
「
あ
な
た
は
大
陸
の
ど
こ
か
ら
来
ま
し
た
か
？
」な
ど
と
尋
ね
ら
れ

ま
す
。

　

外
国
語
の
修
得
は
、
机
上
で
は
な
く
常
に
実
践
で
す
。
私
は
中

国
人
に
化
け
る
た
め
に
、
横
浜
中
華
街
で
、
中
国
人
留
学
生
だ
と

身
分
を
偽
装
し
て
、
中
華
料
理
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。　

　

ま
た
中
国
人
が
経
営
す
る
中
華
料
理
店
に
行
っ
た
時
も
、
自
ら

を
中
国
人
に
偽
っ
て
注
文
を
し
た
り
、
歌
舞
伎
町
の
中
華
パ
ブ
な

ど
で
中
国
人
と
称
し
て
、
一
切
日
本
語
を
使
わ
ず
、
中
国
語
の
カ

ラ
オ
ケ
以
外
の
歌
を
歌
わ
な
か
っ
た
り
と
徹
底
的
に
中
国
人
に
な

る
訓
練
と
テ
ス
ト
を
自
分
に
課
し
ま
し
た
。

　

音
楽
や
歌
か
ら
外
国
語
を
学
ぶ
と
大
変
に
覚
え
や
す
く
便
利
で

歴
史
的
再
考
察
か
ら
見
え
る
歪
ん
だ
世
界
秩
序

　
―
―
活
動
を
通
し
て
習
得
し
た

中
国
語
と
ロ
シ
ア
語
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

と
こ
ろ
で
余
談
で
す
が
、
私
が
今
日
、
中
国
語
が
出
来
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
中
国
の
民
主
化
運
動
の
活
動
の
お
か
げ
で
す
。

如い

か何
に
上
手
に
中
国
人
に
化
け
る
か
が
、
活
動
の
成
否
に
か
か
っ

て
い
た
の
で
、
真
剣
に
中
国
人
ら
し
い
中
国
語
の
取
得
に
努
力
し

ま
し
た
。
そ
の
お
陰
で
、
私
の
中
国
語
は
山
東
訛な

ま

り
の
中
国
語
が

話
せ
る
よ
う
に
な
り
、
台
湾
へ
行
っ
た
時
な
ど
は
、
台
湾
人
か
ら

● 

第
18
回

す
。
ま
た
、
映
画
を
見
る
、
ラ
ジ
オ
を
流
し
続
け
る
こ
と
も
語
学

を
独
学
す
る
た
め
の
必
要
ア
イ
テ
ム
で
す
。

　

ロ
シ
ア
語
の
場
合
は
、
文
法
が
極
め
て
難
し
い
の
で
、
私
の
場

合
は
ロ
シ
ア
ン
・
ポ
ッ
プ
ス
と
ロ
シ
ア
語
の
ラ
ジ
オ
放
送
を
流
し

放
し
に
し
て
、
言
葉
の
意
味
よ
り
も
発
音
と
ア
ク
セ
ン
ト
、
言
い

回
し
を
覚
え
た
後
に
、
日
本
語
の
意
味
を
後
か
ら
知
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
発
音
と
ア
ク
セ
ン
ト
と
文
法
が
一

つ
の
歌
と
し
て
自
然
に
頭
に
入
り
、
単
語
量
も
一
挙
に
増
や
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

中
国
語
の
場
合
は
、
中
国
語
の
字
幕
入
り
の
中
国
語
の
歌
や
中

国
語
の
字
幕
入
り
の
中
国
映
画
を
繰
り
返
し
見
て
、
漢
字
の
読
み

方
と
ア
ク
セ
ン
ト
、
そ
れ
に
意
味
を
一
挙
に
覚
え
た
上
で
、
そ
れ

を
口
ず
さ
ん
で
口
に
馴な

ら
し
、
街
で
見
か
け
た
日
本
語
の
看
板
に

書
か
れ
た
漢
字
を
中
国
語
読
み
で
口
ず
さ
ん
で
歩
き
ま
し
た
。
漢

字
の
読
み
方
に
、「
音
読
み
」、「
訓
読
み
」、
そ
れ
に「
中
国
語
読
み
」

を
加
え
た
の
で
す
。

　

