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一
九
九
二
年
に
逝
去
さ
れ
た
今
堀
誠
二
博
士
は
'
実
地
調
査
に
も
と
づ
く
中

国
の
村
落
・
都
市
に
関
す
る
研
究
や
'
近
代
史
・
現
代
史
へ
の
鋭
い
考
察
な
ど

に
よ
っ
て
、
優
れ
た
業
績
の
数
々
を
世
に
遺
さ
れ
た
。
さ
ら
に
中
国
前
近
代
史

に
つ
い
て
も
'
本
書
に
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
常
平
倉
を
は
じ
め
と

す
る
社
会
福
祉
史
に
関
し
て
'
宋
代
史
を
中
心
に
'
先
駆
的
な
論
考
を
発
表
さ

れ
て
い
た
。
本
書
は
'
そ
う
し
た
前
近
代
史
を
軸
と
し
て
'
古
代
か
ら
現
代
に

至
る
ま
で
の
中
国
史
関
連
の
論
考
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

中
国
前
近
代
史
に
対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
著
者
自
身
は
'
次
の
よ
う

な
前
提
に
も
と
づ
い
て
分
析
を
進
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
'
「
ま
え
が
き
」
　
に

よ
れ
は
'
「
私
の
中
国
研
究
は
'
二
十
四
史
に
代
表
さ
れ
る
漢
籍
に
思
想
的
担

拠
を
求
め
ず
'
こ
れ
ら
を
信
教
史
観
に
基
づ
く
政
治
論
文
で
あ
る
と
規
定
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
」
(
1
頁
)
と
あ
り
'
「
こ
の
種
の
史
料
に
は
'
民

衆
の
生
活
の
現
実
と
か
民
衆
の
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
は
'
全
く
と
い
っ
て
よ
い

ほ
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
」
(
‥
u
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
・
f
l
し
た
著
者
の
考
え
方
は
、
日
中
戦
争
下
の
中
国
に
渡
り
'
著
者
自
身
、

民
衆
と
じ
か
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
'
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
「
旧
来
'
民
衆
は
前
近
代
的
な
社
会
経
済
の
下
で
悲
惨
な
貧
窮
生
活
を
蛍

い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
上
に
戦
禍
が
加
わ
っ
て
、
深
刻
な
苦
難
に

岡
　
　
　
　
　
元
　
　
司

追
い
込
ま
れ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
'
北
京
の
街
に
溢
れ
る
餓
醇
の
姿
を
見
、

中
国
の
民
衆
が
数
千
年
に
わ
た
っ
て
搾
取
さ
れ
虐
げ
ら
れ
続
け
て
'
今
も
な
お

悲
惨
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
心
を
傷
め
へ
　
そ
れ
ら
の
人
々
が
解
放
さ

れ
る
為
の
一
助
に
な
れ
は
と
、
中
国
史
に
お
け
る
福
祉
の
仕
組
み
や
相
互
扶
助

の
あ
り
方
を
研
究
、
そ
の
矛
盾
点
を
探
る
こ
と
に
没
頭
し
て
い
た
=
H
年
学
者

が
い
た
こ
と
を
'
心
に
と
め
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
」
(
五
〇
九
頁
)
　
と
記

す
「
あ
と
が
き
」
(
今
堀
宏
三
・
和
友
・
百
合
子
の
三
氏
に
よ
る
)
　
か
ら
は
'

自
身
の
体
験
を
原
点
と
し
た
'
著
者
の
中
国
史
研
究
に
対
す
る
緊
要
感
が
伝
わ

っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
著
者
の
姿
勢
は
'
資
料
収
集
の
面
に
お
い
て
も
著
者
の
致
自
性

を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
既
刊
の
r
中
国
封
建
社
会
の
機
構
J
l
 
r
中
国
封

建
社
会
の
構
造
L
 
r
中
国
封
建
社
会
の
構
成
L
の
三
試
作
は
'
庶
民
の
手
伝
、

契
約
召
'
村
の
規
約
'
ギ
ル
ド
の
会
計
鞍
告
な
ど
'
第
一
次
資
料
の
発
見
と
収

集
に
全
力
を
尽
く
し
た
著
者
な
ら
で
は
の
成
果
と
し
て
'
缶
値
あ
る
業
績
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
t
　
か
よ
う
な
資
料
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
毒
害
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
宋
代
の
よ
う
に
、
庶
民
に
つ
い
て
の
直
接
の
史
a
:
が
容
易
に
見
出
し

