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中
国
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
活
躍
す
る
ノ

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
の
安
田
峰
俊

は
、こ
れ
ま
で
に
角
川
書
店
か
ら『
和
僑
』『
境

界
の
人
』
と
か
な
り
重
い
テ
ー
マ
に
取
り
組

ん
だ
本
格
的
な
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
を

出
し
て
い
る
。『
八
九
六
四
』
は
、
そ
の
続

編
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
冊
だ
。
現
在
の
中

国
社
会
に
お
い
て
最
大
の
タ
ブ
ー
で
あ
る
第

二
次
天
安
門
事
件
に
、
多
様
な
当
事
者
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
迫
っ
た
本
書
が
、
力

作
で
あ
る
と
こ
ろ
は
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ

ろ
だ
ろ
う
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
き
ち
ん

と
論
じ
る
こ
と
は
案
外
難
し
い
。

　

そ
の
「
難
し
さ
」
を
解
く
カ
ギ
と
し
て
、

本
書
を
一
読
し
た
後
、
筆
者
に
は
思
い
浮
か

ん
だ
文
章
が
あ
る
。
保
守
派
の
文
芸
批
評
家

と
し
て
知
ら
れ
る
福
田
恆
存
が
、
戦
後
間
も

な
い
頃
に
書
い
た
「
一
匹
と
九
十
九
匹
と
」

と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
評
論
の
、
以
下
の
よ

う
な
一
節
が
そ
れ
だ
。

「
善
き
政
治
は
お
の
れ
の
限
界
を
意
識
し

て
、
失
せ
た
る
一
匹
の
救
ひ
を
文
學
に
期
待

す
る
。
が
、
惡
し
き
政
治
は
文
學
を
動
員
し

て
お
の
れ
に
つ
か
へ
し
め
、
文
學
者
に
も
ま

た
一
匹
の
無
視
を
強
要
す
る
。
し
か
も
こ
の

犧
牲
は
大
多
數
と
進
歩
と
の
名
分
の
も
と
に

お
こ
な
は
れ
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

　

善
き
文
學
と
惡
し
き
文
學
と
の
別
は
、
こ
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の
一
匹
を
ど
こ
に
見
だ
す
か
に
よ
つ
て
き
ま

る
の
で
あ
る
。
一
流
の
文
學
は
つ
ね
に
そ
れ

を
九
十
九
匹
の
そ
と
に
見
て
き
た
。
が
、
二

流
の
文
學
は
こ
の
一
匹
を
た
づ
ね
て
九
十
九

匹
の
あ
ひ
だ
を
う
ろ
つ
い
て
ゐ
る
。
な
る
ほ

ど
政
治
の
頽
廢
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
惡
し

き
政
治
に
よ
っ
て
救
は
れ
る
の
は
十
匹
か

二
十
匹
の
少
數
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に

迷
へ
る
最
後
の
一
匹
も
ま
た
殘
餘
の
八
十
匹

か
九
十
匹
の
う
ち
に
ま
ぎ
れ
て
ゐ
る
。
ひ
と

び
と
は
惡
し
き
政
治
に
見
す
て
ら
れ
た
九
十

匹
に
目
く
ら
み
、
眞
に
迷
へ
る
一
匹
の
所
在

を
見
う
し
な
ふ
。
こ
れ
を
よ
く
識
別
し
う
る

も
の
は
す
ぐ
れ
た
精
神
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
か
れ
は
自
分
自
身
の
う
ち
に
そ
の
一

匹
の
所
在
を
感
じ
て
ゐ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
こ
れ

を
他
の
も
の
の
う
ち
に
見
う
し
な
ふ
は
ず
が

な
い
。」

　

こ
の
文
章
は
、
当
時
大
き
な
影
響
力
を

持
っ
て
い
た
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
流
れ

を
汲
む
左
翼
的
な
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
主

張
さ
れ
た
「
文
学
は
『
善
き
政
治
（
こ
の
場

合
は
ソ
連
型
の
社
会
主
義
）』
の
実
現
を
目

指
す
手
段
と
し
て
の
み
価
値
を
持
つ
」、
と

い
う
政
治
主
義
的
な
姿
勢
を
批
判
し
、
文
学

の
固
有
の
価
値
を
擁
護
す
る
た
め
に
書
か
れ

た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
的
な
文
章
で
あ
る
。

　

た
だ
、
上
記
の
一
節
を
読
ん
で
も
わ
か
る

よ
う
に
、
福
田
の
評
論
は
、
社
会
主
義
思
想

を
た
だ
必
然
的
に
「
悪
し
き
政
治
」
を
も
た

ら
す
も
の
と
し
て
退
け
る
、
と
い
う
単
純
な

も
の
で
は
な
い
。
社
会
主
義
の
下
で
も
「
善

き
政
治
」
は
実
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
で
も
必
ず
そ
の
体
制
の
下
で
は
救
わ
れ