つ
ま
り
街
で
見
か
け
る
漢
字
を
す
べ
て「
中
国
語
読
み
」と
し
、

音
読
し
て
歩
き
ま
し
た
。
看
板
を
口
に
出
し
て
中
国
読
み
に
し
て

歩
く
私
の
姿
を
見
た
す
れ
違
っ
た
人
々
は
、
多
分
私
の
こ
と
を「
頭

が
お
か
し
な
人
」だ
と
思
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。　

　

そ
の
甲
斐
が
あ
っ
て
か
、
今
日
で
は
中
国
人
の
考
え
方
や
風
習

が
自
然
に
身
に
着
く
よ
う
に
な
り
、
中
国
人
の
良
き
友
人
が
で
き
、

ま
た
中
国
ビ
ジ
ネ
ス
の
役
に
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
中
国
語
の
取
得
方
法
を
参
考
に
す
る
と
他
国
の
言
語
も

同
様
に
取
得
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
私
は
同
様
の
方
法
で
、
ロ
シ

ア
語
や
韓
国
語
も
習
得
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

言
葉
は
常
に
使
っ
て
い
な
く
て
は
、
話
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
折
角
習
得
し
た
言
葉
が
錆
び
つ
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

私
は
今
日
で
も
な
お
、
中
国
人
や
ロ
シ
ア
人
、
韓
国
人
と
会
っ
た

時
に
は
、
周
囲
の
日
本
人
か
ら
、
た
と
え
キ
ザ
で
嫌
な
奴
だ
と
思

わ
れ
よ
う
と
も
、
対
象
と
す
る
外
国
人
に
対
し
て
気
遅
れ
す
る
こ

と
な
く
、
平
然
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
言
葉
で
話
す
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
も
な
る
べ
く
初
め
て
会
う
人
や
親
し
く
な
い
人
と
話
す
こ

と
が
有
効
で
す
。

　

何な

ぜ故
な
ら
ば
親
し
い
人
や
友
人
は
、
多
少
発
音
や
ア
ク
セ
ン
ト

が
悪
く
、
文
法
が
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
ち
ら
の
意
を
汲く

ん
で
理
解
を
し
て
く
れ
る
の
で
、
発
音
や
ア
ク
セ
ン
ト
、
文
法
を

あ
え
て
直
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
癖
を
聞
き
慣
れ
て
い
る
か

ら
で
す
。

　

そ
れ
が
初
め
て
の
人
や
親
し
く
な
い
人
の
場
合
に
は
、
発
音
や

ア
ク
セ
ン
ト
、
文
法
の
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、「
え
っ
」と
言
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わ
れ
、
改
め
て
発
音
や
ア
ク
セ
ン
ト
や
文
法
に
気
を
つ
け
て
話
す

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
上
手
く
通
じ
た
場
合
に
は
よ
い
の
で
す
が
、
通
じ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
相
手
は「
何
？
」と
聞
き
返
し
て
き
ま
す
。
そ

れ
で
も
懲こ

り
ず
に
再
度
、
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
文
法
に
注
意
し

て
そ
の
言
葉
に
挑
戦
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
や
っ
と
通
じ
た
場
合
に
は
、

自
分
に
課
し
た
テ
ス
ト
は
一
応
、
及
第
と
し
て
、
そ
の
言
葉
の
発
音
、

ア
ク
セ
ン
ト
、
文
法
を
今
後
は
正
確
に
話
せ
る
よ
う
に
、
そ
の
言

葉
を
注
意
点
で
あ
る
こ
と
を
記
憶
に
留
め
て
お
く
よ
う
に
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
再
度
そ
の
言
葉
を
挑
戦
し
て
通
じ
な
か
っ
た
場
合
に

は
大
抵
、「
日
本
語
で
話
し
て
く
だ
さ
い
」と
話
し
相
手
の
外
国
人

か
ら
言
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
時
、
相
手
に
す
か
さ
ず
、「
私
は
こ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を

言
っ
た
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
言
い
ま
す
か
？ 

教
え
て
く
だ
さ

い
」と
言
っ
て
、
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
文
法
を
そ
の
場
で
教
え
て

も
ら
う
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
の
時
、
紙
に
そ
の
単
語
と
読
み
方
、
文

章
を
書
き
留
め
る
よ
う
に
し
ま
す
。
あ
と
は
、
そ
の
日
か
ら
そ
の
言

葉
を
書
い
た
紙
を
見
な
が
ら
何
度
も
口
に
出
し
て
練
習
を
し
ま
す
。

　

そ
う
や
っ
て
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
そ
し
て
文
法
を
覚
え
た
と

