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本
書
は
、
鄒
韜
奮
と
生
活
書
店
と
い
う
、
近

代
中
国
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
の
中
で
も
個
別
具
体

的
な
対
象
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
実
証
的
研

究
で
あ
る
。
課
題
は
、
本
書
前
書
き
に
あ
る

よ
う
に
、「
近
代
中
国
に
お
け
る
知
識
人
・
メ

デ
ィ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
三
者
の
相
互
関

係
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者

は
、
鄒
韜
奮
と
生
活
書
店
が
中
国
近
代
史
上
に

大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
存
在
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
総
合
的
な
研
究
が
従
来
な
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、
本
書
を
中
国
近
代

史
研
究
の
空
白
を
埋
め
る
も
の
と
位
置
づ
け
て

い
る
。
生
活
書
店
の
重
要
性
と
し
て
、
筆
者
は

雑
誌
『
生
活
』
の
発
行
部
数
が
民
国
時
期
に
お

い
て
最
も
多
く
、
広
範
な
読
者
を
獲
得
し
て
い

た
こ
と
と
、
更
に
読
者
投
書
欄
を
設
け
て
そ
の

幅
広
い
読
者
同
士
が
討
論
を
行
う
言
論
空
間
を

形
成
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。「
近
代
中
国

に
お
け
る
言
論
的
公
共
性
の
考
察
に
欠
か
せ
な

い
存
在
」
な
の
で
あ
る
。

　
鄒
韜
奮
（
一
八
九
五

－

一
九
四
四
）
は
近
代

中
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、
救
国
会
の
活
動

家
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。
一
九
三
六
年
に
国

民
党
に
反
対
し
た
知
識
人
を
弾
圧
し
た
「
抗
日
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七
君
子
事
件
」
で
逮
捕
さ
れ
た
一
人
と
し
て
も

知
ら
れ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
は
、
中

華
職
業
教
育
社
の
機
関
誌
『
生
活
』
の
主
編
を

務
め
、
一
九
三
二
年
に
独
立
し
て
生
活
書
店
を

創
設
し
た
。
そ
の
後
引
き
続
き
生
活
書
店
か

ら
『
生
活
』
ほ
か
各
種
雑
誌
を
発
行
し
、
こ
れ

ら
を
通
し
て
言
論
に
よ
る
抗
日
運
動
を
展
開
し

た
。
な
お
生
活
書
店
は
、
現
在
の
生
活
・
読

書
・
新
知
三
聯
書
店
の
前
身
に
あ
た
る
。

　「
前
書
き
」
で
は
、「
知
識
人
・
メ
デ
ィ
ア
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
概
括
し
、
そ
れ

に
続
く
本
論
は
四
部
構
成
で
あ
る
。

　
第
一
部
は
「
導
入
篇
」
で
、
序
章
と
第
一
章

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
序
章
「
生
活
書
店
及
び
鄒
韜
奮
研
究
」
で

は
、
鄒
韜
奮
研
究
に
関
わ
る
一
次
資
料
に
つ
い

て
の
概
説
と
、
先
行
研
究
の
検
討
を
行
い
、
そ

の
上
で
本
書
の
研
究
視
座
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
ま
ず
、
一
次
資
料
と
し
て
は
、
鄒
韜
奮
が

執
筆
し
た
記
事
、
論
文
、
翻
訳
作
品
な
ど
を
収

録
し
た
『
韜
奮
文
集
』
や
『
韜
奮
全
集
』
を
紹
介

し
て
い
る
。
先
行
研
究
の
問
題
点
は
、
ひ
と
つ

は
一
九
三
〇
年
代
の
研
究
が
中
心
で
一
九
四
〇

年
代
に
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
活
書
店
の
組
織

構
造
や
、
国
民
党
や
共
産
党
、
第
三
勢
力
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
。
ま
た
、
従
来
の
よ
う
に
言
説
分
析
だ
け

で
は
組
織
的
、
社
会
的
背
景
を
考
察
で
き
な
い

と
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
踏
ま
え
て
、

本
書
の
視
座
と
し
て
は
、
鄒
韜
奮
だ
け
で
は
な

く
彼
を
取
り
巻
く
人
物
に
も
焦
点
を
当
て
る
こ

と
、
生
活
書
店
の
経
営
方
式
に
注
目
す
る
こ

と
、
史
料
に
つ
い
て
は
生
活
書
店
関
係
者
の
手

に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、『
中
央
日
報
』
や

国
民
党
の
内
部
資
料
を
重
視
す
る
こ
と
を
挙
げ

て
い
る
。

　
第
一
章
「
近
代
中
国
（
上
海
）
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
環
境
」
で
は
、
上
海
と
メ
デ
ィ
ア
の
関

