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紹介と批評

近
藤
妙
子
著

『
北
京
の
三
十
年
』

一

　
中
国
は
、
建
国
以
来
厚
い
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
「
不
可
解
」
な
国
と

み
ら
れ
て
き
た
．
「
不
可
解
」
な
中
国
を
分
析
す
る
手
立
て
と
し
て
、
中

国
研
究
者
は
、
こ
れ
ま
で
丹
念
に
『
人
民
日
報
』
等
の
公
式
メ
デ
ィ
ア
を

追
っ
て
き
た
．
こ
れ
は
、
現
在
で
も
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
公
式
文
献
だ
け
で
は
、
中
国
社
会
の
実
質
に
い
ま
一
歩
迫
り

き
れ
な
い
限
界
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
反
省
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
様
々

な
資
料
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
日
本
人
を
含
め
た
外
国
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
記
事
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
、
訪
中
団
の
見
聞
記
、
「
工
作
通
訊
」
、

「
連
江
文
書
」
等
の
外
国
に
漏
れ
た
僅
か
な
秘
密
文
献
、
中
国
か
ら
香
港

に
逃
れ
た
難
民
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
現
在
情
況
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
．
文
化
大
革
命
以
後
の
対
外
開
放
政
策

の
加
速
的
前
進
に
よ
り
、
中
国
の
実
相
に
迫
る
新
た
な
情
報
源
が
い
く
つ

も
誕
生
し
つ
つ
あ
る
．
例
え
ば
、
外
国
人
の
長
期
滞
在
が
留
学
・
ビ
ジ
ネ

ス
等
の
理
由
に
よ
り
可
能
と
な
り
、
制
約
は
ま
だ
大
き
い
が
、
中
国
社
会

を
内
部
か
ら
見
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
数
多
く
の
中
国
人
も
外
国
に
留
学

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
手
間
は
か
か
る
が
、
外
国
人
研
究
者
が
中
国
の

上
層
幹
部
に
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
内
部
発
行
」

の
資
料
が
続
々
外
国
に
流
れ
込
ん
で
い
る
…
…
等
々
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

「
不
可
解
」
な
中
国
の
イ
メ
ー
ジ
は
徐
々
に
取
り
除
か
れ
つ
つ
あ
る
．
い

う
ま
で
も
な
く
、
未
知
の
部
分
は
依
然
と
し
て
大
き
い
が
・
：
・
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
情
況
変
化
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
中
国

に
お
け
る
実
際
の
生
活
体
験
を
も
と
に
し
た
著
述
が
近
年
登
場
し
は
じ
め

て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
山
本
市
朗
『
北
京
三
十
五
年
』

（
上
・
下
巻
、
岩
波
新
書
、
一
九
八
O
年
）
、
西
条
正
『
中
国
人
と
し
て
育
っ
た

私
』
（
中
公
新
書
、
一
九
七
八
年
）
、
『
二
つ
の
祖
国
を
も
つ
私
』
（
中
公
新
書
、

一
九
八
○
年
）
、
梁
恒
・
シ
ャ
ピ
ロ
『
中
国
の
冬
』
（
サ
イ
マ
ル
出
版
、
一
九
八

四
年
）
、
等
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
何
十
年
と
中
国
に
暮
ら
し
た
人
々
の
生

の
声
を
通
し
た
中
国
現
代
史
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
中
国
研
究
者

が
、
い
く
ら
眼
を
凝
ら
し
て
分
析
し
た
と
こ
ろ
で
か
な
わ
な
い
一
定
の
迫

力
が
こ
う
し
た
著
作
の
な
か
に
あ
る
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
近
藤
妙
子
『
北
京
の
三
十
年
』
も
、
い
わ
ゆ
る
研

究
書
で
は
な
く
、
個
人
の
実
体
験
を
も
と
に
綴
っ
た
い
わ
ば
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
中
国
現
代
史
で
あ
る
。
内
容
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
な
い
だ
け
に
、
読
む

者
の
心
を
と
ら
え
て
一
気
に
読
了
さ
せ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
中

