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閉

ざ

さ

れ

た

中

国

大

陸

か

ら

の

声

入
江
通
雅
編

中
国へ
の
幻
想
を
打
ち
砕
く

竹
の
カ
1

テ
ソ
に
閉
ぎ
さ
れ
た
隣
医
で
あ
る
中

国
大
陸
の
実
情
を
把
復
す
る
こ
と
は 、

な
か
な
か

容
易
な
こ
と
で
は
な
い

。

そ
れ
は
外
観
と
中
味 、

宜
伝
と
実
情 、

表
面
と
喪
函 、

見
本
と
実
物
が
余

り
に
も
か
け
態
れ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。

そ
の
も
っ
と
も
よ
い
例
が
阿
本
の
マ
ス

？ミ
や

訪
中
図
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
中
国
は 、

ま

る
で
天
国
か
極
楽
の
よ
う

に
手
放
し
で
礼
讃
さ
れ

て
い
る 。

こ
れ
に
対
し
中
悶
大
陸
か
ら
の
難
民
を

多
〈

擁
し
て
い
る
容
港
か
ら
紹
介
さ
れ
る
中
闘

の
語
る
赤
繰
A
な
中
国
に 、

よ
り

信
頼
性
を
お
く

は 、

ま
さ
に
悲
惨
な
る
生
地
獄
で
あ
る 。

特
に 、

こ
と
が
で
き
る
の
は
笠
者
の
み
で
は
あ
る
ま
い 。

毎
日
大
陸
か
ら
生
命
が
け
で
脱
出
し
て
く
る
幾
民

こ
の
よ
う

に
余
り

に
も
ゆ
が
ん
だ
中
国
像
が 、

た
ち
の
d
に
よ
る
と
い
っ
そ
う
そ
の
感
が
強
い
の

日
本
で
は
大
手
を
ふ
っ
て
ま
か
り

通
っ
て
い
る
の

で
あ
る 。

で
あ
る 。

柏村
に
ニ
ク
ソ
ソ
の
訪
中
決
定
の
ニ
ュ
ー

特
定
の
人
の
み
に
よ
る
短
期
間
の
訪
中
団
が 、

ス
は 、

こ
れ
ら
に
一

段
と
拍
車
を
か
け
バ
ラ
色
の

中
国
仰
の
お
随
立
に
よ
っ
て
会
鋭
則
の
陳
列ロ叩
の

ジ
を
託
し
た
良
品開
は
ま
す
ま
す
ふ
く

れ
あ
が
る
一

み
見
せ
ら
れ
て
諮
る
中
国
像
よ
り
も 、

大
陸
内
部

方
で
あ
る 。

で
の
き
び
し
レ
生
活
体
験
を
経
て
き
た
難
民
た
ち

そ
の
時
期
に
こ
の
虚
像
の
仮
面
を
は
ぎ
と
り 、

『
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
後
の
日
中』

原

容

房

刊

定
価
六
百
五
十
円

を
読
ん
で

根ね

本；
中
国

腿
研
究 ． ひ
富� !;::p. ろ） ペ／.：＞、 し

パ
ラ
色
の
幻
想
を
打
砕
い
て 、

中
国
の
実
情
に
焦

点
を
あ
わ
せ 、

日
中
聞
の
を
び
し
い
現
実
に
目
を

向
け 、

相占
釘
を
乱
打
し
て
い
る
の
が 、
A，
同
出
版

さ
れ
た
『
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
後
の
日
本』

と
題
す
る

一

む
で
あ
る 。

従
来 、

中
間
関
係
の
報
道
や
論
評
の
殆
ん
ど
大

部
分
が 、

中
悶
側
の
怠
士山
を
代
弁
す
る
に
あ
ら
ざ

れ
ば 、

ウ
ヤ
ム
ヤ
な
約
躍
で
お
茶
を
に
ご
し
て
き

た
が 、

こ
の
本
こ
そ
は
日
本
の
自
主
独
立
の
立
場

に
た
っ
て 、

日
本
人
の
其
の
良
燃
を
代
荻
し
た
正

義
正
論
と
も
レ
う

べ
き
で 、

「
相
手
を
知
り 、

己

を
知
り 、

位
か
れ
た
環
境
を
知
り 、

本
質
を
知

り 、

本
流
を
知
る
」

う
え
に
お
い
て 、

各
界 、

閤

民
必
読
の
む
と
し
て
座
右
に
備
へ
て
頂
き
た
い
と

思
う
の
で
あ
る 。
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闘
争
と
弾
圧
の
ハ
タ
ー
ン

