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慈
善
団
体
か
ら
見
た
華
南
地
域
の
統
合

1

近
年
の
マ
カ
オ
の
事
例
を
中
心
に
ー

芹
澤

知
広

〈
要
旨
V

香
港

と
同
じ
く
今
世

紀
末

に
中

国

へ
と
返
還
さ
れ

る
ポ

ル
ト
ガ

ル
領

マ
カ
オ

に
対
し

て
、
日
本
人
は

ほ
と
ん
ど
関
心
を
払

っ
て

い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら

、
近
年

マ
カ

オ
に

お
い
て
は
、
香
港

や
広
州
と

の
関

わ
り
の
中

で
華
人

が
勢

力
を
持

っ
て
お
り
、
来

る
べ

き
華
南

地
域
の
統
合
を
占
う
上
で
、
そ

の
存
在
は
無
視

で
き
な

い
。
そ

こ
で
本
稿

で
は

、

マ
カ
オ

の
慈
善

団
体

の
事
例
を
紹
介

し
、
そ
れ

に
基

づ

い
て
近
年

の
華
南

地
域

に
起

こ

っ
て
い
る
社
会
的

・
文
化
的
変
化

に

つ
い
て
考
察
す
る
。

歴
史
を
通
じ

て
、

こ
の
地
域

に
は
慈

善
団
体

の
あ

い
だ

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
が
存
在
し

て
き
た
。
近
年

中
国
で
は
改
革

・
開

放
に
伴
う
民

間
慈
善
団
体

の
設

立
が
著
し

い
動
き

と
し
て
あ
り

、
そ
れ
は
、
か

つ
て
の
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

の
復
活
を
も

た
ら
す
と
と
も

に
、

新
し

い
香
港
起

源
の
市
民
社
会

の
文
化
を
導

入
し

て

い
る
。
例

え
ば

、
香
港

で
著
名
な

イ
ベ

ソ
ト
と
な

っ
た
あ
る
募
金

キ

ャ
ソ
ペ
ー

ン
は

、

一
九

八
四
年

に

マ
カ
オ

へ
、
そ
し

て

一
九
八
八
年
に
は

マ
カ
オ
か
ら
広
東
省
中
山
市

へ
と
伝
わ

っ
て
い
る
。
中

国
政
府

は
、

政
府

の
財
政
援

助
に
頼
ら
な

い

マ
カ
オ

の
慈
善
団
体

こ
そ
参
考

に
値

す
る
と
見
な

し
て

お
り
、
そ

の
た
め
、

マ
カ
オ
は
香
港

文
化
を
広
東
省

の
諸
都
市

へ
も
た
ら
す
媒
体

と
し

て
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

キ

ー
ワ

ー
ド

華
南
地
域
、
慈
善
団
体
、

マ
カ
オ
、
香
港

文
化
、
市
民
社

会
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一
、
課
題
と
し
て
の
マ
カ
オ
研
究

一
九
九
七
年
七
月

一
日
に
祖
国
中
国
へ
と
返
還
さ
れ
る
英
領
植
民
地
香
港
に

対
し
て
、
現
在
日
本
で
は
多
く
の
人
々
が
関
心
を
注
い
で
い
る
。
旅
行
社
は
競

っ
て
ツ
ア
ー
を
組
織
し
、
多
く
の
雑
誌
や
テ
レ
ビ
番
組
が
特
集
を
企
画
し
て
い

る
。
こ
の
現
在
ピ
ー
ク
を
迎
え
た

「
香
港
ブ
ー
ム
」
は
、
中
国
と
英
国
が
共
同

声
明
を
発
表
し
、
返
還
が
明
ら
か
と
な

っ
た

一
九
八
四
年
以
降
の
十
年
あ
ま
り

の
問
の
出
来
事
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
こ
の
間
、
香
港

(1
)

内
外
の
研
究
者
に
よ
る
香
港
研
究
も
大
き
く
発
展
し
た
。

そ
れ
で
は
、
香
港
と
と
も
に
今
世
紀
中
に
中
国
へ
返
還
さ
れ
る
マ
カ
オ
に
つ

い
て
、
日
本
人
は
関
心
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
返
還
に
つ
い
て
は
、

香
港
に
遅
れ
る
こ
と
三
年
、

一
九

八
七
年
に
中
国
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
共
同
声
明

を
発
表
し
て
、

一
九
九
九
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
中
国
が
主
権
を
行
使
す
る
こ

と
が
決
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
香
港
よ
り
三
百
年
も
長
い
歴
史
を
持
ち
、

日
本
人
と
の
関
わ
り
も
深
い
こ
の
植
民
地
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
あ
ま
り
多
く

の
情
報
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず

、
ま
た
、
香
港
の
付
属
物
に
す
ぎ
な
い
も
の

の
よ
う
に
し
か
扱
わ
な
い
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、

一
九
八
○

年
代
に
出
さ
れ
た
香
港
に
つ
い
て
の
標
準
的
な
日
本
語
の
概
説
書
が
、
付
け
足

(2
>

し
の
よ
う
な
章
を
設
け
て
マ
カ
オ
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
こ

の
よ
う
に
マ
カ
オ
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
作
業
は
、
今
後
も
行
う
べ
き
も

の
と
し
て
私
た
ち
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
香
港
か
ら
視
野
を
大
き
く
広
げ
て
み
る
と
、
こ
の
香
港
ブ
ー
ム
の

時
代
は
、

一
九
七
〇
年
代
の
末
か
ら
始
ま

っ
た
中
華
人
民
共
和
国
の

「改
革

・

開
放
」
政
策
の
流
れ
の
中
に
あ
り
、

一
九
八
七
年
に
中
華
民
国
で
戒
厳
令
が
解

除
さ
れ
、
ポ
ス
ト
冷
戦
の
時
代
に
入
る
中
で
、
香
港
を
挟
む

「
両
岸
」
の
交
流

が
盛
ん
に
な

っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
福
建
省
や
広
東
省
の
沿
岸
部
に
は
経
済
特

区
が

つ
く
ら
れ
て
、
台
湾

・
香
港
と
の
密
接
な
関
係
の
下
に
経
済
発
展
が
図
ら

れ
、
中
国
大
陸
の
巨
大
な
市
場

へ
と
参
入
し
よ
う
と
す
る
日
本
に
お
い
て
は
、

「大
中
華
経
済
圏
/
グ
レ
ー
タ
ー

・
チ
ャ
イ
ナ
」
や

「華
南
経
済
圏
」
と
い
う

こ
と
ば
を
使

っ
て
、
こ
の
国
境
を
越
え
た
中
国
人
の
経
済
活
動
に
つ
い
て
論
じ

た
記
事
や
書
籍
が
増
加
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
近
年
の
流
れ
に
注
目
し
て

み
る
之
、北
京
や
台
北
の
公
式
見
解
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
的
対
立
や
「東

西
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
か
ら
、
中
国
人
の
文
化
的
統

一
を
背
景
と
し
た
経

済
活
動
の
実
態
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
日
本
人
の
中
国
研
究
の
視
点
が
移
動

し
て
い
る
と
い
う
傾
向
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
沿
岸
部
を
中
心
に
現
在
起

こ
っ
て
い
る
中
国
の
変
化
に
つ

い
て
、
政
治
や
経
済
に
焦
点
を
当
て
て
語
る
と
い
う
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
社
会

的

・
文
化
的
な
側
面
に
見
ら
れ
る
変
化
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
今
世
紀
末

の
香
港

・
マ
カ
オ
の
中
国
返
還

の
後
に
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的

・
文
化
的
変
化
が
華
南
地
域
に
生
じ
る
の
か
、

さ
ら
に
は
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
形
成

へ
の
世
界
的
傾
向
の
な
か
で
、
巨
大
化
す
る

中
国
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
国
々
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的

・
文
化
的
な
統
合
が
可

能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
の
情
報
は
、
マ
カ
オ
に
限
ら
ず
、

中
国
沿
岸
部
の
諸
都
市
や
香
港
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
は
多
く
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

118



本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
今
日
の
中
国
、
さ
ら
に
は
日
中
関
係
を
め
ぐ
る
歴

史
的
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
マ
カ
オ
の
慈
善
団
体
の
歴
史
と
近
年
の
動
向
を
主
に

紹
介
し
な
が
ら
、
返
還
を
控
え
て
今
日
起
こ
り

つ
つ
あ
る
香
港

・
マ
カ
オ
の
華

南
地
域
へ
の
統
合
と
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
的

・
文
化
的
変
化
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
基
と
な
る
資
料
は
、
文
書
資
料
や
イ
ソ
タ
ビ

ュ
ー
調
査
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
十
分
で
は
な
く
、
ま
た

マ
カ
オ
に
長
期
間
滞
在
し
て
の
実
地
調
査
は
行

っ

(↓

て
い
な
い
た
め
、
予
備
的
研
究
の
域
を
出
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
見
た

華
南
地
域
に
対
す
る
日
本
人
の
情
報
の
偏
り
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の

時
期
に
問
題
提
起
と
し
て
断
片
的

な
資
料
と
今
後
の
研
究
の
た
め
の
ア
イ
デ
ア

を
示
す
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
共
産
主
義
解
放
前
の
中
国
に
お
け
る

慈
善
団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

経
済
開
放
後
の
中
華
人
民
共
和

国
に
お
け
る
社
会
的
な
混
乱
に
つ
い
て
、
報

道
や
個
人
の
体
験
談
な
ど
を
通
じ
て
、
多
く
の
話
が
流
布
し
て
い
る
。
香
港
で

友
人
か
ら
聞
い
た
あ
る
話
は
、
長

距
離
列
車
で
中
国
大
陸
を
旅
行
し
て
い
る
途

中
、
ギ
ャ
ン
グ
の

一
団
が
列
車
を
乗

っ
取
り
、
列
車
の
両
端
の
出
入
り
口
を
ピ

ス
ト
ル
を
持

っ
て
塞
い
で
い
る
あ
い
だ
、
次

々
と
乗
客
の
財
布
を
取
り
上
げ
て

い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
問
題
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
、
前
世
紀
末
の
清
朝
の
時
代
に
起
き
た
社
会
的
混
乱
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
が
、
い
っ
ぽ
う
、
経
済
開
放
後
の
今
日
に
旧
習
が
復
活
し
た
か
の
よ
う
に
見