得
な
い
時
代
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
'
論
文
発
表
当
時
も
　
利
用
が
ま
だ
ま

だ
限
ら
れ
た
屯
田
で
あ
っ
た
r
安
全
要
輯
積
j
の
原
本
を
北
京
回
お
店
に
て
問



覧
し
、
更
に
r
永
菜
大
典
」
に
引
用
さ
れ
た
地
方
志
の
記
事
を
多
数
用
い
る
こ

と
で
'
先
代
社
会
の
実
態
把
握
を
飛
躍
的
に
深
化
さ
せ
て
い
る
。

寒
害
の
構
成
は
'
人
間
解
放
史
の
視
点
か
ら
中
国
史
の
変
化
を
整
理
し
た
「
序

昌
」
に
続
き
'
第
二
T
3
「
古
代
の
位
相
」
'
第
二
部
「
中
世
の
位
相
」
'
箪
二
部

「
現
代
の
位
相
」
に
分
け
て
議
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
へ
煩
に
し
た

が
っ
て
、
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
第
1
部
の
第
一
章
「
古
代
の
常
平
倉
」
は
'
漢
代
に
軍
事
力
を
支
え
る

た
め
の
堤
抹
基
地
で
あ
っ
た
常
平
倉
が
、
晋
代
お
よ
び
南
北
朝
を
へ
て
、
唐
代

前
期
に
穀
価
統
制
を
目
的
と
し
て
華
北
・
華
中
に
広
く
設
置
さ
れ
'
後
期
に
は

さ
ら
に
常
平
真
倉
と
し
て
頗
擢
・
板
絵
・
販
箕
な
ど
意
民
的
な
役
割
を
増
す
に

至
る
ま
で
の
変
遷
を
跡
づ
け
る
。
た
だ
し
'
常
平
義
倉
を
支
え
る
た
め
に
農
民

は
か
え
っ
て
多
大
の
負
担
を
負
わ
さ
れ
'
倉
は
'
官
吏
の
ほ
か
に
'
地
方
の
士

族
や
遊
侠
土
匪
の
徒
に
よ
っ
て
食
い
物
に
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

そ
の
士
族
に
つ
い
て
、
静
態
的
分
析
を
お
こ
な
っ
た
の
が
第
二
茸
「
唐
代
士

族
の
性
格
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
士
族
に
つ
い
て
の
予
備
概
念
を
整
理
し
た

後
で
'
士
族
が
い
か
に
し
て
維
持
さ
れ
た
か
を
論
じ
'
主
観
的
差
異
、
職
業
・

血
統
・
地
位
・
文
化
・
家
族
制
度
な
ど
の
差
異
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

世
族
門
閥
か
ら
官
僚
へ
'
つ
ま
り
]
ハ
朝
士
族
か
ら
宋
代
士
大
夫
へ
の
過
渡
期
の

存
在
と
し
て
'
唐
代
士
族
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
章
「
唐
代
封
爵

制
」
で
は
'
封
爵
の
等
級
・
授
与
・
相
続
や
食
封
制
に
関
す
る
過
去
の
研
究
の

問
題
点
を
考
証
し
直
し
て
い
る
。

以
上
の
第
一
部
計
三
軍
は
'
一
九
三
九
～
一
九
四
三
年
の
問
に
原
載
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
'
続
く
第
二
部
の
計
玉
章
は
'
先
に
も
触
れ
た
北
京
図
書
館
で

の
著
者
の
調
査
を
経
た
う
え
で
'
一
九
四
二
年
以
降
に
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た

論
考
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
章
「
宋
代
常
平
倉
」
は
、
こ
の
章
の
み
で
一
〇
〇
頁
を
こ
え
る
長