係
に
つ
い
て
概
説
し
、
特
に
外
国
の
影
響
や
外

国
語
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
第
二
部
は
「
人
物
篇
：
生
活
書
店
の
知
識
人

た
ち
」
で
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
を
含
む
。

　
第
二
章
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
鄒
韜
奮
の
発

展
」は
、鄒
韜
奮
の
生
涯
を
辿
り
な
が
ら
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
思
想
の
形
成
過
程
を
考
察

し
て
い
る
。
鄒
韜
奮
は
、
一
九
三
三
年
か
ら
一

九
三
四
年
に
か
け
て
西
洋
思
想
を
系
統
的
に
研

究
し
、
世
界
の
動
向
を
見
つ
つ
中
国
の
将
来
に

つ
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
問
題
提
起
を
し

て
き
た
と
い
う
。
加
え
て
、
筆
者
は
鄒
韜
奮
が

特
に
ア
メ
リ
カ
の
教
育
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・

デ
ュ
ー
イ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
こ
と
に
焦

点
を
当
て
、
本
書
の
独
自
の
視
点
と
し
て
打
ち

出
し
て
い
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
中
国
の
教
育
近
代

化
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
物
で
あ
り
、

胡
適
や
陶
行
知
と
い
っ
た
中
国
の
教
育
近
代
化

に
寄
与
し
た
人
物
を
育
て
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
。
筆
者
は
、
従
来
の
研
究
で
は
着
目
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
鄒
韜
奮
の
翻
訳
家
と
し
て
の
業
績

を
強
調
し
、
鄒
韜
奮
が
デ
ュ
ー
イ
の
『
民
主
主

義
と
教
育
』
を
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し

て
い
る
。
鄒
韜
奮
は
デ
ュ
ー
イ
の
影
響
を
受
け

て
平
民
教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
、
民
主
思
想

を
宣
伝
し
、
鄒
韜
奮
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し

て
の
仕
事
に
は
一
貫
し
て
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
が

根
底
に
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
と
い
う
。

こ
れ
は
、
本
書
の
第
四
部
で
中
心
的
に
検
討
さ

れ
る
読
者
投
稿
欄
を
通
し
て
大
衆
と
対
話
を
す

る
と
い
う
雑
誌
編
集
の
方
式
に
も
つ
な
が
る
も

の
だ
と
い
う
。
以
上
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
鄒
韜
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奮
を
大
衆
教
育
に
尽
力
し
、
大
衆
と
共
に
あ
ろ

う
と
し
た
愛
国
的
民
主
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

　
第
三
章
「
戦
時
期
に
お
け
る
鄒
韜
奮
の
政
治

活
動
」
で
は
、
鄒
韜
奮
の
国
民
党
や
共
産
党
に

対
す
る
認
識
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
鄒
韜
奮

は
、
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
一
年
ま
で
国
民

政
府
に
よ
っ
て
招
聘
さ
れ
、
国
民
参
政
会
に
参

加
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
四
年
に
死
去
す
る

直
前
に
共
産
党
に
入
党
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

本
章
で
は
、
こ
の
間
の
鄒
韜
奮
の
思
想
的
変
遷

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
鄒
韜
奮
は
、
国
民

党
に
失
望
し
つ
つ
、
そ
し
て
共
産
党
に
関
心
を

持
ち
つ
つ
も
、
共
産
党
の
武
力
闘
争
に
よ
る
階

級
解
放
に
は
反
対
だ
っ
た
と
い
う
。
筆
者
に
よ

れ
ば
、
鄒
韜
奮
は
言
論
人
と
し
て
無
党
無
派
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

り
、
共
産
党
入
党
の
理
由
は
、
国
民
党
に
よ
る

生
活
書
店
弾
圧
と
、
共
産
党
に
よ
る
生
活
書
店

に
対
す
る
地
下
工
作
、
加
え
て
周
恩
来
と
の
関

係
に
あ
っ
た
と
い
う
。

　
第
四
章
「
生
活
書
店
の
人
々
：
黄
炎
培
・
杜

重
遠
・
胡
愈
之
・
徐
伯
昕
を
中
心
に
」
で
は
、

表
題
に
あ
る
四
人
の
人
物
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上

げ
、
鄒
韜
奮
や
生
活
書
店
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
復
元
し
て
い
る
。
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力