え
る
社
会
事
象
の
中
に
は
、
犯
罪
の
よ
う
な
社
会
に
と

っ
て
好
ま
し
く
な
い
も

の
の
他
に
、
好
ま
し
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
近
年
多
く
設
立
さ
れ
て
い
る

民
間
の
慈
善
団
体
は
、
そ
の
例
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
中
国
の
民
間
慈
善
団
体
に
つ
い
て
歴
史
を
溯

っ
て
見
て
み

る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
解
放
前
の
民
間
慈
善
団
体
は
、
「善
堂
」
と
総
称
さ
れ
、

今
日
の
中
国
社
会
史
研
究
に
お
い
て
、
市
民
社
会
論
や
地
域
社
会
論
と
関
係
し

て
注
目
を
集
め
る
研
究
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
私
た
ち
の
関
心
に

沿

っ
て
、
「
地
域
」
と

「ネ

ヅ
ト
ワ
ー
ク
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
研
究
史

を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

善
堂
の
研
究
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
夫
馬
進
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
明
末

清
初
の
時
期
に
大
都
市
で
生
ま
れ
た

「善
会
」
と
い
う
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー

・
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
後
全
国
に
広
ま
り
、
各
地
方
の
都
市
に
善
堂
が

つ

く
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
広
が
り
を
見
る
と
、
広
東
省
で
は
他
の
沿
岸
部
の
省

に
比
べ
、
遅
れ
て
普
及
し
て
お
り
、
こ
の
地
方
ご
と
の
普
及
の
特
徴
は
、
慈
善

事
業
の
需
要
と
い
う
社
会
的
要
請
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
運
営
資
金
の
調
達

や
地
方
官
僚
に
よ
る
保
護
と
い
う
各
地
方
の
政
治
経
済
的
条
件
に
も
影
響
を
受

丁
・)

け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
近
年
は
、
こ
の
夫
馬
の
問
題
提
起
を
受

け
、
地
域
に
よ
り
密
着
し
た
実
証
研
究
か
ら
善
堂
の
普
及
を
論
じ
る
研
究
が
出

て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
山
本
進
は
、
十
九
世
紀
の
江
南

(江
蘇
省

・
浙
江
省
)

に
お
い
て
善
堂
が
著
し
く
発
展
し
た
原
因
と
し
て
、
当
時
の
国
家
財
政
の
逼
迫

と
地
方
行
政
経
費
の
不
足
に
伴
い
、
役
人
が
行
き
倒
れ
や
殺
人
な
ど
の
検
死
料

を
不
当
に
取
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
抗
し
て
、
富
裕
層
が
自
分
た
ち
の
財

産
を
守
る
た
め
に
善
堂
を
建
て
た
こ
と
を
指
摘
し
、
慈
善
を
導
く
観
念
の
影
響

(5
)

よ
り
は
、
む
し
ろ
国
家
と
の
関
係
を
重
視
し
て
善
堂
の
普
及
を
論
じ
て
い
る
。
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い

っ
ぽ
う
、
も
う
ひ
と
り
の
先
駆
者
の
可
児
弘
明
は
、
香
港
の

「保
良
局
」

を
中
心
に
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
社
会
と
中
国
大
陸
の
諸
都
市
を
結
ぶ
、
婦

⑤
)

女
子
の
保
護

・
送
還
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
早
く
か
ら
注
目
し
て
い
た
。
こ
の
視

点
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
最
近

の
研
究
の
例
と
し
て
は
、
帆
刈
浩
之
の
上
海

と
香
港
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
帆
刈
は
、
慈
善
事
業
の
担
い
手
を

善
堂
と
し
て
で
は
な
く
同
郷
ギ
ル
ド
と
し
て
扱
い
、
清
末
の
上
海
に
存
在
し
た

「
四
明
公
所
」
と
い
う
寧
波
人
の
同
郷
ギ
ル
ド
を
中
心
に
し
て
、
寧
波
の
故
郷

か
ら
上
海
の
商
店

へ
と
店
員
が
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
る
の
と
同
じ
ル
ー
ト
で
、
各

善
堂
を
経
由
し
な
が
ら
都
市
で
死
亡
し
た
同
郷
人
の
棺
が
故
郷

へ
送
ら
れ
る
ネ

(7
)

ヅ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
を
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
「ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
通
常

、
社
会
学
や
人
類
学
の
分
野
で
は
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
、
確
固
と
し
た
規
範
を
扱
う

「構
造
」
と
い
う
用
語
に
対
し
て
、
個

人
間
の
自
由
な
結
び
つ
き
を
許
す
社
会
関
係
を
分
析
す
る
た
め
の
用
語
と
し
て

使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
人
類
学
で
は
、
中
部
ア
フ
リ
カ
の
都
市
研
究
に

代
表
さ
れ
る

「社
会
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

(ωo
息
巴

昌
曾
≦
o
爵
ω)
」
の
研
究
が
、

(8
)

都
市
人
類
学
の
ひ
と

つ
の
源
流
と
も
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
個
人
に
焦
点

を
当
て
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
考
え
た
場
合
、
中
国
社
会
の
文
脈
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は

「関
係

(αq舞
⇒
箆
)
」
の
問
題
と
な
り
、
私
た
ち
が
先
に
見
た
善
堂
間

(9
)

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
異
な

っ
た
問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
帆
刈
が

「運
棺

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
こ
と
ば
を
始
め
に
使

っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

て
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
用
語
を
そ
の
内
容
に
注
意
し
て
使
う
こ
と
を
提
案

し
た
い
。
ど
の
よ
う
な
団
体
間
の
も
の
か
、
ど
の
よ
う
な
資
源

(人
間

・
物
質

・
貨
幣

・
情
報
な
ど
)
が
行
き
来
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
注
意
を
向
け

な
が
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

先
に
触
れ
た
慈
善
団
体
間
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
例
は
、
婦
女
子
や
遺
体
が
流

通
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
他
に
何
が
対
象
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

金
銭
的
な
財
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
帆
刈
が
研
究
し

た
香
港
の

「東
華
医
院
」
の
救
済
活
動
が
興
味
深
い
。
例
え
ば
、
紹
介
さ
れ
て

い
る
事
例
の
ひ
と
つ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「光
緒
二
十
六
年

(
一
九
〇
〇
)
八
月
、
義
和
団
事
件
に
際
し
て
米
価
高
騰
に

苦
し
む
北
京
在
住
広
東
人
同
郷
の
官
紳
か
ら
の
捐
金
依
頼
を
受
け
た
上
海
広
肇

公
所
は
克
華
医
院
に
集
捐
を
打
電
要
請
し
た
。東
華
医
院
の
董
事
は
衆
議
の
上
、

前
月
天
津
救
済
の
た
め
に
集
め
た
捐
金
を
充
て
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
さ
ら
に

東
華
医
院
は
広
州
の
崇
正
善
堂
お
よ
び
澳
門
の
鏡
湖
医
院
に
対
し
て
同
様
の
要

請
を
行

っ
た
。
そ
し
て
東
華
医
院
は

一
千
ド
ル
を
上
海
匯
豊
銀
行
を
通
し
て
広

肇
公
所

へ
送
金
し
、
鏡
湖
医
院
も
銀
五
百
両
を
泰
隆
銀
号
か
ら
東
華
医
院
に
送

金
し
、
東
華
医
院
は
そ
れ
を
香
港
の
瑞
吉
銀
号
を
通
し
て
広
肇
公
所

へ
と
送

っ

(10
)

た

の

で
あ

っ
た

。
」

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
上
海
か
ら
香
港
、
そ
し
て
広
州

・
マ
カ
オ
へ
の
情

報
の
伝
達
と
、
そ
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
の
上
海

へ
の
送
金
で
あ
る
。
こ
の
清
末

の
時
期
に
存
在
し
た
香
港

・
マ
カ
オ

・
広
州
を
結
ぶ
地
域
の
つ
な
が
り
は
、
後

に
見
る
よ
う
に
今
日
の
慈
善
団
体
の
あ
い
だ
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
例
で
の
情
報
は
単
な
る
依
頼
で
あ

っ
た
が
、
ノ
ウ

・
ハ
ウ
と
い
う
知
識
も
伝
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達
さ
れ
る
資
源
で
あ

っ
た
。
東
華
医
院
の
初
期
の
歴
史
を
研
究
し
た
エ
リ
ザ
ベ

ス

・
シ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

一
八
七
〇
年
に
香
港
の
法
律
上
で
正
式
に
発

足
し
た
東
華
医
院
が
用
い
て
い
る
規
約
や
そ
の
医
者
の
登
用

・
派
遣
な
ど
の
ノ

ウ

・
ハ
ウ
は
、
広
州
の
方
便
医
院

(
一
九
〇

一
年
設
立
)
を
は
じ
め
、
各
地
の

(11
)

華
人
社
会
に
設
立
さ
れ
た
慈
善
団
体
に
伝
わ

っ
て
い
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
関
係
し
て
、
当
時

の
広
東
人
の
世
界
の
広
が
り
と
、
植
民
地
の

時
代
の
雰
囲
気
が
伝
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ひ
と

つ
加
え
て
お
こ
う
。
香
港
か
ら

遠
く
離
れ
た
イ
ン
ド
洋
の
西
に
浮
か
ぶ
小
島
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
は
、
十
九
世
紀
の

末
に
は
英
国
の
植
民
地
で
あ

っ
た

。

一
八
八
九
年
に
、
こ
の
地
の
中
国
人
が
現

地
の
ク
レ
オ
ー
ル
女
性
を
誘
拐
し

て
香
港
に
売
り
飛
ば
し
た
た
め
、
モ
ー
リ
シ

ャ
ス
政
府
が
香
港
政
府
に
女
性
た

ち
の
送
還
を
依
頼
す
る
と
い
う
事
件
が
二
度

も
起
こ
っ
た
。
そ
の
た
め
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
政
府
は
、当
時
の
中
国
人
社
会
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
る
広
東
人