思
っ
た
ら
、
そ
の
言
葉
を
使
う
国
の
友
人
に
頼
ん
で
、
問
題
が
あ
っ

た
言
葉
を
使
っ
て
、
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
文
法
の
正
確
さ
を
テ

ス
ト
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
テ
ス
ト
に
パ
ス
し
た
ら
、
今
度
は
、

そ
の
言
語
を
母
国
語
と
す
る
初
対
面
の
人
や
親
し
く
な
い
人
に
対

し
て
、
問
題
が
あ
っ
た
言
葉
を
用
い
て
話
し
か
け
て
み
ま
す
。

　

そ
こ
で
、「
え
っ
！
」、「
何
？
」、「
日
本
語
で
話
し
て
く
だ
さ
い
」

と
話
し
相
手
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
人
に
言
わ
れ
ず
に
ス
ム
ー
ズ
に
会

話
が
続
け
ら
れ
た
ら
、
そ
の
言
葉
の
試
験
に
合
格
し
た
、
す
な
わ

ち
マ
ス
タ
ー
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

外
国
語
を
自
由
に
話
せ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
常
に
自
分
で
、

自
分
に
課
す
テ
ス
ト
が
必
要
で
す
。

　
―
―
「
中
国
の
春
」と
天
安
門
事
件
の
思
い
出
―
―

　

二
〇
一
〇（
平
成
二
十
二
）年
十
月
八
日
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を

受
賞
し
た
劉

り
ゅ
う
ぎ
ょ
う暁波は

は
、
中
国
民み

ん
れ
ん聯

に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

　

一
九
八
九（
平
成
元
）年
四
月
十
五
日
、
中
国
の
政
治
改
革
を
唱

え
て
、
中
共
の
保
守
派
と
八
大
元
老
に
批
判
さ
れ
、
総
書
記
を
解
任
、

失
脚
し
た
胡こ

耀よ
う
ほ
う邦

が
死
去
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
機
に
、
胡
耀
邦
追
悼
と
民
主
化
を
叫
ぶ
学
生
デ
モ
が
勃ぼ

っ

発ぱ
つ

、
激
化
す
る
中
、「
五
・
四
運
動
」の
七
十
周
年
記
念
日
に
あ
た
る

五
月
四
日
に
は
北
京
の
学
生
、
学
者
そ
れ
に
市
民
十
万
人
が
デ
モ

と
集
会
を
行

お
こ
な

っ
た
の
で
す
。

　

四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
起
き
た
こ
れ
ら
の
運
動
が
、
同
年
六

月
四
日
に
生
じ
た
天
安
門
事
件
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
活
動
に
参
加
、
支
援
す
る
た
め
に
、
中
国
民
聯
は
劉
暁
波

と
王
炳
章
お
よ
び
湯
光
中
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
北
京
に
帰
国
さ
せ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

劉
暁
波
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
直
接
北
京
に
向
か
い
、
そ
の
活
動
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
東
京
経
由
で
北
京
入
り
し
よ

う
と
し
た
王お

う
へ
い炳

章し
ょ
うと

湯と
う
こ
う光

中ち
ゅ
うは

、
日
本
航
空
が
搭
乗
拒
否
し
た
こ

と
で
北
京
入
り
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

当
時
、
成
田
と
チ
ベ
ッ
ト
・
ラ
サ
の
路
線
の
開
設
を
計
画
し
て

い
た
日
本
航
空
に
対
し
て
、
中
共
政
府
が
圧
力
を
か
け
、
そ
れ
に

屈
し
た
日
本
航
空
は
、
二
人
の
搭
乗
を
拒
否
し
た
も
の
で
し
た
。

　

一
方
、
中
共
外
交
部
は
日
本
の
外
務
省
に
対
し
外
交
ル
ー
ト
を

用
い
て
、
王
炳
章
と
湯
光
中
の
活
動
を
阻
止
す
る
よ
う
に
要
請
を

し
ま
し
た
。
外
務
省
は
そ
の
要
請
に
従
っ
て
、
二
人
の
動
き
を
封

じ
込
め
よ
う
と
動
い
て
い
ま
し
た
。

　

実
は
当
時
、
王
炳
章
と
湯
光
中
の
受
け
入
れ
を
行
っ
た
の
は
私

で
し
た
。

　