を
発
揮
し
て
生
活
書
店
の
設
立
と
発
展
に
貢
献

し
た
と
述
べ
る
。

　
第
三
部
は
「
書
店
篇
：
近
代
出
版
メ
デ
ィ
ア

の
一
つ
の
あ
り
方
」
で
、
第
五
章
と
第
六
章
を

含
む
。

　
第
五
章
「
生
活
書
店
の
募
金
活
動
」
は
、
東

北
義
勇
軍
支
援
の
た
め
に
一
九
三
一
年
か
ら
一

九
三
二
年
ま
で
行
わ
れ
た
募
金
活
動
を
具
体
的

な
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
言
説
分
析
の
み
な

ら
ず
、
社
会
活
動
の
側
面
か
ら
生
活
書
店
の
あ

り
方
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
生

活
書
店
の
「
合
作
者
性
質
」
を
指
摘
す
る
。
メ

デ
ィ
ア
機
関
と
し
て
は
異
例
の
大
規
模
な
募
金

活
動
を
可
能
に
し
た
要
因
は
、
か
つ
て
地
方
で

は
入
手
し
に
く
い
出
版
物
を
代
わ
り
に
購
入
し

て
郵
送
す
る
「
代
辦
」
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
き

た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
つ
、
経
営
上
の
特
質
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
、
献
金
す
る
側
の
目
的
や
、

支
援
金
が
集
め
ら
れ
た
ル
ー
ト
な
ど
に
つ
い
て

は
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
今
後
の
課
題
と
さ
れ
て

い
る
。

　
第
六
章
「
戦
時
下
の
経
営
管
理
」
は
、
戦
時

下
の
物
資
不
足
、
物
価
上
昇
、
空
襲
な
ど
の
困

難
な
状
況
で
い
か
に
努
力
し
て
生
活
書
店
の
経

営
が
維
持
さ
れ
た
か
を
復
元
し
た
も
の
で
あ

る
。
生
活
書
店
の
経
営
管
理
に
関
す
る
先
行
研

究
は
、
多
く
が
一
九
三
七
年
の
上
海
事
変
ま
で

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
本
章
は
そ
の
研
究
史
の

空
白
を
埋
め
る
意
義
を
持
つ
。

　
第
四
部
は
「
言
説
篇
：
メ
デ
ィ
ア
と
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
交
錯
」
で
、
第
七
章
か
ら
終
章
ま

で
を
収
め
て
い
る
。

　
第
七
章
「
メ
デ
ィ
ア
化
さ
れ
た
共
同
体
：
生

活
書
店
出
版
物
の
投
書
欄
」
で
は
、
い
よ
い

よ
筆
者
が
最
も
注
目
す
る
投
書
欄
の
考
察
に

入
る
。
こ
こ
で
は
、『
生
活
』『
新
生
』『
生
活
星

期
刊
』『
抗
戦
』『
大
衆
生
活
』
と
、
発
行
時
期

を
異
に
す
る
五
誌
の
投
書
欄
が
考
察
対
象
と
さ

れ
、
更
に
『
韜
奮
全
集
』
も
用
い
て
、
投
書
欄

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
投
書
欄

を
読
者
、
投
稿
者
、
編
集
者
の
三
者
に
よ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
相
互
作
用
を

生
み
出
す
「
誌
上
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
捉
え
、

ど
の
よ
う
な
内
容
の
投
書
が
あ
る
か
、
な
ぜ
そ

れ
ら
の
投
書
が
関
心
を
集
め
た
の
か
に
着
目

し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
と
結
び
つ
け
て
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考
察
し
て
い
る
。
特
に
筆
者
は
、
読
者
が
知
識

人
に
限
ら
ず
大
衆
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
強
調

す
る
。
ま
た
、
鄒
韜
奮
が
投
書
欄
で
は
問
題
解

決
の
た
め
に
読
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
呼
び
か
け
、
大
衆
が
能
動
的
に
言
論
空
間

に
お
け
る
共
同
体
を
構
築
す
る
こ
と
を
促
し
、

更
に
は
文
字
が
読
め
な
い
人
へ
の
口
伝
え
も
促

し
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
投
書
欄
を
通
し

た
一
般
読
者
の
認
識
の
復
元
は
、
本
書
の
最
も

独
創
性
の
あ
る
成
果
だ
と
言
え
よ
う
。

　
筆
者
は
、
投
書
欄
に
投
稿
さ
れ
た
内
容
を
分

類
し
、
そ
の
傾
向
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、『
生
活
』
へ
の
投
稿
の
「
恋
愛
と
貞

