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一
、
は
じ
め
に

日
中
関
係
が
冷
え
込
ん
で
い
た1

9
5
0

年
代
に
お
い
て
、
毛
沢
東
（1

8
9
3

～1
9
7
6

）
と
周
恩
来
（1

8
9
8

～1
9
7
6

）
は
「
民
間
先
行
、
以
民
促
官
」

(

民
間

(1)

が
先
に
交
流
を
進
め
、
民
を
以
っ
て
官
を
促
す)

の
対
日
民
間
外
交
方
針
を
提
唱

し
、
積
極
的
に
推
進
し
た
。
中
国
で
は
、1

9
54
年
に
政
府
の
指
導
の
下
、

民
間
外
交
活
動
を
行
う
人
民
団
体
で
あ
る
「
中
国
人
民
対
外
文
化
協
会
」

が
設
立
さ
れ
た
。
日
本
で
も1

9
65

年
に
「
日
本
中
国
文
化
交
流
協
会
」
が

創
立
さ
れ
、
日
中
両
国
の
文
学
交
流
は
ま
す
ま
す
頻
繁
に
な
り
始
め
た
。

1
9
6
5

年
、
近
代
中
国
の
作
家
で
あ
る
老
舎
（1

8
9
9

～1
9
6
6

）
が
団
長
を
務

め
る
中
国
作
家
代
表
団
が
、日
本
で

か
月
と

日
間
の
訪
問
を
行
っ
た
。

1

4

来
日
中
、
老
舎
は
東
京
、
大
阪
、
奈
良
、
京
都
、
箱
根
、
鎌
倉
、
仙
台
、

日
光
な
ど
の
名
所
を
見
学
し
、
中
島
健
蔵
（1

9
0
3

～1
9
7
9

）
、
亀
井
勝
一
郎
、

阿
部
知
二
（1
9
0
3

～1
9
7
3

）
、
志
賀
直
哉
（1

8
8
3

～1
9
7
1

）
、
谷
崎
潤
一
郎
（18

8

6

～1
96
5

）
、
大
岡
昇
平
（1

9
0
9

～1
9
8
8

）
、
丹
羽
文
雄
（1

9
0
4

～2
0
0
5

）
、
水
上
勉

（1
9
1
9

～2
0
0
4

）
、
井
上
靖
（1

9
0
7

～1
9
9
1

）
な
ど

人
近
い
日
本
の
著
名
な

30

作
家
、
評
論
家
の
私
邸
を
訪
ね
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
作
家
会
議
日
本
協

井
上
靖
『
壺
』
に
投
影
さ
れ
た
老

舍
の
精
神
的
探
求
と
政
治
的
苦
境

羅

伝

勲

RA
D

en
kun

議
会
、
京
都
大
学
中
国
文
学
会
の
活
動
に
参
加
し
、
日
本
の
脚
本
作
家
、

京
都
の
文
学
愛
好
家
な
ど
と
交
流
し
た
。

日
本
側
で
は
「
歓
迎
会
や
懇
親
会
な
ど
が
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で

頻
繫
に
行
わ
れ
、
井
上
靖
も
出
席
す
る
こ
と
」

が
多
く
、
老
舍
と
最
も

(2)

頻
繁
に
接
触
し
た
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
訪
日
翌
年
の1

9
66

年
に
、
老

舎
は
文
化
大
革
命
の
中
で
迫
害
を
受
け
て
自
殺
し
た
後
、
国
際
的
に
最
初

に
立
ち
上
が
り
老
舎
の
た
め
に
不
平
を
訴
え
た
作
家
は
、
正
に
井
上
靖
な

ど
の
日
本
の
作
家
で
あ
っ
た
。19

7
0

年
、
井
上
靖
は
広
津
和
郎
（18

91

～19
68

）

と
老
舎
の
逝
去
を
記
念
し
て
追
悼
の
回
想
文
『
壺
』
を
書
き
、
一
つ
の
文

章
で
こ
れ
ら
の
日
中
両
国
の
作
家
を
同
時
に
追
悼
し
た
。
文
章
の
タ
イ
ト

ル
は
、
老
舎
が
帰
国
す
る
一
週
間
ほ
ど
前
に
老
舎
歓
迎
会
の
午
餐
会
で
語

っ
た
壺
に
関
す
る
物
語
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。

老
舎
が
語
っ
た
物
語
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
昔
、
あ
る
金

持
ち
が
多
く
の
骨
董
を
収
集
し
て
い
た
が
、
仕
事
に
失
敗
し
、
と
う
と
う

物
乞
い
に
零
落
し
て
し
ま
っ
た
。
物
乞
い
は
す
べ
て
の
骨
董
を
手
放
し
た

が
、
た
だ
一
個
の
壺
だ
け
は
ど
う
し
て
も
手
放
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
壺
が

別
の
金
持
ち
の
手
に
落
ち
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
病
死
す
る
前
に
、
最

後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
壺
を
微
塵
に
砕
い
て
い
た
。
当
時
、
そ
の
話
を
宴

席
の
余
興
と
し
て
聞
い
て
い
た
日
本
の
作
家
た
ち
は
、
老
舎
当
時
の
政
治

的
な
苦
境
と
こ
の
物
語
の
内
在
的
な
つ
な
が
り
に
気
づ
か
な
か
っ
た
が
、

文
化
大
革
命
の
中
で
老
舎
が
自
殺
し
た
後
、
日
本
の
作
家
た
ち
は
こ
の
物

語
を
改
め
て
再
考
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

藤
澤
全
（2

0
0
5

）
は
、
老
舎
の
死
後
の
中
国
政
治
局
勢
を
詳
し
く
論
証

し
、
「
壺
」
が
換
喩
に
よ
っ
て
老
舎
の
身
命
を
具
象
化
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
視
点
を
提
示
し
た

。
藤
澤
の
研
究
は
「
壺
」
の
象
徴
性
に
つ
い

(3)
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て
深
く
考
察
す
る
視
点
を
提
供
し
て
お
り
、
老
舎
が
直
面
し
た
政
治
的
な

苦
境
を
理
解
す
る
上
で
参
考
に
な
る
。
ま
た
、「
壺
」
の
物
語
の
出
典
に

つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
表
明
し

、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、

(4)

