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一

　
測
ら
ず
も
中
華
人
民
共
和
国
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
期
問
は
短
か
っ
た

が
、
十
八
年
・
振
り
に
み
た
中
岡
は
な
つ
か
し
か
っ
た
し
、
ま
た
解
放
後
の
懸
建

設
は
驚
嘆
に
値
し
た
、
一
行
は
東
大
束
洋
文
化
研
究
所
の
米
沢
嘉
嗣
教
授
を
影

乾
と
す
る
六
名
で
、
申
羅
美
術
史
研
究
日
本
学
術
代
表
欄
と
い
う
一
鴎
で
あ
る
。

日
本
中
煽
文
化
交
流
協
会
が
斡
旋
し
て
、
中
国
人
民
対
外
文
化
協
会
が
招
待
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
の
旅
行
の
コ
ー
ス
は
ま
ず
、
広
州
に
ゆ
き
、
広
州
か
ら
飛
行
機
で
北

京
に
と
び
、
北
京
か
ら
飛
行
機
で
西
安
に
と
ん
だ
。
そ
の
問
に
、
北
京
で
一
九

六
蕊
年
の
一
月
元
旦
を
迎
え
た
。
西
安
か
ら
は
汽
車
旅
行
で
南
京
へ
、
南
京
か

ら
蘇
州
へ
、
蘇
州
か
ら
上
海
へ
い
っ
た
。
上
海
か
ら
は
飛
行
機
で
広
州
へ
と
び
、

そ
れ
で
全
日
程
を
終
え
、
境
界
線
の
深
訓
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
見
送
ら
れ
た
北
京
の

中
央
美
術
学
院
研
擁
所
々
長
叢
誌
さ
ん
、
広
東
の
圏
癒
家
関
出
月
さ
ん
、
通
訳

の
楊
為
夫
さ
ん
に
再
見
の
握
手
を
交
わ
し
て
香
港
経
由
で
帰
国
し
た
。

　
視
察
の
大
綴
分
は
そ
れ
ら
大
都
市
の
諸
博
物
館
を
中
心
と
し
て
晃
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
嘘
京
で
は
雁
史
博
物
館
、
故
宮
博
物
院
、
瓶
安
で
は
陳
酋

省
瀬
物
院
、
半
肢
博
物
館
、
南
京
で
は
南
京
博
物
院
、
上
海
で
は
上
海
博
物
館
、

広
州
で
は
広
州
博
物
館
、
蕪
菜
省
博
物
館
、
広
州
美
術
館
で
あ
る
。
訪
ね
た
い

博
物
館
は
そ
の
ほ
か
に
も
少
く
な
か
っ
た
が
、
日
程
が
そ
の
訪
問
を
ゆ
る
さ
な

か
っ
た
。
私
た
ち
が
中
国
美
術
の
研
究
者
で
あ
る
た
め
に
、
各
地
で
中
国
美
術

家
協
会
の
美
術
家
、
美
術
評
論
家
が
歓
待
し
て
く
れ
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

現
代
中
國
の
美
術
及
び
工
芸
活
動
も
視
察
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
わ
け
は
、

現
代
の
中
国
に
と
っ
て
過
去
の
美
術
作
繍
と
美
術
伝
統
は
、
い
ま
の
創
造
活
動

と
不
可
分
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
美
術
史
家
は
同
時
に
現
代
作
目
㎎
の
活
造
に

と
っ
て
も
積
極
的
に
参
加
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
私

た
ち
は
日
程
の
一
半
を
美
術
家
及
び
美
術
工
芸
家
と
の
接
触
に
費
や
し
た
。
北

京
、
西
安
、
南
京
、
広
州
で
隷
美
術
家
協
会
の
会
員
た
ち
と
の
懇
談
会
を
も
つ
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た
し
、
北
京
、
上
海
、
広
州
で
は
美
術
工
芸
の
製
造
所
を
見
学
し
た
。
こ
れ
ら
・

の
見
学
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
た
い
へ
ん
興
味
深
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
大
阪
朝
日
新
聞
（
．
一
九
六
三
、
二
、
一
三
朝
刊
）
に
短
文
を
の
せ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。