(順
徳
県
人
)
の

》
h貯
ロ
↓
き
写
零
窪

に
、
二
度
と
同

じ
こ
と
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
と

警
告
す
る
手
紙
を
送

っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
》
陸
き

↓
き
甲
妻
魯

は
、
翌
年
、
五
五
〇
人
の
中
国
人
商
人
を
代
表
し

て
政
府
に
手
紙
を
送
り
、
中
国
人
商
人
の
営
業
許
可
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
を

掛
け
、
そ
の
収
益
を
基
金
に
し
て
、
東
華
医
院
を
モ
デ
ル
に
し
た
婦
女
子
の
保

護
を
目
的
と
す
る
慈
善
団
体
を

つ
く
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
政
府

(12
)

は
こ
の
提
案
を
受
け
入
れ
ず
、
こ
の
善
堂
は
死
産
し
た
。

三
、
華
南
地
域
統
合

へ
向
け
て
の
香
港

・
マ
カ
オ
の
情
勢

再
び
視
線
を
現
代

へ
と
戻
そ
う
。
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
の
善
堂
が
頓
挫
し
て
百
年

後
の

一
九
八
九
年
、
中
国
で
は
学
生
た
ち
の
民
主
化
運
動
が
挫
折
し
た
天
安
門

事
件
が
起
こ
り
、
香
港
で
は
中
国
政
府
に
抗
議
す
る
市
民
の
デ
モ
が
盛
り
上
が

っ
た
。

一
九
九
七
年
を
控
え
た
香
港
住
民
の
中
に
は
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
し

て
、
「
香
港
人
」
の
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
に
目
覚
め
た
人
や
、
共
産
主
義
政
府

の
脅
威
を
感
じ
、
改
め
て
移
民
の
準
備
を
始
め
た
人
が
少
な
か
ら
ず
い
た
。
し

か
し
、
大
部
分
の
人
々
に
と

っ
て
、
香
港
で
中
国
返
還
を
迎
え
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
彼
ら
の
中
国
に
対
す
る
複
雑
な
感
情
は
、
熱
狂
的

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た

一
九
九
〇
年
代
の
い
く

つ
か
の
大
衆
運
動

に
表
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
間
違

い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
九
九

一
年
夏
の

「華
東
水
災
」
キ
ャ
ソ
ペ
ー
ン
、
一
九
九
三
年
夏
の
「
減
災
扶
貧
」
キ
ャ
ン
ペ
ー

ソ
、
一
九
九
四
年
夏
の

「華
南
水
災
」
キ
ャ
ソ
ペ
ー
ン
、
一
九
九
六
年
冬
の

「雲

南
地
震
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ソ
、
こ
れ
ら
の

一
連

の
中
国
大
陸

へ
の
慈
善
活
動
の
募

金
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、

一
面
的
に
は
、
そ
の
間
に
香
港
の
流
行
歌
手
が
頻
繁
に

中
国
大
陸
で
行

っ
た
チ

ャ
リ
テ
ィ
ー

・
コ
ソ
サ
ー
ト
と
同
様
、
「
六
四
」
(天
安

門
事
件
)
に
対
し
て
表
明
し
た
中
国
へ
の
批
判
的
態
度
を
帳
消
し
に
し
て
、
何

と
か
無
事
に

「
九
七
」
を
乗
り
切
り
た
い
と
い
う
香
港
住
民
の
思
い
が
含
ま
れ

た
も
の
で
あ

っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

い
っ
ぽ
う
、
テ
レ
ビ
局
や
芸
能
人
が
中
心
に
な

っ
て
臨
時
に
組
織
さ
れ
る
こ

れ
ら
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ソ
と
は
違
う
て
、
長
い
あ
い
だ
慈
善
活
動
に
従
事
し
て
き
、

た
香
港
の
慈
善
団
体
は
、
返
還
が
決
ま

っ
た

一
九
八
○
年
代
か
ら
、
す
で
に
中

(13
∀

国
と
の
関
わ
り
を
強
め
て
い
た
。
例
え
ば
、
東
華
医
院
を
前
身
と
し
た

「東
華

三
院
」
と
、
戦
後
に
設
立
さ
れ
た

「仁
済
医
院
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
九
八
七
年

に
初
め
て
理
事
会
の
北
京
訪
問
を
行

っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
こ
の
二
つ
の
慈

慈善団体から見た華南地域の統合121



善
団
体
は
中
国
と
の
交
流
を
活
発

に
行
い
、

一
九
九
〇
年
か
ら
は
毎
年
北
京
を

訪
問
し
て
い
る

(表
を
参
照
)
。

東華三院 仁済医院

九〇年九月北京 ・西安七日間 九〇年二月北京 ・広州七日間

九〇年十月から十一月

北京 ・西安六日間

九一年北京 ・上海 ・杭州

(華東水災のために、徐展堂

主席が百万香港 ドルを寄付)

九一年十月か ら十一 月北京 ・

南京 ・上海八 日間

九二年北京 ・ハルビン

九二年五月深堋二日間

九二年十一月北京五日間

九三年北京 ・承徳 ・広州 九三年四月マカオ ・中山三日間

九三年十月北京四日間

九四年北京 ・上海 九四年九月マカオニ日間

(鏡湖医院訪問)

九四年九月北京五日間

表 「一九九〇年から九四年にかけての東華三院 ・仁済医院の

理事会の中国訪問」(各年次報告書に基づ く)

 

一
九
九
三
年
の
仁
済
医
院
の
北
京
訪
問
を
例
に
、
ど
の
よ
う
に
交
流
活
動
が

行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
王
子
沐
主
席
を
団
長
と
す

る
理
事
た
ち
や
そ
の
夫
人
た
ち
四
十
名
の
訪
問
団
は
、
十
月
二
十
七
日
に
北
京

に
到
着
。
翌
朝
、
「
民
政
部
」
を
訪
問
。
双
方
の
代
表
が
、
事
業
の
内
容
を
紹

介
し
、
相
手
の
行

っ
て
き
た
事
業
を
讃
え
た
。
特
に
民
政
部
の
楊
衍
銀
副
部
長

は
、
民
政
部
が
、
香
港
か
ら
帰
郷
し
た
老
人
や
、
子
供
た
ち
が
移
民
し
た
後
で

一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
老
人
を
対
象
と
し
た
老
人
ホ
ー
ム
を
深
別
に
建
て
る

計
画
を
紹
介
し
、
仁
済
医
院
を
は
じ
め
香
港
の
大
き
な
慈
善
団
体
が
協
力
し
て

く
れ
る
こ
と
を
歓
迎
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
訪
問
団
は
、
午
後
は
、
「
国
務
院

港
澳
弁
公
室
」
を
訪
問
。
こ
こ
で
は
、
王
主
席
が
、

一
九
九
七
年
以
降
に
香
港

の
慈
善
団
体
に
対
し
て
中
国
が
採
用
す
る
政
策
に
つ
い
て
香
港
の
慈
善
団
体
が

関
心
を
持

っ
て
い
る
と
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
魯
平
主
任
が
、
特
別
行
政
区
の

政
府
は
慈
善
団
体

へ
財
政
的
援
助
や
支
持
を
続
け
る
こ
と
が
基
本
法
に
明
言
さ

れ
て
い
る
の
で
、
安
心
し
て
ほ
し
い
と
答
え
る
場
面
も
あ

っ
た
。
こ
の
晩
は
、

港
澳
弁
公
室
の
高
官
た
ち
が

「釣
魚
台
国
賓
館
」
に
訪
問
団
を
招
待
し
た
。
訪

問
団
は
、
翌
日
、
「
中
華
全
国
工
商
業
連
合
会
」
を
訪
問
し
、
北
京
を
立

つ
前

の
晩
に
、
感
謝
の
意
を
込
め
て
、
訪
問
し
た
三

つ
の
組
織

の
代
表
を

「
王
府
大

酒
店
」
に
招
待
し
て
宴
会
を
行

っ
た
。
そ
し
て
香
港
に
戻
る
と
早
速
、
こ
の
中

国
と
の
交
流
に
つ
い
て
記
者
会
見
を
空
港
で
行

っ
て
、
香
港
の
市
民
に
報
告
し

(14
)

て
い
る
。

こ
う
し
た
交
流
は
、
北
京
の
官
庁
と
の
あ
い
だ
に
の
み
行
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
広
州
に
お
い
て
は
、

一
九
九
四
年
六
月
に

「広
州
市
慈
善
会
」
と
い

う
解
放
後
初
の
民
間
慈
善
団
体
が
設
立
さ
れ
、
現
在
募
金
活
動
と
と
も
に
市
内

の
貧
困
家
庭

へ
の
金
銭
的
援
助
も
行

っ
て
い
る
が
、
こ
の
成
立
大
会
に
東
華
三

(15
)

院
は
招
か
れ
て
出
席
し
て
い
る
。
ま
た
、
翌
年
の
三
月
に
は
、
広
州
市
慈
善
会

が
訪
問
団
を
組
織
し
、
マ
カ
オ
の

「
同
善
堂
」
(後
述
)
を
訪
問
し
、
そ
の
施

曾
)

設
を
見
学
し
て
、
お
互
い
の
慈
善
活
動
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
日
、
香
港
と
マ
カ
オ
の
慈
善
団
体
は
、
今
世
紀
末
の
中
国

返
還
を
控
え
て
、
中
国
の
関
係
官
庁
や
広
東
省
の
慈
善
団
体
と
の
関
わ
り
を
強

め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
節
の
最
初
に
見
た
よ
う
な
九
十
年
代
の
香

港
に
存
在
す
る
あ
る
種
の
熱
狂
的
な
情
景
は
、
マ
カ
オ
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
香
港
と
は
異
な
る
今
日
の
マ
カ
オ
の
持
つ
社
会
的

