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愛
知
大
学
現
代
中
国
学
会
か
ら
随
想
を
書
く
よ
う
要
請
を
い
た
だ

い
た
の
で
、
こ
の
機
会
を
か
り
て
私
の
こ
れ
ま
で
の
中
国
・
台
湾
と

の
学
術
交
流
の
概
要
を
記
録
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。
学
術

交
流
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
私
の
専
門
と
す
る
中
国
近
代
史
の
分
野

が
主
た
る
領
域
で
あ
る
。
こ
の
交
流
は
、
人
・
研
究
課
題
・
会
議
な

ど
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。

＊

＊

＊

　
私
が
最
初
に
台
湾
を
訪
れ
た
の
は
一
九
七
一
年
一
月
で
あ
り
、
中

国
を
訪
れ
た
の
は
一
九
七
七
年
夏
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
私
に

と
っ
て
台
湾
の
学
界
と
の
関
係
が
よ
り
古
い
。
一
九
六
七
年
夏
に
ア

ナ
ー
バ
ー
の
ミ
シ
ガ
ン
大
学
でO

rientalist C
on gress

が
開
催
さ
れ

た
。
こ
こ
で
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
留
学
中
で
あ
っ
た
蔣
永
敬
・
李
雲

漢
両
氏
と
会
う
機
会
を
得
た
。
両
氏
は
す
で
に
第
一
次
国
共
合
作
に

関
す
る
優
れ
た
著
書
を
出
版
さ
れ
て
お
り
、
私
自
身
も
こ
の
時
期
の

武
漢
政
府
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
た
。
お
二
人
は
大
学
院
学
生
で

あ
っ
た
私
に
温
か
く
接
し
て
く
だ
さ
り
、
今
日
ま
で
そ
の
時
の
友
情

が
続
い
て
い
る
。

　
一
九
七
一
年
の
台
湾
訪
問
の
時
に
私
は
主
と
し
て
台
中
に
滞
在

し
、
草
屯
に
あ
る
国
民
党
の
図
書
館
に
通
っ
た
。
そ
の
目
的
は
一
九

二
七
年
の
武
漢
政
府
の
文
書
を
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当

時
の
国
民
党
の
政
治
的
制
限
が
強
く
こ
の
資
料
を
見
る
こ
と
が
許
さ

れ
な
か
っ
た
。
こ
の
種
の
資
料
は
そ
の
後
党
の
資
料
館
が
引
っ
越
し

た
陽
明
書
屋
、
国
民
党
中
央
党
史
委
員
会
図
書
館
で
見
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
私
は
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
に
学
術
交
流
や
会
議
で
何
回
か
台
湾

中
国
・
台
湾
と
の
学
術
交
流
を
振
り
返
り
、 

こ
れ
か
ら
を
思
う

山 

田 

辰 

雄

特
別
寄
稿
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を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
ま
だ
国
民
党
独
裁
の
時
代

で
あ
り
、
学
術
研
究
に
対
す
る
制
限
も
相
当
き
つ
か
っ
た
。
時
に
は

私
の
孫
文
思
想
の
解
釈
や
国
民
党（
左
派
）の
研
究
で
批
判
を
受
け
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
批
判
さ
れ
た
時
は
心
穏
や
か
で
は
な
い
。
し
か

し
、
私
自
身
の
考
え
方
を
変
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
や
が
て

私
の
時
代
が
来
る
で
あ
ろ
う
な
ど
と
居
直
っ
て
、
批
判
は
批
判
と
し

て
受
け
入
れ
な
が
ら
研
究
者
と
し
て
の
人
間
関
係
を
保
つ
こ
と
に
努

め
た
。

　
こ
の
時
期
の
主
要
な
交
流
の
組
織
は
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所

で
あ
っ
た
。
特
に
林
明
徳
・
黄
福
慶
両
氏
に
は
お
世
話
に
な
っ
た
。

林
氏
は
袁
世
凱
の
研
究
で
、
黄
氏
は
清
末
の
留
日
中
国
人
留
学
生
の

研
究
で
優
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
お
ら
れ
、
二
人
と
も
東
京
大
学
へ
の

留
学
生
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
日
本
語
が
堪
能
で
、
言
葉
の
点
か
ら

も
親
し
く
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
近
代
史
研
究
所
の
講
演
で
は
私

の
拙
い
中
国
語
に
代
っ
て
林
明
徳
氏
は
通
訳
ま
で
し
て
く
だ
さ
っ

た
。
お
二
人
は
二
〇
一
三
年
に
日
台
学
術
交
流
の
功
績
に
よ
っ
て
日

本
政
府
の
叙
勲
を
受
け
ら
れ
た
。
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
ま
た
、
私
は
張
朋
園
氏
の
梁
啓
超
研
究
と
張
玉
法
氏

の
辛
亥
革
命
時
期
の
政
治
史
研
究
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
グ