特
定
の
日
本
人
に
よ
る
皮
相
的
な
中
国
紡
問
談

に
は
い
さ
さ
か
食
傷
気
味
の
読
者
の
た
め
に 、

中

国
大
陸
か
ら
小
さ
な
漁
船
で 、

生
命
か
ら
が
ら
容

池
に
脱
出
し
て
き
た
弘
氏
（
か
つ
て
の
紅
衛
兵）

の
諮
る
大
陸
の
実
情
の
一

織
を
次
に
紹
介
し
て
み

よ
う 。

：
・

僕
は
現
在
（
殺
港
で
）

内
体
労
働
を

や
っ
て
い
ま
す
が 、

故
郷
（
大
陸）

に
居
た
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ナ
戦
略
の
転
換
」

を
経
て
六
九
年
九
1

十
月
を
転

期
に
大
き
く
修
正
さ
れ
は
じ
め
た
絞
総
が
分
析
さ

れ、

』
の
注
ぺ刊
で

中
1
の－
J
ど
冷
一、
つ

ま

ワ

γ
込
夕、
新
し
刻
販
の
間
帯た
と
レ
う
微
妙
な
弘
化

が
け庄工
じ 、

反
ソ
路
紘
の
後
退
が・
あ
っ
た
と
著
者
は

見
る 。

同
時
に 、

今
日
の
中
国
が一
示
す
よ
う
な

「
幽
際
彼
U即
戦
時
」

が
定
着
し
は
じ
め
た
の
で
あ

り 、

こ
の
過
程
こ
そ 、

別
恩
来
そ
し
て
災
永
勝
・

総
参
謀
長
ら
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
が
確
立
し
て
ゆ

く
遜
程
で
あ
っ
た 。

第
二
祭
「
文
半
後
の
指
消却
体
制
」

は 、

以
上
の

よ
う
な
対

外
政
策
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
間
内
指

滋
体
制
の
分
析
で
あ
り 、

「
文
革
派
の
凋
落
」 、

「
寧
の
政
治
進
出」 、
「
周
｜

茨
ラ
イ
ソ
」

拾
頭
の

背
料品
が
詳
細
に
あ
と
づ
け
ら
れ
て
い
る 。

今
日
の

小
問
問
内
で
の

e
然
変e

は 、

こ
の
よ
う
な
背
荻

に
映
し
て
み
て
こ
そ 、

そ
の
深
刻
な
怒
川派
が
推
察

で
年C
る
の
で
あ
る 。

第
三
章
「
脱
毛
沢
東
化」

は 、

文
世帯
に
よ
っ
て

絶
対
的
な
権
威
を
間開
立
し
た
か
に
見
ら
れ
た
毛
・

林
体
制
が 、

い
ま
や
徐
A
に
く

ず
れ
は
じ
め 、

「
劉
少
奇
な
き
劉
少
奇
路
線
」

と
日比
ら
れ
る
現
実

主
義
が
復
帰
し
つ
つ
あ
る
こ
と 、

中
国
経
済
の
現

実
と

諸
矛
盾 、

文
化
面
に
お
け
る
様
々
な
危
機
が

指
摘
さ
れ
て
い
る 。

そ
し
て 、

第
四
お
「
文
革
と

毛
沢
東
主
義
」

ぽ、

以
と
ο
ょ・
7
・
江
主
化
こ・
て
毛
沢
小川山
の
万
ぷ
み

の
後
退
で
は
な
レ
か
と
し
て 、

す
で
に
升
毛
沢
東

化
が
は
か
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
事
実
に
基
づ
い

て
指
摘
し 、

文
革
の
理
念
が
挫
折
し
た
経
過
を
見

事
に
必
明
し
て
い
る 。

* 

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
本
容
は 、

わ
が
闘

に
支
配
的
な
「
毛、
沢
東
神
話
」
に
恋
か
れ
た
人
び

と
か
ら
見
れ
ば 、

き
わ
め
て
挑
取
的
か
も
し
れ
な

い 。

こ
の
点
を
著
者
は 、

「
毛
沢
東
不
可
議
論
に

基
づ
く
，

毛
沢
東
神
話。

が 、

日
本
の
中
国
論
に

大
き
紅
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る 。

そ
れ
は
中
間
の

す
べ
て
の
動
き
を
毛
沢
東
に
お
い
て
把
え
よ
う
と

す
る
か
ら
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
が 、

た
し
か

に
、

今
日
の
中
閣
の
動
向
は 、

「
毛
沢
東
神
話
」

に
依
拠
す
る
か
ぎ
り 、

解
明
で
き
な
い
こ
と
ば
か

り
で
あ
ろ
う 。

あ
れ
ほ
ど
の
激