物
語
の
出
典
の
考
察
を
試
み
た
。
渡
辺
武
秀
（2

0
0
5

）
は
、
老
舎
が
語
っ

た
「
壷
」
の
物
語
を
、「
不
伝
の
世
界
」
と
関
連
付
け
て
解
釈
し
、
そ
の

上
で
『
断
魂
槍
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
参
考
に
し
た
。「
壺
を
砕
く
」

行
為
は
ま
さ
に
「
不
伝
」
を
象
徴
し
、
そ
の
中
に
深
い
悲
し
み
や
絶
望
的

な
悲
惨
さ
が
潜
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
る

。
渡
辺
の
研
究
は
、
老
舎
の

(5)

「
壷
」
の
物
語
に
潜
む
深
層
的
な
悲
し
み
や
悲
惨
さ
を
探
求
す
る
た
め
の

契
機
を
提
供
し
て
お
り
、
老
舎
の
訪
日
中
に
直
面
し
た
政
治
的
な
苦
難
と

の
関
連
性
を
掘
り
下
げ
る
際
の
重
要
な
視
点
と
な
っ
て
い
る
。

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
当
時
老
舎
が
「
壺
」
の
物
語
を
語
っ
て
い
た
際

の
政
治
的
な
苦
境
や
中
国
伝
統
文
化
に
お
け
る
壺
の
意
象
な
ど
は
ま
だ
十

分
に
考
察
さ
れ
て
お
ら
ず
、
物
語
の
出
典
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
老
舎
が
語
っ
た
「
壺
」
の
物
語
の
出
典
を
分
析

し
、
中
国
の
伝
統
文
化
に
お
け
る
壺
の
象
徴
的
な
意
義
を
考
察
す
る
。
ま

た
、
老
舎
の
エ
ッ
セ
イ
に
反
映
さ
れ
た
老
舎
の
理
想
的
な
詩
人
像
と
、
当

時
直
面
し
て
い
た
政
治
的
な
苦
難
を
通
じ
て
、
老
舎
の
精
神
的
な
探
求
と

政
治
的
な
苦
境
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
井
上
靖
『
壺
』
に
お
け
る
老
舎
の
「
壺
」
の
物
語
と
喩
血
輪
『
茶
乞
』

の
比
較
分
析

文
芸
家
協
会
が
主
催
さ
れ
た
歓
迎
会
で
、
老
舎
は
か
つ
て
な
い
疲
労
感

が
現
れ
て
お
り
、「
こ
の
時
が
一
番
老
い
て
」

見
え
た
。
し
か
し
、
団
長

(6)

と
し
て
の
老
舎
は
、「
愛
想
も
よ
く
、
如
才
も
な
い
感
じ
」

で
、
日
本
側

(7)

に
「
不
快
の
感
情
を
持
た
せ
ま
い
と
勤
め
て
い
る
」

よ
う
に
見
え
た
。

(8)

老
舎
が
食
後
の
談
笑
の
際
に
、
日
本
の
作
家
た
ち
に
中
国
の
「
壺
」
に

関
す
る
物
語
を
語
り
始
め
た
。

む
か
し
中
国
に
沢
山
の
骨
董
の
名
器
を
持
っ
て
い
る
金
持
ち
が
あ
っ

た
。
仕
事
に
失
敗
し
、
次
々
に
名
器
を
手
放
し
て
行
っ
た
が
、
そ
の

果
て
に
と
う
と
う
物
乞
い
に
ま
で
零
落
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
物

乞
い
に
な
っ
て
も
一
個
の
壷
だ
け
は
手
放
さ
ず
、
そ
の
壷
を
持
っ
て

放
浪
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
別
の
金
持
ち
が
何
と
か
し
て
そ
の
壷
を

手
に
入
れ
た
く
想
い
、
高
い
値
段
で
買
取
ろ
う
と
し
て
何
回
も
交
渉

し
た
が
、
物
乞
い
は
決
し
て
そ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
何

年
か
経
っ
て
、
物
乞
い
は
老
い
て
歩
行
さ
え
も
難
し
く
な
っ
た
。
金

持
は
そ
う
し
た
物
乞
い
に
家
を
与
え
、
食
を
給
し
、
ひ
そ
か
に
相
手

が
死
ぬ
の
を
待
っ
た
。
や
が
て
物
乞
い
は
老
い
の
果
て
に
病
ん
で
死

ん
だ
。
金
持
は
待
ち
に
待
っ
た
時
が
来
た
と
思
っ
て
悦
ん
だ
が
、
な

ん
と
相
手
は
息
を
引
き
取
る
前
に
、
そ
の
壷
を
庭
に
擲
っ
て
微
塵
に

砕
い
て
い
た
。
(9)

井
上
靖
の
『
壺
』
に
よ
る
と
、
以
上
が
老
舎
の
語
っ
た
「
壺
」
の
物
語

の
全
て
で
あ
る
。
こ
の
話
に
対
し
て
、
当
時
の
井
上
靖
は
「
深
い
意
味
を

持
っ
た
話
で
は
な
く
、
そ
の
場
限
り
の
笑
話
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
い
も

の
で
あ
っ
た
」

と
い
う
感
想
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
前
文
芸
家
協
会
の

(10)
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会
長
で
あ
っ
た
広
津
和
郎
は
す
ぐ
に
異
な
る
見
解
を
示
し
た
。

わ
た
し
の
国
で
は
、
い
い
壺
や
皿
だ
っ
た
ら
、
決
し
て
割
る
よ
う
な

こ
と
は
し
な
い
。
あ
す
は
城
が
落
ち
、
自
分
も
死
な
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
知
っ
た
ら
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
名
品
名
器
を
、
た
と
い
敵

で
あ
っ
て
も
、
相
手
方
に
渡
し
て
い
ま
す
よ
。
実
際
に
そ
う
い
う
武

将
が
あ
り
ま
し
た
。
(11)

広
津
和
郎
が
自
分
の
見
解
を
述
べ
終
え
る
と
、
雰
囲
気
は
一
時
的
に
重

く
な
り
、
老
舎
も
「
一
瞬
戸
惑
っ
た
表
情
」

を
し
た
。

(12)

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
壺
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
果
た
し
て
老
舎
が
実
際

に
語
っ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
井
上
靖
の
創
作
な
の
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
当
時
歓
迎
会
に
出
席
し
た
中
国
の
作
家
劉
白
羽
（1

9
1
6

～20
0
5

）

の
言
葉
か
ら
検
証
で
き
る
。
「
実
は
、
老
舎
と
広
津
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の

道
徳
的
な
模
範
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
老
舎
が
話
し
た
の
は
、
横
梁
に
向