類
で
あ
り
、
r
永
楽
大
典
]
)
所
引
の
諸
地
方
志
の
記
事
が
、
十
分
に
利
用
さ
れ

た
論
考
で
あ
る
。
本
章
で
は
'
常
平
倉
の
編
制
(
行
政
的
組
織
・
経
済
的
組
織

・
倉
儲
的
組
織
)
'
常
平
倉
の
運
用
(
版
権
・
賑
紹
・
賑
貸
・
賑
給
・
賑
工
・

支
借
)
な
ど
'
制
度
・
運
用
に
つ
い
て
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
'

宋
代
常
平
倉
の
変
遷
が
三
期
に
区
分
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
'
北

宋
初
か
ら
英
宗
時
代
ま
で
が
草
創
期
と
さ
れ
、
次
い
で
神
宗
時
代
の
新
法
施
行

以
後
が
'
全
国
の
州
県
に
普
遍
的
に
常
平
倉
の
設
立
さ
れ
た
発
展
期
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
南
朱
は
解
体
期
と
さ
れ
'
中
央
の
統
制
を
離
れ
て
独
立
化
の
傾

向
が
見
ら
れ
た
が
'
全
国
的
組
織
網
を
持
っ
て
始
め
て
威
力
を
発
揮
で
き
る
常

平
倉
は
'
地
方
単
位
と
な
る
時
は
そ
の
活
動
力
が
著
し
-
減
殺
さ
れ
た
t
と
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
'
常
平
倉
と
社
会
と
の
関
係
が
'
官
僚
・
背
吏
・
豪
族

・
商
人
・
貧
民
の
五
つ
に
分
け
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
通
説
と
は
逆
に
'

常
平
倉
は
豪
族
の
為
の
制
度
で
も
あ
り
、
彼
等
の
利
益
と
な
る
と
こ
ろ
が
少
な

く
な
か
っ
た
」
(
二
四
四
頁
)
と
述
べ
'
豪
族
が
常
平
倉
を
食
い
物
に
し
て
い

た
点
を
虫
調
し
、
逆
に
貧
下
戸
に
は
実
恵
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

次
の
第
二
章
「
宋
代
平
擢
倉
」
も
'
『
永
楽
大
典
』
所
引
の
地
方
志
の
記
事

を
有
効
に
利
用
し
て
へ
そ
の
分
布
・
設
立
時
期
が
追
跡
さ
れ
t
と
-
に
南
宋
末

期
六
十
年
間
に
集
中
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
平
擢
倉
(
地
域
に
よ
っ
て
は

平
擢
倉
と
呼
ぶ
)
　
の
制
度
・
運
用
に
つ
い
て
は
'
都
市
の
米
価
調
節
を
目
的
と

し
て
軍
・
州
・
県
等
の
地
方
政
庁
が
自
己
の
計
算
と
責
任
に
お
い
て
設
立
経
営

し
た
賑
躍
倉
で
あ
っ
て
'
そ
う
し
た
意
味
で
'
資
本
主
義
的
な
方
法
に
よ
っ
て

運
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
'
本
章
に
お
い
て
も
著
者
は
へ
そ
の

使
命
で
あ
る
社
会
政
策
と
し
て
'
果
た
し
て
ど
れ
-
ら
い
済
民
に
役
立
っ
た
か

と
の
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
'
都
市
の
小
民
が
大
な
り
小
な
り
実
意
に

浴
し
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
'
国
民
の
大
多
数
を
占
め
た
農
民
や
'
都
市
の
極

89
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貧
者
・
中
産
者
等
が
そ
の
恩
恵
の
範
囲
外
に
置
か
れ
た
点
へ
あ
る
い
は
扱
っ
た

の
が
米
の
、
み
で
あ
っ
た
点
'
社
倉
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
大
衆
的
組
織
を
欠
い
て

い
る
点
な
ど
の
限
界
を
挙
げ
て
い
る
。

・
統
-
第
三
章
は
'
「
宋
代
の
社
倉
」
で
あ
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
社
倉
の
変

遷
に
つ
い
て
追
跡
し
'
晴
唐
時
代
に
は
義
倉
と
未
分
化
で
あ
っ
た
の
が
'
中
間

的
段
階
の
北
宋
を
経
て
'
南
朱
に
な
っ
て
杜
倉
の
概
念
が
確
立
し
た
こ
と
を
'