平
成
元（
一
九
八
九
）年
五
月
二
日
に
来
日
し
た
王
炳
章
と
湯
光

中
の
二
人
を
中
国
民
聯
日
本
分
部
の
黄こ

う
こ
う興

亜あ

（
高こ

う
き
ん
こ
う

今
航
）、
そ
れ
に

数
人
の
日
本
人
の
仲
間
と
共
に
私
は
成
田
空
港
に
迎
え
に
行
き
ま

し
た
。

　

ま
た
別
便
で
密ひ

そ

か
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
中
国
民
聯
の
創
立
者

の
一
人
で
、
大
幹
部
の
林り

ん
し
ょ
う
せ
い

樵
清
も
来
日
し
ま
し
た
。

　

空
港
に
着
く
と
、
ど
こ
か
ら
情
報
を
得
た
の
か
、
千
葉
県
警
の

警
護
課
の
私
服
警
察
官
が
我
々
に
近
づ
い
て
来
て
、「
今
日
は
外
国

の
要
人
の
来
日
同
様
に
Ｖ
Ｉ
Ｐ
警
備
を
す
る
」と
の
申
し
出
が
あ
り

ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
大
勢
の
制
服
姿
の
警
察
官
が
現
場
を
囲
み
、
非
常
に

物
々
し
い
光
景
に
空
港
は
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
、
私
は
胸

き
ょ
う
ち
ゅ
う

中
密
か
に
、「
こ
の
ま
ま
上
手

く
行
け
ば
、
中
国
で
民
主
革
命
が
成
功
す
る
か
も
し
れ
な
い
」と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。　

　

そ
の
一
方
で
は
、
親
中
共
的
な
日
本
の
当
時
の
外
交
姿
勢
を
考

え
た
時
、
王
炳
章
一
行
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
甚は

な
は

だ
予
測
は
つ

か
な
い
状
況
下
に
あ
り
ま
し
た
。

　

空
港
の
中
で
王
炳
章
と
湯
光
中
が
、
Ｖ
Ｉ
Ｐ
ラ
ウ
ン
ジ
で
記
者

会
見
を
開
き
、
黄
興
亜
が
通
訳
、
私
が
司
会
を
行
い
ま
し
た
。

　

新
聞
、
週
刊
誌
、
テ
レ
ビ
局
な
ど
の
各
社
が
集
ま
り
、
カ
メ
ラ

の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
閃
光
が
容
赦
な
く
降
り
か
か
り
ま
し
た
。

　

記
者
会
見
の
席
上
、
王
炳
章
は
、
中
国
民
聯
を
発
展
さ
せ
て
、

中
国
共
産
党
に
反
対
す
る“
中
国
民
主
党
”を
結
党
し
た
こ
と
を
報

玉響 No.328 ｜ 7879｜玉響 No.328



告
し
、
北
京
で
行
わ
れ
て
い
る
学
生
デ
モ
や
抗
議
集
会
を
支
援
す

る
た
め
に
中
国
に
帰
国
す
る
こ
と
を
明
言
し
ま
し
た
。

　

記
者
会
見
の
会
場
の
中
に
紛ま

ぎ

れ
込
ん
で
い
た
、
中
国
民
航
の
職

員
が
、
中
国
の
情
報
機
関
員
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
記
者
会
見
の

内
容
は
タ
イ
ム
リ
ー
に
大
使
館
や
中
国
本
国
に
報
告
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

私
た
ち
も
当
然
、
中
国
の
特
務
の
動
向
を
警
戒
し
て
お
り
、
彼

ら
か
ら
の
暗
殺
や
、
日
本
の
外
務
省
に
よ
る
圧
力
や
妨
害
工
作
か

ら
二
人
を
護
る
た
め
に
工
作
を
施
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
二
人
が
四
谷
の「
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
オ
オ
タ
ニ
」に

宿
泊
す
る
と
マ
ス
コ
ミ
に
大
々
的
に
発
表
し
、
実
際
に
は
赤
坂
の

全
日
空
ホ
テ
ル
に
部
屋
を
と
り
ま
し
た
。

　

成
田
空
港
か
ら
都
内
に
向
か
い
ま
し
た
。
移
動
の
手
段
に
は
、

防
弾
仕
様
の
白
い
キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク
の
リ
ム
ジ
ン
を
使
用
し
ま
し
た
。

　