励
と
犠
牲
を
払
っ
て
毛
・

林
体

制
を
固
め
た
の
に 、

な
ぜ
林
彪
が
「
消
息
不
明
」

な
の
か
？

な
ぜ 、

文
革
を
指
導
し
た
人
物
が
次

々
に
消
え
て
し
ま
う
の
か
？

わ
れ
わ
れ
は 、

い

ま
こ
そ 、

文
革
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
を 、

改

め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
々
ら
な
い 。
”
で
の
点
で

玉
、
F

r
i
t
、r
i
〉
！
・4

〉－
b
〉
いと
f
HU

M－
山
r
「・
2
J

／
』pa
d
u
ua

u
tV
1
4a’ew・

：

え
に
不
可
欠
な
常
作FL
・－－
ろ
う

日
本
の
マ
ス
コ
ミ

や
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
ば 、

大

変 、

終
点
任
で 、

昨
日
ま
で
社
説
で
一
つ
の
説
を

述
べ
て
い
た
の
に 、

ひ
と
た
び
中
国
へ
の
特
派
μ

派
逃
が
決
ま
る
と 、

昨
日
ま
で
の
立
場
を
か
な
ぐ

り
す
て
て
変
節
す
る
と
い
う
昨
今
で
あ
る 。

ま

た 、

毛
沢
東
と
劉
少
奇
の
対
立
は
絶
対
に
ら
り

得

な
い 、

と
か 、

林
彪
が
米
中
按
近
舎
は
か
っ
た
主

役
で
あ
る 、

と
か 、

モ
・

林
体
制
は
掃
が
ず 、

と

か 、

米
中
対
決
か
ら
米
中
総
争
へ

、

と
か 、

米
中

ピ
ン
ポ
γ

外
交
は
人
民

外
交
と
し
て

存
在
し
て

も 、

米
中
の
閲
家
レ
ヴ
ェ

ル
で
の
接
近
は
あ
り

得

な
い 、

な
ど
と
い
っ
て
い
た
無
定
μ
な
「
中
国

通
」

が
あ
い
か
わ
ら
ず
時
流
に
使
采
し
仰
る
世
の

中
で
あ
る 。

wet－～
の
意
味
で
も
私
は 、

本
3
を
大
い
に
推
奨
し

た
い
と
思
、フ 。
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「
毛

沢

東

神

話」

を

破
る

画

期

的

此点
問

舷
汗
『
周
恩
来
の
時
代』

中
失
公
論
社
刊・
定
価
五
百
八
十
円

中
閣
の
国
述
参
加
が
つ
い
じ
実
現
し
た

喬
辺

警
・

中
国
首
席
代
表
の
国
述
初
演
説
は、

予
怨
さ

れ
た
と
お
り
、

中
国
の

原
則
的
主
娠
を

彼
糾問
し
た

も
の
で
は
あ
っ
た
が、

そ
ζ
に
は、

同
際
社
会
へ

本
絡
的
に

参
加
し
は
じ
め
た

中
同
の
惟
4

は
ら
ぬ

怠
欲
が
う
か
が
わ
れ
た
。

せ
れ
は
ま
た
、

え
午
後

の
中
国
が
山川
忠
米
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
フ
の
も
と
に

す
す
め
て

き
た

中
同
の

約
係
外
交
の

作品
味
を
卜
分

に一ポ
す
も
の
で
あ
っ
た勾

だ
が
、

こ
こ
で

注
怠
す
べ

き
ょ
と
は、

今
日
の

中
闘
が、

文
tp
の
勝
利
の
う
え
に、

文
午
の
剛叫
ん
泌

と

成
果
を
吸
収
し
て、
今
日
の
対
外
政
策
を
打
ら

出
し
て

き
で
い
る
の
で
は

な
い
、

と
い
う
川
組
で

あ
る。

む
し
ろ、

文
革
の
um
結
を
公
式
に
舷
岡崎
し

た
九
八土
大
会
路
線
の
大
紙
な
修
・止
の
う
え
に
今
日

の
・中
同
は
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る

、，

現

状

分

析

こ
の
こ
と
よ
、

一

見、

見
解
し
が
た
い
よ
う
に

も

思
わ
れ
る
が、

政
近
の
中
同
同
内
に
見
ら
れ
る
保

々
な

e
阿川変φ
、

E
以
来
の
後
継
お
と

し
て
明
文

化
さ
れ
た
林
彪
を
よ
じ
め
隙
伯
述、

印刷
生
な
ど
文

革
を
抑
レ
、

敗
進
し
た
指
滋
者
の
相
次
ぐ
「
消
息

不
明
」、
併
処
さ
れ
た
党
妥
ハH
会
の