操
論
争
」
へ
の
関
心
の
高
さ
を
見
出
し
、
こ
れ

に
関
す
る
投
書
を
次
章
で
具
体
的
な
考
察
対

象
と
す
る
。
そ
し
て
、『
生
活
』
廃
刊
に
続
い

て
発
行
さ
れ
た
『
新
生
』『
生
活
星
期
刊
』
の

投
書
欄
で
は
、「
恋
愛
と
貞
操
論
争
」
で
は
な

く
、
社
会
問
題
や
抗
日
救
国
へ
と
中
心
的
な

テ
ー
マ
が
移
っ
て
い
く
過
程
を
復
元
す
る
。
そ

し
て
『
抗
戦
』
で
は
、
青
年
の
徴
兵
や
壮
丁
問

題
の
議
論
が
増
え
て
く
る
と
い
う
。
投
書
欄
で

は
、
こ
れ
ら
の
読
者
の
声
に
対
し
て
編
集
者
が

答
え
て
い
く
形
を
と
る
。
こ
の
変
遷
を
辿
っ
た

上
で
、
筆
者
は
な
ぜ
こ
う
し
た
ト
ピ
ッ
ク
が

人
々
の
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
の
か
へ
と
考
察

を
進
め
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
日
中
戦
争
へ
と
時
代
が
向

か
う
中
、
個
人
的
で
日
常
生
活
的
話
題
か
ら
戦

争
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
転
換
す
る
の
に
伴
い
、

読
者
層
も
拡
大
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
抗
日
の

投
書
が
増
え
た
の
は
、
大
衆
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の

言
論
表
現
意
欲
の
表
れ
だ
と
見
て
い
る
。

　
投
書
の
掲
載
は
編
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
投
書
に
反
映
さ
れ
て
い
る

の
は
投
稿
者
の
声
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
を
選

別
す
る
編
集
者
の
意
図
で
あ
る
と
い
う
史
料
批

判
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い

て
も
十
分
に
留
意
し
、
鄒
韜
奮
自
身
の
言
説
か

ら
見
て
、
投
書
掲
載
の
基
準
は
敢
え
て
設
け
な

い
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
と
判
断
し
て
い
る
。

　
第
八
章
「
事
例
分
析
：
投
書
欄
に
お
け
る

「
恋
愛
と
貞
操
」
を
め
ぐ
る
論
争
」
で
は
、
中

国
の
近
代
化
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
恋
愛
と
貞

操
を
め
ぐ
る
投
書
に
焦
点
を
当
て
た
考
察
を
行

う
。
こ
れ
を
通
し
て
、
論
争
が
知
識
人
か
ら
一

般
読
者
へ
と
広
が
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ

し
て
、
な
ぜ
抗
日
へ
世
論
が
向
か
う
時
期
に
恋

愛
と
貞
操
が
論
争
さ
れ
た
の
か
と
問
題
を
提
起

す
る
。

　
近
代
中
国
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
言

説
に
関
す
る
研
究
は
従
来
も
あ
る
が
、
投
書
欄

言
説
と
い
う
視
点
か
ら
の
検
証
は
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
と
い
う
。
本
章
で
は
『
生
活
』
の
投

書
欄
を
用
い
て
、
一
九
一
〇
年
代
、
一
九
二
〇

年
代
の
知
識
人
の
言
説
と
、
一
九
三
〇
年
代
の

『
生
活
』
の
言
説
を
分
析
し
、
そ
の
比
較
を
行

い
、
鄒
韜
奮
の
役
割
を
考
察
す
る
。

　『
生
活
』
投
書
欄
で
は
様
々
な
議
論
が
な
さ

れ
て
い
た
が
、
鄒
韜
奮
は
恋
愛
と
貞
操
の
問
題

を
民
族
社
会
意
識
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
だ
と

主
張
し
て
い
た
。
現
時
点
で
は
貞
操
は
打
破
す

べ
き
束
縛
だ
と
い
う
の
が
、
鄒
韜
奮
の
結
論
で

あ
っ
た
。

　
筆
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
、『
生
活
』
の
投
書

欄
に
お
け
る
議
論
が
、
恋
愛
と
貞
操
論
争
を
大

衆
へ
と
広
げ
た
と
い
う
。
ま
た
、
一
九
一
〇
年

代
以
来
の
論
争
の
変
化
に
つ
い
て
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
論
争
、
婚
姻
制
度
に
関
す
る
議
論
か
ら
、

性
行
為
や
生
殖
に
争
点
が
推
移
し
た
と
い
う
。

こ
れ
を
筆
者
は
、
大
衆
の
参
加
に
よ
っ
て
争
点

が
多
様
化
し
た
も
の
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
投
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書
の
掲
載
は
編
者
の
取
捨
選
択
を
経
た
も
の
で

あ
る
こ
と
に
は
本
章
で
も
留
意
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
鄒
韜
奮
自
身
が
特
定
の
投