二

北京中央美術学院訪問

　
今
・
度
ば
じ
め
て
中
国
大
陸
を
か
な
り
広
い
事
功
に
わ
た
り
、
飛
行
機
上
か
ら

眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
得
難
い
貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
。
ま
ず
第
一

は
広
州
か
ら
北
へ
ほ
ぼ
真
直
ぐ
に
北
京
ま
で
の
空
路
で
あ
る
。
午
前
七
時
二
十

分
に
広
州
空
港
を
出
発
し
、
九
時
一
〇
分
に
長
沙
空
港
到
着
。
一
〇
時
四
五
分

武
漢
到
着
。
二
二
時
二
二
分
鄭
州
到
着
。
一
六
時
〇
二
分
北
京
到
着
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
空
港
に
三
十
分
の
少
懇
。
午
食
の
た
め
に
武
漢
に
は
一
時
間
休
憩

し
た
。
私
は
華
南
、
華
中
に
は
は
じ
め
て
の
旅
だ
っ
た
の
で
、
特
に
興
味
ふ
か

つ
た
。
高
度
二
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
広
東
省
を
北
上
し
た
と
き
は
、
曇
り
空
で
、

雲
海
上
を
と
ん
で
い
た
、
そ
の
雲
海
を
突
き
抜
け
て
、
犀
の
角
の
よ
う
に
と
が

っ
た
峰
が
遠
く
東
の
方
に
み
え
た
。
九
連
山
脈
の
巨
峰
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

湖
南
省
に
近
く
な
っ
て
、
群
峯
と
雲
．
霧
と
の
係
り
合
い
は
、
ま
さ
に
南
宗
画
そ

っ
く
り
で
あ
る
。
墨
の
に
じ
み
と
い
う
墨
法
は
ま
さ
に
こ
の
風
景
に
ぴ
っ
た
り

し
た
表
現
法
で
あ
る
。

　
湖
南
省
長
沙
の
近
傍
で
は
、
や
た
ら
に
小
沼
沢
が
散
在
し
て
い
た
、
そ
れ
が

ガ
ラ
ス
の
破
片
を
ば
ら
ま
い
た
よ
う
に
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
い
た
。
長
沙
周
辺
の

丘
陵
も
野
も
地
面
が
赤
か
っ
た
。
湘
江
の
水
は
美
し
く
み
え
、
帆
舟
が
点
在
し

て
い
た
。
洞
庭
湖
は
大
き
す
ぎ
て
、
た
だ
遠
く
に
霞
っ
て
み
え
た
。

　
武
漢
に
近
付
く
と
一
層
ひ
ろ
い
水
面
を
み
た
。
洪
水
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ

る
ほ
ど
、
形
を
な
さ
な
い
水
面
が
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
幾
筋
か

の
道
路
が
陸
か
ら
青
い
水
底
へ
と
も
ぐ
っ
て
い
た
。
厳
寒
の
季
節
で
も
こ
れ
だ
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が
ら
爾
季
に
は
一
層
大
規
模
な
湖
沼
に
ひ
ろ
が
る
わ
け
で
あ
る
ひ

