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　「
中
国
を
訪
問
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ど
こ
へ

行
っ
て
も
、
毛
沢
東
語
録
の
一
節
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
が
、

よ
く
見
か
け
る
言
葉
は
『
滅
私
奉
公
』
で
あ
る
。
自
分
の

事
は
抛
っ
て
お
い
て
も
、
ま
ず
人
に
奉
仕
す
る
。
仏
教
の

菩
提
心
で
あ
る
。
日
本
の
戦
時
中
の
滅
私
奉
公
の
焼
き
直

し
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
本
の
滅
私
奉
公
は
、
敗
戦
と
同

時
に
、
跡
形
も
無
く
消
え
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
日
本
で

も
、
青
少
年
は
純
心
だ
っ
た
。
真
実
お
国
の
た
め
に
生
命

を
捧
げ
た
の
で
あ
る
。」（
文
中
要
約
の
た
め
に
中
略
済
）

『
法
句
経
　
真
理
の
こ
と
ば
』
山
田
無
文
老
師
　
春
秋
社

お
寺
の
掲
示
板

　
　
漢
詩
作
成
偶
感

　
三
十
代
は
住
職
も
や
る
気
に
満
ち
て

い
て
、
布
教
の
勉
強
を
は
じ
め
茶
道
を

習
っ
た
り
、
自
転
車
で
遍
路
を
回
る
等
、

毎
年
何
か
し
ら
新
し
い
事
に
挑
戦
し
て

い
ま
し
た
。
漢
詩
も
そ
の
中
の
一
つ
で
、

部
内
の
若
手
和
尚
と
一
緒
に
四
年
間
程
、

安
井
草
洲
先
生
に
就
い
て
学
び
ま
し
た
。

　
そ
の
ご
縁
で
、
昨
年
香
川
県
で
全
日

本
漢
詩
大
会
が
開
催
さ
れ
た
際
、
誘
わ

れ
て
久
々
に
漢
詩
を
投
稿
し
た
の
で
す

が
、
今
年
も
徳
島
で
大
会
が
あ
る
そ
う
で
、

そ
ち
ら
の
応
募
が
三
月
一
日
か
ら
で
す

の
で
、
目
下
、
拙
句
を
推
敲
中
な
の
で

す
が
。

　
し
か
し
ま
ぁ
、
ず
っ
と
習
い
続
け
て

来
た
訳
で
は
な
い
で
す
が
、
私
達
禅
僧

の
場
合
、
正
式
な
法
要
（
お
施
餓
鬼
と

か
達
磨
忌
等
）
で
導
師
を
勤
め
る
場
合
は
、

必
ず
七
言
絶
句
を
作
っ
て
お
供
え
す
る

の
が
慣
わ
し
で
す
し
、
お
葬
式
の
場
合
、

七
言
絶
句
だ
け
で
な
く
、
更
に
四
六
文

と
言
わ
れ
る
対
句
で
、
引
導
を
唱
え
る

の
が
正
式
で
す
の
で
、
今
随
分
と
役
に

立
っ
て
い
ま
す
。
つ
く
づ
く
若
い
頃
に

勉
強
し
て
お
い
て
良
か
っ
た
と
感
じ
て

い
ま
す
。
や
は
り
何
事
も
「
一
日
に
し

て
は
成
ら
ず
」
で
す
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

め
っ
し   

ほ
う
こ
う

　
　
　
　
な
げ
う



　
こ
の
お
経
に
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
、

三
十
代
半
ば
で
し
た
。
当
時
は
ま
だ
子

供
達
も
幼
く
、
忙
し
い
日
々
を
送
っ
て

い
ま
し
た
の
で
、
若
き
日
の
両
親
が
ど

ん
な
風
に
自
分
達
兄
妹
を
育
て
て
く
れ

た
か
を
思
い
出
し
つ
つ
、
子
育
て
す
る

若
い
親
の
立
場
で
読
み
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
三
十
年
近
く
が
経
過
し
、