書
を
特
別
扱
い
し
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
て

お
り
、
鄒
韜
奮
は
自
ら
の
意
見
を
提
示
す
る
こ

と
な
く
、
議
論
の
調
整
役
に
徹
し
て
い
た
と
筆

者
は
見
る
。

　
だ
が
、
恋
愛
と
貞
操
論
争
は
、
救
国
や
抗
日

に
関
す
る
議
論
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
鄒
韜
奮
が
恋

愛
と
貞
操
問
題
を
重
視
し
た
こ
と
は
無
力
で

あ
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
抗
日
に
世
論
が
移
り
つ

つ
あ
る
時
期
に
恋
愛
と
貞
操
問
題
が
起
き
た
の

か
、
鄒
韜
奮
が
民
族
社
会
意
識
を
高
め
る
方
法

と
し
て
捉
え
た
真
意
は
、
更
に
追
究
す
る
必
要

が
あ
る
と
し
て
結
論
を
保
留
し
て
い
る
。

　
第
九
章
「
新
生
事
件
か
ら
見
る
日
中
メ
デ
ィ

ア
間
の
対
抗
」
で
は
、
言
論
弾
圧
事
件
で
あ
る

新
生
事
件
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
日
中
両
国
の

メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
言
論
政
策
に
変
化
を
も
た

ら
し
、
国
民
全
体
の
世
論
形
成
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
事
件
と
位
置
づ
け
、そ
の
背
景
を
考
察

す
る
。

　
本
章
で
は
、
新
生
事
件
に
関
わ
っ
た
杜
重
遠

の
略
歴
を
述
べ
た
後
、
鄒
韜
奮
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ

た
『
生
活
』
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
杜
重
遠
が

『
新
生
』
を
発
刊
し
た
。
し
か
し
、『
新
生
』
に

掲
載
さ
れ
た
記
事
の
内
容
が
日
本
の
天
皇
に
対

す
る
不
敬
で
あ
る
と
し
て
、『
新
生
』
も
日
本

側
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
廃
刊
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
れ
が
新
生
事
件
で
あ
る
。
筆
者

は
、
日
中
双
方
で
の
そ
の
後
の
経
過
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
と
『
申

報
』
で
の
報
道
を
比
較
し
、
前
者
で
は
中
国
政

府
と
上
海
市
が
日
本
政
府
の
抗
議
と
要
求
を
全

面
的
に
飲
み
込
ん
だ
と
い
う
一
面
に
報
道
が

「
偏
向
」
し
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
は
不
敬

の
理
由
の
追
究
と
中
国
国
内
の
批
判
の
動
き
を

報
道
し
た
と
い
う
。
筆
者
は
、
従
来
の
研
究
で

は
新
生
事
件
を
め
ぐ
る
日
中
メ
デ
ィ
ア
比
較
は

な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
そ
の
意
義
を
打
ち
出

し
、日
中
両
紙
の「
偏
向
」の
背
景
を
考
察
す
る
。

　
筆
者
は
そ
の
背
景
と
し
て
、
ま
ず
中
国
侵
略

に
伴
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
挙
げ
て
い

る
。
ま
た
、
日
本
側
に
つ
い
て
は
天
皇
機
関
説

と
の
関
連
を
論
じ
る
。
本
章
は
、
メ
デ
ィ
ア
史

上
の
事
件
を
取
り
上
げ
、
そ
の
後
の
メ
デ
ィ
ア

の
変
質
を
復
元
し
、
日
本
と
の
比
較
を
通
し

て
、
中
国
メ
デ
ィ
ア
に
現
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
高
揚
の
実
態
を
よ
り
明
確
に
描
き
出
そ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
十
章
「「
国
貨
」
を
め
ぐ
る
言
説
の
浸
透

性
検
証
」
で
は
、『
生
活
』
で
国
貨
が
ど
の
よ

う
に
語
ら
れ
て
き
た
か
、
そ
し
て
読
者
が
そ
れ

に
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
を
考
察
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
通
し
て
、
筆
者
は
メ
デ
ィ
ア

と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
読
み
解
い
て
い

く
。
従
来
の
歴
史
研
究
で
は
不
十
分
で
あ
っ

た
、
メ
デ
ィ
ア
読
者
の
反
応
を
読
み
取
る
こ
と

に
力
点
を
置
き
、『
生
活
』
を
史
料
と
し
て
用

い
る
。

　
筆
者
の
分
析
に
よ
れ
ば
、『
生
活
』
で
は
一

九
三
一
年
か
ら
「
国
貨
」
に
関
す
る
記
事
が
飛

躍
的
に
増
加
し
、
そ
し
て
一
九
三
二
年
に
再
び

減
少
す
る
と
い
う
。
な
お
、
そ
の
背
景
は
満
洲

事
変
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る
。

　『
生
活
』
は
、「
国
貨
」
を
愛
す
る
こ
と
、
造

る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
だ
が
筆
者
は
『
生
活
』

に
掲
載
さ
れ
た
広
告
に
着
目
し
、
広
告
に
洋
装

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
洋
の
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
に
対
す
る
中
国
人
の
憧
れ
が
見
て
取
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れ
る
と
い
う
。