ル
メ
の
張
朋
園
氏
は
時
に
は
食
事
に
誘
っ
て
く
だ
さ
っ
た
し
、
私
の

プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
留
学
中
の
一
九
九
四
年
に
、
私
の
ア
メ
リ
カ
時

代
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
マ
イ
ケ
ル
・
ギ
ャ
ス
タ
ー
氏
の
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
お
宅
で
懇
談
し
た
時
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
張
玉

法
氏
と
は
長
年
に
わ
た
り
学
術
交
流
・
会
議
に
お
い
て
、
そ
し
て
個

人
的
に
親
し
く
接
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
学
識
に
対
す
る
尊
敬
の
念

と
と
も
に
、
あ
る
時
は
同
氏
の
お
宅
で
張
朋
園
氏
を
交
え
て
麻
雀
の

卓
を
囲
ん
だ
こ
と
が
楽
し
い
想
い
出
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

　
近
代
史
研
究
所
以
外
で
最
も
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
陳
鵬
仁
氏
で

あ
る
。
同
氏
に
は
日
中
関
係（
史
）の
研
究
者
と
し
て
中
国
語
と
日
本

語
の
膨
大
な
著
書
と
翻
訳
書
が
あ
る
。
あ
る
時
は
同
氏
を
通
し
て
秦

孝
儀
氏
に
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
時
い
た
だ
い
た
『
総
統
蔣

公
大
事
長
編
初
稿
』
は
今
で
も
よ
く
利
用
し
て
い
る
。
先
輩
と
し
て

こ
れ
ま
で
親
し
く
接
し
て
く
だ
さ
っ
た
陳
鵬
仁
氏
の
友
情
に
は
今
で

も
感
謝
し
て
い
る
。

＊

＊

＊

　
中
国
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
は
ま
だ
文
化

大
革
命
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
時
代
で
あ
り
、
政
治
的
に
も
個
人
的

に
も
相
当
神
経
を
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
中

国
近
代
史
の
交
流
に
お
け
る
主
要
な
課
題
は
孫
文
と
辛
亥
革
命
を
め

ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
困
難
な
な
か
で
一
九
八
一
年
東
京
で
辛
亥
革

命
七
〇
周
年
記
念
の
日
中
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
に

私
も
招
か
れ
た
が
、
私
の
役
割
は
李
宗
一
氏
（
中
国
社
会
科
学
院
近

代
史
研
究
所
副
所
長
）
の
論
文
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
を
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
同
氏
は
辛
亥
革
命
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
役
割
を

相
対
的
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
新
鮮
で
あ
っ
た
。
一
九
八
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三
年
に
短
期
間
で
は
あ
っ

た
が
私
は
専
門
調
査
員
と

し
て
北
京
の
日
本
大
使
館

に
滞
在
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
当
時
と
し
て
は
大
使

館
つ
き
の
学
者
が
近
代
史

研
究
所
を
訪
れ
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
李
宗
一
氏
は

私
を
研
究
者
と
し
て
研
究

所
に
招
き
、
講
演
を
す
る

機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ

た
。
そ
の
後
慶
應
大
学
で

李
宗
一
氏
を
訪
問
研
究
員

と
し
て
招
き
、
袁
世
凱
、

楊
度
の
話
を
し
て
い
た
だ

い
た
。
残
念
な
こ
と
に
李

氏
は
早
逝
さ
れ
た
が
、
二

〇
一
二
年
一
一
月
私
が
北

京
大
学
で
蔣
介
石
に
関
す

る
講
演
を
し
た
時
、
同
氏

の
子
息
で
あ
る
李
維
君
が

私
を
訪
ね
て
き
て
く
れ

た
。
同
君
は
現
在
北
京
大
学
歴
史
系
で
ド
イ
ツ
史
の
副
教
授
と
し
て

立
派
に
活
躍
し
て
い
る
。

　
一
九
八
〇
年
代
孫
文
を
め
ぐ
る
国
際
会
議
が
何
回
か
広
東
と
北
京

で
開
催
さ
れ
た
。
孫
文
の
出
身
か
ら
考
え
て
そ
の
研
究
は
南
方
で
盛

ん
で
あ
っ
た
。
広
東
省
社
会
科
学
院
や
中
山
大
学
の
張
磊
・
黄
彦
・

段
雲
章
・
林
家
有
の
諸
氏
と
孫
文
研
究
を
通
し
親
し
く
接
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
な
か
で
も
中
山
大
学
で
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
陳

錫
祺
氏
の
綿
密
な
孫
文
研
究
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
そ
し
て
な
に
に
も

ま
し
て
同
氏
の
学
者
と
し
て
の
毅
然
た
る
態
度
に
敬
意
を
持
つ
に
い

た
っ
た
。
孫
文
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
中
国
国
内
で
も
全

国
的
規
模
で
行
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
際
に
中
国
各
地
の
著
名
な
研
究

者
と
知
り
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
す
べ
て
の
人
の
名
を
あ
げ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
北
京
の
劉
太
年
、
上
海
の
金
冲
及
・
姜
義
華
の
諸