　
い
ま
で
も
忘
れ
な
い
が
、
武
漢
空
港
に
つ
く
と
、
空
気
が
ぐ
っ
と
つ
め
た
く

な
り
、
空
が
碧
く
澄
ん
で
い
た
。
南
シ
ナ
に
叢
れ
て
北
シ
ナ
に
近
付
い
た
こ
と

が
直
観
さ
れ
た
。
湖
南
省
北
部
か
ら
河
南
省
境
に
か
か
る
と
、
飛
行
機
の
高
度

は
一
八
○
○
メ
ー
ト
ル
で
、
も
う
嶺
南
の
よ
う
な
臣
峰
は
な
く
、
た
だ
金
属
的

に
こ
わ
ば
っ
た
山
岳
が
多
く
の
谷
を
つ
く
っ
て
い
た
。
樹
林
は
だ
ん
だ
ん
減
っ

て
ゆ
き
、
北
宗
派
の
山
水
癒
に
か
わ
り
だ
し
た
。
唐
代
の
膏
緑
山
水
爾
で
あ
る
。

飛
行
機
は
京
漢
鉄
路
に
平
行
し
て
北
上
し
た
ら
し
い
。
河
南
省
の
大
平
原
は
冬

枯
れ
の
野
で
、
い
わ
ば
、
途
方
も
な
く
だ
だ
っ
広
い
ベ
ニ
ヤ
板
の
よ
う
で
あ
っ

た
。
味
も
そ
っ
け
も
な
い
灰
色
の
平
板
で
あ
る
。
葉
が
落
ち
て
緑
が
な
い
季
節

だ
か
ら
、
事
々
の
存
在
さ
え
、
空
か
ら
は
確
か
め
ら
れ
ぬ
。
古
代
的
な
“
天
下
”

が
い
ま
漏
の
下
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
歴
代
の
帝
王
た
ち
が
勝
手
気
儘
に
こ
の

広
い
ベ
ニ
ヤ
板
の
上
に
自
分
た
ち
の
権
力
を
振
っ
て
い
た
こ
と
が
、
想
い
起
さ

れ
た
。
大
地
の
景
観
に
な
ん
の
掴
性
も
特
色
も
な
い
河
南
大
平
原
は
、
黄
河
を

北
に
越
え
て
か
ら
も
、
　
一
厨
灰
色
の
姿
で
打
ち
」
続
く
。
河
北
の
大
原
野
で
あ
る
。

無
味
乾
燥
で
単
調
き
わ
ま
り
な
い
。
北
京
は
そ
う
い
う
景
観
の
な
か
に
存
在
す

る
の
で
あ
る
。

　
北
京
か
ら
西
安
へ
の
空
の
旅
も
い
い
勉
強
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
い
う
と
、

北
京
空
港
を
午
前
八
時
四
十
五
分
呂
発
、
高
慶
二
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
河
北
省

曲
陽
上
空
を
通
過
し
、
大
行
由
脈
を
こ
え
て
、
山
西
省
太
原
に
一
〇
時
三
〇
分

封
鷲
。
三
σ
分
少
憩
の
の
ち
、
扮
水
流
域
を
南
下
し
た
。
高
い
山
に
は
雪
が
斑

ら
に
附
着
し
、
地
上
の
河
は
銀
色
に
氷
結
し
て
い
る
。
す
べ
て
枯
渇
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
窓
外
の
弱
方
に
呂
鳥
撃
脈
が
馬
の
脊
の
よ
う
に
な
が
な
が
と
伸
び

て
い
た
。
や
が
て
そ
の
向
う
か
ら
細
い
う
ね
う
ね
と
し
た
河
流
が
み
え
は
じ
め

た
が
、
そ
れ
は
黄
河
が
陳
西
省
と
山
黒
瀬
と
を
限
る
姿
な
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が

山
と
膚
と
の
間
隙
を
縫
っ
て
南
下
し
、
最
後
の
山
陳
に
せ
ま
る
。
手
持
ち
の
三

百
万
分
の
一
の
地
図
で
み
る
と
禺
門
昌
、
龍
門
山
、
龍
門
に
あ
た
る
。
禺
門
口

の
南
で
、
ち
ょ
う
ど
猛
禽
の
踏
み
た
て
る
趾
の
よ
う
に
、
河
流
は
さ
っ
と
ひ
ろ

く
な
る
。
龍
門
と
い
う
地
名
は
ま
っ
た
く
巧
く
表
現
し
た
も
の
だ
、
そ
の
広
く

な
っ
た
黄
色
っ
ぽ
い
河
原
（
渇
水
期
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
）
の
ま
ん
な
か
を
青
々

と
し
た
黄
河
が
悠
然
と
分
流
し
な
が
ら
、
そ
し
て
山
岡
省
欄
の
泊
河
と
舎
流
し

な
が
ら
流
れ
す
す
む
の
で
あ
っ
た
。

　
私
の
観
察
は
印
象
的
だ
か
ら
、
地
理
学
的
に
正
確
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

