
3　　 はじめに

は
じ
め
に

　

中
国
国
内
で
、
海
外
の
Ｉ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
の
多
く
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
。
政

府
は
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
検
索
や
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
、
Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
締
め
出
し
、

監
視
・
検
閲
が
で
き
る
自
国
の
企
業
に
、
百バ
イ

度ド
ウ

や
・ユ
ー

酷ク

、
微ウ
エ
イ

博ボ
ー

な
ど
、
同
様
の
も
の
を
提
供
さ
せ
て

い
る
。

　

中
国
人
は
、
自
分
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
が
、
世
界
標

準
の
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
現
状
に
対
し
て
、
声
を
上
げ
る
者
は
ほ
ぼ
い
な
い
。
国
内
企
業

に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
は
ひ
じ
ょ
う
に
洗
練
さ
れ
て
お
り
、
人
々
は
そ
こ
に
特
段
の
不
満
を
感
じ
て
い
な
い

か
ら
だ
。

　

な
ぜ
中
国
ロ
ー
カ
ル
企
業
が
、
世
界
的
Ｉ
Ｔ
企
業
に
引
け
を
取
ら
な
い
も
の
を
提
供
で
き
る
の
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
閉
じ
ら
れ
た
14
億
人
も
の
巨
大
市
場
が
あ
る
か
ら
だ
。
最
近
は
真ま

似ね

を

す
る
だ
け
で
な
く
、
独
自
開
発
の
サ
ー
ビ
ス
が
ア
ジ
ア
を
席
巻
す
る
例
も
出
始
め
た
。
こ
れ
も
巨
大
市
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場
が
目
の
前
に
あ
る
の
で
、
事
業
者
は
思
い
切
っ
た
投
資
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

現
代
中
国
の
パ
ワ
ー
に
は
驚
か
さ
れ
る
ば
か
り
だ
が
、
そ
の
力
の
源
泉
は
、
こ
こ
で
見
た
よ
う
に
圧

倒
的
な
人
の
多
さ
に
あ
る
。
で
は
、
中
国
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
桁
違
い
の
人
口
を
擁
し
て
い
る
の
か
。
言

い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
の
人
が
生
活
す
る
、
目
の
く
ら
む
ほ
ど
広
大
な
エ
リ
ア
を
な
ぜ
支
配
で
き
て

い
る
の
か
。

　

中
国
人
が
人
種
的
に
均
質
だ
か
ら
、
と
い
う
回
答
に
は
説
得
力
が
な
い
。
中
国
に
住
む
人
々
は
実
に

多
様
で
あ
る
。

　

実
際
に
訪
れ
て
み
る
と
わ
か
る
が
、
北
方
は
背
の
高
い
人
が
目
立
つ
一
方
で
、
南
方
は
日
本
人
と
同

じ
く
ら
い
の
体
格
の
人
が
多
い
。
容
貌
も
、
東
方
の
人
々
は
日
本
人
と
似
て
い
る
印
象
を
受
け
る
が
、

南
方
へ
行
け
ば
東
南
ア
ジ
ア
系
の
顔
立
ち
の
人
が
目
立
つ
し
、
西
へ
向
か
え
ば
中
東
系
の
彫
り
の
深
い

人
が
多
数
派
に
な
り
、
時
に
は
青
い
眼め

を
し
た
金
髪
の
中
国
人
に
出
会
う
こ
と
も
あ
る
。
気
候
は
北
と

南
で
著
し
く
異
な
り
、
文
化
や
風
習
も
地
域
差
が
ひ
じ
ょ
う
に
大
き
い
。
各
地
で
話
さ
れ
て
い
る
言
語

は
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
の
別
物
で
、
会
話
で
の
意
思
疎
通
も
困
難
な
あ
り
さ
ま
だ
。
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以
上
の
こ
と
を
素
直
に
読
み
取
れ
ば
、
中
国
大
陸
は
現
代
で
も
複
数
の
国
が
乱
立
し
て
い
る
の
が
自

然
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
春
秋
戦
国
時
代
を
舞
台
に
し
た
原
泰
久
氏
の
漫
画
『
キ
ン
グ
ダ

ム
』
の
よ
う
に
、
７
つ
の
国
が
並
び
立
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。

　

だ
が
、
人
類
史
上
、
中
国
ほ
ど
何
度
も
統
一
さ
れ
た
国
は
ほ
か
に
存
在
し
な
い
。
ロ
ー
マ
帝
国
は
崩

壊
後
、
二
度
と
再
興
し
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
半
島
の
大
部
分
を
平
定
し
た
マ
ウ
リ
ヤ
朝
も
ア
シ
ョ
ー
カ