　
次
に
、
筆
者
は
こ
う
し
た
「
国
貨
」
言
説
に

対
し
て
読
者
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
を
考

察
す
る
。
筆
者
に
よ
る
と
、「
国
貨
」
に
関
し

て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
背
景
と
し
た
投
稿
が
見

ら
れ
る
と
述
べ
つ
つ
も
、
そ
の
数
は
少
な
い
と

い
う
。
そ
こ
に
、
上
海
と
い
う
国
際
都
市
の
住

民
の
「
国
貨
」
に
対
す
る
不
信
感
と
「
洋
貨
」

に
対
す
る
好
み
が
根
強
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
同
時
に
、「
国
貨
」
と
い
う
枠
組
み
の
曖

昧
さ
も
指
摘
す
る
。
本
章
の
考
察
を
通
し
て
、

筆
者
は
先
行
研
究
で
は
「
国
貨
」
を
め
ぐ
る
言

説
が
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
度
合
い
を
大
き
く

見
積
も
っ
て
い
る
が
、
読
者
投
稿
か
ら
見
れ

ば
、「
国
貨
」
へ
の
関
心
は
先
行
研
究
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
ほ
ど
社
会
に
浸
透
し
て
い
な
か
っ

た
と
、
新
た
な
見
解
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
意

図
的
に
織
り
込
ま
れ
た
愛
国
心
の
言
説
に
、
大

衆
は
必
ず
し
も
共
鳴
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
送
り
手
の
情

報
量
と
受
け
手
の
反
応
の
不
均
衡
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
の
結
果
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
多

様
性
と
複
雑
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は

い
う
。

　
終
章
「
生
活
書
店
か
ら
三
聯
書
店
、
そ
し
て

再
び
生
活
書
店
へ
」で
は
、本
書
の
考
察
の
総
括

に
加
え
て
、
考
察
対
象
と
し
た
一
九
四
〇
年
代

以
降
の
生
活
書
店
の
歩
み
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
巻
末
に
は
付
録
と
し
て
史
料
抄
録
、
関
連
略

年
表
も
収
め
て
い
る
。
な
お
各
章
の
末
尾
に
も

そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
に
関
わ
る
引
用
史
料
や
筆
者

が
独
自
に
ま
と
め
た
デ
ー
タ
を
掲
載
し
て
お

り
、
入
念
な
実
証
的
考
察
が
な
さ
れ
た
跡
が
窺

え
る
と
同
時
に
、
資
料
集
と
し
て
の
価
値
も
大

き
い
と
言
え
よ
う
。

　
本
書
が
冒
頭
に
掲
げ
た
課
題
は
、「
近
代
中
国

に
お
け
る
知
識
人
・
メ
デ
ィ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
三
者
の
相
互
関
係
」
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
者
の
相
互
関
係
が
最

も
よ
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
第

四
部
の
投
書
欄
を
考
察
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。

　
投
書
欄
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
送
り
手
だ
け
で
は

な
く
、
受
け
手
で
あ
る
大
衆
か
ら
の
反
応
、
ま

た
受
け
手
で
あ
る
大
衆
同
士
の
議
論
の
場
を
形

成
し
た
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
も

の
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
が
既
に
述
べ
て
い
る
通

り
で
あ
る
。
投
書
欄
か
ら
は
、
そ
れ
を
編
集
す

る
メ
デ
ィ
ア
の
主
体
で
あ
る
「
知
識
人
」
の
認

識
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
受
け
手
で
あ
る
大
衆
の
反

応
や
議
論
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
「
メ

デ
ィ
ア
」
と
い
う
機
能
が
媒
介
し
、
近
代
中
国

に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
た
か
、
実
態
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
十

章
の
「
国
貨
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
考
察
は
、
メ

デ
ィ
ア
の
送
り
手
で
あ
る
知
識
人
と
、
受
け
手

で
あ
る
大
衆
の
意
識
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
識
と
は
、
こ
こ
で
は
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
こ
と
で
あ
る
。

　
一
方
、第
七
章
、第
八
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
は
大
衆
を
議
論
に
積
極
的

に
参
加
さ
せ
、
大
衆
の
意
識
を
変
え
る
作
用
を

及
ぼ
し
た
。
そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
を

生
み
出
し
た
鄒
韜
奮
と
生
活
書
店
は
、
近
代
中

国
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
に
お
い
て
特
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
お
り
、
本
書
は
こ
う
し
た
注
目