国
の
社
会
描
写
は
ほ
と
ん
ど
男
性
の
眼
を
通
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
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だ
け
に
、
女
性
が
語
る
中
国
現
代
史
は
貴
重
で
あ
る
．
事
実
本
書
は
、
著

者
が
女
性
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
日
常
生
活
の
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
が

ら
、
た
と
え
ば
家
計
の
や
り
く
り
、
食
生
活
、
衣
服
等
に
対
す
る
洞
察
が

鋭
く
、
繊
細
で
あ
る
。

二

　
物
語
は
、
著
者
近
藤
妙
子
の
京
都
大
学
に
学
ぶ
中
国
人
学
生
王
和
成
と

の
出
会
い
か
ら
は
じ
ま
る
。
戦
前
の
露
骨
な
ま
で
の
中
国
人
蔑
視
、
ま
た

親
の
反
対
を
乗
り
越
え
て
、
近
藤
妙
子
と
王
和
成
は
恋
愛
を
結
婚
へ
と
結

実
さ
せ
た
．
時
ま
さ
に
日
中
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
．
王
和
成
は
昭
和
二

〇
年
初
め
に
京
都
大
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
、
医
学
博
士
と
な
り
、
日

本
残
留
か
中
国
へ
の
帰
国
か
の
選
択
に
迫
ら
れ
た
．
幸
い
、
北
京
開
発
病

院
に
職
が
み
つ
か
り
，
中
国
へ
の
帰
国
が
決
定
し
た
．
そ
し
て
二
人
は
、

昭
和
二
〇
年
六
月
敗
色
濃
い
日
本
を
後
に
中
国
へ
旅
立
っ
た
。

　
一
九
四
五
年
八
月
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
か
ら
一
九
四
九
年
一
〇

月
の
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
ま
で
は
、
共
産
党
と
国
民
党
の
あ
い
だ
の

い
わ
ゆ
る
内
戦
期
で
あ
る
。
著
者
は
、
戦
後
し
ば
ら
く
日
本
の
敗
戦
ゆ
え

に
夫
王
和
成
の
忠
告
に
従
っ
て
家
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
暮
ら
し
た
。
こ
の

時
期
王
和
成
は
、
開
発
病
院
の
閉
鎖
に
と
も
な
い
警
察
病
院
の
医
務
主
任
、

そ
し
て
間
も
な
く
院
長
に
昇
進
し
た
。

　
一
九
四
六
年
一
二
月
、
王
和
成
は
彼
の
そ
の
後
の
人
生
に
大
き
な
意
味

を
も
つ
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
北
京
大
学
の
女
子
学
生
沈
崇
が
ア
メ
リ

カ
兵
に
よ
っ
て
暴
行
さ
れ
、
そ
の
後
全
国
的
な
反
米
デ
モ
を
引
き
起
こ
さ

せ
た
い
わ
ゆ
る
沈
崇
事
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
直
後
、
彼
は
ア

メ
リ
カ
軍
に
頼
ま
れ
沈
崇
を
診
察
し
た
。
そ
の
た
め
彼
は
事
件
の
裁
判
に

証
人
と
し
て
呼
ば
れ
、
彼
女
が
実
際
に
暴
行
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
問

わ
れ
た
。
し
か
し
結
局
彼
は
「
わ
か
ら
な
い
」
と
答
え
、
全
国
的
に
非
難

の
的
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
警
察
病
院

か
ら
北
京
市
第
二
病
院
の
外
科
主
任
へ
異
動
さ
せ
ら
れ
た
。

　
一
九
四
九
年
一
〇
月
、
中
国
共
産
党
指
導
の
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立

し
た
．
著
者
は
、
遊
郭
の
女
性
が
解
放
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
新
政
権
を

評
価
し
は
じ
め
た
．
こ
の
建
国
の
時
期
か
ら
一
九
五
〇
年
代
、
そ
し
て
一

九
六
〇
年
代
中
葉
に
は
じ
ま
る
文
化
大
革
命
前
ま
で
の
時
期
、
王
和
成
一

家
は
全
般
的
に
い
っ
て
平
和
な
日
々
が
続
い
た
．
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ

の
間
家
庭
の
内
外
で
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
政
治
・
経
済
の
変
動
に
よ
る

余
波
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

　
建
国
後
、
王
和
成
の
勤
め
る
病
院
に
イ
デ
オ
・
ギ
ー
教
育
の
た
め
の
政

治
部
が
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
へ
人
民
解
放
軍
の
一
青
年
兵
士
が
最
高
幹
部
と

し
て
配
属
さ
れ
た
．
彼
は
、
囲
り
か
ら
チ
ヤ
ホ
ヤ
さ
れ
る
の
を
よ
い
こ
と

に
徐
々
に
鼻
が
高
く
な
り
、
そ
れ
が
高
じ
て
権
力
を
濫
用
し
、
日
常
生
活

も
物
質
面
で
派
手
に
な
っ
た
。
一
九
五
一
年
に
は
じ
ま
る
三
反
運
動
（
官

僚
主
義
、
浪
費
、
収
賄
・
汚
職
に
反
対
す
る
運
動
）
に
よ
り
、
こ
の
青
年
兵
士

と
病
院
内
の
そ
の
取
り
巻
き
連
中
が
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
、
病
院
を
追
放
さ

せ
ら
れ
た
。

　
一
九
五
七
年
、
仕
事
上
や
活
動
上
に
お
け
る
態
度
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た

め
の
整
風
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
。
王
和
成
は
医
者
で
か
な
り
の
高
給
取
り
、
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そ
れ
に
医
学
だ
け
で
政
治
に
関
心
を
向
げ
な
か
っ
た
た
め
に
、
病
院
内
の

壁
新
聞
で
批
判
さ
れ
た
．
し
か
し
そ
れ
も
事
な
き
を
得
、
運
動
も
終
息
し

た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃
か
ら
人
び
と
は
、
「
見
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
．

言
わ
ざ
る
」
が
最
大
の
自
己
保
全
策
を
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
九
五
八
年
に
は
じ
ま
る
大
躍
進
運
動
以
後
経
済
は
混
乱
し
、
深
刻
な

食
糧
不
足
を
招
来
し
た
。
人
々
は
、
協
議
に
よ
り
配
給
量
の
な
か
か
ら
一

定
量
を
自
主
的
に
被
災
地
へ
ま
わ
し
た
。
著
者
は
も
と
も
と
日
本
人
で
あ

る
と
い
う
理
由
か
ら
、
王
和
成
は
高
級
知
識
分
子
で
あ
る
と
い
う
理
由
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
配
給
が
与
え
ら
れ
、
幸
い
そ
れ
ほ
ど
苦
し
ま
ず
に
済

ん
だ
。

　
新
中
国
成
立
以
後
文
革
開
始
ま
で
の
時
期
、
著
者
自
身
に
も
い
く
つ
か

大
き
な
変
化
が
起
っ
た
。
一
つ
は
、
著
者
が
一
九
五
六
年
か
ら
病
院
の
図

書
室
で
働
き
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
一
九
五
七
－
八
年

と
一
九
六
二
ー
三
年
に
二
度
日
本
に
里
帰
り
し
た
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の

里
帰
り
は
単
身
一
二
年
ぶ
り
の
帰
国
で
あ
り
，
二
度
目
は
一
人
娘
を
連
れ

て
の
自
費
で
の
帰
国
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
ま
だ
日
中
間
に
国
交
の
な
か

っ
た
時
期
で
あ
り
、
手
続
は
中
国
紅
十
字
会
と
日
本
赤
十
字
を
通
じ
て
行

わ
れ
た
。

三

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
平
和
な
日
々
は
ま
た
た
く
ま
に
過
ぎ
．
一
九
六
五