な
い
「
失
せ
た
る
一
匹
」
が
出
現
す
る
。
し

か
し
、当
時
の
多
く
の
左
翼
的
な
文
学
者
は
、

「（
戦
前
の
軍
国
主
義
と
い
う
）
惡
し
き
政
治

に
見
す
て
ら
れ
た
九
十
匹
」
に
し
か
関
心
が

な
く
、
そ
の
惡
し
き
政
治
の
対
極
に
あ
る
も

の
と
し
て
社
会
主
義
を
信
奉
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。「
文
学
者
」が
全
て
そ
の
よ
う
な「
善

き
政
治
」
を
目
指
す
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
な
ら
、
彼
（
女
）
ら
の
唱
え
る
社
会
主
義

が
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
た
時
、だ
れ
も「
失

せ
た
る
一
匹
」
に
関
心
を
持
た
な
く
な
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
「
最
惡
の
政

治
」
を
も
た
ら
す
の
だ
―
―
。
以
上
が
、
筆

者
な
り
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
福
田
の
議
論

の
骨
子
で
あ
る
。

　

こ
の
議
論
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
恐
怖

政
治
の
実
態
な
ど
が
明
る
み
に
な
る
は
る
か

前
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
先
見
の
明

と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
が
、
そ
れ
は
と
り

あ
え
ず
置
い
て
お
こ
う
。

世
界
に
遍
在
す
る
「
失
せ
た
る
一
匹
」

　

福
田
が
「
一
匹
と
九
十
九
匹
と
」
で
示
し

た
議
論
の
構
図
を
、
自
国
軍
に
よ
る
市
民
の

大
量
殺
戮
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
も
た
ら
し

た
天
安
門
事
件
後
の
中
国
に
当
て
は
め
て
み

る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
世
界

中
で
、
事
件
を
告
発
す
る
お
び
た
だ
し
い
言

葉
が
紡
が
れ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
紡
が
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れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
ほ
と

ん
ど
は
、
中
国
社
会
に
お
け
る
「
失
せ
た
る

一
匹
」
を
、
中
国
共
産
党
に
よ
る
悪
し
き
政

治
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
八
十
匹
、
九
十
匹
の

中
に
求
め
う
ろ
つ
い
て
き
た
、
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

何
が
い
い
た
い
の
か
、
も
う
お
分
か
り
だ

ろ
う
。『
八
九
六
四
』
が
こ
れ
ま
で
書
か
れ

た
天
安
門
事
件
に
つ
い
て
の
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
と
比
べ
て
も
際
立
っ
て
い
る
の
は
、
こ

の
作
品
が
事
件
に
お
け
る「
失
せ
た
る
一
匹
」

を
、
現
在
の
中
国
社
会
に
生
き
る
「
九
十
九

匹
」
の
外
側
に
見
出
し
、
そ
の
実
像
を
描
き

切
っ
た
、
と
い
う
点
に
尽
き
る
。

　

こ
の
作
品
に
お
い
て
、「
九
十
九
匹
の
た

め
の
政
治
」
と
「
一
匹
の
た
め
の
文
学
」
と

の
対
比
は
鮮
や
か
だ
。
こ
の
本
に
登
場
す

る
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
の
う
ち
、「
仮
名
」
で

登
場
す
る
、
す
な
わ
ち
事
件
後
、
中
国
社

会
で
そ
れ
な
り
の
地
位
を
築
い
た
人
々
は
、

九
十
九
匹
の
民
衆
に
対
し
経
済
的
に
豊
か
な

生
活
を
保
障
し
た
中
国
の
経
済
発
展
を
何
ら

か
の
形
で
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の

中
の
一
人
が
語
る
以
下
の
言
葉
が
す
べ
て
を

物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

「
中
国
は
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
さ
。

天
安
門
事
件
の
と
き
に
み
ん
な
が
本
当
に
欲

し
が
っ
た
も
の
は
、
当
時
の
想
像
を
ず
っ
と

上
回
る
レ
ベ
ル
で
実
現
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

他
に
ど
こ
の
国
の
ど
の
政
権
が
、
た
っ
た

二
十
五
年
間
で
こ
れ
だ
け
の
発
展
を
導
け
る

と
思
う
？　

だ
か
ら
、
今
の
中
国
で
は
決
し

て
学
生
運
動
な
ん
か
起
き
な
い
。
そ
れ
が
僕

の
答
え
だ
。」

　