こ
の
車
は
、
長
崎
市
に
本
部
を
置
く
、
愛
国
団
体“
正せ

い

氣き

塾じ
ゅ
く”の

若わ
か
し
ま
せ
い

島
征
四し

郎ろ
う

塾
長
が
所
有
す
る
も
の
で
、
私
は
同
塾
長
に
頼
ん
で

借
り
た
も
の
で
し
た
。
運
転
と
護
衛
は
、
正
氣
塾
の
幹
部
で
あ
る

田た

尻じ
り

和か
ず

美み

氏
で
し
た
。

　

同
氏
は
後
に
、
現
職
の
長
崎
市
長
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
共
産

党
と
内
通
し
て
、
昭
和
天
皇
が
御ご

ふ不
例れ

い

で
あ
ら
れ
る
最
中
に
、「
天

皇
の
戦
争
責
任
」を
議
会
で
言
明
し
た
、
本も

と
じ
ま島

等ひ
と
し市

長（
当
時
）に
天

誅
を
下
し
た
こ
と
で
、
後
に
知
ら
れ
た
人
物
で
す
。

　

ま
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
、
ム
ジ
ャ
ヒ
デ
ン
と
共
に
ソ
連
軍
と

戦
っ
た
戦
士
奈な

ら良
彰あ

き
ひ
さ久

氏
、
金
権
腐
敗
を
し
た
自
民
党
政
府
に
天

誅
を
下
す
べ
く
田
中
角
栄
邸
に
対
し
て
、
数
度
に
わ
た
っ
て
火
炎

瓶
を
投と

う
て
き擲

し
た
大お

お
に
し西

優ま
さ
る氏

ら
の
猛も

さ者
が
、
王
炳
章
、
湯
光
中
両
名

の
護
衛
に
当
り
ま
し
た
。

　

警
察
庁
、
警
視
庁
の
幹
部
を
通
し
て
、
そ
の
報
告
書
か
ら
外
務

省
が
我
々
の
情
報
を
掴つ

か

む
こ
と
で
、
彼
ら
が
中
共
外
交
部
の
要
請

に
従
っ
て
、
活
動
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
警
察
の

追
尾
、
行こ

う
か
く確

を
振
り
切
る
べ
く
、
田
尻
氏
は
私
た
ち
が
乗
っ
た
キ
ャ

デ
ラ
ッ
ク
を
爆
走
さ
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
最
早
、
王
炳
章
、
湯
光
中
そ
れ
に
林
樵
清
の
三
人
の

歓
迎
会
を
新
宿
の
博
多
水
炊
き
の
料
亭“
玄
海
”で
開
き
ま
し
た
。
同

店
は
、
頭
山
満
を
は
じ
め
東
京
で
活
動
す
る
玄
洋
社
関
係
者
が
開
店

当
初
か
ら
懇
意
に
出
入
り
し
て
い
る
店
で
、
玄
洋
社
の
二
代
目
の
社

長
箱は

こ

田だ

六ろ
く
す
け輔

と
縁
続
き
に
当
る
矢
野
氏
が
経
営
す
る
店
で
す
。

　

店
の
看
板“
玄
海
”の
文
字
は
頭
山
満
の
揮き

毫ご
う

に
よ
る
も
の
で
、

同
店
の
皿
や
徳
利
、
杯
に
は
、「
玄
海
」と
い
う
頭
山
満
の
筆
に
よ

る
文
字
と
署
名
が
焼
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
各
個
室
の
床

の
間
に
は
、
頭
山
満
の
書
軸
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

孫
文
と
辛し

ん
が
い亥

革
命
な
ど
中
華
革
命
を
支
援
し
、
日
中
友
好
の
重

鎮
で
あ
っ
た
頭
山
満
の
魂
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
王
炳

章
と
湯
光
中
の
壮
挙
の
門
出
の
祝
い
と
し
ま
し
た
。

　

翌
日
、
初
来
日
し
た
王
炳
章
、
湯
光
中
、
林
樵
清
の
三
人
に
、

少
し
で
も
日
本
文
化
に
触
れ
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
私
は
、
横
浜

の
三さ

ん
け
い溪

園
に
彼
ら
を
案
内
し
ま
し
た
。

　

三
人
は
小
型
カ
メ
ラ
で
、
美
し
い
三
溪
園
の
庭
園
の
写
真
を
撮

影
し
な
が
ら
も
、
翌
日
の
北
京
入
り
に
つ
い
て
の
打
ち
合
わ
せ
に

余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
ん
な
時
、
林
樵
清
の
下
に
劉
暁
波
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
無