ー
六
年
か
ら
激
動
の
文
化
大
革
命
が
は
じ
ま
っ
た
。
当
初
人
び
と
は
「
文

化
』
関
係
の
運
動
と
考
え
る
が
、
同
時
に
「
革
命
」
の
二
字
に
若
干
の
不

気
味
さ
を
感
じ
た
、
文
革
の
発
動
と
と
も
に
、
昔
か
ら
の
街
路
名
、
屋
号

等
が
革
命
的
な
名
称
に
変
え
ら
れ
た
．
こ
れ
で
一
番
困
っ
た
の
が
郵
便
配

達
人
だ
と
い
う
の
は
面
白
い
。

　
文
革
中
、
各
地
で
紅
衛
兵
が
組
織
さ
れ
た
。
「
造
反
有
理
」
の
ス
・
i

ガ
ン
の
も
と
に
、
地
主
・
資
本
家
階
級
出
身
の
人
び
と
、
あ
る
い
は
幹
部

が
、
日
常
の
言
動
に
ほ
と
ん
ど
関
係
な
く
群
衆
の
前
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
．

激
し
く
糾
弾
さ
れ
た
。
殴
打
さ
れ
、
半
死
半
生
と
な
っ
た
人
び
と
は
王
和

成
と
著
者
の
働
く
病
院
に
も
続
々
と
運
ば
れ
た
が
、
病
院
内
の
紅
衛
兵
は

治
療
を
許
さ
な
か
っ
た
。
運
び
込
ま
れ
た
傷
病
人
は
結
局
次
々
と
死
ん
で

い
っ
た
。

　
劉
少
奇
夫
人
の
王
光
美
が
、
娘
が
交
通
事
故
に
遇
っ
た
と
い
う
嘘
の
報

告
で
病
院
に
お
び
き
出
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
清
華
大
学
で
の
糾
弾
集
会
に
連

行
さ
れ
た
話
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が
、
二
人
の
勤

め
る
北
京
第
二
病
院
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
著
者
は
、
王
光
美
の

あ
と
に
あ
わ
て
て
飛
ん
で
き
た
劉
少
奇
を
目
の
前
で
見
か
け
た
と
い
う
。

「
私
は
主
席
に
事
故
は
ウ
ソ
だ
と
は
い
え
な
か
っ
た
し
．
夫
人
が
清
華
大

学
の
紅
衛
兵
に
さ
ら
わ
れ
た
と
は
告
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
：
：
そ
れ
か
ら

劉
主
席
は
悲
惨
な
目
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
あ
の
背
の
高
い
豪

傑
の
よ
う
な
姿
が
目
に
や
き
つ
い
て
は
な
れ
な
い
」
。

　
一
九
六
七
年
一
一
月
、
文
革
は
つ
い
に
王
和
成
一
家
に
飛
び
火
し
た
。

一
貫
し
て
医
学
に
情
熱
を
注
ぎ
、
政
治
に
深
入
り
し
な
か
っ
た
王
和
成
が
．

胃
潰
瘍
に
よ
る
ニ
ヵ
月
の
入
院
か
ら
退
院
し
た
翌
日
病
院
の
一
室
に
勾
留

さ
れ
、
家
財
も
押
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
罪
状
」
は
、
前
述
の
「
沈
崇
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事
件
」
に
お
け
る
彼
の
対
応
と
．
自
宅
に
日
本
人
の
出
入
り
が
多
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
ス
パ
イ
容
疑
で
あ
っ
た
。
勾
留
当
初
、
第
三
者
を
通
じ
た
り

で
夫
婦
は
わ
ず
か
に
交
信
で
き
た
が
、
そ
れ
も
や
が
て
は
発
覚
し
て
し
ま

っ
た
。
結
局
こ
れ
が
二
人
の
永
遠
の
別
れ
と
な
っ
た
。
王
和
成
は
、
そ
の

後
公
安
局
へ
連
行
さ
れ
た
。

　
一
九
六
八
年
に
は
い
る
と
、
今
度
は
著
者
自
身
が
勾
留
さ
れ
た
。
容
疑

は
「
国
際
ス
パ
イ
」
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
釈
放
さ
れ
た
い
一
心
で
当
局