こ
の
あ
た
り
で
黄
河
が
大
き
く
な
る
よ
う
に
償
わ
れ
た
。
あ
い
に
く
、
飛
行
機

は
そ
の
あ
と
黒
雲
省
の
平
原
に
突
入
す
る
の
で
、
黄
河
が
澹
水
を
合
し
て
、
急

に
束
流
す
る
地
帯
の
こ
と
は
、
よ
く
分
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
萬
門
口
、
龍

門
の
舗
然
と
ひ
ら
け
る
景
観
の
胸
の
す
く
よ
5
な
痛
快
さ
は
、
つ
よ
く
私
の
目

を
と
ら
え
た
。

　
も
う
一
つ
、
陳
西
省
に
入
る
と
大
地
の
眺
め
は
一
変
し
た
。
外
業
に
深
く
ひ

ろ
が
る
大
平
原
に
入
る
と
、
由
脈
は
遠
退
き
、
そ
の
大
地
は
深
く
縁
色
を
塗
っ
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た
よ
う
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
河
北
、
河
南
平
原
の
ベ
ニ
ヤ
疲
の
大
地
と
ま
っ
た

く
異
る
、
鼠
食
の
水
は
清
く
流
れ
て
い
た
。
き
わ
め
て
大
規
模
に
ま
と
ま
っ
た

う
る
お
っ
た
大
平
原
。
そ
の
主
要
点
に
静
ま
る
西
安
に
到
着
し
た
の
は
午
後
一

時
・
三
分
で
あ
っ
た
。

　
纂
三
の
飛
行
機
の
旅
は
上
海
か
ら
杭
州
、
杭
州
か
ら
長
沙
、
長
沙
か
ら
広
州

と
い
う
空
路
を
と
っ
た
。
杭
州
か
ら
長
沙
へ
と
隣
へ
向
う
途
中
、
江
十
二
北
部

の
鄙
陽
湖
を
横
切
り
な
が
ら
、
こ
の
巨
大
な
湖
が
単
な
る
洪
水
の
痕
の
よ
う
に
、

取
り
翫
め
の
な
い
姿
で
霞
ん
で
い
た
こ
と
を
縫
製
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
中

国
の
巨
大
な
湖
は
年
ご
と
に
形
を
変
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
さ
え
思

わ
れ
た
。
湖
岸
と
い
う
一
定
し
た
境
が
つ
か
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三

　
さ
て
私
は
中
国
諸
地
の
博
物
餓
に
つ
い
て
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ご
…
・
爵
で
い

う
な
ら
ば
、
中
国
で
は
博
物
館
事
業
は
き
わ
め
て
注
処
す
べ
き
業
績
を
あ
げ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
解
放
逐
わ
ず
か
十
五
年
の
勉
い
歳
月
に
、
よ
く
も
こ
れ
ほ

ど
整
頓
し
た
と
思
う
。
そ
の
代
蓑
は
な
ん
と
い
っ
て
も
北
京
の
慰
撫
博
物
館
で

あ
る
。
こ
れ
は
建
国
十
周
年
記
念
と
し
て
一
九
鴛
九
年
に
竣
功
し
た
。
そ
れ
は

天
安
門
前
広
場
の
東
側
に
位
讃
し
て
い
て
、
西
側
の
入
民
大
会
堂
と
対
置
さ
れ

て
い
る
。
史
前
時
代
か
ら
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
時
代
ま
で
の
中
國
の
取

口
覇
を
列
練
す
る
が
、
解
放
後
発
掘
さ
れ
発
見
さ
れ
た
も
の
の
み
八
千
点
を
収
蔵

し
て
い
る
。
陳
列
の
方
法
は
、
中
国
独
禽
の
時
代
区
分
に
よ
り
、
原
始
、
奴
隷
、

封
建
の
順
序
に
よ
っ
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
中
国
史
を
教
育
す
る
こ
と
が
目
的

で
あ
る
。
美
術
作
品
を
芸
術
的
立
場
か
ら
様
式
的
に
分
類
し
配
列
す
る
こ
と
は
、

こ
の
薄
物
館
の
任
務
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
博
物
館
は
新
出
遺
贔
の
ほ
か
に
模