か
っ
て
死
を
も
恐
れ
ず
屈
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
広
津
が
話
し
た
の
は
、

自
分
を
顧
み
ず
国
宝
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」

と
劉
白
羽
が
示
し

(13)

た
見
方
か
ら
、
老
舎
は
確
か
に
歓
迎
会
で
こ
の
物
語
を
語
っ
て
お
り
、
井

上
靖
の
『
壺
』
も
老
舎
の
物
語
の
影
響
を
受
け
て
創
作
し
た
作
品
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

1
9
77

年
、
井
上
靖
が
訪
中
行
程
を
終
え
帰
国
す
る
前
夜
、
自
分
の
本
『
桃

李
記
』
を
中
国
の
作
家
で
あ
る
巴
金
（1

9
0
4

～2
0
0
5

）
に
贈
り
、
そ
の
中
に

は
『
壺
』
も
含
ま
れ
て
い
た
。
巴
金
は
『
壺
』
を
読
み
終
え
た
後
、
井
上

靖
に
こ
の
よ
う
な
物
語
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
物
語
の
終
わ
り
は
違

う
と
言
っ
た

。
巴
金
が
聞
い
た
「
壺
」
の
物
語
で
は
、「
壺
」
は
福
建
人

(14)

が
お
茶
を
入
れ
る
の
に
用
い
る
よ
う
な
小
さ
な
急
須
で
あ
り
、
物
乞
い
が

こ
れ
を
捨
て
壊
し
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
金
持
ち
の
老
翁
と
一
緒
に
こ
の

急
須
を
使
い
、
毎
日
こ
れ
で
お
茶
を
い
れ
、
ず
っ
と
死
ぬ
ま
で
使
っ
た

。
(15)

実
際
に
は
巴
金
と
井
上
靖
の
対
話
が
、
「
壺
」
の
物
語
の
出
典
を
探
る

た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。
巴
金
が
聞
い
た
物
語
は
、

喩
血
輪
（1

8
9
2

～1
9
6
7

）
の
『
綺
情
楼
雑
記
』
中
の
「
茶
乞
」
一
文
に
詳
細

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

昔
、
福
建
に
非
常
に
お
茶
を
好
む
金
持
ち
が
い
た
。
あ
る
日
、
物
乞

い
が
彼
の
家
に
来
て
お
茶
を
求
め
た
。
金
持
ち
は
笑
い
な
が
ら
、「
君

も
お
茶
の
こ
と
が
分
か
り
ま
す
か
」
と
聞
い
た
。
乞
食
は
、「
私
も

以
前
、
金
持
ち
で
し
た
が
、
お
茶
の
た
め
に
破
産
し
ま
し
た
。
今
は

物
乞
い
で
生
計
を
立
て
て
い
ま
す
」
と
答
え
た
。
金
持
ち
は
彼
に
お

茶
を
注
い
で
あ
げ
、
物
乞
い
は
飲
み
終
わ
っ
た
後
、「
お
茶
は
と
て

も
良
い
が
、
急
須
が
新
し
い
か
ら
、
芳
醇
さ
が
足
り
ま
せ
ん
。
私
は

古
い
急
須
を
持
っ
て
い
て
、
貧
乏
で
も
手
放
し
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。

金
持
ち
は
そ
の
急
須
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、
非
常
に
気
に
入
り
、
そ

れ
で
お
茶
を
煮
た
ら
、
や
は
り
味
が
特
別
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、

購
入
し
た
い
と
思
っ
た
。
物
乞
い
は
、
「
こ
の
急
須
は
全
部
は
売
れ

ま
せ
ん
が
、
半
分
だ
け
売
り
ま
す
。
急
須
の
お
金
で
妻
を
安
定
さ
せ

て
か
ら
、
私
は
時
々
あ
な
た
の
家
に
来
て
、
一
緒
に
お
茶
を
飲
ん
で

お
し
ゃ
べ
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
提
案
し
た
。
金
持
ち
が
同

意
す
る
と
、
物
乞
い
は
頻
繁
に
金
持
ち
の
家
を
訪
れ
、
二
人
は
一
緒
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に
お
茶
を
楽
し
み
、
友
達
に
な
っ
た
。
(16)

以
上
が
、
巴
金
が
聞
い
た
物
語
「
茶
乞
」
の
筋
書
き
で
あ
る
。
文
章
の

筋
書
き
は
老
舎
が
語
っ
た
物
語
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
が
、「
壺
」

の
種
類
と
物
語
の
終
わ
り
が
異
な
る
。
種
類
で
は
、
一
つ
は
お
茶
と
は
何

の
関
係
も
な
い
骨
董
の
名
品
で
あ
る
「
壺
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
お
茶

を
飲
む
た
め
の
「
急
須
」
で
あ
る
。
物
語
の
結
末
に
言
及
す
る
と
、
一
つ

は
死
ぬ
前
に
「
壺
」
を
微
塵
に
砕
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
金
持
ち
と
共
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
老
舎
が
語

っ
た
「
壺
」
の
物
語
は
、
「
茶
乞
」
を
基
に
し
た
改
作
で
あ
る
可
能
性
が

非
常
に
高
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

老
舎
が
上
記
と
は
異
な
る
結
末
に
し
た
意
図
に
つ
い
て
、
巴
金
は
老
舎

が
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
人
で
あ
る
か
ら
別
の
終
わ
り
を
語
っ
た
に
ち
が
い

な
い
と
考
え
て
い
た

。
し
か
し
、
こ
の
物
語
を
単
に
老
舎
の
ユ
ー
モ
ア

(17)

に
基
づ
い
て
語
っ
た
食
後
の
笑
い
話
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
笑
い
を

引
き
起
こ
す
要
素
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
は
難
し
く
な
い
し
、

広
津
和
郎
の
反
応
か
ら
見
て
も
成
功
し
た
笑
い
話
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
壺
」
の
物
語
に
は
明
ら
か
に
老
舎
の
特
別
な

意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三
、
中
国
の
伝
統
文
化
に
お
け
る
「
壺
」
の
多
重
的
な
象
徴
と
そ
の
意
味

「
壺
」
の
物
語
に
込
め
ら
れ
た
老
舎
の
意
図
を
考
察
し
よ
う
と
き
、
壺

が
中
国
の
伝
統
文
化
に
お
い
て
持
つ
象
徴
的
な
意
味
を
決
し
て
見
逃
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