朱
薫
の
社
倉
法
が
魂
扶
之
の
社
倉
の
模
倣
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
'
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
次
に
へ
文
集
や
『
永
楽
大
典
』
所
引
の
地
方
志
に
拠
り
な
が

ら
へ
南
宋
に
お
け
る
社
倉
の
地
域
的
分
布
を
細
か
-
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
に

ょ
九
は
'
揚
子
江
・
珠
江
等
の
育
む
広
大
な
デ
ル
タ
や
盆
地
に
存
在
す
る
倉
は

非
常
に
少
な
く
'
社
倉
の
ほ
と
ん
ど
は
甫
嶺
に
切
り
込
ん
だ
河
川
の
縦
谷
'
殊

に
開
江
・
綾
江
・
湘
江
等
の
水
域
に
沿
っ
て
発
達
し
て
い
た
。
つ
ま
り
'
広
大

な
平
野
は
河
川
や
運
河
に
よ
る
運
輸
が
発
達
し
'
か
つ
常
平
倉
始
め
い
ろ
い
ろ

な
機
関
に
恵
ま
れ
て
い
て
'
杜
倉
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
が
'
山
間

の
小
盆
地
で
は
そ
の
点
に
は
全
-
恵
ま
れ
な
い
の
で
備
荒
貯
蓄
が
絶
対
に
要
求

さ
れ
た
か
ら
だ
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
こ
れ
ら
各
地
の
社
倉
に
つ
い
て
述
べ

る
中
で
'
保
甲
法
・
保
伍
法
な
ど
の
官
設
的
自
治
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
朱

某
社
倉
に
対
し
'
他
の
社
倉
に
は
朱
薫
と
様
々
な
点
で
異
な
っ
た
方
法
を
用
い

た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
'
朱
薫
に
比
較
し
て
は
る
か
に
自
治
的
に
お
こ
な
わ
れ

る
社
倉
が
大
部
分
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
'
地
方
志
の
記
述
を

丹
念
に
読
み
込
ん
だ
著
者
な
ら
で
は
の
興
味
深
い
指
摘
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
検
討
を
踏
ま
え
つ
つ
へ
著
者
は
杜
倉
の
制
度
的
性
格
・
社
会
的
性

格
を
整
理
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
'
(
一
)
地
方
自
治
体
(
社
)
　
の
倉
で
あ
っ

た
'
(
二
)
都
市
に
は
行
わ
れ
ず
に
郷
村
で
行
わ
れ
た
㍉
(
≡
)
常
時
の
賑
貸
を

第
一
目
的
と
し
て
い
た
(
こ
の
点
で
青
苗
法
と
相
通
じ
て
い
た
)
'
(
四
)
創
立

に
当
た
っ
て
は
官
ま
た
は
私
人
の
財
を
一
時
借
用
す
る
が
'
そ
れ
は
返
済
し
'

自
己
の
資
本
を
自
ら
運
転
す
る
事
に
よ
っ
て
維
持
発
展
を
企
図
す
る
と
い
う
意

味
で
'
資
本
主
義
的
経
営
を
行
っ
た
t
と
い
う
四
点
が
制
度
的
性
格
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
'
社
会
的
性
格
と
し
て
は
'
自
作
農
の
保
護
と
い
う
点

で
は
幾
分
か
の
使
命
を
果
た
し
た
も
の
の
'
小
作
農
や
窮
民
が
見
捨
て
ら
れ
る

ぅ
ら
み
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
豪
右
に
は
'
進
歩
的
思
想
に
よ
っ
て
行
動
し
た
も

の
も
多
か
っ
た
が
'
豪
右
の
多
く
は
利
己
主
義
者
で
あ
り
、
或
者
は
社
倉
を
白

眼
視
L
t
或
者
は
逆
に
社
倉
を
己
の
機
関
と
化
し
て
搾
取
を
合
法
化
し
、
ま
た

自
分
の
地
位
を
利
用
し
て
そ
の
穀
物
を
私
物
に
し
て
し
ま
う
者
も
あ
っ
た
。
官

僚
に
も
'
国
利
民
福
の
た
め
に
奮
闘
す
る
者
は
少
な
く
t
か
つ
背
更
も
腐
敗
の

原
因
と
な
っ
て
い
た
t
な
ど
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
四
章
「
宋
代
冬
季
失
業
者
救
護
事
業
」
は
'
賑
擢
・
賑
給
・
収
蓑
に
よ
る