王
の
死
後
に
分
裂
し
、
イ
ン
ド
統
一
は
近
代
に
入
る
ま
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
中
国
で
は
魏ぎ

晋し
ん

南
北
朝
の
３
７
０
年
、
五
代
十
国
の
54
年
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
２

２
０
０
年
前
か
ら
統
一
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
期
間
に
わ
た
っ
て
、
広
大
な

領
土
と
膨
大
な
人
口
を
支
配
す
る
こ
と
に
成
功
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

世
界
中
で
中
国
で
だ
け
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
淵
源
は
、

初
の
統
一
帝
国
・
秦し
ん

に
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
書
の
主
張
で
あ
る
。

　

秦
は
始
皇
帝
・
嬴え
い

政せ
い

が
生
ま
れ
る
１
０
０
年
ほ
ど
前
に
一
大
政
治
改
革
を
行
な
い
、
国
内
の
す
べ
て

の
リ
ソ
ー
ス
を
戦
争
に
投
じ
る
体
制
を
構
築
し
た
。
歴
史
の
偶
然
と
、
既
得
権
を
持
っ
た
「
抵
抗
勢

力
」
の
反
発
を
撥は

ね
除の

け
て
改
革
を
断
行
し
た
「
変
革
者
」
が
い
た
た
め
に
、
楚そ

や
斉せ
い

、
趙ち
よ
う
と
い
っ
た
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国
と
は
完
全
に
異
質
な
国
へ
と
変
貌
し
、
中
国
大
陸
統
一
を
成
し
遂
げ
た
の
だ
。

　

そ
の
改
革
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
の
が
「
法
家
」
の
思
想
で
あ
る
。

　

始
皇
帝
は
統
一
後
、
中
国
全
土
で
法
家
に
の
っ
と
っ
た
支
配
を
行
な
っ
た
。
そ
の
統
治
方
法
は
、
あ

ま
り
に
も
強
力
か
つ
実
践
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
含
ん
で
い
た
た
め
、
秦
の
滅
亡
後
も
２
０
０
０
年
に
わ
た

っ
て
歴
代
帝
国
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
。
結
果
、
中
国
は
長
期
に
わ
た
っ
て
分
裂
す
る
こ
と
な
く
、
伝

統
的
に
広
大
な
エ
リ
ア
を
支
配
し
続
け
、
現
代
も
超
大
国
の
一
角
を
占
め
て
い
る
。

　

今
の
中
国
に
は
、
55
も
の
少
数
民
族
が
暮
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
北
京
政
府
を
良
く
思
わ
な
い
地
方

人
も
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
ら
に
反
乱
を
起
こ
さ
せ
ず
中
央
か
ら
の
支
配
を
徹
底
で
き
て
い
る
の
は
、

中
国
共
産
党
政
府
も
ま
た
、
紀
元
前
２
０
６
年
に
滅
亡
し
た
秦
の
遺
産
を
強
く
受
け
継
い
で
い
る
か
ら

な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
現
代
に
も
つ
な
が
る
中
国
の
特
異
性
を
も
た
ら
し
た
、
法
家
の
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。
そ
し
て
、
始
皇
帝
は
ど
の
よ
う
な
統
治
を
行
な
っ
た
の
か
。

『
キ
ン
グ
ダ
ム
』
は
、
古
代
中
国
史
を
専
門
と
す
る
私
の
目
か
ら
見
て
も
、
歴
史
を
詳
細
に
研
究
し
て
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描
か
れ
て
い
る
。
法
家
改
革
後
の
秦

の
体
制
に
つ
い
て
も
、
詳
し
く
解
説

は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
踏
ま

え
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。

　

そ
ん
な
、『
キ
ン
グ
ダ
ム
』
と
い

う
物
語
の
深
い
と
こ
ろ
を
流
れ
て
い

る
地
下
水
脈
を
、
こ
の
本
で
は
ぞ
ん

ぶ
ん
に
解
説
し
た
い
。
そ
れ
を
知
る

こ
と
は
『
キ
ン
グ
ダ
ム
』
を
よ
り
楽

し
む
だ
け
で
な
く
、
中
華
人
民
共
和

国
と
い
う
現
代
日
本
の
巨
大
な
る
隣

人
を
理
解
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る

は
ず
だ
。

斉王との対話で、嬴政は統一後の「法家による統治」に言及する（45巻）