氏
の
名
前
が
す
ぐ
想
い
出
さ
れ
る
。
金
冲
及
氏
に
は
多
く
の
優
れ
た

著
作
が
あ
り
、
私
の
書
斎
の
本
棚
に
は
同
氏
の
『
二
十
世
紀
中
国
史

綱
』
上
・
下
が
お
い
て
あ
り
、
常
時
参
照
し
て
い
る
。
因
み
に
、
金

氏
の
子
息
で
あ
る
金
以
林
氏
は
現
在
近
代
史
研
究
所
副
所
長
で
あ

り
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
中
国
の
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
学
者
の
革
命
時
代
の
活
動
の
話
を
個
人
的
に
聞
く
こ
と
も
大
変
興

味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
劉
太
年
氏
は
華
北
に
お
け
る
闘
争
に
つ

い
て
、
金
冲
及
氏
は
国
共
内
戦
期
の
学
生
運
動
へ
の
参
加
に
つ
い
て

語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
孫
文
の
思
想
の
柔
軟
さ
、
曖
昧
さ
、
そ
し
て
彼
の
政
治
活
動
の
幅
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広
さ
か
ら
考
え
て
、
孫
文
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
異
な
っ

た
考
え
方
を
持
つ
研
究
者
が
参
加
す
る
の
に
最
も
適
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
に
参
加
す
る
な
か
で
、
私
は
孫
文
の
思
想
を
「
連

ソ
・
連
共
・
労
農
扶
助
」
の
三
大
政
策
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は

不
十
分
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
日
本
の
資
料
を
用
い
て
一
九

二
二
〜
二
三
年
の
廖
仲
愷
の
訪
日
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
た
。
そ

の
時
陳
錫
祺
氏
に
お
褒
め
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
が
、
そ
れ
は
若
い

私
に
と
っ
て
大
い
に
励
み
と
な
っ
た
。

　
北
京
の
近
代
史
研
究
所
と
の
交
流
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
始
ま
る

『
中
華
民
国
史
』
と
そ
れ
に
付
随
し
た
『
人
物
誌
』
の
刊
行
を
通
し

て
始
ま
っ
た
。
文
革
時
代
の
革
命
史
観
が
残
る
当
時
に
お
い
て
中
華

民
国
史
の
体
系
的
研
究
成
果
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
自
体
新
鮮
で
あ
っ

た
し
、
そ
の
人
物
誌
の
な
か
に
は
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
新
し
い
評

価
も
登
場
し
て
い
た
。
こ
の
計
画
に
は
多
く
の
研
究
者
が
参
加
し
て

い
た
が
、
楊
天
石
氏
と
王
学
荘
氏
は
若
き
指
導
者
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
二
人
と
の
関
係
は
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
が
、
特
に

楊
天
石
氏
と
は
そ
の
後
共
通
の
研
究
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
二

〇
〇
〇
年
か
ら
楊
天
石
氏
、
エ
ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
氏
（
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
）
と
私
が
中
国
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
代
表
者
と
な
り
、
日

中
戦
争
の
国
際
共
同
研
究
に
従
事
し
て
き
た
。
こ
の
計
画
は
日
米
中

台
そ
の
他
諸
国
の
多
く
の
研
究
者
を
動
員
し
、
五
回
に
わ
た
る
国
際

会
議
を
開
催
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
論
文
集
を
刊
行
し
た
。
そ
れ

は
ま
だ
続
い
て
お
り
、
第
六
回
の
会
議
は
二
〇
一
五
年
に
台
北
で
開

催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
楊
天
石
氏
の
近
年
の
蔣
介
石
研
究
に
は
圧

倒
さ
れ
る
。
同
氏
は
膨
大
な
量
の
蔣
介
石
日
記
の
原
文
を
書
写
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
非
常
に
多
く
の
論
著
を
発
表
さ
れ
た
。
私
が
論
文

を
書
く
に
あ
た
り
、
楊
氏
の
好
意
で
蔣
介
石
日
記
の
一
部
を
拝
借
し

た
こ
と
も
あ
る
。

＊

＊

＊

　
北
京
に
お
け
る
学
術
交
流
で
想
い
出
深
い
の
は
北
京
大
学
と
の
関

係
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
北
京
近
郊
で
孫
文

に
関
す
る
国
際
会
議
が
開
か
れ
た
の
ち
、
北
京
大
学
教
授
の
張
寄
謙

氏
に
招
か
れ
同
大
学
で
話
を
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
時
将

来
の
日
中
交
流
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
私
の
方
か
ら
将
来
有
望
な
若

い
研
究
者
を
日
本
に
招
い
て
一
緒
に
研
究
を
し
た
い
の
で
、
張
氏
に

誰
か
を
推
薦
し
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
た
。
そ
の
時
推
薦
さ
れ
た
の

が
若
き
日
の
王
暁
秋
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
同
じ
よ
う
な
理
由
で
北