宋
代
の
冬
賑
事
業
の
様
相
に
つ
い
て
述
べ
'
と
く
に
、
冬
蛎
の
他
に
賑
擢
・
賑

貸
・
捨
子
救
済
・
救
荒
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
広
恵
倉
'
冬
季
窮
民
収
容
事
業
の

性
格
を
色
濃
く
も
っ
て
い
た
養
済
院
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
著
者

は
'
広
恵
倉
に
つ
い
て
'
そ
の
経
営
が
大
な
り
小
な
り
民
間
に
ま
か
さ
れ
た
場

合
に
は
'
成
功
を
収
め
る
可
能
性
を
高
め
た
が
、
政
府
や
官
僚
の
介
入
の
程
度

が
ひ
ど
-
な
る
に
つ
れ
て
'
大
衆
に
奉
仕
す
る
と
い
う
趣
旨
を
失
い
'
大
衆
の

支
援
を
失
っ
て
没
落
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
'
養
済
院
に
つ
い
て
は
'

南
宋
で
か
な
り
全
国
的
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
つ
つ
も
、
や
は
り
背

吏
・
従
業
員
ら
が
貧
し
い
者
を
食
い
も
の
に
L
t
官
僚
も
局
面
の
糊
塗
と
責
任

逃
れ
を
身
上
と
し
て
い
た
へ
な
ど
の
問
題
点
に
触
れ
て
い
る
。

な
お
、
第
五
章
「
山
東
運
河
略
記
　
-
　
元
代
か
ら
清
代
　
-
　
」
は
'
山
東
省

の
運
河
の
歴
史
、
構
造
'
運
河
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
部
は
'
1
九
七
六
～
八
七
年
の
問
に
発
表
さ
れ
た
中
国
現
代
史
に
関
す

る
論
文
を
収
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
'
被
爆
地
ヒ
ロ
シ
マ
に
て
研
究
生
活
を
送

り
、
平
和
運
動
に
も
足
跡
を
残
さ
れ
た
著
者
の
思
い
が
'
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
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い
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
う
ち
、
第
1
章
「
革
命
家
の
栄
光
と
そ
の
軌
跡
」
は
'
周
恩
来
の
死
の

直
後
の
l
九
七
l
ハ
年
三
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
平
和
外
交
を
推
進
し
た
周
恩

来
の
'
若
き
日
以
来
の
活
動
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。

一
方
'
第
二
軍
「
中
国
の
原
爆
観
の
推
移
(
一
九
四
五
-
五
五
)
」
　
の
中
で

は
'
毛
沢
東
あ
る
い
は
中
国
政
府
の
原
爆
に
対
す
る
捉
え
方
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
ソ
連
の
政
治
的
立
場
の
考
慮
か
ら
'
原
爆
の
理
解
へ
被
爆
者
へ
の
思
い
が

不
十
分
で
あ
っ
た
り
'
中
国
に
よ
る
日
本
の
原
水
爆
運
動
に
対
す
る
評
価
が
、

ア
メ
リ
カ
の
核
を
「
バ
リ
コ
の
虎
」
に
す
る
た
め
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど

が
指
摘
さ
れ
'
自
ら
の
核
武
装
を
推
進
し
っ
つ
'
西
欧
陣
営
の
原
爆
政
策
に
反

対
す
る
と
い
う
当
時
の
中
国
の
「
二
刀
流
」
の
論
理
の
背
景
が
、
浮
き
彫
り
に

さ
れ
て
い
る
。

続
く
第
三
章
「
新
民
主
主
義
政
権
の
思
想
的
・
社
会
的
基
盤
(
一
九
四
九
～

五
三
)
　
-
　
愛
国
主
義
と
愛
国
公
約
か
ら
み
た
権
力
と
民
衆
の
行
動
　
-
　
」
は
、

民
間
団
体
と
し
て
始
ま
り
発
展
し
た
愛
国
公
約
が
'
権
力
の
下
部
機
構
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
'
民
衆
に
よ
る
運
動
が
急
速
に
停
滞
し
て
い
く
過
程