子
供
達
も
巣
立
ち
ま
し
た
。
今
度
は
、

あ
ら
た
め
て
老
親
の
立
場
で
こ
の
お
経

を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
最
近
は
平
均
寿
命
も
延
び
た
所
為
か
、

幾
つ
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
が

良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て

本
当
に
そ
れ
が
幸
せ
で
し
ょ
う
か
。
私

は
「
老
い
て
は
子
に
従
え
」
の
諺
が
あ

る
様
に
、
年
齢
に
応
じ
た
生
き
方
が
あ

る
様
に
思
い
ま
す
。
そ
の
ヒ
ン
ト
が
、

こ
の
お
経
の
中
に
あ
る
の
で
は
無
い
か

と
思
う
の
で
す
。

　
さ
て
で
は
、先
ず
こ
の
『
父
母
恩
重
経
』

の
概
観
を
ジ
ェ
ミ
ニ
と
い
う
グ
ー
グ
ル

の
Ａ
Ｉ
に
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

Ｑ「
父
母
恩
重
経
と
は
ど
ん
な
お
経
か
」

Ａ「
父
母
恩
重
経
と
は
、
両
親
の
深
い
恩

を
説
い
た
お
経
で
す
。
正
式
に
は
『
仏

説
父
母
恩
重
難
報
経
』
と
い
い
、
親
が

子
を
思
う
慈
し
み
や
、
子
が
親
か
ら
受

け
る
恩
の
深
さ
を
説
き
、
親
に
報
い
る

こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
ま
す
。

父
母
恩
重
経
の
主
な
内
容

　
親
の
深
い
慈
し
み
:
親
は
子
を
産
み

育
て
る
た
め
に
、
命
が
け
の
努
力
を
し

ま
す
。
そ
の
慈
し
み
は
、
た
と
え
言
葉

で
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
深
い
も

の
で
す
。

　
子
の
親
へ
の
報
い
: 
子
は
、
親
か
ら

受
け
た
恩
に
報
い
る
た
め
に
、
孝
行
を

す
る
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

孝
行
と
は
、
親
の
願
い
を
叶
え
、
親
を

敬
い
、
親
の
面
倒
を
見
る
こ
と
で
す
。

　
報
恩
の
難
し
さ
: 

親
の
恩
は
、
た
と

え
一
生
を
か
け
て
も
報
い
尽
く
せ
な
い

ほ
ど
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。

父
母
恩
重
経
の
特
徴

　
偽
経
で
あ
る
可
能
性
: 

父
母
恩
重
経

は
、
仏
教
の
経
典
と
し
て
成
立
し
た
の

で
は
な
く
、
後
世
に
作
ら
れ
た
偽
経
で

あ
る
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。

　
儒
教
的
な
要
素
: 
父
母
恩
重
経
に
は
、

儒
教
の
孝
の
思
想
が
強
く
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
様
々
な
版
本
が
あ
る
: 
父
母
恩
重
経

に
は
、
様
々
な
版
本
が
あ
り
、
内
容
も

少
し
ず
つ
異
な
り
ま
す
。」
と
こ
ん
な
風

に
要
点
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
確
か
に
こ
の
お
経
は
七
世
紀
に
中
国

で
作
ら
れ
た
偽
経
な
の
で
す
が
、「
そ
の

中
心
思
想
は
『
心
地
観
経
』
や
『
盂
蘭

盆
経
』
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
」、

と
松
原
泰
道
師
も
仰
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
次
回
か
ら
は
松
原
師
の
『
父
母
恩

重
経
を
読
む
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
、『
大

正
新
修
大
蔵
経
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、

敦
煌
本
版
の
『
父
母
恩
重
経
』
を
読
ん

で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　「
父
母
恩
重
経
を
読
ん
で
①
」
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た
い

し
ょ
う
し
ん
し
ゅ
う
だ
い
ぞ
う
き
ょ
う

と
ん
こ
う
ぼ
ん
ば
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