す
べ
き
存
在
に
光
を
当
て
た
意
義
が
あ
る
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
、
第
二
部
と
第
三
部
は
、
こ

う
し
た
メ
デ
ィ
ア
及
び
そ
れ
に
関
わ
る
人
物
の

事
跡
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
意
義
を
持
つ
。

　
で
は
、
評
者
が
本
書
及
び
関
連
資
料
を
参
照
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し
て
考
え
た
と
こ
ろ
を
、
い
く
ら
か
述
べ
る
こ

と
と
す
る
。

　
評
者
も
、『
生
活
』『
新
生
』『
生
活
星
期
刊
』

『
抗
戦
』『
大
衆
生
活
』
を
少
し
ば
か
り
で
は
あ

る
が
参
照
し
て
み
た
。
ま
ず
気
に
な
っ
た
の

が
、『
新
生
』
の
読
者
投
書
欄
「
新
生
之
友
」

で
あ
り
、
筆
者
も
既
に
言
及
し
て
い
る
よ
う

に
、『
新
生
』
に
掲
載
さ
れ
た
投
書
の
少
な
さ

で
あ
る
。『
生
活
』
及
び
『
生
活
星
期
刊
』
は

読
者
の
投
書
を
ほ
ぼ
毎
回
掲
載
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、『
新
生
』
は
こ
れ
ら
に
比
べ
て

大
幅
に
読
者
の
投
書
掲
載
を
減
ら
し
て
い
る
。

こ
の
原
因
に
は
、
筆
者
も
指
摘
す
る
通
り
、

『
生
活
』
及
び
『
生
活
星
期
刊
』
の
主
編
が
鄒

韜
奮
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
新
生
』
の
主
編

が
杜
重
遠
に
代
わ
っ
て
い
た
こ
と
と
の
関
連
が

考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
時
点
で
は
、
読
者
の
投

書
欄
を
重
視
し
た
の
は
鄒
韜
奮
の
独
自
の
ア
イ

デ
ア
で
あ
っ
た
、
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
読
者

の
投
書
欄
を
重
視
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、

編
者
が
交
代
す
れ
ば
継
承
さ
れ
な
い
程
度
の
イ

ン
パ
ク
ト
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ

う
に
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
代
中
国

の
メ
デ
ィ
ア
史
に
お
け
る
鄒
韜
奮
の
重
要
性
と

同
時
に
、
彼
の
あ
る
種
の
特
殊
性
に
つ
い
て
も

考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま

た
、『
抗
戦
』『
大
衆
生
活
』
も
鄒
韜
奮
が
主
編

を
務
め
て
い
る
が
、
読
者
投
書
欄
は
『
生
活
』

や
『
生
活
星
期
刊
』
よ
り
も
少
な
い
。
筆
者
は

第
七
章
で
投
書
内
容
の
傾
向
の
変
遷
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
雑
誌
の
テ
ー
マ
自

体
が
変
化
し
て
お
り
、
鄒
韜
奮
自
身
が
編
集
の

ス
タ
イ
ル
を
変
え
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
取
れ

る
。
そ
し
て
拾
わ
れ
る
大
衆
の
声
も
そ
の
制
約

を
受
け
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、『
新
生
』
の
読
者
投
稿
欄
の
内
容
に

つ
い
て
も
、
特
に
後
半
を
見
る
と
、
哲
学
に
関

す
る
内
容
な
ど
、
大
衆
の
生
活
に
関
わ
る
も
の

と
い
う
よ
り
は
知
識
人
の
学
問
的
な
追
究
と
思

わ
れ
る
も
の
が
目
立
つ
。『
新
生
』
が
大
衆
を

巻
き
込
む
言
論
空
間
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の

か
は
、
更
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

　
こ
の
ほ
か
、
第
十
章
の
「
国
貨
」
を
め
ぐ
る

議
論
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
刺
激
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
対
し
て
大
衆
が
必
ず
し
も
反
応
し
な

か
っ
た
と
い
う
実
態
を
復
元
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
こ
に
鄒
韜
奮
ら
メ
デ
ィ
ア
に
携
わ
っ
た

人
物
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
メ
デ
ィ

ア
上
の
表
象
と
言
説
に
の
み
依
拠
し
て
考
察
を

進
め
て
い
る
た
め
、「
メ
デ
ィ
ア
」「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
に
「
知
識
人
」
を
加
え
た
三
者
の
関

連
は
捉
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
れ
は
第
九
章
も
同
じ
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
報