・
政
治
的
文
脈

に
起
因
し
て
い
る
。
次
節
で
マ
カ
オ
の
慈
善
団
体
に
つ
い
て
見
る
前
に
、
こ
の
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現
代

マ
カ
オ
の
歴
史
的
背
景
に

つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
事

例
に
お
い
て
も
香
港

・
広
州
と
の
密
接
な
関
係
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

マ
カ
オ
の
現
代
史
も
、
香
港
と
同
様
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
の
中
国
の
文
化

大
革
命
が
、
ひ
と

つ
の
転
機
と
な

っ
て
い
る
。
香
港
に
お
い
て
は
、

一
九
六
六

年

・
六
七
年
の
暴
動
の
後
、
政
府
が
積
極
的
に
住
民
の
社
会
生
活
に
介
入
し
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
な
ど
の
社
会
政
策
を
通
じ
て
、
中
国

で
も
な
く
英
国
で
も
な
い
、
「香
港
」

の
意
識
を
人

々
が
抱
く
よ
う
な
方
向
で

歴
史
が
進
ん
だ
。

一
方
、
マ
カ
オ
は
、

一
九
六
六
年
か
ら
六
七
年
に
か
け
て
の

暴
動
を
き

っ
か
け
に
、
国
民
党
勢
力
が

一
掃
さ
れ
、
共
産
中
国
に
賛
同
す
る
華

人
住
民
の
主
導
権
が
確
立
さ
れ
た
。

マ
カ
オ
の
暴
動
の
前
哨
戦
は
、
一
九
五
二
年

の
国
境
の
小
競
り
合
い
に
溯
る
。

マ
カ
オ
か
ら
国
境
を
越
え
て
中
国
ぺ
入

っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
兵
士
が
殺
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
両
国
の
協
議
が
始
ま

っ
た
。
こ
の
時
、
マ
カ
オ

の
交
渉
代
表
に
加
わ

っ
て
い
た
の
が
、
中
華
総
商
会
の
何
賢
主
席
と
馬
萬
祺
副

主
席
で
、
後
に
こ
の
二
人
は
マ
カ
オ
を
代
表
し
て
中
国
と
交
渉
す
る
リ
ー
ダ
ー

に
な
る
。
こ
の
交
渉
中
に
は

マ
カ
オ
と
中
国
の
物
資
の
交
流
も
途
絶
え
、
結
局
、

三
週
間
後
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
非
を
認
め
て
決
着
が

つ
い
た
。
そ
の
後
も
、
中
国

が

マ
カ
オ
の
主
権
を
回
復
す
る
機
会
は
あ

っ
た
が
、
金

・
賭
博

・
観
光
と
い
う

マ
カ
オ
の
産
業
を
考
慮
し
、
立
場
の
変
更
は
行
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
均
衡
を
崩
し
た
の
は
、
中
国
の
文
化
大
革
命
で
あ
る
。
北
京
か
ら
広
州

へ
紅
衛
兵
の
運
動
が
飛
び
火
し
、
広
州
と
商
業
関
係
を
持

つ
マ
カ
オ
の
中
国
人

商
業
エ
リ
ー
ト
は
、
そ
の
影
響
力
を
無
視
で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
。
そ
し

て
、

一
九
六
六
年
十

一
月
十
五
日
、
タ
イ
パ
島
の
左
翼

の

「
街
坊
会
」
(町
内

会
)
が
、
許
可
を
得
る
前
に
学
校
の
改
築
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
中
止

さ
せ
よ
う
と
し
た
警
察
と
乱
闘
に
な
り
、
二
十
名
以
上
の
島
民
が
鏡
湖
医
院
に

運
ば
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
し
て
、
北
京
放
送
は
、
こ
の
島
民
の
負
傷
に

つ
い
て
、
武
器
を
持
た
な
い
人
々
が
四
十
人
負
傷
し
、
そ
の
う
ち
の
十
人
は
重

症
で
あ
る
と
報
じ
、
左
翼
の
描
い
た
シ
ナ
リ
オ
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
が
乗
せ
ら
れ

た
か
た
ち
で
事
態
が
進
行
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
後
、
街
坊
会
か
ら
マ
カ

オ
政
府
に
賠
償
の
要
求
が
出
さ
れ
、
そ
の
扱

い
を
め
ぐ

っ
て
市
民
の
政
府
に
対

す
る
大
規
模
な
抗
議
行
動
が
起
こ
っ
た
。
そ
し
て
十
二
月
十
日
に
、
こ
の
要
求

を
踏
ま
え
て
中
国
政
府
が
改
め
て
要
求
を
出
し
て
、
暴
動
は
国
際
問
題
に
発
展

し
た
。
事
態
の
収
拾
を
望
む
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
、
こ
の
要
求
を
全
面
的
に
受
け
入

れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
国
民
党
関
係
者
の
活
動
を
以
後
許
さ
な
い
こ
と
を
保

証
す
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
、

一
九
五
六

年
の

「九
龍
暴
動
」
の
後
、
香
港
政
府
が
住
民
の
政
治
活
動
に
対
し
て
敏
感
に

な

っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
、
当
時
の
マ
カ
オ
が
国
民
党

の
活
動
の
基
地
に
な

っ

(17
)

て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
六
十
年
代
の
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
的
駆
け
引
き
が
圧
倒

的
な
成
功
に
終
わ
っ
た

マ
カ
オ
に
お
い
て
は
、今
日
も
中
国
の
影
響
力
が
強
い
。

先
に
触
れ
た
街
坊
会
を
は
じ
め
、
慈
善
団
体
な
ど
の

「社
団
」
は
、
す
べ
て

「親

中
」
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
他
に
、
特
に
現
在
の
香
港
は
持
た
ず
、
マ
カ
オ
が
持

っ
て
い
る
社
会
的
な
特
質
と
し
て
は
、
エ
リ
ー
ト
家
族
の
社
会
的
な
影
響
力
が

あ
る
。
今
日
の
マ
カ
オ
に
お
い
て
は
、
カ
ジ
ノ
王
と
し
て
有
名
な
ス
タ
ソ
レ
ー

・
ホ
ー

(何
鴻
桑
)
を
筆
頭
に
、
前
述
の
何
賢

(故
人
、
現
在
は
息
子
の
何
厚

鐸
が
後
を
継
い
で
い
る
)
、
馬
萬
祺
、
そ
し
て
崔
徳
祺
の

「
澳
門
四
大
勢
力
」

慈善団体から見た華南地域の統合123
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)

が
存
在
し
て
い
る
。
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
彼
ら
と
そ
の
家
族
は
、
政
界
や
経

済
界
で
活
躍
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
多
く
の
社
団
に
も
役
員
と
し
て
加

わ
り
、
慈
善
活
動
も
活
発
に
行

っ
て
い
る
。

四
、
マ
カ
オ
に
お
け
る
主
な
慈
善
団
体
の
歴
史
と
現
在

(
一
)
鏡
湖
医
院

現
在
の
マ
カ
オ
に
お
い
て
、
公

立
の

「
仁
伯
爵
綜
合
医
院

(山
頂
医
院
)
」

と
並
ぶ
総
合
病
院
が
、
こ
の
民
間

の
慈
善
団
体
の
病
院
で
あ
る
。
こ
の
団
体
は
、

一
八
七

一
年
に
マ
カ
オ
の
華
人
た
ち
が
、
設
立
の
た
め
の
理
事
会

(理
事
百
十

五
人
)
を
つ
く

っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
理
事
会
は
、

一
八
七
四
年
に
い
っ

た
ん
解
散
し
、
あ
ら
た
め
て
十
二
人
の
理
事
が
選
ば
れ
、
以
後
の
十
七
年
間
に
、

不
動
産
の
購
買
、
規
約
の
作
成
な
ど
を
行
い
、
善
堂
と
し
て
徐
々
に
整
備
し
て

い
っ
た
。
設
立
の
目
的
は
、
医
療

に
限
ら
ず
慈
善
活
動

一
般
を
行
う

こ
と
に
あ

り
、
運
棺
や
道
路
の
改
修
な
ど
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
も
行
い
、

一
八
九
二
年
の
時

点
で
は
無
料
の
学
校
も
五
校
持

っ
て
い
た
。
当
初
、
施
す
医
療
は
専
ら
中
国
医

学
で
あ

っ
た
が
、
香
港
で
教
育
を
受
け
た
、
後
の
革
命
の
父

・
孫
文
が
、

一
八

九
二
年
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
西
洋
医
学
の
医
者
を
つ
と
め
た
こ
と
を
き

っ

か
け
に
西
洋
医
学
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て

一
九
四
四
年
を
も

っ
て
中
国
医
学

は
施
さ
れ
な
く
な

っ
た
。
な
お
、

一
九
四
五
年
以
前
に
は
、
中
国
人
の
医
師
が

手
術
を
行
う
権
利
を
マ
カ
オ
政
府
は
認
め
な
か

っ
た
が
、
鏡
湖
医
院
は
広
州
と

マ
カ
オ
の
西
洋
医
学
の
医
師
か
ら
成
る
顧
問
団
を
組
織
し
、
そ
の
顧
問
団
の
努

力
に
よ

っ
て
、

一
九
四
五
年
に
手
術
室
が
設
け
ら
れ
る
と
い
う

「大
革
新
」
も

(19
)

起
き
て
い
る
。

そ
し
て

一
九
四
六
年
に
、
現
在
の
組
織
の
原
型
が

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
「鏡
湖
医
院
慈
善
会
」
を
上
位
組
織
に
し
て
、
そ
の
下
に

「鏡
平
学
校
」
(以

前
は

「
鏡
湖
平
民
学
校
」
)