を
描
い
て
い
る
。

第
四
章
「
中
国
の
成
文
法
と
r
生
き
た
法
』
　
-
　
板
虫
い
共
同
体
の
伝
統

定
着
に
は
イ
'
バ
ラ
の
道
　
-
　
」
は
、
中
国
の
官
憲
が
制
定
し
た
法
律
や
命
令
が

「
官
様
文
書
」
と
し
て
実
効
性
が
な
く
'
民
衆
自
身
で
作
っ
て
い
る
い
ろ
い
ろ

な
「
生
き
た
法
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
'
そ
う
し
た
法
思
想
の
中

国
に
お
け
る
永
い
定
着
と
法
制
の
近
代
化
の
は
ぎ
ま
で
生
じ
る
問
題
点
を
論
じ

て
い
る
。

巻
末
の
文
滴
「
今
日
の
中
国
」
は
'
著
者
が
一
九
八
七
年
に
広
島
平
和
文
化

セ
ン
タ
ー
で
お
こ
な
っ
た
講
演
記
録
で
'
中
国
革
命
の
つ
ま
ず
き
の
原
因
や
日

中
友
好
の
あ
り
方
な
ど
が
'
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
が
本
書
の
概
略
で
あ
る
が
'
収
録
さ
れ
た
主
な
論
文
の
原
載
の
時
期
か

ら
半
世
紀
が
過
ぎ
'
文
中
の
用
語
な
ど
に
若
干
の
隔
た
り
を
感
じ
る
部
分
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
患
た
史
料
閲
覧
を
め
ぐ
る
状
況
も
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら

大
き
-
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
点
に
こ
だ
わ
る
の
で

は
な
く
'
む
し
ろ
半
世
紀
を
経
て
も
な
お
わ
れ
わ
れ
が
本
書
か
ら
学
ぶ
べ
き
点

が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
関
心
を
も
っ
て
へ
著
者
の
宋
代
史
に
つ
い

て
の
考
察
を
中
心
に
'
そ
の
特
色
な
い
し
研
究
史
的
意
義
を
'
以
下
で
考
え
て

み
た
い
。

ま
ず
第
一
に
指
摘
す
べ
き
点
と
し
て
'
初
め
に
も
触
れ
た
よ
う
に
'
著
者
が

中
国
の
民
衆
の
視
点
を
常
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
へ
こ
の
こ
と
は
'

社
会
福
祉
事
業
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
'
著
者
が
し
ば
し
t
t
j
f
社
会
の
各
階
層
に

分
け
て
考
察
し
、
と
り
わ
け
当
時
の
民
衆
に
と
っ
て
実
際
に
も
っ
て
い
た
意
味

を
欠
か
さ
ず
論
じ
て
い
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
第
二
部

第
二
章
の
原
載
時
の
「
宋
代
平
沼
(
搾
)
倉
批
判
」
、
第
二
部
第
三
章
の
原
載

時
の
「
宋
代
社
倉
制
批
判
」
と
い
う
題
は
'
今
と
な
っ
て
は
'
や
や
直
裁
的
に

過
ぎ
る
き
ら
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
　
(
本
書
で
は
'
と
も
に
「
批
判
」
　
の
語

は
削
ら
れ
て
い
る
)
が
、
中
国
滞
在
(
こ
の
二
つ
の
章
は
'
と
も
に
一
九
四
二

年
の
発
表
)
　
に
お
け
る
日
々
の
観
察
か
ら
出
た
著
者
の
実
感
に
も
と
づ
い
た
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
第
二
点
と
し
て
'
最
近
の
宋
代
史
研
究
に
お
い
て
・
i
P
南
宋
史
の
重

要
性
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
り
'
北
宋
か
ら
南
宋
へ
の
変
化
に
つ
い
て
の
議
論
が

聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
著
者
の
宋
代
社
会
福
祉
史
研
究
に
お

い
て
は
、
そ
う
し
た
変
化
に
つ
い
て
'
既
に
度
々
論
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
'

あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
年
の
宋
代
社
会
史
研
究
に
お
い

て
は
t
と
-
に
欧
米
等
の
研
究
者
に
よ
っ
て
へ
北
宋
か
ら
南
朱
へ
と
推
移
す
る
　
9
1

に
し
た
が
っ
て
地
域
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
社
会
的
活
動
の
範
囲
が
'
地
域
に
重
心
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を
お
い
た
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
'
著