壺
は
中
国
に
お
い
て
歴
史
が
長
く
、
重
要
な
生
活
器
具
で
あ
り
、
人
々

の
生
活
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
飲
食
や
娯
楽
な
ど
の
生
活
分
野
、
石

刻
や
絵
画
な
ど
の
芸
術
分
野
、
詩
や
小
説
な
ど
の
文
学
分
野
の
い
ず
れ
に

も
、
壺
の
存
在
が
見
ら
れ
る
。
特
に
文
学
の
分
野
で
は
、
壺
は
古
く
か
ら

記
録
さ
れ
、
様
々
な
文
学
作
品
に
登
場
し
て
お
り
、
先
秦
時
代
の
作
品
に

お
い
て
既
に
多
く
の
壺
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
そ
の
内
容
も
非
常
に
豊

富
で
あ
る
。
秦
以
降
、
壺
に
関
す
る
文
学
作
品
は
ま
す
ま
す
増
え
、
詩
の

中
で
は
特
に
多
く
見
ら
れ
る
。

古
人
の
生
活
と
密
接
に
関
連
す
る
器
物
と
し
て
、
壺
は
必
然
的
に
古
代

中
国
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
詩
に
書
か
れ
、
感
情
と
意
図
を
伝
え
る
重
要

な
象
徴
の
一
つ
と
な
っ
た
。
中
国
の
伝
統
文
化
に
お
い
て
、
壺
は
ま
ず
、

忠
貞
、
清
廉
、
潔
白
な
ど
の
象
徴
と
し
て
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
千
年
以
上
前
の
南
北
朝
時
代
に
は
、
詩
人
の
鮑
照
が
最
初
に
「
直
如

朱
丝
绳
，
清
如
玉
壶
冰
」

（
赤
い
絹
糸
の
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
で
あ
り
、
玉
壺
に
入

(18)

っ
た
氷
の
よ
う
に
澄
ん
で
い
る
）
と
い
う
詩
句
で
、
「
壺
」
を
「
玉
」
と
結
び

つ
け
、
純
潔
な
の
に
理
由
も
な
く
猜
疑
、
恨
み
を
受
け
る
不
平
の
声
を
表

現
し
て
お
り
、
自
ら
の
潔
白
を
比
喩
し
た
。
鮑
照
か
ら
発
端
と
な
っ
た

「
壺
」
の
高
潔
や
清
廉
な
ど
の
象
徴
は
、
唐
代
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
広

く
受
け
継
が
れ
、
後
世
の
詩
歌
創
作
に
深
遠
な
影
響
を
与
え
、
文
学
作
品

の
中
で
常
に
用
い
ら
れ
る
象
徴
と
な
っ
た
。

鮑
照
の
詩
の
影
響
を
深
く
受
け
た
唐
代
の
詩
人
で
あ
る
王
昌
齢
は
、
誹

謗
の
た
め
に
左
遷
さ
れ
、
友
人
と
別
れ
る
際
に
時
、「
洛
阳
亲
友
如
相
问
，

一
片
冰
心
在
玉
壶
」

（
も
し
洛
陽
の
親
友
が
私
の
こ
と
を
尋
ね
た
ら
、
私
の
心
は

(19)
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今
も
玉
壺
の
中
の
氷
の
よ
う
に
純
粋
で
あ
る
と
伝
え
て
く
だ
さ
い
）
と
い
う
千
古
の

名
句
を
残
し
た
。
王
昌
齢
は
鮑
照
の
詩
の
比
喩
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
ま
た

「
玉
壺
」
を
「
心
」
と
見
事
に
結
び
付
け
、
芸
術
的
な
構
想
で
独
自
の
特

色
を
打
ち
出
し
た
。
王
昌
齢
の
詩
は
心
の
純
潔
さ
と
透
明
さ
を
際
立
た
せ

る
だ
け
で
な
く
、
視
覚
的
な
美
し
さ
も
兼
ね
備
え
、
人
柄
の
清
白
さ
と
高

潔
さ
を
よ
り
一
層
引
き
立
て
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

明
末
清
初
の
詩
人
で
あ
る
顧
炎
武
も
、
「
知
君
心
似
玉

清
壶

，
未
肯
缁

尘
久
雒
京
」

（
私
は
あ
な
た
の
心
が
玉
壺
の
氷
の
よ
う
に
純
潔
で
あ
り
、
塵
の
中
に

(20)

長
く
留
ま
り
た
く
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
）
と
い
う
詩
句
で
、
友
人
の
心
が
玉

壺
の
よ
う
に
高
潔
で
あ
り
、俗
世
の
汚
れ
を
嫌
う
崇
高
な
品
格
を
讃
え
た
。

顧
炎
武
の
こ
の
詩
は
、
明
ら
か
に
鮑
照
と
王
昌
齢
の
二
人
の
影
響
を
受
け

創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

現
代
に
お
い
て
も
、「
冰
心
玉
壶
」
と
い
う
言
葉
は
人
の
純
潔
で
清
白

な
情
操
を
比
喩
す
る
た
め
に
使
わ
れ
続
け
て
お
り
、
壺
の
忠
貞
、
清
廉
、

潔
白
な
ど
の
象
徴
的
な
意
味
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
現
代
に
至
る
ま
で

続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
象
徴
の
他
に
、
壺
は
中
国
の
伝
統
的
な
宗
教
で
あ
る
道
教

と
も
非
常
に
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
道
教
文
化
の
重
要
な
媒
介
と
し
て
、

仙
境
の
象
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
中
国
古
代
の
文
人
は
文
学

創
作
に
お
い
て
道
教
の
思
想
に
深
く
影
響
さ
れ
、
壺
を
現
実
世
界
の
苦
難

か
ら
逃
避
し
、
精
神
の
自
由
と
超
脱
を
追
求
す
る
媒
介
と
し
て
、
そ
こ
で

壺
は
理
想
的
な
世
界
の
象
徴
に
な
っ
た
。

盛
唐
の
時
代
の
詩
人
で
あ
る
李
白
は
道
教
の
思
想
を
融
合
し
、「
饮
酒

入
玉
壶
，
藏
身
以

宝
为

」

（
酒
を
飲
ん
で
玉
壺
の
中
に
入
り
、
そ
の
中
に
身
を
隠

(21)

し
宝
の
よ
う
に
大
切
に
す
る
）
と
い
う
詩
句
で
、
現
実
世
界
か
ら
の
逃
避
と
理

想
世
界
へ
の
追
求
を
表
現
し
た
。

宋
代
詩
人
で
あ
る
王
炎
の
「
岂
但
壶
中
堪
避
世
，
也
胜
图
上
可
游
山
」
(22)