・
「鏡
湖
護
士
助
産
学
校
」
、
「
鏡
湖
医
院
」
、
「殯

儀
館
」
(葬
儀
場
)
、
「思
親
園
」

(遺
骨
を
納
め
る
場
所
)
、
の
四

つ
の
施
設
を

置
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
慈
善
会
の
理
事
会

(「董
事
会
」)
は
、
マ
カ

オ
の
華
人
リ
ー
ダ
ー
か
ら
成
る
組
織
で
あ
り
、
鏡
湖
医
院
の
最
高
決
定
機
関
で

あ
る
。
理
事
に
は
、
「
工
会
」

(労
働
組
合
)
や
街
坊
会
な
ど
の
マ
カ
オ
の
社
団

や
エ
リ
ー
ト
家
族
の
代
表
が
就
き

(例
え
ば
、
同
善
堂
か
ら
は
三
名
が
代
表
す

る
、
と
い
う
よ
う
な
割
り
当
て
制
度
が
あ
る
)
、
二
年
か
ら
三
年
に

一
回
改
選

を
す
る
。
現
在
の
理
事
会
は
、
第
十
五
屆
で
、
主
席
は
馬
萬
祺
、
副
主
席
は
何

鴻
桑
が

つ
と
め
て
い
る
。
か

つ
て
、

一
九
五
四
年
か
ら

一
九
八
五
年
に
か
け
て

は
、
主
席
が
何
賢
、
副
主
席
が
柯
麟

(
一
九
四
九
年
の
革
命
以
前
に
、
表
で
は

鏡
湖
医
院
の
医
師

・
院
長
の
身
分
に
あ

っ
て
、
裏
で
は
中
国
共
産
党
の
香
港

・

マ
カ
オ
に
お
け
る
地
下
活
動
の
責
任
老
で
あ

っ
た
人
物
)
と
馬
萬
祺
、
と
い
う

翁
)

体
制
が
長
く
続
い
て
い
た
。

な
お
、

マ
カ
オ
の
華
人
商
業

エ
リ
ー
ト
を
代
表
す
る
組
織
の
歴
史
的
変
化
に

つ
い
て
補
足
し
て
お
く
な
ら
ば
、
明
朝
末
期

(十
七
世
紀
半
ば
)
か
ら
は

「
媽

閣
廟
」
と

「蓮
峯
廟
」
、
乾
隆
年
間

(
一
七
三
六
-
九
三
年
)
か
ら
は
、
「
三
街

会
館
」
(旧

「
営
地
街
市
」
前

の

「
関
帝
廟
」
)
、
同
治
年
間

(
一
八
六
ニ
ー
七

四
年
)
か
ら
は

「鏡
湖
医
院
」
、
そ
し
て
中
華
民
国
期

(
一
九

=

年
1
)
か

ら
は

「
澳
門
商
会
」

(中
華
総
商
会
)
に
お
い
て
、
華
人
社
会
や
そ
の
商
業
活

(21
)

動
に
と

っ
て
重
要
な
問
題
の
討
議
が
行
わ
れ
た
。
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現
在
、
鏡
湖
医
院
は
、
香
港

・
中
国
と
の
積
極
的
な
交
流
関
係
を
持

っ
て
い

る
。
東
華
三
院
、
仁
済
医
院
と
連
絡
を
取
り
合
い
、
ま
た
中
国
の
民
政
部
か
ら

は
副
部
長
が
鏡
湖
医
院
を
訪
問
し
て
い
る
。
そ
し
て
マ
カ
オ
の
中
で
は
、
同
善

堂
と
の
関
わ
り
が
密
接
で
あ
る
。

ま
た
運
営
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
診
察
費
か
ら
の
収
入
を
病
院
の
支
出
に
当

て
て
い
る
が
、
診
察
費
の
種
類
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
診
察
費
を
額
面

ど
お
り
徴
収
す
る
以
外
に
、
価
格
を
下
げ
る
こ
と
や
無
料
に
す
る
こ
と
も
行

っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
収
入
の
う
ち
で
は
、
人

々
か
ら
の
寄
付
も
大
き
な
割
合

を
占
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
何
鴻
桑
の

「澳
門
旅
遊
娯
楽
公
司
」
は
、

一
九
八

(22
)

五
年
よ
り
毎
年
五
十
万
パ
タ
カ
を
寄
付
し
て
い
る
。
ま
た
、
長
い
歴
史
の
間
に

人
々
が
寄
付
し
た
不
動
産
も
、
重
要
な
資
金
源
に
な

っ
て
い
る
。
募
金
活
動
は
、

特
に
毎
年
行
う

こ
と
に
は
な

っ
て
お
ら
ず
、
最
近
で
は
、

一
九
九
〇
年
六
月
二

十
三
日
に
、
鄭
少
秋
な
ど
の
香
港

の
ス
タ
ー
が
無
料
で
出
演
し
て

「愛
心
満
鏡

湖
」
と
い
う
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

・
ナ
イ
ト
シ
ョ
ー
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら

人
々
か
ら
の
様

々
な
貢
献
に
比
べ
て
、政
府
の
財
政
的
援
助
は
非
常
に
小
さ
い
。

以
上
の
鏡
湖
医
院
の
歴
史
を
証
言
す
る
遺
物
に
つ
い
て
は
、
近
年
ま
で
散
逸

す
る
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

一
九
八
八
年
に
な

っ
て
、
第
十

三
屆
の
理
事
会
が
費
用
を
出
し
て

「鏡
湖
歴
史
紀
念
館
」
が
病
院
の
中
庭
に
建

て
ら
れ
た
。
現
在
職
員
二
人
が
、
資
料
の
整
理

・
展
示
を
行

っ
て
い
る
。

(
二
)
同
善
堂

鏡
湖
医
院
、
澳
門
商
会

(
一
九

一
三
年
設
立
)
と
並
ぶ
マ
カ
オ
の
三
大
華
人

社
団
と
し
て
の
歴
史
を
持

つ
同
善
堂
は
、

一
八
九
二
年
に
四
百
八
人
の
賛
同
者

を
得
て
設
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
マ
カ
オ

・
香
港

・
珠
江
デ
ル
タ
の

商
人
の
他
、
横
浜
や
ハ
ワ
イ
の
華
僑
も
含
ま
れ
て
い
た
。
設
立
の
目
的
と
し
て

は
、
鏡
湖
医
院
設
立
後
も
解
決
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
マ
カ
オ
の
慈
善
事
業
の
需

要
に
対
応
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
同
善
堂
の
前
身
と
な
る
組
織
は
、

一
八
八
八

年
に
す
で
に
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
慈
善
事
業
に
熱
意
を
持

っ
た
マ
カ
オ

・
香
港

の
商
人
が
、
無
料
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
や
共
同
墓
地

(「義
塚
」)
の
設
置
、
棺
の

提
供
、
「善
書
」
の
配
布
、
文
字
が
書
か
れ
た
紙
の
回
収
な
ど
の
慈
善
活
動
を

行

っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
各
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
同
善
堂
の
中
で
い
く

つ
か

の
善
会
が

つ
く
ら
れ
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
例
え
ば
、
貧
し
い
母

子
に
薬
品
や
食
品
を
配
る

「
保
産
善
会
」
(
一
八
九
四
年
)
、
貧
し
い
人

々
に
棺

を
配
る

「
施
棺
木
件
工
善
会
」

(
一
八
九
五
年
)
、
「
贈
医
施
薬
」
を
行
う

「
施

薬
剤
善
会
」
(
一
八
九
七
年
)
、
老
人
や
貧
者
に
衣
類
や
穀
物
を
配
る

「
賜
恤
善

会
」
(
一
八
九
八
年
)
、
毎
年
の
旧
暦
七
月
十
五
日

(中
元
節
)
に
道
教
の
儀
礼

(23
)

を
行
う

「中
元
水
陸
超
幽
会
」
(
一
八
九
八
年
)
な
ど
で
あ
る
。

機
能
主
義
的
な
病
院
建
築
と
言
え
る
鏡
湖
医
院
の
大
き
な
建
物
と
は
違

っ
て
、

「庇
山
耶
街
」
に
あ
る
同
善
堂
の
建
物
は
、
薄
緑
色
で
三
階
建
て
の
コ
ロ
ニ
ア

ル
様
式
の
外
観
と

「
中
医
館
」
の
よ
う
な
内
部
の
雰
囲
気
を
持

っ
て
い
る
。
こ

の
建
物
は
、

一
九
二
四
年
に
落
成
し
、
そ
の
年
か
ら

「同
善
堂
貧
民
義
学
」
が

開
設
さ
れ
、
無
料
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
も
始
ま

っ
た
。
ま
た

一
九
三
七
年
以
前
に

は
、
晩
に

「
聖
諭
」
を
講
じ
る
儒
教
道
徳
の
普
及
活
動
も
建
物
内
で
行
わ
れ
た
。

そ
し
て

一
九
二
五
年
か
ら
は
、
あ
ら
た
め
て

「施
粥
施
衣
救
済
会
」
が
始
ま

っ

て
い
る
。

一
九
三
七
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
の
日
中
戦
争
期
は
、
中
立
を
保

っ
た
マ
カ
オ
に
お
い
て
も
、
難
民
の
流
入
な
ど
に
よ

っ
て
社
会
が
混
乱
し
疲
弊

慈善団体から見た華南地域の統合125



し
た
時
代
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
施
粥
施
衣
を
は
じ
め
、
多
く
の
慈
善
活
動
が
同

善
堂
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
。

一
九

四

一
年
に
は
、
処
方
さ
れ
た
漢
方
薬
を
直
接

受
け
取
れ
る
よ
う
便
宜
を
図
っ
て
、
同
善
堂
の
建
物

の
向
か
い
に

「
阿
善
堂
薬

π
)

局
」
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
庇
山
耶
街
の
建
物
の
中
に
は
診
療
所
が
あ
り
、
近
年
は
二
十
名
以
上

の
医
者
を
擁
し
、
中
国
医
学
と
西
洋
医
学
の
様

々
な
部
門
を
設
け
て
、
無
料
の

診
察
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
「清
平
直
街
」
や

「
台
山
」
に
も
無
料
の
診

療
所
が
あ
る
。
同
善
堂
薬
局
に
隣
接
し
た
学
校
に
は
、
千
数
百
名
の
生
徒
が
い

る
が
、
幼
稚
園

(三
年
制
)
、
小
学
校

(六
年
制
)
に
加
え
て
、

一
九
九

↓
年

に

「初
中
」

(日
本
の
中
学
校
に
あ
た
る
)
、

一
九
九
三
年
に

「高
中
」
(日
本

の
高
校
に
あ
た
る
)
が
開
設
さ
れ
、
最
近
に
な

っ
て
高
中
の
第
三
学
年
の
学
費

も
無
料
に
な
り
、
十
五
年
間
完
全
無
料
教
育
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