者
も
'
第
二
部
第
一
章
の
常
平
倉
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
南
宋
に
な
っ
て
'

中
央
の
統
制
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
'
州
県
で
自
ら
積
極
的
に
常

平
倉
の
設
立
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
や
'
南
宋
に
お
け
る
地
方
の
独
立
化

傾
向
の
基
礎
と
し
て
'
地
方
豪
族
が
お
の
お
の
地
方
を
支
配
す
る
は
ど
慈
力
と

な
り
固
定
化
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
へ
第
二
部
第
三
草
で
杜

倉
に
つ
い
て
論
じ
る
中
に
お
い
て
も
'
南
宋
に
お
け
る
社
倉
の
発
展
を
'
「
南

宋
時
代
の
広
い
自
治
運
動
や
郷
村
の
開
化
の
波
に
乗
っ
た
」
(
三
〇
四
頁
)
も

の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
近
年
の
宋
代
社
会
史
研
究
は
'
王
朝
に
よ
る
史
料
や

士
大
夫
の
文
集
だ
け
で
な
-
'
地
方
志
の
積
極
的
な
利
用
に
も
大
き
く
依
拠
し

て
い
る
わ
け
だ
が
'
著
者
も
史
料
へ
の
こ
だ
わ
り
を
持
ち
'
早
く
か
ら
地
方
志

の
記
事
に
着
日
し
て
い
た
が
故
の
先
駆
的
な
見
解
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。し

か
し
'
第
三
点
と
し
て
'
同
じ
く
北
朱
か
ら
南
宋
へ
の
変
化
に
注
目
し
'

し
か
も
そ
れ
を
思
潮
の
変
化
と
関
連
づ
け
て
議
論
す
る
方
向
性
は
'
近
年
の
宋

代
社
会
史
研
究
と
著
者
と
の
間
で
や
は
り
共
通
し
て
い
る
も
の
の
'
南
宋
に
お

け
る
思
潮
自
体
の
掘
り
下
げ
方
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
問
で
や
や
異
な
っ
て
い

る
部
分
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
'
た
と
え
は
ハ
イ
ム
ズ
氏
の
論
考

に
お
い
て
も
'
朱
薫
や
陸
九
淵
の
思
想
が
'
甫
宋
期
の
エ
リ
ー
ト
が
地
域
で
の

役
割
に
重
点
を
置
い
た
こ
と
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
'
著
者
は
'
さ

ら
に
南
宋
期
の
官
僚
に
お
け
る
反
新
法
主
義
の
構
溢
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
、

そ
こ
か
ら
「
南
宋
で
は
不
正
の
取
締
り
の
み
に
論
議
が
集
中
さ
れ
て
、
建
設
的

な
主
張
は
少
し
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
」
(
二
五
四
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
南

栗
の
思
潮
に
対
す
る
こ
う
し
た
捉
え
方
は
'
近
年
の
研
究
の
中
で
は
、
北
朱
か

ら
南
宋
へ
の
思
想
の
推
移
を
「
内
向
き
」
　
へ
の
変
化
と
し
て
把
握
し
た
故
劉
子

健
(
J
a
m
e
s
T
.
C
.
L
i
u
)
和
L
む
し
ろ
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

以
上
'
宋
代
社
会
福
祉
史
を
中
心
に
本
書
の
特
色
を
整
理
し
て
み
た
わ
け
だ

が
'
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
の
は
'
著
者
の
観
点
が
、
最
近
の
宋
代
史
研
究
の
興

味
深
い
論
点
I
い
ず
れ
も
今
後
更
に
議
論
・
検
討
す
る
余
地
の
あ
る
論
点
で

は
あ
る
が
I
を
'
い
わ
ば
先
取
り
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
'
と
り
わ
け
地
域
社
会
史
研
究
の
活
性
化
し
っ
づ
あ
る