（
壺
の
中
で
世
間
を
避
け
る
だ
け
で
な
く
、
絵
の
中
の
山
を
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
）

は
、
壺
の
中
の
世
界
と
現
実
世
界
を
分
け
、
理
想
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
創

造
し
、
壺
は
彼
が
現
実
の
険
悪
と
苦
悶
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
設
け
た
理

想
の
天
地
と
な
っ
た
。

詩
人
の
李
中
の
「
莫
把
壶
中
秘
诀
，
轻
传
尘
里
游
人
」

（
壺
の
中
の
秘

(23)

訣
を
、
軽
々
し
く
浮
世
の
人
に
伝
え
な
い
で
く
だ
さ
い
）
は
、
仙
境
の
神
秘
さ
を

強
調
し
、
俗
世
間
に
干
渉
さ
れ
た
く
な
く
、
原
始
的
な
状
態
を
保
ち
た
い

と
い
う
願
い
を
表
現
し
た
。

現
代
で
も
、
「
壶
中
天
地
」
と
い
う
四
字
熟
語
で
、
静
か
で
邪
魔
さ
れ

な
い
、
の
ん
び
り
と
し
た
生
活
を
指
す
こ
と
が
あ
る
。

老
舎
は
幼
少
期
よ
り
読
書
を
好
み
、
特
に
中
国
古
典
文
学
に
強
い
興
味

を
抱
い
て
い
た
。

歳
前
後
で
学
校
に
入
学
し
た
が
、
古
書
を
多
く
読
ん

10

で
い
た
た
め
、
国
語
の
成
績
が
優
れ
て
お
り
、
課
外
時
間
に
お
い
て
も
古

文
の
学
習
を
続
け
て
い
た
。
老
舎
が
中
学
時
代
に
通
っ
て
い
た
北
京
師
範

学
校
で
も
古
文
教
育
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
学
生
時
代
に
中
国
伝
統
文
化

へ
の
深
い
関
心
を
培
い
、
堅
固
な
文
化
的
基
盤
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
。

後
に
斉
魯
大
学
の
教
授
と
し
て
「
文
学
概
論
」
の
講
義
を
担
当
し
た
際
、

老
舎
は
『
論
語
』
『
詩
経
』『
楚
辞
』
『
易
経
』
な
ど
の
文
献
を
多
く
引
用

し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
老
舎
が
中
国
伝
統
文
化
に
精
通
し
て
お
り
、

幅
広
い
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
「
壺
」
は
中
国

伝
統
文
化
に
お
い
て
重
要
な
象
徴
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
老
舎
の
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豊
か
な
文
化
的
背
景
や
以
上
述
べ
た
二
つ
の
象
徴
的
な
意
味
を
踏
ま
え
た

上
で
、
改
め
て
老
舎
の
「
壺
」
の
物
語
に
目
を
向
け
よ
う
。

渡
辺
武
秀
（2005

）
が
物
語
の
展
開
を
再
整
理
し
た
と
こ
ろ
、
注
目
す

べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
主
人
公
が
割
っ
た
壷
は
、
多
く
の
骨
董
品
の
名
器
の

う
ち
、手
放
さ
ず
に
残
し
た
最
後
の
一
個
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
主
人
公
こ
そ
が
最
も
こ
の
壷
の
価
値
を
理
解
し

て
い
た
の
だ
し
、
ま
た
こ
の
「
壷
」
に
対
し
て
特
別
な
深
い
愛
着
を

持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ

は
、
主
人
公
は
こ
の
壷
だ
け
を
自
分
が
死
ん
で
し
ま
う
直
前
に
、
自

ら
の
手
で
割
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。（
下
線
引
用
者
、
以

下
も
同
様
）

中
国
の
伝
統
文
化
の
文
脈
か
ら
、
上
記
の
二
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
物
乞
い
が
「
壺
」
に
執
着
し
た

の
は
、
実
際
に
は
個
人
的
な
信
念
を
守
る
た
め
で
あ
る
。
自
分
の
精
神
上

の
純
潔
を
維
持
す
る
た
め
に
、
彼
は
「
壺
」
と
共
に
滅
び
る
こ
と
に
し
た
。

第
二
に
、
「
壺
」
は
他
の
骨
董
品
と
は
異
な
り
、
残
酷
な
現
実
と
は
対
照

的
な
理
想
の
世
界
を
意
味
し
て
お
り
、
物
乞
い
に
と
っ
て
最
後
の
精
神
的

な
拠
り
所
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
物
乞
い
は
「
壺
」
に
対
し
て
、
壊
れ
て

も
金
持
ち
に
渡
し
た
く
な
い
と
い
う
極
め
て
強
い
感
情
の
表
現
で
あ
っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
壺
」
の
物
語
を
通
じ
て
、
老
舎
は
中
国
の
伝
統
文
化
と
道
徳
倫
理
に

対
す
る
深
い
理
解
を
伝
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
精
神
と
理
想
の

堅
守
を
も
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
老
舎
に
と
っ
て
、
伝
統
文
化

は
「
知
識
論
の
意
味
で
の
存
在
物
で
は
な
く
、
生
活
様
式
と
行
為
実
践
で

あ
り
、
道
徳
倫
理
の
自
覚
」

で
あ
る
。

(24)

四
、
屈
原
か
ら
老
舎
へ
：
詩
人
に
と
っ
て
の
「
壺
」

中
国
戦
国
時
代
、
楚
国
の
愛
国
詩
人
で
あ
る
屈
原
は
、
君
主
に
仕
え
る

こ
と
を
自
分
の
生
涯
の
使
命
と
し
た
が
、
佞
臣
た
ち
の
排
斥
と
誹
謗
に
よ

り
、
報
国
の
夢
が
叶
わ
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
、
水
に
身
を
投
じ
て
殉

国
し
た
。
屈
原
は
自
殺
を
生
命
の
価
値
を
実
現
す
る
究
極
の
手
段
と
見
な

し
、
詩
編
『
離
騒
』
の
中
で
自
殺
を
謳
い
、
自
殺
を
理
想
を
追
求
し
、
現

実
に
反
抗
す
る
勇
敢
な
精
神
の
実
践
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
の
た
め
、