ま
た
現
在
は
、
コ
ソ
ピ

ュ
ー
タ
ー
や
会
計
を
教
え
る
夜
間
学
校
や
託
児
所
も
持

っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
無
料
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
こ
五
年
間
の
同
善
堂
の
発
展
は
め
ざ
ま
し
い
。

こ
の
他
、
毎
月
十
五
日
か
ら
十
七
日
の
三
日
間
、
マ
カ
オ
の
貧
し
い
人
々
に

無
料
で
白
米
を
配

っ
て
い
る
。
こ
の

「派
米
」
は
、

一
九
六
八
年
以
来
、
か
つ

て
の

「派
粥
」
に
替
え
て
行

っ
て
い
る
も
の
で
、

一
人

一
袋
十
斤

(年
末
は
十

五
斤
)
の
割
り
当
て
で
、
毎
年
十
万
斤
以
上
を
配

っ
て
い
る
。
ま
た
、
不
定
期

の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
交
通
事
故
や
自
然
災
害
に
遭

っ
た
人
を
金
銭
的
に
援
助

す
る
こ
と
も
行

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
経
費
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
や
政
府
の
財
政
的

援
助
を
除
く
大
部
分
が
、
個
人
や
社
団
の
寄
付
に
由
来
す
る
。
毎
年
旧
暦
の
十

月

一
日
か
ら
、
マ
カ
オ
中
の
商
店
に
手
紙
を
出
し
て
寄
付
を
募
る

「沿
門
勧
捐
」

は
、
同
善
堂
の
主
要
な
募
金
活
動
で
あ
る
。
同
善
堂
の
職
員
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

マ
カ
オ
の

一
般
の
人
々
は
同
善
堂
の
慈
善
活
動
に
つ
い
て
実
際
に
目
で
見
て
知

っ
て
い
る
た
め
自
発
的
に
協
力
し
、
い
っ
ぽ
う
富
裕
な
人

々
は

「
善
心
」
が
あ

っ
て
気
前
が
よ
い
。
ま
た
百
周
年
の
式
典
な
ど
、
行
事
の
た
め
の
宴
会
の
費
用

は
、
理
事
た
ち
が
分
担
す
る
。
一
九
九
五
年
現
在
、
毎
年
改
選
す
る
理
事
会

「値

理
会
」
の
主
席
は
、
建
築
業
を
営
む
崔
徳
祺
で
、

一
九
五
三
年
に
主
席
に
な

っ

て
以
来
、
実
に
四
十
年
以
上
も
主
席
を

つ
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
副
主
席
は
、

崔
楽
其
、
許
世
元
、
何
厚
鐘
、
何
婉
稘

(何
鴻
桑
の
妹
)
の
四
人
で
、
彼
ら
も

一
九
九
〇
年
以
来
、
続
け
て
そ
の
任
に
あ
た

っ
て
い
る
。
同
善
堂
の
方
か
ら
就

任
を
依
頼
す
る
理
事
の
数
は
、
最
近
に
な

っ
て
増
加
の
傾
向
が
あ
り
、
年
に
よ

っ
て
は
理
事
会
の
メ

ン
バ
ー
は
五
十
人
近
い
。
崔
徳
祺
の
息
子
の
崔
世
安
、
甥

の
崔
世
昌

・
崔
世
平
兄
弟
も
理
事
に
な

っ
て
い
る
。
理
事
に
は
、
エ
ソ
ジ
ニ
ア

や
医
師
な
ど
専
門
職
の
人
々
が
含
ま
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
存
在
は
、
理
事
会
の

仕
事
を
円
滑
に
進
め
る
上
で
大
き
な
助
け
と
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
同
善
堂
と
関
わ
り
の
深
い
マ
カ
オ
の
社
団
に
は
、
鏡
湖
医
院
の
他
に
、

「澳
門
紅
十
字
会
」
(赤
十
字
)
や

「潮
州
同
郷
会
」
な
ど
が
あ
る
。

(三
)
澳
門
日
報
読
者
公
益
基
金
会

こ
の
慈
善
団
体
は
、

一
九
八
四
年
に
若
手
の
華
人
商
業
エ
リ
ー
ト
が
中
心
に

な

っ
て
基
金
を

つ
く

っ
た
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
。
「澳
門
日
報
」
は
、
マ
カ
オ

で
最
大
発
行
部
数
を
誇
る
中
国
語
新
聞
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
新
聞
社
に
強
く

結
び
つ
い
て
で
き
た
も
の
で
は
な
い
。
第

一
屆
の
理
事
会

(「会
董
」)
か
ら
そ
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の
任
に
就
い
て
い
る
劉
衍
泉
会
長
は
建
築
業
で
あ
り
、
馮
志
強
副
会
長
も
建
築

業
、
そ
し
て
、
も
う

一
人
の
李
鵬
者羽
副
会
長
は
澳
門
日
報
の
編
集
長
で
あ
る
。

「香
港
公
益
金
」
(
一
九
六
八
年
設
立
)
と
同
様
、
「
百
万
行
」
を
主
要
な
募
金

活
動
と
し
て
お
り
、
そ
の
名
称
や

マ
ー
ク

(図
を
参
照
)
か
ら
も
、
影
響
関
係

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
香
港
公
益
金
と
は
連
絡
を
取

っ
て
い
な
い
。
募
金
の
分

配
の
点
か
ら
言
え
ば
、
香
港
公
益
金
は
分
配
す
る
団
体
が
予
め
決
ま

っ
て
い
る

の
に
対
し
、
澳
門
日
報
読
老
公
益
基
金
会
は
、
そ
う
し
た
会
員
団
体
を
持
た
ず
、

そ
の
都
度
募
金
の
用
途
を
決
め
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
異
な

る
。現

在
、
澳
門
日
報
の
建
物
内
で
二
人
の
職
員
が
事
務
の
作
業
に
あ
た

っ
て
い

る
が
、
彼
ら
の
給
料
や
百
万
行
の
準
備
費
用
、
香
港
の
慈
善
団
体
と
の
交
流
費

用
な
ど
は
、
す
べ
て
会
董
の
寄
付

で
賄

っ
て
い
る
。
百
万
行
で
集
め
た
募
金
、

金
額
と
名
前
が
澳
門
日
報
に
掲
載
さ
れ
る

一
般
の
寄
付
、
そ
れ
に
政
府
の
援
助

金
は
、
原
則
と
し
て
マ
カ
オ
の
社
会
福
祉
事
業
の
た
め
だ
け
に
使
う
。
会
董
に

は
、
紹
介
を
通
じ
て
な
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
、
年
間
会
費
千
パ
タ

カ
の
納
付
と
寄
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
寄
付
の
額
は
任
意
で
、
数
千
パ

タ
カ
か
ら
数
万
パ
タ
カ
ま
で
様

々
で
あ
る
。
会
董
の
仕
事
は
、
主
に
全
体
の
会

議

(月

一
回
)
と
各
部
門
の
会
議
に
出
る
こ
と
、で
あ
る
。

会
董
が
所
属
す
る
部
門
は
、
「緊
急
救
援
及
策
画
部
」
、
「
公
益
援
助
部
」
、
「
教

育
助
学
部
」
、
「団
体
関
注
部
」
の
四
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
緊
急
救
援
及
策
画

部
は
、
マ
カ
オ
で
起
こ
っ
た
災
害
の
被
害
者
に
金
銭
的
な
緊
急
援
助
を
す
る
部

門
で
、

一
回

(
一
人
)
あ
た
り
の
援
助
額
は
、
千
パ
タ
カ
前
後
で
あ
る
。
公
益

援
助
部
も
金
銭
的
な
援
助
を
す
る
が
、
こ
れ
は
希
望
者
が
申
請
書
を
提
出
し
た

後
、
調
査
を
し
て
か
ら
援
助
の
決
定
を
す
る
。
夫
が
急
死
し
た
未
亡
人
や
交
通

事
故
の
犠
牲
者
な
ど
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
最
も
多
い
の
は
病
人
の
申
請
で
あ

る
。
毎
月
、
三
十
件
か
ら
四
十
件
の
申
請
が
あ
り
、
援
助
の
決
定
を
受
け
た
者

は
、
事
務
所
に
小
切
手
を
取
り
に
く
る
。
一
九
九
四
年
六
月
ま
で
の
十
年
間
に
、

(25
)

一
、
一
六
九
件
に
対
し
て
、
八
、
四

一
九
、
五
二
〇
パ
タ
カ
の
援
助
を
行

っ
た
。

教
育
助
学
部
で
は
、
政
府
に
登
録
し
て
い
る
学
校
の
生
徒
か
ら
の
申
請
を
毎
年

秋
に
審
査
し
て
奨
学
金
を
出
し
て
い
る
。
申
請
者
は
、
千
数
百
人
い
る
。
十
年

間
で
、
延
べ

一
三
、
九
五
三
人
に
対
し
て
、
六
、
四
〇

二
、
三

一
〇
パ
タ
カ
を

(26
)

出
し
た
。
団
体
関
注
部
は
、
個
人
で
は
な
く
社
団
や
学
校
に
物
質
的

・
金
銭
的

援
助
を
す
る
。
例
え
ば
、
社
団
に
コ
ピ
ー
機
を
贈
呈
し
た
り
、
身
寄
り
の
な
い

生
徒
が
寄
宿
す
る
費
用
を
学
校
に
贈

っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
他
、
毎

年
旧
暦
の
正
月
に
、
老
人
ホ
ー
ム
の
老
人
や
身
体
障
害
者
、
貧
困
家
庭
や
孤
児
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院
の
孤
児
に
対
し
て
、
お
年
玉