事
に
北
京
入
り
し
た
と
い
う
消
息
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

彼
ら
は「
活
動
は
成
功
し
た
」と
言
っ
て
、
安あ

ん

堵ど

の
表
情
を
見
せ

ま
し
た
が
、
そ
れ
も
束つ

か

の
間
、
再
び
翌
日
の
北
京
入
り
に
つ
い
て

真
剣
に
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

夕
方
、
彼
ら
の
壮
行
会
を
横
浜
中
華
街
の“
四
五
六
菜
館
”で
開

く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

五
月
三
日
の
そ
の
日
は
、
横
浜
開
港
記
念
み
な
と
祭
り
に
合
わ

せ
て
中
国
獅
子
舞
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。“
採さ

い
ち
ん青

”と
言
わ
れ
る

中
国
獅
子
舞
は
、
吉
祥
を
願
う
厄
払
い
の
た
め
に
、
各
店
に
て
厄

払
い
の
舞
を
し
ま
す
。

　

店
頭
な
ど
に
吊
る
さ
れ
た
紅
袍（
ポ
チ
袋
）な
ど
の
御
祝
儀
を
咥く

わ

え
て
、
次
の
店
に
中
国
獅
子
舞
は
向
か
い
ま
す
。

　

朝
か
ら
晴
天
だ
っ
た
そ
の
日
は
、
我
々
が
中
華
街
に
到
着
す
る
と
、

俄に
わ

か
に
空
が
暗
く
な
り
、
大
粒
の
雨
が
降
り
出
し
ま
し
た
。
暗
雲

の
間
に
は
稲
妻
が
走
っ
て
い
ま
す
。

　

中
国
獅
子
舞
の
激
し
く
鳴
り
響
く
太
鼓
と
、
爆
竹
の
音
に
雷
鳴

が
轟と

ど
ろ

き
、
そ
れ
ら
の
激
し
い
音
が
重
な
り
合
っ
て
、
何
と
も
革

命
前
夜
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
雰
囲
気
で
し
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
チ
ャ
イ
ナ
・
タ
ウ
ン
を
拠
点
と
し
て
活
動
す
る

中
華
マ
フ
ィ
ア
を
モ
デ
ル
に
制
作
さ
れ
た
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ン（
尊

龍
）主
演
の
ア
メ
リ
カ
映
画『
イ
ヤ
ー
・
オ
ブ
・
ザ
・
ド
ラ
ゴ
ン
』の

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
中
国
獅
子
舞
の
シ
ー
ン
を
彷ほ

う
ふ
つ彿

さ
せ
る
光
景
で
、

明
日
は
革
命
の
北
京
に
向
か
う
王
炳
章
と
湯
光
中
の
壮
行
会
に
は
、

ピ
ッ
タ
リ
な
日
和
に
私
は
感
動
、
興
奮
し
た
も
の
で
す
。

　

王
炳
章
は
、
こ
の
日
の
記
念
に「
驚
雷
」と
、
私
に
揮
毫
を
し
て

く
れ
ま
し
た
。
獅
子
舞
の
爆
竹
と
太
鼓
、
そ
れ
に
轟
く
雷
鳴
は
、

中
国
に
自
由
と
民
主
を
も
た
ら
す
革
命
の“
驚
雷
”で
あ
る
こ
と
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
王
炳
章
の
機
転
に
改
め
て
感
動
し
、
中

国
の
革
命
を
信
じ
た
も
の
で
す
。　

　
―
―
潰
え
た
革
命
の
夢
―
―

　

そ
の
翌
日
、
王
炳
章
と
湯
光
中
の
二
人
は
、
日
本
航
空
に
搭
乗
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し
て
北
京
入
り
す
る
は
ず
で
し
た
。

　

し
か
し
、
前
述
の
如
く
、
日
本
航
空
は
す
で
に
航
空
券
を
手
に

し
て
い
た
二
人
の
搭
乗
を
拒
否
し
た
の
で
す
。

　

仕
方
な
く
彼
ら
は
、
他
の
航
空
会
社
の
北
京
行
き
の
搭
乗
券
を

購
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
ど
の
航
空
会
社
も
二
人
に
搭
乗

券
を
販
売
し
て
は
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
は
中
共
外
交
部
の
要
請
に
よ
っ
て
、
日
本
の
外
務
省
が
各

航
空
会
社
に
対
し
て
、
二
人
に
航
空
券
を
販
売
し
な
い
旨
の
通
達

を
出
し
た
た
め
で
し
た
。

　