だ
が
一
方
で
安
田
は
、「
九
十
九
匹
を
救

う
政
治
」
で
は
決
し
て
救
わ
れ
え
な
い
、「
失

せ
た
る
一
匹
」
た
る
人
々
の
こ
と
を
丹
念
に

救
い
上
げ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
こ
こ
で
い

う
「
失
せ
た
る
一
匹
」
と
は
、
王
丹
や
ウ
ア

ル
カ
イ
シ
、
あ
る
い
は
石
平
と
い
っ
た
現
在

な
お
海
外
か
ら
中
国
の
政
治
体
制
を
批
判
し

続
け
て
い
る
人
々
の
こ
と
で
は
な
い
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
中
国
社
会
の
「
真
実
」
に
目

覚
め
、
民
主
化
運
動
の
熱
心
な
支
持
者
に

な
っ
た
マ
ー
運
転
手
や
、
や
は
り
ネ
ッ
ト
で

の
政
府
批
判
が
当
局
に
目
を
つ
け
ら
れ
、
亡

命
先
の
タ
イ
で
も
拘
束
さ
れ
、
強
制
送
還
の

末
現
在
も
消
息
不
明
の
姜
野
飛
、
と
い
っ
た

無
名
の
人
々
こ
そ
が
、本
書
で
描
か
れ
た「
失

せ
た
る
一
匹
」
に
他
な
ら
な
い
。

「
一
匹
」
の
語
り
に
耳
を
傾
け
る

　

安
田
は
、
こ
の
本
の
冒
頭
で
、
毎
年
六
月

に
な
る
と
繰
り
返
さ
れ
る
「
天
安
門
事
件
を

め
ぐ
る
語
り
」
お
よ
び
、そ
こ
に
流
れ
る
「
民

主
主
義
は
正
し
い
。
民
主
化
運
動
を
つ
ぶ
す

の
は
悪
い
」
と
い
う
論
調
に
は
い
さ
さ
か
う

ん
ざ
り
す
る
、
と
い
さ
さ
か
挑
発
的
な
筆
致

で
述
べ
て
い
る
。

　

安
田
の
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
繰
り
返

さ
れ
る
「
語
り
」
は
、
お
し
な
べ
て
中
国
共

産
党
の
「
悪
し
き
政
治
」
を
告
発
し
、
そ
れ

が
変
化
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
だ
と
い
っ
て
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い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
は
そ
の
姿
勢
こ

そ
が
、
現
在
の
中
国
社
会
に
お
い
て
九
十
九

匹
の
外
側
に
存
在
す
る
、
真
の
「
失
せ
た
る

一
匹
」
を
見
落
と
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
繰
り
返
さ
れ
る「
語
り
」

が
人
々
を
「
う
ん
ざ
り
さ
せ
」、
中
国
の
そ

し
て
香
港
の
若
者
た
ち
の
関
心
を
遠
ざ
け
て

し
ま
う
の
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
ど
う

し
よ
う
も
な
い
鈍
感
さ
の
ゆ
え
で
は
な
い
の

か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
事
件
の
真
相
解
明
が
全
く
進

ん
で
い
な
い
現
状
に
お
い
て
、「
悪
し
き
政

治
」
へ
の
批
判
や
告
発
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
回

避
し
つ
つ
、
事
件
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る

こ
と
に
は
危
険
性
も
伴
う
。
し
か
し
、
現
実

に
存
在
す
る
「
失
せ
た
る
一
匹
」
を
救
お
う

と
す
る
な
ら
、
同
時
に
「
九
十
九
匹
の
国
民

は
も
は
や
民
主
化
運
動
を
望
ん
で
い
な
い
」

と
い
う
事
実
に
向
き
合
う
し
か
な
い
の
で
は

な
い
か
。
こ
れ
が
、
筆
者
が
本
書
か
ら
受
け

と
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
。

　

そ
も
そ
も
現
代
中
国
で
は
、
た
と
え
政
権

に
よ
る
民
主
化
運
動
の
鎮
圧
を
肯
定
す
る
、

と
い
う
形
で
あ
っ
て
も
天
安
門
事
件
に
つ
い

て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意

味
で
は
、
現
在
の
中
国
社
会
に
お
い
て
「
失

せ
た
る
一
匹
を
救
う
文
学
」
を
め
ぐ
る
状
況

は
戦
後
日
本
よ
り
も
は
る
か
に
絶
望
的
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
筆
者
は
、

中
国
社
会
の
民
主
化
を
め
ぐ
る
「
う
ん
ざ
り

す
る
」
言
論
状
況
に
、
さ
さ
や
か
で
あ
っ
て

も
一
石
を
投
じ
た
本
書
の
意
義
を
高
く
評
価

し
た
い
。
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