多
く
の
人
に
と
っ
て
、同
じ
よ
う
に
入
水
自
殺
し
た
老
舎
は
屈
原
で
あ
り
、

巴
金
、
季
羡
林
（1911

～2009

）
、
葉
聖
陶
（1894

～1988

）
な
ど
も
、
老
舎

の
死
を
屈
原
と
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い
る
。
屈
原
の
深
い
愛
国
情
熱
と
、

政
治
闘
争
の
中
で
理
想
を
堅
持
し
、
真
理
を
追
求
す
る
た
め
に
命
を
賭
け

た
不
屈
の
精
神
は
、

世
紀
の
中
国
に
お
い
て
老
舎
の
姿
を
通
じ
て
一
層

20

鮮
明
に
表
現
さ
れ
た
。

戦
争
中
、
伝
統
文
化
は
国
民
を
団
結
さ
せ
る
重
要
な
手
段
と
な
っ
た
。

民
族
の
自
信
を
高
め
る
た
め
、
中
国
は1941

年
の
端
午
に
愛
国
詩
人
屈

原
を
記
念
す
る
第

回
詩
人
祭
を
開
催
し
た
。老
舎
は
詩
人
祭
当
日
に
『
詩

1

人
』
と
い
う
文
章
を
書
き
、
そ
の
一
か
月
後
に
は
『
诗
人
节
献
词
』（
詩
人

祭
献
辞
）
を
執
筆
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
屈
原
の
死
ん
で
も
屈
服
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し
な
い
精
神
に
対
す
る
肯
定
と
追
求
が
表
れ
て
い
る
。

詩
人

―
お
そ
ら
く
体
質
が
人
々
と
は
異
な
る
た
め
、
天
才
が
常
人

と
は
違
う
た
め
、
あ
る
い
は
注
目
し
て
い
る
の
が
油
・
塩
・
み
そ
・

酢
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
た
め

―
い
つ
も
長
所
も
あ
れ
ば
短
所

も
あ
る
、
極
め
て
注
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
極
め
て
注
意

し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
詩
人
は
四
つ
の
目
を
持
っ
て
い
る
た

め
、
一
片
の
飛
絮
を
老
翁
と
見
な
し
、
一
粒
の
砂
の
中
で
世
界
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
他
の
人
々
が
喜

び
、
歌
い
踊
っ
て
い
る
時
に
、
彼
は
人
々
に
嫌
わ
れ
る
警
告
を
発
す

る
。
人
々
が
笑
っ
て
い
る
時
に
、
彼
は
泣
き
崩
れ
る
。
社
会
に
本
当

に
災
い
が
起
き
た
時
に
は
、
彼
は
身
を
も
っ
て
諫
め
、
水
に
身
を
投

げ
、
殉
難
す
る
の
で
あ
る
。
普
段
の
小
さ
な
行
動
が
狂
気
と
見
な
さ

れ
る
よ
う
に
、
彼
の
自
己
犠
牲
に
よ
る
救
世
の
大
義
も
ま
た
狂
気
と

見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
身
を
捨
て
る
機
会
が
な
く
て
も
、

彼
は
五
斗
米
に
腰
を
折
ら
ず
、
権
力
者
に
媚
び
る
こ
と
も
な
く
、
貧

困
で
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
彼
に
は
何
も
な
い
。
た
だ
い
く
つ
か

の
詩
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
詩
は
彼
の
飢
え
と
寒
さ
を
救
う
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
民
族
全
体
に
永
遠
に
消
え
る
こ
と
の
な
い
栄
光
を
も

た
ら
す
の
で
あ
る
。
(25)

詩
人
と
は
、
単
に
詩
の
技
法
を
知
っ
て
い
る
詩
匠
を
指
す
の
で
は
な

い
。
詩
人
は
文
芸
の
上
で
あ
る
程
度
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
人
間

性
も
詩
と
調
和
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
詩
は
正
義
を
表
し
、
真
理

を
明
ら
か
に
し
、
深
い
感
情
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
詩
人

は
ま
ず
正
義
感
を
持
ち
、真
理
の
た
め
に
犠
牲
を
払
う
勇
気
が
あ
り
、

深
い
感
情
を
も
っ
て
そ
の
文
字
を
支
え
る
べ
き
で
あ
る
。
（
中
略
）

抗
戦
の
四
年
間
、
国
全
体
が
一
つ
の
崇
高
な
理
想
の
下
で
国
難
に
立

ち
向
か
い
、
頭
は
斬
ら
れ
て
も
信
念
は
侮
辱
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
理
想
は
詩
の
本
質
で
あ
り
、
こ
の
苦
難
は
詩
の
本
領
で
あ
る
。

こ
の
本
質
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
血
で
侮
辱
を
洗
い
、
弱
者
で
強
者
に

立
ち
向
か
う
こ
と
を
恐
れ
ず
、
こ
の
本
領
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
世
界

を
驚
か
せ
、
称
賛
を
集
め
る
の
で
あ
る
。
(26)

こ
れ
に
よ
り
、
老
舎
の
理
想
的
な
詩
人
は
、
ま
さ
に
屈
原
の
よ
う
に
真

理
と
正
義
を
追
求
し
、
権
勢
と
物
質
の
誘
惑
に
屈
服
し
な
い
人
で
あ
り
、

屈
原
は
崇
高
な
理
想
と
強
靭
な
精
神
を
持
っ
て
お
り
、
死
亡
を
恐
れ
ず
、

真
理
と
正
義
の
た
め
に
身
を
捧
げ
る
勇
気
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
老
舎
が
訪
日
中
に
、
政
治
的
な
原
因
で
執
筆
の
自
由

を
大
き
く
制
限
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

首
の
旧
体
詩
を
創
作

34

し
た
こ
と
で
あ
る

。
も
し
訪
日
期
間
の
老
舎
を
詩
人
と
し
て
捉
え
、「
壺
」

(27)

の
物
語
を
語
る
意
図
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
物
語
の
結
末
は
、
理
想

の
詩
人
屈
原
の
玉
碎
瓦
全
の
精
神
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
壺
」
の
物
語
は
単
な
る
笑
い
話
で
は
な

く
、
老
舎
が
崇
拝
す
る
精
神
の
反
映
で
あ
り
、
詩
人
は
ど
ん
な
状
況
で
も

自
ら
の
気
骨
を
放
棄
せ
ず
、
侮
辱
を
受
け
た
と
き
に
は
死
を
覚
悟
し
、
侮

辱
を
自
ら
の
血
で
洗
い
清
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
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五
、「
壺
」
と
共
に
消
え
ゆ
く
命
：
老
舎
の
政
治
的
苦
境
と
そ
の
終
焉