京
大
学
に
お
願
い
し
た
ら
、
そ
の
時
は
茅
海
建
氏
が
推
薦
さ
れ
た
。

二
人
と
も
慶
應
義
塾
大
学
で
お
迎
え
し
、
研
究
を
し
て
い
た
だ
い

た
。
王
氏
は
北
京
大
学
教
授
で
、
日
中
文
化
交
流
史
の
研
究
者
と
し

て
、
茅
氏
は
華
東
師
範
大
学
教
授
で
、
清
末
民
初
の
政
治
・
思
想
史

の
研
究
者
と
し
て
中
国
で
指
導
的
地
位
に
立
っ
て
い
る
。

　
北
方
に
お
け
る
学
術
交
流
の
も
う
一
つ
の
拠
点
は
南
開
大
学
で

あ
っ
た
。
日
本
外
交
史
を
含
む
日
中
関
係
史
の
専
門
家
で
あ
る
兪
辛

焞
氏
は
日
本
人
以
上
に
日
本
語
に
通
じ
、
そ
の
真
摯
な
研
究
姿
勢
に
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心
を
打
た
れ
、
励
ま
さ
れ
た
。
同
氏
に
は
自
ら
の
不
勉
強
を
恥
じ
ず

に
日
本
の
資
料
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
兪
氏
は
自
分
の
研

究
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
友
人
の
支
援
も
得
て
南
開
大
学
に
お
け
る

日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
建
設
に
尽
力
さ
れ
た
。
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー

は
現
在
日
本
研
究
院
に
発
展
し
、
兪
氏
の
も
と
で
育
っ
た
楊
棟
梁
氏

が
そ
の
責
を
担
い
、
現
在
で
は
宋
志
勇
氏
が
院
長
を
務
め
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
は
私
の
か
つ
て
の
学
生
で
あ
っ
た
小
熊
旭
氏
が
国

際
交
流
基
金
北
京
事
務
所
の
所
長
を
し
て
お
り
、
南
開
大
学
の
日
本

研
究
を
大
い
に
支
援
し
て
く
れ
た
。
研
究
成
果
か
ら
見
る
と
、
南
開

大
学
の
日
本
研
究
は
中
国
に
お
け
る
最
高
水
準
に
達
し
た
と
い
え

る
。

　
南
開
大
学
と
の
関
係
で
い
ま
一
つ
記
録
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

橘
樸
の
研
究
で
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
橘
が
一
九
二
〇
年

代
に
天
津
で
『
京
津
日
日
新
聞
』
の
主
筆
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
た
が
、
そ
の
新
聞
の
所
在
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
時
も
ま
た
、
兪
辛
焞
氏
が
、
そ
し
て
宋
志
勇
氏
が
こ
の
新
聞
の

一
九
二
二
〜
二
三
年
の
部
分
が
天
津
市
図
書
館
に
あ
る
こ
と
を
突
き

と
め
て
く
だ
さ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
公
開
さ
れ
な
い
資
料
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
氏
は
わ
れ
わ
れ
が
真
摯
な
日

本
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
そ
の
結
果
閲
覧
が
可
能
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
作
業
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
二
年
間
の
新
聞
の
な
か
か
ら
橘
樸
が
執
筆
し
た
三
六
〇
余
篇
の

記
事
を
抜
き
出
し
、
古
び
た
新
聞
か
ら
判
読
困
難
な
活
字
を
復
元

し
、
ワ
ー
プ
ロ
に
入
れ
る
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
事
は
数
年
を
要

し
、
家
近
亮
子
君
を
初
め
と
す
る
か
つ
て
の
私
の
学
生
た
ち
と
学
界

の
友
人
に
参
加
し
て
も
ら
っ
た
。
天
津
を
訪
れ
る
た
び
に
南
開
大
学

の
先
生
方
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
努
力
は
『
橘
樸
　
翻
刻
と
研

究
│
│
「
京
津
日
日
新
聞
」』（
山
田
辰
雄
・
家
近
亮
子
・
浜
口
裕
子

編
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
五
年
）
の
な
か
に
結
実
し
た
。

　
南
開
大
学
に
関
し
最
後
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
魏

宏
運
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
激
励
と
啓
発
で
あ
る
。
同
氏
は
若
い
時
代

に
革
命
運
動
を
経
験
さ
れ
て
お
り
、
研
究
面
で
も
抗
日
戦
争
期
の
中

国
社
会
に
対
す
る
多
く
の
実
証
的
研
究
を
発
表
さ
れ
、
さ
ら
に
中
国

近
代
史
に
対
す
る
全
体
的
展
望
を
も
保
持
さ
れ
て
い
る
。
天
津
を
訪

問
し
た
折
、
同
氏
は
親
切
に
度
々
自
宅
に
招
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
魏

宏
運
氏
夫
人
は
山
東
省
出
身
で
あ
り
、
お
宅
で
作
っ
て
い
た
だ
い
た

山
東
の
家
庭
料
理
で
あ
る
「
合
菜
戴
帽
」
の
味
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