(「利
是
」
)
を
配

っ
て
い
る
。
個
人
に
は
、

一

六
〇
パ
タ
カ
、
家
庭
に
は
、
六
〇
〇
パ
タ
カ
が
配
ら
れ
る
。

一
九
九
六
年
は
、

一
、
三
二
五
人
と

一
、
四
五
二
戸
が
対
象
と
な
り
、

一
、
O
八
三
、
二
〇
〇
パ

タ
カ
が
使
わ
れ
た
。
ま
た

一
九
九

五
年
か
ら
九
六
年
に
か
け
て
、
こ
の
四
部
門

に
加
え
て
、
新
た
に
鏡
湖
医
院
と
合
同
で

「
重
見
光
明
計
画
」
が
始
ま

っ
た
。

こ
れ
は
、
白
内
障
の
患
者
が
無
料

で
眼
科
手
術
を
受
け
る
も
の
で
、
澳
門
日
報

読
者
公
益
基
金
会
は
百
万
パ
タ
カ
を
供
出
し
、
鏡
湖
医
院
か
ら
は
医
師
が
派
遣

さ
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
計
画
に
よ

っ
て
七
十
数
名
の
患
者
の
手
術
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。

年
間
行
事
の
う
ち
最
も
重
要
で
あ
る
百
万
行
は
、
今
日
の
マ
カ
オ
市
民
に
と

っ
て
も
、
大
き
な
行
事
で
あ
る
。
こ
の
募
金
活
動
は
、
香
港
で
行
わ
れ
て
い
る

も
の
と
同
じ
く
、
各
会
社
、
学
校

、
社
団
ご
と
に
隊
を

つ
く
り
、
揃

い
の
運
動

服
を
着
用
し
て
、
隊

の
横
断
幕
を
掲
げ
な
が
ら
行
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
.
マ
カ

オ
で
は
、
毎
年
十
二
月
の
第

二
日
曜
日
に
行
わ
れ
、
三
キ
ロ

・
メ
ー
ト
ル
を
歩

く
。

一
九
九
五
年
は
、
元
マ
カ
オ
総
督
や
当
日
飛
行
機
で
到
着
し
た
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
大
統
領
も
含
め
三
万
人
の
参
加
者
が
あ
り
、
六
百
万
パ
タ
カ
の
寄
付
金
が

集
ま

っ
た
。
参
加
の
た
め
の
寄
付

の
最
低
額
は
、
学
生
が
十
パ
タ
カ
、
個
人
が

五
十
パ
タ
カ
、
団
体
が
二
千
パ
タ
カ
、
ス
ポ

ン
サ
ー
が
三
千
パ
タ
カ
で
あ
る
。

マ
カ
オ
の
百
万
行
は
、
香
港
の
も
の
と
は
異
な
り
、
集
め
た
募
金
全
て
を
慈

善
活
動
の
資
金
に
回
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
近
年
に
な

っ
て
民
間
慈
善
団
体

の
活
用
を
図

っ
て
い
る
中
国
政
府

の
関
心
を
引
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
民
政
部

は
、
そ
の
経
験
を
広
く
中
国
国
内

で
生
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

一
九
九
四

年
に
代
表
を
送

っ
て
百
万
行
に
参

加
し
た
。
ま
た
、
広
州
の

「広
州
市
教
育
基

金
会
」
は
、

一
九
九
二
年
に
第

一
回
の
百
万
行
を
広
州
で
実
施
し
て
以
来
、
澳

門
日
報
読
者
公
益
基
金
会
と
交
流
し
な
が
ら
毎
年
百
万
行
を
行

っ
て
い
る
。
こ

の
広
州
の
百
万
行
は
、

一
九
九
三
年
の
第
二
回
で
は
、
第

一
回
を
上
回
る

一
億

人
民
元
以
上
の
寄
付
金
が
集
ま
り
、
五
年
で

一
億
人
民
元
の
教
育
基
金
を
集
め

(27
)

る
と
い
う
当
初
の
目
標
を
越
え
て
発
展
を
続
け
て
い
る
。

こ
の
他
、
澳
門
日
報
読
者
公
益
基
金
会
は
、
百
万
行
を
行

っ
て
い
る
中
山
市

と
も
交
流
を
行

っ
て
お
り
、
香
港
で
は
、
東
華
三
院
と
連
絡
し
て
、

一
九
九
四

年
六
月
に

「
広
華
医
院
」
を
訪
問
し
て
い
る
。
マ
カ
オ
で
は
、
工
会
な
ど
の
社

団
や
政
府
の

「社
会
福
利
司
」
と
関
わ
り
が
あ
る
が
、
中
で
も
街
坊
会
と
の
結

び

つ
き
が
深
く
、
特
に
緊
急
援
助
に
関
し
て
は
、
各
家
庭
の
事
情
に
詳
し
い
街

坊
会
が
必
要
家
庭
の
リ
ス
ト
を
提
出
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

(四
)
仁
慈
堂

こ
こ
ま
で
で
紹
介
し
た
の
は
、
今
日
の
マ
カ
オ
を
代
表
す
る
華
人
慈
善
団
体

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
鏡
湖
医
院
と
同
善
堂
は
長
い
歴
史
を
持

っ
て
い
た
。
し

か
し
、

マ
カ
オ
の
慈
善
団
体

の
な
か

で
、
紹
介
す

べ
き

「
土
生
葡
人
」

(ζ
曽o
碧
Φ
ωΦ
と
言
わ
れ
る
、
マ
カ
オ
に
根
づ
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
の
人
々
で
、

華
人
と
混
血
し
て
い
る
人

々
も
含
ん
で
い
る
)
の
慈
善
団
体
が
ひ
と
つ
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
歴
史
は
、
華
人
の
も
の
に
比
べ
て
は
る
か
に
長
い
。

「仁
慈
堂
」
(ω
僧
口
什餌
(U9
◎09

q①

竃
一ωΦ
村一6α
『α
一9
)
の
建
物
は
、
「議
事
亭
前

地
」
と
い
う

マ
カ
オ
の
中
心
地
に
あ
る
。
今
世
紀
の
初
め
に
は
、
同
善
堂
も
こ

の
場
所
に
あ
り
、
前
世
紀
末
に
孫
文
が
マ
カ
オ
で
開
業
し
た
折
り
に
も
、
仁
慈

堂
が
、
こ
の
場
所
の
建
物
を
賃
貸
し
て
い
る
。
そ
の
後

一
九
二
〇
年
に
な

っ
て
、
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政
府
が
郵
便
局
を
建
て
る
た
め
に
周
辺
の
建
物
を
取
り
壊
し
た
が
、
仁
慈
堂
の

白
い
二
階
建
の
建
物
は
歴
史
遺
跡
と
し
て
残
さ
れ
、
今
日
も
百
数
十
年
変
わ
ら

ぬ
姿
を
見
せ
て
い
る
。

そ
の
建
物
の
二
階
に

「聖
物
」
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
る
頭
蓋
骨
は
、

一
五

六
九
年
に
仁
慈
堂
を
創
設
し
た

「
賈
尼
勞
主
教
」
(∪
●
bd
①ド
窪
o
同
9

彗
oマ
o
)

の
も
の
で
あ
る
。
仁
慈
堂
は
、
当
時
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
と
も
に
世
界
中

へ
と

広
が

っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
民
間
慈
善
団
体
の

一
支
部
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
、
中

国
最
初
の
西
洋
医
学

の
病
院
で
あ
る

「
聖
辣
非
医
院
」
(
寓
o
ωb
詳
巴

O
①

ω
.

園
鋒
器
ご

当
時
の
華
人
は

「
医
人
廟
」
と
呼
び
、
後
に

「白
馬
行
医
院
」
と
改

称
し
た
)
を
は
じ
め
と
し
て
多
く

の
社
会
福
利
施
設
が
マ
カ
オ
に
建
設
さ
れ
、

そ
の
運
営
費
用
は
仁
慈
堂
か
ら
支
給
さ
れ
た
た
め
、
当
時
の
マ
カ
オ
の
華
人
は

(28
)

仁
慈
堂
の
こ
と
を

「支
糧
廟
」
と
呼
ん
で
い
た
。

現
在
、
仁
慈
堂
の
施
設
は
、
託
児
所
二
つ
と
老
人
ホ
ー
ム

一
つ
し
か
な
い
。

運
営
費
は
、
政
府
か
ら
の
財
政
的
援
助
が
三
分
の

一
を
占
め
る
。
残
り
は
、
不

動
産
の
賃
貸
料
の
銀
行
利
息
で
、
寄
付
は
少
な
い
。
以
前
に
は
多
く
の
寄
付
が

寄
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
建
物

の
中
の
壁
に
飾
ら
れ
た
、
寄
付
を
し
た
商
人

た
ち

(華
人
も
多
い
)
の
大
き
な
肖
像
画
か
ら
も
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

五
、
華
南
地
域
に
お
け
る
市
民
社
会
の
歩
み

前
節
で
は
、
マ
カ
オ
を
代
表
す
る
慈
善
団
体
を
四
つ
選
ん
で
紹
介
し
た
。
そ

こ
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
勢
力
の
衰
退
と
、
そ
れ
に
併

行
し
た
中
国

・
香
港
を
含
め
た
華
人
社
会
の
結
び

つ
き
の
強
化
と
い
う
近
年
の

動
き
で
あ
る
。
広
州
に
も
民
間
慈
善
団
体
が
で
き
た
今
日
、
香
港

・
マ
カ
オ

・

広
州
の
つ
な
が
り
は
、
解
放
前
の
姿
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
中
国
か
ら
見
た
場
合
、
香
港

の
慈
善
団
体
と

マ
カ
オ
の
慈
善
団
体
は

性
格
が
異
な
る
。
香
港
の
慈
善
団
体
は
、
そ
の
経
費
の
多
く
を
政
府
の
財
政
的

援
助
に
頼

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
マ
カ
オ
の
慈
善
団
体
は
(
政
府
の
援
助
が
少

