ば
︑
鄒
韜
奮
と
生
活
書
店
は
︑
そ
こ
に
�
代
中
國
に
お
け
る

﹁
メ
デ
ィ
ア
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 
錯
﹂
(一
六
五
頁
)
を
見
る
よ
り
も
︑
メ
デ
ィ
ア
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
關
わ
り
や
そ
の
特
性
・
限
界
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
り
積
極

に
3
價
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

鄒
韜
奮
が
言
論
の
自
由
︑
さ
ら
に
は
個
人
生
活
の
自
由
を
n
求
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
彼
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

と
し
て
振
る
舞
い
︑
そ
し
て
共
產
黨
に
接
�
し
て
い
っ
た
の
は
︑
そ
れ
ら
に
こ
そ
現
實

に
自
由
を
n
求
す
る
可
能
性
を
見
い
だ
せ
た
か
ら
で

あ
っ
た
と
い
う
︑
本
書
と
は
少
し
ち
が
っ
た
鄒
韜
奮
と
そ
の
時
代
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
き
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
本
書
は
︑
そ
ん
な
稚
拙
な

&
想
も
廣
げ
な
が
ら
興
味
深
く
勉
强
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
一
册
で
あ
る
︒

二
〇
一
五
年
一
一
d

東
京

�
古
書
院

二
二
糎

五+

三
三
〇
頁

九
〇
〇
〇
圓+

稅
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