二
日
前
に
は
、「
今
日
は
外
国
の
要
人
の
来
日
同
様
に
Ｖ
Ｉ
Ｐ
警

備
を
す
る
」と
言
っ
た
千
葉
県
警
の
警
護
課
の
代
わ
り
に
、
千
葉
県

警
の
外
事
課
員
が
無
言
で
つ
い
て
回
り
ま
し
た
。

　

北
京
入
り
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
記
者
会
見
を
催
し

ま
し
た
が
、
来
日
当
日
の
よ
う
に
マ
ス
コ
ミ
各
社
が
集
ま
る
こ
と

は
な
く
、
狭
い
事
務
室
の
よ
う
な
場
所
を
借
り
て
、
幹
事
社
で
あ
っ

た
産
経
新
聞
社
一
社
の
み
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
い
う
、
実
に

寂
し
い
記
者
会
見
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
対
応
の
変へ

ん
ぼ
う貌

ぶ
り
に
私
は
、
敗
軍
の
将
を
見
る
思
い
が
し

ま
し
た
。
王
炳
章
と
湯
光
中
に
は
、
日
本
航
空
が
北
京
行
の
航
空

券
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
行
の
航
空
券
と
交
換
し
た
こ
と
で
、
彼
ら
は

そ
の
日
の
夕
方
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
い
同
年
五
月
十
五
日
、
ソ
連
の
ミ
ハ
イ
ル
・

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
が
訪
中
。
学
生
や
市
民
た
ち
は
共
産
主
義

と
中
国
共
産
党
に
反
対
す
る
意
志
を
示
す
た
め
に
、
バ
リ
ケ
ー
ド

を
築
い
て
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
を
天
安
門
広
場
に
入
る
こ
と

を
阻
止
し
て
、
共
産
主
義
国
家
の
象
徴
で
あ
る
同
大
統
領
を
弔

ち
ょ
う

迎げ
い

し
た
の
で
す
。

　

天
安
門
広
場
の
様
子
に
驚
い
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
は
、

一
九
八
七（
昭
和
六
十
二
）年
か
ら
ソ
連
で
始
ま
っ
た
、
ソ
連
の

「
立
て
替
え
立
て
直
し
」を
意
味
す
る“
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
”と
共

に
、「
情
報
公
開
」す
な
わ
ち“
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
”を
加
速
さ
せ
ま
し

た
。
結
果
と
し
て
そ
れ
が
ソ
連
の
生
命
取
り
と
な
り
、
ソ
連
は

一
九
九
一（
平
成
三
）年
十
二
月
に
解
体
し
ま
し
た
。

　

北
京
入
り
が
成
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
引
き
揚
げ
て
行
く
彼

ら
を
見
送
っ
た
私
は
、
帰
り
の
白
い
防
弾
仕
様
の
キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク

に
一
人
身
を
沈
め
な
が
ら
、
こ
の
三
日
間
の
出
来
事
を
思
い
起
し

て
い
ま
し
た
。
実
に
長
い
よ
う
で
短
い
、
短
い
よ
う
で
長
か
っ
た

三
日
間
で
、
疲
れ
が
一
気
に
込
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
日
か
ら
丁
度
一
か
月
後
の
六
月
四
日
、
人
民
の
軍
隊
で
あ

る
は
ず
の
人
民
解
放
軍
が
、
天
安
門
広
場
に
突
入
し
、
武
力
を
も
っ

て
、
天
安
門
広
場
に
陣
取
っ
て
中
国
の
民
主
化
、
自
由
化
を
訴
え

て
い
た
、
学
生
、
学
者
、
市
民
た
ち
を
鎮
圧
し
ま
し
た
。“
第
二
次

天
安
門
事
件
”で
す
。

　

こ
の
事
件
で
は
、
学
生
や
市
民
た
ち
の
夥

お
び
た
だし

い
人
数
の
人
々
が

落
命
し
、
ま
た
負
傷
し
ま
し
た
。
人
民
解
放
軍
兵
士
の
中
か
ら
も

犠
牲
が
出
ま
し
た
。

　

当
時
、
北
京
市
長
だ
っ
た
陳ち

ん

希き

同ど
う

は
、
一
九
八
九（
平
成
元
）年

六
月
三
〇
日
付
で『
報
告
書
』を
著
し
、
こ
の
中
に
は
、「
騒
動
の
当

初
か
ら
、
国
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
勢
力
が
介
入
し
て
い
た
」と