の
要
求
通
り
に
誇
張
し
て
自
己
批
判
を
書
く
が
、
そ
れ
が
糾
弾
集
会
で
逆

に
墓
穴
と
な
っ
た
．
自
殺
も
考
え
た
．
し
か
し
娘
の
顔
が
浮
か
び
断
念
し

た
。
著
者
の
唯
一
の
楽
し
み
は
、
毎
夜
訪
れ
る
ネ
ズ
ミ
一
家
に
会
う
こ
と

だ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
バ
ン
の
一
か
け
ら
を
残
す
の
が
日
課
と
な
っ
た
。

　
勾
留
後
一
年
、
著
者
は
よ
う
や
く
釈
放
さ
れ
た
。
家
へ
戻
る
と
、
仕
打

ち
に
耐
え
な
が
ら
、
良
心
的
な
人
々
の
支
え
に
よ
っ
て
細
々
と
生
計
を
た

て
て
い
た
一
人
娘
が
、
大
喜
び
で
出
迎
え
て
く
れ
た
。
釈
放
後
著
者
は
、

「
労
働
改
造
」
と
し
て
病
院
の
実
験
室
の
汚
れ
た
器
具
を
洗
う
仕
事
を
割

り
当
て
ら
れ
た
。

　
一
九
六
九
年
二
一
月
、
つ
い
に
王
和
成
の
死
亡
通
知
が
届
い
た
。
山
西

省
臨
溌
の
第
三
監
獄
で
、
持
病
の
胃
潰
瘍
が
悪
化
し
た
の
が
引
き
金
で
あ

っ
た
。
遺
体
は
そ
の
ま
ま
共
同
墓
地
に
葬
ら
れ
た
。
冤
罪
を
着
せ
ら
れ
た

ま
ま
の
死
で
あ
っ
た
。

　
一
九
七
二
年
九
月
、
日
本
と
中
国
の
あ
い
だ
の
外
交
関
係
が
正
式
に
結

ぽ
れ
た
。
夫
を
失
っ
た
著
者
は
、
日
本
へ
の
帰
国
を
決
意
し
一
九
七
三
年

初
め
申
請
書
を
提
出
し
た
。
途
中
病
院
当
局
が
横
ヤ
リ
を
入
れ
る
な
ど
の

妨
害
は
あ
っ
た
が
．
ど
う
に
か
そ
れ
も
乗
り
切
り
．
一
九
七
三
年
一
二
月

娘
と
二
人
北
京
を
発
ち
、
年
明
け
早
々
故
国
の
土
を
踏
ん
だ
。
著
者
は
、

そ
の
後
中
国
物
産
店
で
働
き
、
娘
は
針
灸
を
習
い
開
業
へ
と
こ
ぎ
つ
け
、

日
本
で
の
生
計
は
ど
う
に
か
安
定
し
た
。
そ
れ
に
先
だ
ち
．
永
住
の
手
続

を
整
え
る
た
め
、
中
国
人
に
移
し
て
あ
っ
た
国
籍
も
再
び
日
本
人
に
変
更

し
た
。

　
一
九
七
九
年
、
突
然
中
国
か
ら
王
和
成
の
名
誉
同
復
の
手
続
が
進
行
中

で
あ
る
と
の
知
ら
せ
が
届
い
た
．
一
九
七
六
年
の
毛
沢
東
の
死
以
後
の
文

革
の
逆
転
評
価
に
と
も
な
う
措
置
の
一
環
で
あ
っ
た
。
飛
行
機
代
、
宿
泊

費
と
も
中
国
側
負
担
で
、
著
者
は
一
九
八
O
年
、
娘
と
共
に
夫
の
名
誉
回

復
の
た
め
に
再
び
北
京
を
訪
れ
た
。
か
つ
て
北
京
を
出
る
と
ぎ
と
は
う
っ

て
変
わ
り
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
彼
ら
は
大
歓
迎
と
な
っ
た
。
な
じ
み
の
人

た
ち
が
、
名
誉
回
復
を
祝
う
会
を
開
い
て
く
れ
た
。
ま
た
王
和
成
の
追
悼

会
も
開
催
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
会
に
出
席
し
て
い
る
病
院
の
職