現
今
の
学
界
状
況
に
照
ら
せ
ば
'
著
者
の
研
究
の
先
駆
的
意
義
を
再
確
認
し
、

よ
り
広
-
内
外
の
研
究
者
に
知
ら
し
め
る
意
味
で
'
本
書
の
出
版
は
'
非
常
に

時
宜
を
得
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
地
域
社
会
を
観
察
す
る
場
合
へ
　
と
も
す
れ
ば
そ
れ
が
地
域
の
士
大
夫

研
究
と
等
置
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
時
と
し
て
見
ら
れ
る
が
t
　
か
り
に

そ
う
し
た
士
大
夫
を
取
り
上
げ
る
に
し
て
も
'
常
に
地
域
社
会
全
体
の
中
で
の

客
観
化
を
は
か
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
宋
代
社
会
史
研
究
を
進
め
て
い
く
う
え
で

の
こ
う
し
た
原
点
を
'
著
者
な
ら
で
は
の
分
析
に
よ
っ
て
実
際
に
示
し
て
い
る

の
が
、
本
書
の
ま
た
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
意
義
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
最
後
に
付
け
加
え
る
な
ら
は
'
「
中
国
人
」
を
身
近
に
感
じ
る
著
者

の
学
問
姿
勢
は
'
「
中
国
」
礼
賛
で
も
な
け
れ
ば
'
現
在
で
も
時
折
見
ら
れ
る

よ
う
な
「
中
国
」
を
断
罪
す
る
が
如
き
歴
史
観
で
も
な
い
。
今
'
改
革
・
開
放

の
進
む
中
国
と
日
本
と
の
密
接
な
関
係
は
'
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
は
ど

の
人
的
交
流
を
生
み
出
し
て
い
る
。
放
行
や
留
学
の
た
め
に
中
国
に
気
軽
に
渡

航
L
t
ま
た
逆
に
中
国
か
ら
の
留
学
生
た
ち
を
身
近
な
友
人
と
し
て
日
々
接
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
一
人
ひ
と
り
の
等
身
大
の
「
中
国
人
」
と
の
交
流
が
で

き
る
時
期
を
迎
え
て
い
る
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
'
著
者
の
こ
う
し
た
姿

勢
は
'
思
っ
た
`
以
上
に
近
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

読
(
-
)
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e
r
n
 
S
u
n
g
,
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C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
1
9
8
6
.
R
o
b
e
r
t
 
P
.

H
y
m
e
s
a
n
d
 
C
o
n
r
a
d
S
c
h
i
r
o
k
a
u
e
r
,
e
d
s
.
,
O
r
d
e
r
i
n
g
t
h
e
 
W
o
r
l
d
:

ゝ
p
b
r
o
a
c
h
c
s
 
t
o
 
S
t
a
l
e
 
a
n
d
 
S
o
c
i
e
t
y
 
i
n
 
S
u
n
g
 
D
y
n
a
s
t
y
 
C
h
i
n
a
.

B
e
r
k
e
l
y
 
a
n
d
 
L
o
s
 
A
n
g
e
l
e
s
:
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
 
P
r
e
s
s
,

1

9

9

3

.

(
<
*
>
)
　
J
a
m
e
s
 
T
.
C
.
L
i
u
,
C
h
i
n
a
 
T
u
r
n
i
n
g
 
I
n
w
a
r
d
:
I
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
1
-

P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
C
h
a
n
g
e
s
 
i
n
 
t
h
e
 
E
a
r
l
y
 
T
w
e
a
l
f
t
h
 
C
e
n
t
u
r
y
.
C
a
m
-

b
r
i
d
g
e
H
 
H
a
r
v
a
r
d
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
1
9
8
8
.

(
l
九
九
五
年
十
月
刊
'
勤
草
害
房
'
癌
十
五
1
　
1
頁
へ
　
九
二
七
〇
円
)

(
付
記
)
　
著
者
か
ら
の
依
頼
を
受
け
'
原
典
に
あ
た
っ
て
の
校
訂
か
ら
校
正

に
至
る
ま
で
'
本
書
の
刊
行
の
た
め
に
多
大
の
ご
尽
力
を
な
さ
れ

た
横
山
英
広
島
大
学
名
誉
教
授
に
'
こ
の
場
を
借
り
て
敬
意
を
表

し
た
い
。

(
和
歌
山
工
業
高
等
専
門
学
校
一
般
教
育
科
)
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