＊

＊

＊

　
北
方
か
ら
い
ま
一
度
南
方
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
南
京
は
中
国

に
お
け
る
中
華
民
国
史
研
究
の
重
要
な
中
心
の
一
つ
で
あ
る
。
私
は

か
つ
て
南
京
大
学
の
張
憲
文
氏
が
『
中
華
民
国
史
綱
』（
河
南
人
民

出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
を
出
版
さ
れ
た
時
に
大
い
に
注
目
し
た
。

こ
の
段
階
で
張
氏
は
抗
日
戦
争
に
お
け
る
国
民
党
の
役
割
を
相
対
的

に
高
く
評
価
さ
れ
た
。
そ
れ
は
今
日
の
民
国
史
の
発
展
に
と
っ
て
突

破
口
で
あ
っ
た
。
同
氏
は
そ
の
後
度
々
中
華
民
国
史
の
大
規
模
な
国
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際
会
議
を
主
催
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
南
京
事
件
の
研
究
、
新
し

い
中
華
民
国
史
の
刊
行
で
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
お
ら
れ
る
。

　
一
九
八
八
年
三
月
に
私
は
約
一
カ
月
間
招
か
れ
て
南
京
大
学
で
講

義
を
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
民
国
史
に
関
す
る
私
の
拙
い
中
国

語
の
講
義
を
教
員
と
学
生
諸
子
が
聞
い
て
く
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は

張
憲
文
氏
の
も
と
で
研
究
に
励
ん
で
い
た
若
き
日
の
陳
謙
平
氏
や
陳

紅
民
氏
が
い
た
。
彼
ら
は
現
在
中
国
の
民
国
史
研
究
の
分
野
で
指
導

的
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
間
南
京
の
第
二
檔
案
館
を
何
回
か
訪

ね
た
。
当
時
の
檔
案
館
は
現
在
と
違
い
大
変
開
放
的
で
、
書
庫
に
入

る
こ
と
が
で
き
、
北
京
政
府
時
代
の
裁
判
記
録
、
汪
精
衛
政
権
の
資

料
、
蔣
介
石
の
日
記
の
抄
録
な
ど
を
直
接
手
に
と
っ
て
見
、
そ
の
一

部
は
コ
ピ
ー
を
と
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の
時
中
国
で
は
上
海
を
中

心
に
し
て
肝
炎
が
流
行
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
心
配
し
た
張
憲
文

氏
に
は
毎
朝
私
の
宿
舎
に
漢
方
薬
を
煎
じ
た
予
防
の
飲
み
物
を
届
け

て
い
た
だ
い
た
。

＊

＊

＊

　
以
上
に
お
い
て
中
国
の
各
地
域
と
の
交
流
を
中
心
に
述
べ
て
き
た

が
、
全
国
的
近
代
史
研
究
の
交
流
を
促
進
す
る
意
味
で
は
一
九
九
〇

年
代
に
始
め
ら
れ
た
村
山
内
閣
に
よ
る
中
国
・
台
湾
・
韓
国
と
の
歴

史
研
究
に
対
す
る
支
援
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
中
国
と
の
歴

史
研
究
を
め
ぐ
る
交
流
は
日
中
友
好
会
館
に
託
さ
れ
た
。
中
国
側
は

劉
太
年
氏
を
座
長
と
し
、
日
本
側
は
隅
谷
三
喜
男
氏
を
座
長
と
す
る

歴
史
研
究
評
議
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
私
も
日
本
側
委
員
会
に
参
加

し
た
。
こ
の
研
究
資
金
は
い
ろ
い
ろ
な
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
た

が
、
そ
の
最
大
の
成
果
は
日
中
双
方
が
多
く
の
研
究
計
画
を
助
成

し
、
学
術
的
著
作
を
出
版
し
た
こ
と
で
あ
る
。
刊
行
さ
れ
た
書
物
は

二
〇
〇
冊
余
に
及
ぶ
。
尾
形
洋
一
氏
は
研
究
員
と
し
て
委
員
会
の
運

営
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
中
国
近
代
史
に
関
す
る
膨
大
な
資
料
の
収

集
に
努
め
ら
れ
た
。
そ
の
主
要
な
内
容
は
日
中
戦
争
と
中
国
の
統
計

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
そ
れ
ら
は
京
都
の
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
に
保
管
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
学
術
研
究
の
推
進
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
人
の
往

来
を
も
促
進
し
た
。
多
く
の
両
国
の
研
究
者
が
相
互
に
訪
問
し
た
。

こ
の
時
期
と
そ
の
後
に
来
訪
し
た
中
国
の
研
究
者
の
な
か
に
は
近
代

史
研
究
所
の
歴
代
の
所
長
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
張
海
鵬
・