し
て
、
中
国
民
聯
の
胡
平
、
陳
軍
、
劉
暁
波
の
三
人
を
名
指
し
で

批
判
す
る
と
共
に
、「“
中
国
民
主
団
結
聯
盟
”の
王
炳
章
と
湯
光
中

の
二
人
の
リ
ー
ダ
ー
も
、
急

き
ゅ
う

遽き
ょ

、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
東
京
に
飛
び
、

北
京
に
戻
っ
て
騒
動
に
直
接
介
入
し
よ
う
と
し
た
」と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

天
安
門
事
件
後
の
平
成
五（
一
九
九
三
）年
、
私
は
中
国
民
主
化

運
動
の
武
装
化
路
線
の
具
体
的
な
検
討
を
模
索
し
て
、
ビ
ル
マ

（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）に
渡
り
、
カ
レ
ン
民
族
同
盟
と
連
絡
を
取
り
、
カ

レ
ン
解
放
軍
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
武
装
化
路
線
の
検
討
は
、

王
炳
章
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　

二
〇
〇
二（
平
成
十
四
）年
六
月
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ク
ア
ン
ニ
ン
省

に
お
い
て
、
王
炳
章
、
岳が

く

武ぶ

、
張

ち
ょ
う

琦き

の
三
人
が
、
中
共
の
特
務
機

関
に
よ
っ
て
拉ら

ち致
、
誘
拐
さ
れ
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
の
方
城

港
に
移
送
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
王
炳
章
は
広
東
省
で
軟
禁
さ
れ
、

他
の
二
人
は
釈
放
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
三（
平
成
十
五
）年
二
月
十
日
、
深し

ん
せ
ん圳

の
裁
判
所
は
、
王

炳
章
を
ス
パ
イ
活
動
と
テ
ロ
組
織
の
指
導
者
と
し
て
、“
国
家
転て

ん
ぷ
く覆

罪
”の
有
罪
と
し
、
終
身
刑
の
判
決
を
下
し
、
十
八
年
の
歳
月
が

経
っ
た
現
在
も
な
お
、
獄
中
に
在
り
ま
す
。

　

王
炳
章
が「
テ
ロ
組
織
の
指
導
者
」だ
と
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
に

は
、
私
た
ち
に
よ
る
カ
レ
ン
民
族
同
盟
と
の
協
議
と
視
察
を
殊こ

と
さ
ら更

に
大
げ
さ
に
伝
え
た
、
中
共
の
情
報
機
関
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
魏ぎ

京け
い
せ
い生

ら
の
釈
放
運
動
が
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
ー
な
ど
の
国

際
的
な
人
権
団
体
が
行
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
王
炳
章
の
釈
放

運
動
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

王
炳
章
は
獄
中
で
著
し
く
体
調
を
崩
し
た
上
、
精
神
的
に
も
か

な
り
の
負
担
が
強し

い
ら
れ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
一
刻
も

早
い
釈
放
が
必
要
で
す
。
そ
れ
は
、
古
く
か
ら
王
炳
章
と
縁
が
あ
っ

た
者
と
し
て
の
私
の
切
な
る
願
い
で
も
あ
り
ま
す
。

田
中 

健
之
（
た
な
か
・
た
け
ゆ
き
）

歴
史
作
家
・
維
新
運
動
家
。
昭
和
38
年
11
月
５
日
生
ま
れ
。
福
岡
市
出
身
。

玄
洋
社
初
代
社
長
平
岡
浩
太
郎
の
直
系
の
曾
孫
で
、
黒
龍
會
を
創
立
し
た
内

田
良
平
の
血
脈
道
統
を
継
承
す
る
親
族
。
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
近
現

代
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
を
経
て
、
現
在
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

東
洋
学
研
究
所
及
び
モ
ス
ク
ワ
市
立
教
育
大
学
外
国
語
学
部
客
員
研
究
員
。

日
露
善
隣
協
會
々
長
、
2
0
0
8
年
に
黒
龍
會
を
再
興
し
会
長
に
就
任
。

主
な
著
書
に『
靖
国
に
祀
ら
れ
ざ
る
人
々
』、『
昭
和
維
新
』、『
北
朝
鮮
の
終

幕
』、『
実
は
日
本
人
が
大
好
き
な
ロ
シ
ア
人
』『
横
浜
中
華
街
』な
ど
。『
中
央

公
論
』『
正
論
』、『
歴
史
群
像
』な
ど
の
論
壇
誌
に
多
数
執
筆
。
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