「
脱
文
本
化
」

状
況
化
ど、
中
同
の
悩
努
を
冷
般
に
分

析
す
れ

．
d
、

き
わ
め
て

明
白
な
事
実
な
の
で
あ
る
。

た
だ、

今
U
の
わ
が
同
を
蔽
う
「
小
川
似
斜」

の
競
争
A
口
殺
の
な
か
で
は、

こ
の
よ
う
な
明
白
な

事
実
さ
え
ト
分
に
必
ら
れ
ず、

朗報
ぜ
ら
れ
な
い
だ

げ
な
の
で

あ
る

よ
二
に
、

小
川
プ
l
ム

の

な
か

で
の

小
川
に
た
い
す
る

思
考
作
化
、
、
分
析
川

避
L

と
い
う
的
況
が
仔
従
し
て
い
る
三
と
は
い
う

ま
で
も
な
い

此荒
川
氏
の
【
周
恩
米
の
時

代』
は、

そ
う
し
た

情
況
の

な
か
で
あ
ら
わ
れ
た

附
則
的
な
現
状
分
析

論
で
あ
る

附
則
的
と
い
う
の

は、

収向
者
が、

「
ま
え
が
き
に
述
べ
て
レ
る
よ
う
に、

わ
が
同

に
は
「
文
本
の
収
治
と
、

文
午
後
の
小
川
の
現
状

に
つ
い

て
解
明
し
た
汗
作
は
、

ほ
と
ん
ど

た
い
と

つ
っ
て
よ
レ
一

か
ら
で
も
あ
る
が、

で
－

林
体
制

の
強
化
・

砿
立
と
レ
う
俗
説
を・
止

耐
か
ら

打
似
し

仰向
る
分
析
力
と
説
得
性
に
よ
っ
て
本
引け
が
で
き
あ

が
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

* 

本
市川
は、

蒋
告
が
過

去
J・

年

間、

中
央
公

ぬ
そ
の
他
の
維
誌
に
発
表
し、

そ
の
都
度、
注

目
を
松山
び
た

古川
ょ
を
州
制
成
し、

数
多
く
の
新
し

い
事
実
や
故
新
約
織
を
折
り
込
ん
で
一

仰
に
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る

第
一

部

州
恩
米
外
交
一
、
加

ニ
お
「
文
革
後
の
指

導体
制
」、

問
ニ
爺
「
脱
毛
沢

東
化
」
、
第
四
章
「
文
ネ
と
で
沢
東
主
議
」

の
阿
つ

の
お
か
ら
成
り、

資
料
と
し
ず
k

今
日
の
小
川
を

知
る・
7
え
で
必
裂
な
必
人
的
阪
や
越
本
え
献
も
収

め
ら
れ
て
レ
る

け山
．

市

川
忠
米
外
交
は、

九
八ム
大
会
（
．

九

六
九
年
内
バ
）

の
林
彪
政
治

報告
に
μ
ら
れ
る
よ

う
な
反
米
反
ソ

強
制限
路
線
が
小
川
の
1
イ
γ
ド
シ
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理想の人・安部磯錐

能
の
人
士
と
の
あ
い
だ
に
こ
そ、
日
の
き
び
し
い
対
立
と
格
闘
が
あ

っ
た
の
だ
と、
前
記
王
室
の
説
は
陥
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

こ
り
五
竹いいの
い々
自
式
は
山A
K
多
く
の
「
保
守
対
革
新」
的み
せ
か

け
の
対
立
劇
の
真
相
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て、
は
な
は
だ
有
力
か

っ
邸
内旅
的
で
あ
る。
た
と
え
ば
十
六、
七
附
紀
の
欧
州
経
済
制介
に
お

い
て、
重
荷、
電
山風
間
E
阜棋
の
経
済
政
策
が
あ
た
か
も
保
守
対
革
新

の
対
立
劇
よ
ろ
し
く
く
ん
ず
ほ
ぐ
れ
つ
や
り
あ
っ
て
い
る
う
ち
に、

時
代
は
こ
の
尚
品
を
お
い
て
け
ぼ
り
に
し
て、
レ
ー
セ
・
フ
ェ
ー
ル

こ
そ
も
っ
と
も
健
全
の
解
決
策
と
す
る
時
代
へ
と
と
っ
と
と
お
先
き

£
失
礼
し
て
い
た。
と
い
う
こ
と
は
さ
ら
に
次
の
よ・つ
な
こ
と
も
附

ぶ
し
て
い
る。
草
炭
と
い
い
前
向
半
島
と
い
い、
そ
れ
ら
の
イ
デ
ー

が
う
ま
れ
た
と
き
に
は、
む
ろ
ん
そ
こ
に
生
じ
た
新
し
い
時
勢
へ
の

具
体
的
改
造
策
と
し
て
建
策
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
の
だ
が、
や