歩
平
・
王
建
朗
諸
氏
の
名
前
が
あ
る
。
こ
の
三
氏
に
は
慶
應
大
学
に

来
て
い
た
だ
き
、
研
究
者
と
し
て
の
生
活
を
共
に
し
た
。
歩
平
氏
は

日
本
語
が
堪
能
で
あ
る
。
日
中
間
に
問
題
が
起
こ
る
と
私
は
同
氏
と

長
時
間
に
わ
た
り
意
見
を
交
換
す
る
。
歴
史
問
題
と
の
関
連
で
日
中

両
国
民
の
感
情
の
違
い
を
遠
慮
な
く
ぶ
つ
け
あ
う
。
こ
れ
は
、
歴
史

の
資
料
を
読
む
よ
り
も
私
の
中
国
理
解
に
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
一
一
月
に
三
週
間
ほ
ど
王
建
朗
所
長
に
招
か
れ
て
私
は

中
国
を
訪
れ
た
。
こ
れ
は
、
日
中
関
係
が
悪
化
し
、
中
国
共
産
党
が

十
八
全
大
会
を
開
催
し
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
私
は
汪
朝
光

氏
の
主
催
で
近
代
史
研
究
所
で
蔣
介
石
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
た
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が
、
そ
れ
以
外
は
図
書
館
に
行
く
こ
と
も
な
く
、
す
べ
て
の
時
間
を

中
国
の
専
門
家
と
日
中
関
係
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
に
費
や
し

た
。
こ
れ
も
悪
化
し
た
今
日
の
日
中
関
係
を
理
解
す
る
う
え
で
大
変

有
益
で
あ
っ
た
。
互
い
の
相
違
を
認
め
つ
つ
本
音
で
議
論
を
し
、
な

お
か
つ
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
私
の
中
国
と
の

交
流
の
大
き
な
資
産
で
あ
る
。＊

＊

＊

　
日
中
学
術
交
流
の
な
か
で
留
学
生
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。
私
は
慶
應
義
塾
大
学
時
代
に
多
く
の
中
国
人
留
学
生
を

受
け
入
れ
た
。
そ
の
な
か
で
も
四
人
の
学
生
の
名
前
を
記
し
て
お
き

た
い
と
思
う
。
蔡
建
国
・
唐
亮
・
段
瑞
聡
・
周
偉
嘉
の
諸
君
が
そ
れ

で
あ
る
。
彼
ら
は
立
派
な
博
士
論
文
を
完
成
し
、
現
在
学
界
の
第
一

線
で
活
躍
し
て
い
る
。
蔡
君
は
上
海
の
同
済
大
学
で
、
唐
・
段
・
周

君
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
の
早
稲
田
大
学
・
慶
應
義
塾
大
学
・
産
業
能
率

大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。
私
は
彼
ら
が
中
国
に
戻
り
学
生
の
教

育
に
あ
た
る
の
も
よ
い
し
、
日
本
で
教
育
と
研
究
に
貢
献
し
て
く
れ

る
の
も
ど
ち
ら
も
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。
蔡
建
国
君
の
よ
う
に
日
本

を
最
も
よ
く
知
る
人
間
が
中
国
で
教
育
と
研
究
に
あ
た
る
こ
と
は
日

本
の
立
場
か
ら
す
る
と
大
変
望
ま
し
い
。
そ
れ
と
同
時
に
他
の
三
君

は
日
本
の
学
生
を
教
育
し
、
彼
ら
の
中
国
理
解
を
助
け
て
く
れ
て
い

る
。
私
は
日
中
両
国
間
に
問
題
が
起
こ
る
と
先
ず
彼
ら
に
電
話
を
す

る
。
彼
ら
は
両
国
民
の
感
情
を
理
解
し
て
す
ぐ
に
反
応
し
て
く
れ

る
。
中
国
の
留
学
生
は
私
の
日
中
文
化
交
流
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
担
い
手
で
あ
る
。

＊

＊

＊

　
以
上
の
中
国
と
の
交
流
か
ら
再
度
台
湾
と
の
学
術
交
流
の
問
題
に

も
ど
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
民
主
化
し
た
台
湾
と
の
学
術
交
流
は

大
き
く
変
化
し
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
、
日
台

間
の
研
究
者
の
往
来
も
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
村
山
内
閣
の
台
湾
と

の
歴
史
研
究
に
対
す
る
支
援
の
任
務
は
交
流
協
会
に
託
さ
れ
た
。
交

流
協
会
の
方
針
は
若
干
の
資
料
購
入
に
予
算
を
割
い
た
が
、
そ
の
多

く
の
部
分
が
研
究
者
の
交
流
の
た
め
に
使
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
日
台

の
学
術
交
流
に
そ
れ
ほ
ど
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
多
く
の
研
究
者
が

相
互
に
訪
問
し
た
。
私
自
身
も
こ
の
基
金
の
受
益
者
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
基
金
に
よ
っ
て
多
く
の
台
湾
の
中
国
研
究
者
を
日
本
に
招
く
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
の
歴