道
内
容
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方

で
知
識
人
ら
、
即
ち
鄒
韜
奮
ら
は
こ
の
事
件
と

ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
杜

重
遠
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
記
事
を
掲
載
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
章
も
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
考
察

を
進
め
、
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
の
変
容
を
復
元

し
て
い
る
が
、
こ
の
事
件
及
び
一
連
の
経
過
と

知
識
人
の
関
係
に
つ
い
て
も
更
に
探
究
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
、
事
件

後
、
な
ぜ
メ
デ
ィ
ア
報
道
が
「
偏
向
」
す
る
の

か
と
い
う
問
い
を
立
て
て
い
る
が
、
メ
デ
ィ
ア

を
担
う
の
が
生
身
の
人
間
で
あ
る
以
上
、
鄒
韜

奮
や
杜
重
遠
が
事
件
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ

た
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
検
討
す
る
価
値
の
あ

る
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
取
り
上

げ
た
生
活
書
店
発
行
の
雑
誌
や
後
の
文
集
な
ど

で
も
、
こ
の
時
代
に
著
し
た
彼
ら
の
言
説
は
あ

る
の
で
、
そ
こ
か
ら
何
か
見
出
す
こ
と
は
で
き
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な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
更
に
、
第
八
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
恋
愛

と
貞
操
」
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
鄒
韜
奮
が
こ

れ
を
民
族
社
会
意
識
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
だ

と
捉
え
た
理
由
に
は
、
伝
統
社
会
の
束
縛
か
ら

大
衆
を
解
放
す
る
こ
と
が
、
近
代
国
家
を
支
え

得
る
良
質
の
国
民
の
育
成
に
つ
な
が
る
と
の

考
え
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
生

活
』
な
ど
に
は
、
体
育
や
健
康
に
関
す
る
記
事

や
写
真
も
目
立
つ
。
上
記
五
誌
に
も
彼
自
身
の

執
筆
し
た
言
説
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら

彼
が
目
指
し
た
国
家
や
社
会
の
あ
り
方
を
復
元

す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ

く
第
八
章
で
、
鄒
韜
奮
は
投
書
欄
で
は
議
論
に

参
加
せ
ず
調
整
役
に
徹
し
た
と
述
べ
て
い
る

が
、
投
書
欄
外
で
鄒
韜
奮
が
執
筆
し
た
論
説
が

数
多
く
あ
り
、
そ
こ
か
ら
鄒
韜
奮
自
身
の
考
え

方
が
ど
の
よ
う
に
発
信
さ
れ
て
い
た
か
を
復
元

す
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
あ
と
、
序
章
で
は
本
書
で
用
い
る
資
料
に
つ

い
て
、
生
活
書
店
の
外
側
か
ら
の
視
点
を
取
り

入
れ
る
た
め
『
中
央
日
報
』
を
重
視
す
る
と
書

か
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
『
中
央
日
報
』
が

全
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
疑
問
で

あ
っ
た
。

　
最
後
に
、
終
章
で
筆
者
は
「
知
識
人
」
と
い

う
「
軸
」
で
は
鄒
韜
奮
ら
を
通
し
て
当
時
の
知

識
人
の
姿
を
復
元
し
た
と
し
、
こ
れ
ら
を
総
じ

て
「
近
代
中
国
の
知
識
人
の
生
態
の
縮
図
」
だ

と
述
べ
て
い
る
。
次
に
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い

う
「
軸
」
で
は
、
生
活
書
店
に
焦
点
を
当
て
、

「
近
代
中
国
の
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
一
モ
デ
ル
」

と
見
な
せ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
」
と
い
う
「
軸
」
で
は
、
言
説
分
析
を
行

い
、
当
時
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
実
態
、
多
様

性
や
複
雑
性
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
。
こ
の

う
ち
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
複
雑
性
は
本
書

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
が
、「
知

識
人
」
と
「
メ
デ
ィ
ア
」
を
め
ぐ
っ
て
、
鄒
韜

奮
及
び
生
活
書
店
と
は
、
近
代
中
国
に
お
い
て

特
殊
性
を
帯
び
た
存
在
な
の
か
、
そ
れ
と
も
典

型
的
な
存
在
な
の
か
は
、
更
に
検
討
の
余
地
が

あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

　
以
上
、
評
者
な
り
に
本
書
の
課
題
で
あ
る

「
知
識
人
・
メ
デ
ィ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

に
沿
っ
て
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
。
評

者
の
理
解
が
不
十
分
な
点
も
否
め
な
い
と
思
わ

れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
の
多
角
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
と
「
人
」
に
迫
る
実
証
的
考
察
に

学
ぶ
と
こ
ろ
は
多
い
と
考
え
る
。