な
く
、
民
間
の
寄
付
に
頼

っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
鏡
湖
医
院
や
澳
門
日
報
読

者
公
益
基
金
会
の
職
員
が
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
理
由

に
、
中
国
政
府
は
、
香
港
で
は
な
く
、
マ
カ
オ
の
慈
善
団
体
こ
そ
参
考
に
値
す

る
と
見
な
し
て
い
る
。

こ
の
マ
カ
オ
の
ノ
ウ

・
ハ
ウ
の
中
国
大
陸

へ
の
伝
播
の
例
と
し
て
興
味
深
い

も
の
が
、
百
万
行
で
あ
る
。
百
万
行
は
、

一
九
七

一
年
に
香
港
公
益
金
が
初
め

て
採
用
し
た
募
金
活
動
で
あ
る
。
香
港
公
益
金
自
体
は
、
募
金
活
動
を
統

一
し

て
資
金
を
各
団
体
に
分
配
す
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
慈
善
団
体

(目
げ
Φ

⑳
)

d
巳
8
α

芝
o
畷
)
の
方
法
を
モ
デ
ル
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
百

万
行
と
い
う
募
金
活
動
は
香
港
で
つ
く
ら
れ
、
今
日
で
は
市
民
の
誰
も
が
知
る

香
港
公
益
金
を
象
徴
す
る
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
澳
門
日
報
読
者
公
益

基
金
会
が
設
立
さ
れ
た

一
九
八
四
年
に
は
、
香
港
市
民
と
違

っ
て
、
マ
カ
オ
の

市
民
に
は
馴
染
み
が
な
く
、
そ
の
移
植
に
は
苦
労
が
伴

っ
た
。

こ
の
マ
カ
オ
の
百
万
行
の
初
期
の
時
代
に
尽
力
し
た
の
が
、
会
董
の
洗
志
耀

で
あ
る
。
彼
は
、

一
九
四

一
年
生
ま
れ
で
、
祖
父
が
鏡
湖
医
院
と
同
善
堂
の
理

事
、
伯
父
が
同
善
堂
の
理
事
を
そ
れ
ぞ
れ
長
く

つ
と
め
た
名
門
の
出
で
あ
る
。

一
九
八
0
年
代
か
ら
、
彼
は
同
善
堂
の
理
事
と
し
て
慈
善
団
体
の
活
動
に
加
わ

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
サ

ッ
カ
ー
を
中
心
に
積
極
的
に
参
加
し
て

慈善団体から見た華南地域の統合129



い
た

マ
カ
オ
の
体
育
活
動
に
お
け
る
運
営
経
験
が
、
会
場
設
定
な
ど
の
百
万
行

の
準
備
に
生
か
さ
れ
た
。
彼
の
総
指
揮
の
下
、
六
か
月
の
準
備
期
間
を
経
て

一

(30
)

九
八
四
年
十
二
月
二
日
、
第

一
回
目
の
百
万
行
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
改
革

・
開
放
政
策

の
恩
恵
を
受
け
て
経
済
成
長
を
遂
げ
た
広
東
省

の
都
市
部
に
百
万
行
は
伝
わ

っ
て

い
っ
た
。
最
初
の
も
の
は
、

一
九
八
八
年
の

中
山
市
の

「万
人
行
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

一
九
八
七
年
の
年
末
に
、
若
き
湯

炳
権
市
長
が
程
錫
銘
文
化
局
副
局
長
に
向
か

っ
て
、

一
般
の
人

々
の
文
化
生
活

に
ふ
さ
わ
し
い
賑
や
か
な
新
し
い
正
月
行
事
を
提
案
し
た
こ
と
に
起
源
を
も

つ
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
「
中
山
人
」
に
と

っ
て
万
人
行
が
行
わ
れ
る
旧
暦
の

正
月
七
日
は
、

一
年
中
で

一
番
賑
や
か
な
日
で
あ
り
、
中
山
市
が
裕
福
な
た
め

に
万
人
行
の
実
施
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
連
想
か
ら
、
誇
ら
し
げ
な
行
事
と
も

な

っ
て
い
る
。
音
楽
や
芸
能
な
ど
の
市
民
の
技
能

・
芸
術
も
行
進
の
中
に
生
か

さ
れ
る
こ
の
行
事
は
、
程
副
局
長

の
こ
と
ば
を
借
り
る
と

「新
民
俗
文
化
活
動
」

で
あ
り
、
中
山
市
民
の
他
に
も
、
商
用
で
訪
れ
た
香
港
人
や
日
本
人
も
行
進
に

参
加
す
る
。
ま
た
第

六
回

(
一
九
九
三
年
)
を
例
に
出
す
と
、
集
め
ら
れ
た
九

五
〇
万
人
民
元
の
募
金
が
、
養
護

学
校
の
設
立
や
赤
十
字
病
院
に
お
け
る
貧
者

の
無
料
診
察
な
ど
に
使
わ
れ
て
お
り
、
社
会
福
祉
の
向
上
や
富
の
再
分
配
を
促

す
市
民
の
社
会
活
動
と
し
て
実
際

上
の
機
能
を
持

っ
て
い
る
。
さ
ら
に

一
九
九

二
年
、
前
述
の
広
州
市
の
他
、
中

山
市
近
郊
の
港

口
鎮
に
お
い
て
も
教
育
基
金

盆
)

百
万
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
百
万
行
は
、
香
港
が
生
ん
だ
市
民
社
会
の
文
化
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
香
港
か
ら
の
近
年
の
移
民
は
、
か
つ
て
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ソ
に
代
表
さ
れ

る
中
国
文
化
と
は
異
な
る
、
独
自

の
生
活
文
化
を
新
世
界
の
諸
都
市
に
も
た
ら

し

て

い
る
が

、

そ

の
事

例

の

ひ
と

つ
と

指

摘

で
き

る

。

例

え

ば

、

カ

ナ
ダ

の

バ

ン
ク

ー

バ

ー

に
お

い

て

は

、

「
中
僑

互

助

会

」

が

、

マ
カ

オ

に

遅

れ

る

こ
と

一

(32
)

年
あ
ま
り
の

一
九
八
六
年
か
ら
毎
年
百
万
行
を
盛
大
に
行

っ
て
い
る
。
こ
の
香

港
文
化
の
輸
出
に
関
係
し
て
、
中
国
へ
の
返
還
を
控
え
た
こ
の
十
年
の
間
、
香

港
か
ら
の
移
民
、
特
に
専
門
職
を
持

っ
た
中
産
階
級
の
移
民
に
よ
る

「
頭
脳
流

出
」
と
そ
れ
に
伴

っ
て
生
じ
る
香
港
の
社
会
的
危
機
が
、
各
種
の
報
道
や
人
々

の
日
常
会
話
に
お
い
て
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
い
っ
ぽ
う
、

七
十
年
代
以
降
に
独
自
の
香
港
文
化
を
形
づ
く

っ
て
き
た
香
港
生
ま
れ
の
中
年

世
代
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
移
民
し
て
い
く
の
と
入
れ
替
わ
り
に
、
商
業
を
目
的

と
し
て
中
国
か
ら
多
く
の
共
産
党
幹
部
が
香
港

へ
入

っ
て
く
る
と
い
う
動
き
が

あ
り
、
香
港
出
身
で
世
界
的
に
活
躍
す
る
人
類
学
者
は
、

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の

文
化
と
専
門
主
義
を
洗
練
さ
せ
て
き
た
香
港
文
化
に
対
す
る
新
来
者
の
認
識
不

密
∀

足
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
百
万
行
の
事
例
に
も
と
つ
く
な
ら
ば
、

香
港
か
ら
新
世
界

へ
と
人
材
が
流
出
し
て
い
く
い
っ
ぽ
う
で
、
香
港
の
良
質
な

文
化
が
内
地
へ
と
伝
わ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
想
像
で
き
る
。
そ

し
て
、
そ
の
場
合
に
マ
カ
オ
が
果
た
す
媒
体
と
し
て
の
役
割
も
軽
視
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
広
州

・
中
山
の
百
万
行
は
、
澳
門
日
報
読
者
公
益
基
金
会
の
職
員

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
全
て
を

マ
カ
オ
か
ら
学
ん
で
い
る
。

中
国
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
世
界
各
地
の
華
人
社
会
は
、
今

日
活
気
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
動
き
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
、
歴
史
を
踏
ま
え

な
が
ら
も
、
新
た
な
視
点
を
持

っ
て
問
題
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
で
、

「
香
港
文
化
」
や

「香
港
人
」
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
重
要
な
手
掛
か
り
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
募
金
の
文
化
が
与
え
た
影
響
が
、
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戦
後
の
日
本
と
香
港
に
お
い
て
異
な
る
募
金
の
文
化
を
生
み
出
し
た
こ
と
か
ら

も
窺
え
る
と
お
り
、
世
界
規
模
の
、
あ
る
い
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   Unification of South China Region Viewed from the Charitable 

   Organization: Specially focused on Recent Examples of Macau 

                       Satohiro SERIZAWA 

   Compared with the case of Hong Kong, there are few Japanese people argue the problems of 

Macau before and after its restration to China. The recent development of Chinese society in Macau, 

however, is strongly related to other cities in South China region: especially Canton and Hong Kong. 

Therefore it is needed to treat the Macau case for analyzing the future of the unification of this 

region. 

   There has been many networks between charitable organizations in this region through modern 

Chinese history. Now the new establishment of non-governmental organizations in China brings the 

revival of these networks and the new culture of civil society. For the government of People's Repub-

lic of China, the management of the charitable organization in Macau is more suitable for importing 

into the Mainland China than that in Hong Kong, because the government does not provide charitable 

orgainzations with much fund in Macau. For example, one event of fundraising for charity started in 

Zhong Shan City in 1988 by following the way of a charitable organization in Macau. But the organiza-

tion also learned a famous fundraising campaign in Hong Kong and started the event in 1984. Thus 

we can conceive that Macau is a key mediator for importing the culture of civil society in Hong 

Kong into the cities of Guangdong province. 

Keywords 

   South China region, charitable organization, Macau, culture of Hong Kong, civil society
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