代
の
所
長
で
あ
る
陳
三
井
、
呂
芳
上
、
陳
永
発
、
黄
克
武
の
諸
氏
の

名
前
も
見
ら
れ
る
。
呂
芳
上
氏
は
国
民
党
史
・
中
華
民
国
史
の
研
究

者
で
あ
る
。
特
に
私
は
同
じ
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
同
氏

の
一
九
二
〇
年
代
の
国
民
革
命
時
期
の
研
究
に
大
い
に
啓
発
さ
れ

た
。
彼
ら
は
当
初
必
ず
し
も
日
本
の
学
界
に
通
じ
て
い
な
か
っ
た

が
、
来
日
後
日
本
の
中
国
研
究
者
に
接
し
、
そ
の
真
面
目
な
態
度
と

友
好
的
雰
囲
気
を
体
得
し
て
く
れ
た
こ
と
と
思
う
。
以
後
、
共
同
研

究
、
資
料
収
集
、
個
人
的
往
来
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
日
台
間
の
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中
国
近
代
史
を
め
ぐ
る
学
術
交
流
は
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　
近
代
代
史
研
究
所
に
お
い
て
林
明
徳
氏
と
黄
福
慶
氏
が
日
本
留
学

生
と
し
て
日
本
と
の
学
術
交
流
を
担
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
現
在

は
そ
の
第
二
世
代
と
し
て
黄
自
進
氏
と
張
啓
雄
氏
が
い
る
。
張
氏
は

東
京
大
学
で
博
士
学
位
を
取
得
し
、
黄
氏
は
慶
應
義
塾
大
学
で
博
士

学
位
を
受
け
た
。
黄
氏
は
慶
應
義
塾
で
学
ん
だ
関
係
上
私
と
の
関
係

が
深
い
。
同
氏
は
日
本
の
近
代
政
治
・
思
想
史
か
ら
出
発
し
、
今
日

で
は
日
中
関
係
史
、
蔣
介
石
研
究
の
分
野
で
国
際
的
に
活
動
し
て
い

る
。
台
湾
を
訪
問
す
る
私
の
友
人
た
ち
は
黄
自
進
氏
に
個
人
的
に
も

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
台
湾
の
日
本
留
学
生
の
な
か

で
黄
英
哲
氏
の
役
割
に
も
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同

氏
は
か
つ
て
慶
應
義
塾
時
代
の
私
の
学
生
で
あ
っ
た
が
、
立
命
館
大

学
で
博
士
学
位
を
取
得
し
、
現
在
愛
知
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い

る
。
同
氏
は
近
代
台
湾
に
お
け
る
文
化
的
変
容
、
そ
し
て
そ
れ
が
単

に
台
湾
の
問
題
だ
け
で
な
く
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
普
遍
的
意
味
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
黄
英
哲
氏
も
ま
た
、
日
中
台

の
学
術
交
流
に
熱
心
で
、
日
台
の
学
術
交
流
の
た
め
に
大
学
の
み
な

ら
ず
個
人
的
レ
ベ
ル
で
も
大
い
に
貢
献
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
以

外
に
、
私
は
交
流
協
会
を
通
し
て
現
在
台
湾
の
日
本
研
究
支
援
の
仕

事
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。

＊

＊

＊

　
以
上
に
お
い
て
、
私
は
人
・
研
究
課
題
・
会
議
な
ど
を
通
し
て
中

国
近
代
史
を
主
体
と
す
る
中
国
と
台
湾
と
の
学
術
交
流
の
極
め
て
個

人
的
経
験
を
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
大
部
分
の
研
究

者
は
中
国
や
台
湾
の
学
界
に
お
い
て
長
老
級
の
人
で
あ
る
。
私
自
身

が
七
七
歳
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
仕
方
な
い
。
し
か
し
、
現
在
で

も
若
い
研
究
者
た
ち
と
も
接
触
を
保
っ
て
い
る
。
私
の
手
元
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
交
流
を
通
し
て
中
国
と
台
湾
の
研
究
者
と
交
わ
し
た
膨

大
な
数
の
名
刺
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
き
、
各
々
の
方
と
の
想

い
出
が
わ
き
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
な
か
で

全
て
の
人
に
言
及
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
に

思
い
を
寄
せ
つ
つ
、
こ
こ
で
は
十
分
に
言
及
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

＊

＊

＊

　
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
交
流
を
通
し
て
私
が
得
た
経
験
と
心
得
を
日

本
の
中
国
研
究
者
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
幸
い
な
こ
と

に
私
は
学
術
交
流
の
面
で
、
中
国
と
台
湾
の
研
究
者
と
の
間
で
比
較

的
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
冷
戦
と
国
共
対
立
の
時
代
に
あ
っ

て
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
私
が
目
指
し
た
の
は
、
こ

の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
自
ら
は
で
き
る
だ
け
政
治
的
に
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
治
的
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
相
手