老
舎
の
一
生
は
、
文
学
的
な
成
果
の
輝
き
に
包
ま
れ
て
お
り
、
同
時
に

政
治
の
曇
り
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
老
舎
が
「
壺
」

の
物
語
を
語
る
意
図
は
、
当
時
老
舎
が
置
か
れ
て
い
た
政
治
環
境
の
中
で

受
け
た
屈
辱
と
は
切
り
離
せ
な
い
。

1958

年

月
に
老
舎
の
戯
曲
『
茶
館
』
が
初
演
さ
れ
、
そ
の
頃
は
「
反

3

右
派
闘
争
」
の
終
息
と
「
大
躍
進
」
の
真
っ
只
中
で
あ
り
、
政
治
環
境
は

再
び
厳
し
く
な
っ
て
い
た
。

月

日
に
は
『
茶
館
』
の
上
演
が
中
止
さ

7

10

れ
、
新
聞
で
『
茶
館
』
に
対
す
る
批
判
も
始
ま
っ
た

。
批
判
の
内
容
は
、

(28)

こ
の
戯
曲
が
反
動
派
の
必
然
的
な
滅
亡
と
人
民
革
命
の
必
然
的
な
勝
利
と

い
う
思
想
が
全
編
に
わ
た
っ
て
貫
か
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
、
極
左
の
政
治

的
な
雰
囲
気
が
も
は
や
こ
の
戯
曲
の
存
在
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

1
9
5
9

年
、
老
舎
の
か
つ
て
の
愛
人
で
あ
っ
た
趙
清
閣
（1

9
1
4

～1
99
9

）
が

職
を
失
っ
た
た
め
、
手
紙
で
老
舎
に
助
け
を
求
め
た
。
老
舎
が
当
時
の
大

金

元
を
送
り
、
そ
の
こ
と
が
妻
に
発
覚
し
、
夫
婦
の
間
に
大
き
な
軋
轢

800
が
起
こ
っ
た
。
妻
が
怒
っ
て
老
舎
の
品
行
問
題
を
告
発
し
、
老
舎
は
更
に

批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

。
(29)

1
9
6
0

年
に
は
、
「
反
右
派
闘
争
」
を
乗
り
越
え
た
老
舎
が
、
批
判
の
対

象
と
な
る
危
機
に
直
面
し
た
。
こ
の
年
の

月
、
北
京
市
委
は
、
各
文
芸

3

団
体
や
大
学
の
文
科
の
教
職
員
お
よ
び
学
生
を
約

人
、
工
人
体
育
場
に

100

集
め
、
文
芸
に
お
け
る
修
正
主
義
思
想
を
批
判
す
る
学
習
運
動
を
展
開
し

た
。
老
舎
も
そ
の
批
判
の
重
点
と
さ
れ
、
批
判
材
料
は
す
で
に
印
刷
さ
れ

た
が
、
最
終
的
に
は
北
京
市
政
府
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
名
前
は
削
除
さ

れ
た
。

1
96
1

年
の
年
末
、
老
舎
は
自
伝
的
な
小
説
『
正
紅
旗
下
』
に
主
な
精
力

を
注
い
だ
。
し
か
し
、
数
ヶ
月
後
に
毛
沢
東
が
「
階
級
闘
争
を
決
し
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
呼
び
か
け
を
発
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
野

(30)

に
お
け
る
階
級
闘
争
を
強
調
し
、
政
治
の
風
向
き
が
再
び
変
わ
っ
た
。
毛

沢
東
は
歴
史
小
説
『
劉
志
丹
』
を
批
判
し
、
多
く
の
高
級
幹
部
や
文
芸
工

作
者
が
連
座
す
る
事
態
と
な
り
、
伝
記
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
が
深
刻
な
脅
威

に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
老
舎
も
『
正
紅
旗
下
』
の
執
筆
を
中
止
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

。
(31)

江
青
（1914

～1991

、
毛
沢
東
の
４
番
目
の
妻
）
は19

6
3

年
の
あ
る
談
話
で
、

老
舎
が
毎
朝
卵
を
一
個
食
べ
る
こ
と
に
言
及
し
、
老
舎
を
「
資
本
主
義
作

家
」
の
リ
ス
ト
に
加
え
た

。
こ
の
発
言
は
更
に
老
舎
を
政
治
の
危
険
な

(32)

瀬
戸
際
に
追
い
込
ん
だ
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
老
舎
は
訪
日
す
る
数
年
前
か
ら
既
に
政
治
的
な

苦
境
に
陥
り
、
次
第
に
文
壇
の
中
心
か
ら
遠
ざ
か
り
、
創
作
活
動
も
年
々

減
少
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
中
国
政
府
は
な
ぜ
政
治
的
に
危
険
な
状

況
に
あ
る
老
舎
に
対
し
て
、
日
本
と
の
民
間
外
交
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と

を
許
可
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
つ
の
要
因
を
通
じ
て
考
察
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
ず
は
老
舎
の
名
声
に
関
係
し
て
い
る
。
新
中
国
成
立
以
前
か
ら
、
老

舎
は
国
内
外
で
著
名
な
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
帰
国
後
は
か
な
り
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高
い
待
遇
を
受
け
て
い
た
。
老
舎
は
日
本
で
も
か
な
り
の
名
声
を
持
っ
て

お
り
、
戦
後
の
日
本
で
は
「
老
舎
ブ
ー
ム
」
が
起
こ
り
、『
四
世
同
堂
』

が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
強
い
反
響
を
呼
ん
だ
。
ま
た
、『
駱
駝
祥
子
』

も
日
本
で
多
く
の
読
者
を
持
ち
、
七
つ
の
日
本
語
訳
が
登
場
し
て
い
た

。
(33)

し
た
が
っ
て
、
「
朝
日
新
聞
」
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
も
、
日
本
の
読
者
の
関

心
を
引
く
た
め
に
、
報
道
で
「
老
舎
」
と
い
う
名
前
を
タ
イ
ト
ル
に
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る

。
(34)