が
て
そ
れ
が一
般
化
さ
れ
て
大
衆
の
所
。
と
な
る
ほ
ど
に
時
間
が
経

過
し
た
後
に
お
い
て
は、
常
に
時
勢
に
巡
切
の
様
式
か
ら
は
こ
少
も

三
少
も
立
ち
お
く
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と。
少
数
の

話
者
の
発
比
が
多
数
の
も
の
に
な
ゐ
ま
で
の
さ
け
が
た
い
時
間
の
経

過
と
そ
の
聞
に
お
け
る
時
代
の
進
化
と
時
勢
内
容
の
変
化
に
よ
っ

て、
そ
れ
は
常
に
さ
け
が
た
い
と
い
う
こ
と。
し
た
が
っ
て
い
つ
の

時
代
ど
こ
の
凶
で
も、
あ
た
か
も
国
論
を
二
分
す
る
よ
う
な
は
な
ば

な
し
さ
C
争
わ
れ
る
保
守
と
進
少
と
の
対
立
劇
は、
巾え
は
い
つ
で
も

両
車内
と
も、
相
田
時
労
に
お
く
れ
た
し
ろ
もの
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と。
真
に
時
代
に
適
切
の
改
革
者
は、
い
つ
で
も
極
少
数
者
に

か
ぎ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
も、
同
時
に
鋭
く
附
示
す
る
も

の
で
あ
ろ
う。
叶バ山炉、
生
活
に
必
突
の
知
泌
が
此
次
の
所
有
と
伐
ら

ず、
民
衆
の
共
有
す
る
も
の
は
い
つ
で
も
相
当
の
約
六
し
で
あ
り
出

品
で
あ
る
と
い
う
其
知
と
民
益
と
の
す
れ
迎
い
の
悲
喜
劇
は、
大
て

い
こ
の
あ
た
り
に
川
胎
し
て
生
れ
る。

な
ぜ・」
の
よ
う
な
イ
デ
！
と
現
尖
と
の
は
な
は
だ
し
い
ズ
レ
が
作

ず
る
か
の
忠
由
は
き
わ
め
て
削
別
で
あ
る。
す
な
わ
ち
時
巡
の
少
み

は一
一刻
も
と
ど
ま
っ
て
お
ら
ず、
そ
れ
に
適
切
の
改
枠
策
と
い
わ
れ

る
も
の
は、
常
に一
純
の
応
急
対
策
た
る
こ
と
が
さ
け
が
た
い
か
ら

で
あ
る。
い
や、
診
断
と
処
方
が
適
切
か
つ
有
効
で
あ
れ
ば
あ
る
だ

け、
そ
の
放
初
の一
服
の
注
射
は
す
で
に
対
象
た
る
忠
者
の
病
状
を

多
少
で
も
変
更
し
て
い
る
は
ず
で、
す
で
に
第
二
服
目
に
お
な
し
薬

を
阿
量
に
mm
い
る
こ
と
の
不
適
当
な
る
こ
と
は、
あ
た
か
も
医
者
が

病
人
に
対
す
る
と
き
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る。
き
の
う
の
真
理
は
決

し
て
そ
の
ま
ま
今
円
も
日
迎
で
あ
れ・心
は
ず
は
な
く、
こ
の
陀
に．小

変
の
も
の
は
あ
り
仰げ
な
い
か
ら
で
あ
る。
こ
の一
以
か
ら
も
教
条
主

義
は、
ど
の
よ
う
な
教
条
主
ぷ
も
す
で
に
泊
お
生
μ
の
こ
の
陀
に
お

け
る
生
α
不
適
者
た
り
敗
北
新
た
る
こ
と
が
わ
か
る。
阿
川
に
お
い

て．上
裳
は、
こ
の
間
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
喝
破
し
て
い
る。

ーー

昨
年
正
し
か
っ
た
こ
と
会
今
年
も
く
り
か
え
し
て
い
る
行
は
忠
人
C

あ
ゐ

lil
と。

( 95 ) 