の
政
治
状
況
を
最
も
よ
く
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
私
は
時

に
は
中
国
や
台
湾
の
政
治
や
学
界
の
在
り
方
に
つ
い
て
批
判
的
に
な

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
心
得
た
こ
と
は
、
批
判
は
す
る
が
、
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中
国
へ
行
っ
て
台
湾
の
悪
口
を
言
わ
な
い
こ
と
、
台
湾
へ
行
っ
て
中

国
の
悪
口
を
言
わ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
底
に
は
中
国
人
と

中
国
文
化
に
対
す
る
私
の
尊
敬
の
念
が
あ
る
。

　
以
上
の
視
点
を
研
究
上
で
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
双
方
の
歴
史
観

の
相
違
を
前
提
と
し
つ
つ
、
相
互
に
理
解
と
対
話
が
可
能
な
学
問
的

枠
組
み
と
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
相
違
が

政
治
的
、
感
情
的
対
立
に
至
ら
な
い
よ
う
努
め
て
き
た
。
こ
こ
で
は

説
明
を
省
略
す
る
が
、
私
が
提
唱
し
た
国
民
党
左
派
の
研
究
、
日
中

関
係
の
一
五
〇
年
、
中
国
政
治
の
連
続
性
と
「
代
行
主
義
」
は
こ
の

よ
う
な
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
日
本
の
中
国
研
究
者
は
常
に
中
国
と
台
湾
で
ど
の
よ
う
な
研
究
が

進
ん
で
い
る
の
か
、
そ
の
視
角
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
意
識

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
わ
れ
わ

れ
は
中
国
と
台
湾
の
研
究
の
影
響
を
受
け
て
き
た
。
日
本
の
中
国
研

究
者
は
少
な
く
と
も
外
国
語
と
し
て
中
国
語
と
英
語
を
学
ぶ
。
確
か

に
中
国
人
研
究
者
は
中
国
の
社
会
と
歴
史
に
通
じ
、
豊
富
な
資
料
を

持
ち
、
言
葉
の
面
で
も
日
本
人
研
究
者
は
か
な
わ
な
い
。
当
然
わ
れ

わ
れ
は
中
国
の
研
究
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
日
本

は
中
国
語
圏
以
外
の
地
域
で
は
最
も
多
く
の
中
国
研
究
者
を
有
す
る

国
の
一
つ
で
あ
る
。
過
去
の
長
い
日
中
関
係
の
歴
史
を
顧
み
る
と
、

日
本
に
は
中
国
近
代
史
に
関
す
る
か
な
り
の
資
料
と
研
究
の
遺
産
が

あ
る
。
そ
こ
に
は
日
本
の
研
究
者
独
自
の
視
角
が
あ
る
。

　
今
日
中
国
や
台
湾
の
研
究
者
の
な
か
に
は
日
本
語
に
通
じ
て
い
る

人
も
い
る
が
、
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
も
外
国
語
で
研
究

成
果
を
発
信
す
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
中
国
人
研
究

者
に
も
日
本
語
の
習
得
に
お
い
て
一
層
の
努
力
を
し
て
も
ら
い
た
い

と
思
う
。
こ
れ
ま
で
中
国
と
台
湾
の
研
究
者
と
の
交
流
は
盛
ん
で

あ
っ
た
が
、
多
く
の
中
国
人
研
究
者
の
訪
日
の
成
果
は
主
と
し
て
資

料
の
面
に
現
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
日
本
の
研
究
の
視
角
が
批
判
的

に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
か
つ
て
日
本
人
の
日
本
研
究
者
が
そ
の
言

語
や
資
料
の
優
位
か
ら
日
本
内
部
の
研
究
に
満
足
し
て
い
た
時
代
が

あ
っ
た
。し
か
し
、そ
の
後
比
較
政
治
、近
代
化
論
な
ど
に
基
づ
い
た

日
本
研
究
が
欧
米
か
ら
入
っ
て
く
る
と
そ
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
今
日
欧
米
の
日
本
研
究
の
成
果
を
抜
き
に
し
て
は
日
本

の
日
本
研
究
は
成
り
立
た
な
い
。
一
部
の
中
国
の
研
究
者
の
な
か
に

は
日
本
に
お
け
る
中
華
民
国
史
研
究
が
中
国
の
改
革
開
放
に
つ
れ
て

発
展
し
て
き
た
と
考
え
て
い
る
人
が
い
る
。
こ
の
観
点
は
、
一
九
六

〇
年
代
以
降
日
本
や
ア
メ
リ
カ
で
発
展
し
て
き
た
こ
の
分
野
の
研
究

に
対
す
る
認
識
が
欠
け
て
い
る
。
私
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
中
国
近

代
史
の
研
究
は
中
国
と
台
湾
の
研
究
者
が
優
位
に
立
っ
て
い
る
こ
と

は
認
め
つ
つ
、
往
々
に
し
て
外
の
世
界
の
自
由
な
雰
囲
気
が
彼
ら
の

気
づ
か
な
か
っ
た
新
し
い
問
題
を
提
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。