次
に
、1

9
5
0

年
代
か
ら1960
年
代
に
か
け
て
、
老
舎
は
訪
中
し
た
日
本

の
作
家
た
ち
を
何
度
も
接
待
し
た
。
徳
永
直
（1

8
9
9

～1
9
5
8

）
、
火
野
葦
平

（1
9
0
7

～1
9
6
0

）
、
小
田
嶽
夫
（1

9
0
0

～1
9
7
9

）
、
木
下
順
二
（1

9
1
4

～2
0
0
6

）
を

は
じ
め
、
井
上
靖
な
ど
、
多
く
の
作
家
た
ち
が
老
舎
の
温
か
い
も
て
な
し

を
受
け
、
老
舎
の
訪
日
の
土
台
を
築
く
重
要
な
要
素
と
も
な
っ
た
。

そ
れ
に
よ
り
、
日
中
両
国
の
外
交
を
促
進
す
る
た
め
に
、
年
老
い
た
老

舎
は
再
び
自
分
の
特
別
な
責
任
を
担
う
こ
と
を
決
意
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
時
の
老
舎
は
、
日
本
で
の
発
言
が
、
通
訳
者
に
よ
っ
て
理
由
も
な
く
削

除
さ
れ
た
り
、
改
変
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た

。
文
芸
と

(35)

政
治
の
狭
間
に
立
た
さ
れ
て
い
た
老
舎
は
、
日
本
の
作
家
た
ち
と
の
自
由

な
交
流
を
渇
望
し
つ
つ
も
、
自
ら
の
言
葉
に
慎
重
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
訪
日
中
に
最
も
多
く
書
い
た
の
は
友
人
へ
の
贈
答

の
旧
体
詩
で
あ
り
、
か
つ
て
の
熱
情
で
活
発
、
風
趣
に
富
ん
だ
作
家
が
、

寡
黙
な
詩
人
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
井
上
靖
が
『
壺
』
の
中
で
老
舎
に

つ
い
て
、
か
つ
て
な
い
疲
労
感
が
現
れ
、「
こ
の
時
が
一
番
老
い
て
」

見
(36)

え
た
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
来
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

老
舍
が
訪
日
し
た
翌
年
、
「
文
化
大
革
命
」
の
嵐
が
老
舍
に
襲
い
か
か

っ
た
と
き
、
老
舍
が
示
し
た
の
は
依
然
と
し
て
中
国
当
局
に
対
す
る
盲
目

的
な
信
頼
と
忠
誠
で
あ
っ
た

。
老
舍
は
妻
で
あ
る
胡
絜
青
に
「
毛
主
席

(37)

と
周
総
理
は
私
を
理
解
し
て
い
る
、
人
民
は
私
を
理
解
し
て
い
る
」

と
(38)

語
り
、
自
殺
す
る
前
に
、
太
平
湖
の
ほ
と
り
に
座
り
、
一
日
中
『
毛
主
席

詩
詞
』
を
読
み
続
け
た
。
老
舍
が
湖
底
に
沈
ん
だ
後
も
、『
毛
主
席
詩
詞
』

は
水
面
に
浮
か
ん
で
沈
ま
な
か
っ
た

。
屈
原
と
同
じ
よ
う
に
、
老
舍
は

(39)

問
題
の
最
終
的
な
解
決
を
最
高
権
力
者
の
理
解
に
託
し
、
屈
原
の
よ
う
に

侮
辱
を
受
け
た
後
、
深
い
伝
統
文
化
の
造
詣
が
あ
る
ゆ
え
に
葛
藤
し
、
最

終
的
に
は
自
ら
の
命
を
冷
た
い
湖
水
に
差
し
出
し
た
。

最
終
的
に
井
上
靖
は
、
老
舎
が
語
っ
た
「
壺
」
の
物
語
が
単
な
る
軽
い

笑
い
話
で
は
な
く
、
よ
り
深
い
思
想
や
感
情
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
い
た
。『
壺
』
の
結
末
で
は
、「
老
舎
は
壺
を
抱
え
て
飛
降
り
た
」

、

(40)

「
壺
を
砕
い
て
死
ん
だ
」

と
い
う
象
徴
的
な
描
写
を
通
じ
て
、
砕
か
れ

(41)

た
壺
と
老
舎
の
命
を
重
ね
合
わ
せ
、
老
舎
が
自
由
と
尊
厳
を
守
り
抜
こ
う

と
す
る
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
老
舎
の
精
神
と
井
上
靖

の
筆
致
は
文
学
の
世
界
で
見
事
に
交
わ
り
、
両
国
の
文
化
の
融
合
と
理
解

に
永
遠
に
刻
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

六
、
終
わ
り
に

本
稿
で
は
、
井
上
靖
『
壺
』
に
記
さ
れ
た
老
舎
の
「
壺
」
の
物
語
を
通

じ
て
、
老
舎
の
精
神
的
な
探
求
と
政
治
的
な
苦
境
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
ず
は
老
舎
が
語
っ
た
「
壺
」
の
物
語
と
喩
血
輪
の
『
茶
乞
』
の
比
較

分
析
を
行
っ
た
。二
つ
の
物
語
の
筋
書
き
は
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
が
、
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「
壺
」
の
種
類
と
物
語
の
結
末
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
老
舎
が
語
っ

た
「
壺
」
の
物
語
は
、「
茶
乞
」
を
基
に
し
た
改
作
で
あ
る
可
能
性
が
非

常
に
高
く
、
老
舎
の
特
別
な
意
図
も
物
語
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
察

し
た
。

さ
ら
に
、
老
舎
の
『
詩
人
』
と
『
诗
人

献
节

词
』（
詩
人
祭
献
辞
）
二
つ

の
文
章
に
見
ら
れ
る
理
想
的
な
詩
人
像
を
考
察
し
た
。
老
舎
が
理
想
と
す

る
詩
人
像
は
、
権
勢
と
物
質
の
誘
惑
に
屈
服
せ
ず
、
崇
高
な
理
想
と
強
靭

な
精
神
を
持
っ
て
お
り
、
真
理
と
正
義
の
た
め
に
身
を
捧
げ
る
勇
気
が
あ

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
精
神
は
老
舎
自
身
の
生
涯
に
反
映
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
訪
日
し
た
時
中
国
の
時
代
背
景
と
老
舎
の
政
治
的
な
苦
境
を

分
析
し
、「
壺
」
の
物
語
を
語
る
意
図
を
更
に
解
明
し
た
。
老
舎
の
「
壺
」

の
物
語
は
、
そ
の
場
限
り
の
笑
い
話
で
は
な
く
、
玉
砕
瓦
全
の
精
神
と
当

時
の
中
国
政
治
の
現
状
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
っ
た
。
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