員
の
な
か
に
は
、
か
つ
て
王
和
成
一
家
を
激
し
く
指
弾
し
た
人
び
と
も
含

ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
著
者
に
と
っ
て
は
、
何
と
も
複
雑
な
気
持
の
「
名

誉
回
復
」
で
あ
っ
た
。

四

　
以
上
本
書
の
輪
郭
を
述
べ
て
き
た
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
の
中

心
は
文
化
大
革
命
で
あ
る
。
無
実
の
王
和
成
が
死
に
い
た
る
過
程
は
あ
ま

り
に
も
無
残
で
あ
る
。
し
か
し
驚
く
べ
き
事
実
は
、
こ
う
し
た
例
が
特
殊

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
説
に
は
二
〇
〇
〇
万
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人
の
犠
牲
者
を
出
し
た
と
い
わ
れ
る
文
革
の
一
つ
の
縮
図
に
す
ぎ
な
い
．

傷
を
負
っ
た
者
の
数
は
そ
の
何
倍
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
．
文
革
中
一
人
が

攻
撃
さ
れ
る
と
、
そ
の
親
類
、
縁
者
、
知
人
、
友
人
に
災
禍
が
及
ぶ
。
し

た
が
っ
て
、
実
際
の
受
難
者
の
数
は
は
か
り
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
書

の
最
後
の
部
分
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
中
国
社
会
に
お
け

る
潜
在
的
間
題
の
一
つ
は
、
文
革
期
の
受
難
者
と
加
害
者
が
、
い
ま
だ
過

去
の
し
こ
り
を
残
し
な
が
ら
も
、
同
じ
職
場
で
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
現
実
で
あ
る
。
評
者
自
身
、
こ
う
し
た
怨
念
を
中
国
人
の
口
か
ら
実

際
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
現
在
は
経
済
の
近
代
化
へ
向
け
て
団
結
し
て

い
る
が
、
こ
の
問
題
は
心
の
傷
跡
だ
け
に
い
つ
か
何
ら
か
の
か
た
ち
で
噴

出
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
著
者
は
、
自
ら
が
背
負
っ
た
苦
労
の
原
因
を
単
に
文
革
に
の

み
置
い
て
い
な
い
。
著
者
は
、
そ
の
苦
労
が
過
去
の
日
本
と
中
国
の
あ
い

だ
の
不
幸
な
歴
史
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

「
私
た
ち
の
よ
う
に
日
本
と
関
係
を
持
っ
た
者
は
、
い
つ
も
抗
日
戦
争
の

と
ば
っ
ち
り
を
受
け
て
小
さ
い
顔
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
小
、
中
学
校
で
教
え
る
国
語
の
な
か
に
も
、
図
書
館
に
あ
る
小
説
の

な
か
に
も
至
る
と
こ
ろ
に
、
『
帝
国
主
義
』
『
日
本
鬼
』
の
文
字
が
見
え
、

そ
れ
を
横
目
で
見
る
た
び
、
私
は
戦
争
を
呪
っ
た
も
の
で
し
た
」
．
こ
の
指

摘
は
、
今
後
の
日
中
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
．

　
本
書
に
描
か
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
平
和
な
一
家
庭
が
文
革
と
い
う
一

大
政
治
ド
ラ
マ
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
痛
恨
の
悲
劇
で
あ
る
。
し
か
し
本
書

は
、
読
後
、
読
者
を
悲
し
み
の
ど
ん
底
に
た
た
き
落
と
し
て
し
ま
う
「
お

涙
頂
戴
」
式
の
も
の
で
は
な
い
．
む
し
ろ
読
者
は
、
こ
う
し
た
悲
劇
を
乗

り
越
え
て
た
く
ま
し
く
生
き
て
ゆ
こ
う
と
す
る
一
女
性
の
力
強
さ
に
感
銘

を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
（
新
潮
社
刊
、
一
九
八
四
年
＝
月
、
二
一
四
頁
、
一
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
分
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