写
図
、
模
型
、
文
献
を
な
ら
べ
て
お
り
、
壁
に
は
説
明
文
や
説
競
業
を
貼
り
つ

け
て
、
大
衆
の
理
解
…
に
資
し
て
い
る
。
模
型
の
例
を
あ
げ
る
と
近
年
の
大
発
見

に
属
す
る
河
南
省
信
陽
の
戦
国
大
墓
出
土
の
一
メ
！
ト
ル
に
お
よ
ぶ
膝
製
木
造

鎮
墓
怪
獣
。
山
東
省
二
条
の
画
象
石
墓
室
、
ま
た
山
西
省
応
県
の
木
造
丁
重
大

塔
も
貝
を
ひ
い
た
。
説
明
図
は
時
・
に
応
じ
て
セ
ピ
ア
色
や
緑
色
で
描
か
れ
て
お

り
、
陳
列
品
と
の
お
だ
や
か
な
調
和
を
し
め
し
て
い
た
。
ま
た
全
国
各
地
か
ら

出
土
品
…
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
歴
史
博
物
館
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

た
だ
し
、
出
土
地
の
博
物
館
を
圧
迫
し
な
い
よ
う
に
、
と
ぎ
に
は
原
踊
を
幽
土

地
に
於
て
陳
列
し
、
類
晶
ま
た
は
模
造
晶
を
愚
心
博
物
館
に
も
た
ら
す
よ
う
に

も
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
戦
国
墓
発
見
で
、
中
国
の
最
古
の
絹
醐
「
婦
人

麟
」
は
長
沙
に
原
晶
を
陳
列
し
、
北
京
に
は
模
写
図
を
燃
し
て
い
る
。

　
歴
史
博
物
館
は
二
階
建
て
で
あ
る
。
一
階
は
史
前
か
ら
漢
代
ま
で
の
陳
列
、

二
階
は
六
朝
か
ら
明
清
に
至
る
陳
列
で
あ
る
。
ひ
ろ
び
う
と
し
て
明
る
く
、
療

列
ケ
ー
ス
も
落
着
い
て
い
る
。
た
だ
画
巻
や
書
籍
類
が
ガ
ラ
ス
・
ケ
…
ス
内
一
に

水
平
に
喚
い
て
あ
つ
っ
た
の
で
、
写
真
撮
影
の
で
き
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で

あ
っ
た
。
個
々
の
作
漏
に
つ
い
て
は
、
瓢
幅
の
余
裕
が
あ
れ
癒
、
の
ち
に
述
べ
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る
こ
と
に
し
た
い
。

　
北
京
に
は
古
く
か
ら
故
欝
博
物
院
が
あ
る
。
清
代
の
紫
禁
城
の
名
残
り
で
あ

る
。
た
だ
戦
前
は
南
正
醸
の
午
門
楼
上
だ
け
に
博
物
館
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
の

建
築
は
周
囲
を
見
て
ま
わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
い
ま
の
故
宮
博
物
院
は
ま
っ

た
く
一
新
さ
れ
、
芸
術
作
品
鑑
賞
を
闘
的
と
す
る
美
術
館
と
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
歴
史
簿
物
館
で
は
中
国
の
歴
史
を
理
解
さ
せ
る
図
的
で
陳
列
さ
れ
て
い
る

の
と
対
照
的
で
あ
る
。
太
和
殿
・
博
戦
殿
を
中
心
と
す
る
一
輪
が
歴
代
芸
術
館

と
名
付
け
ら
れ
て
い
て
、
史
前
蒔
代
か
ら
股
嗣
、
秦
漢
、
六
朝
、
唐
鞍
、
元
明
清
の

顧
で
陳
列
さ
れ
る
。
歴
史
隙
物
館
の
陳
列
品
と
ど
こ
が
違
う
か
と
い
っ
て
、
特

に
差
異
は
な
い
。
歴
史
博
物
館
の
遺
品
の
方
が
、
よ
り
最
漸
の
発
見
贔
が
多
い

よ
う
に
印
象
さ
れ
た
が
、
し
か
し
故
宮
醇
物
院
歴
代
芸
術
館
に
も
薪
発
見
品
が

少
く
な
い
。
こ
の
騰
代
芸
術
館
の
ほ
か
に
故
富
の
東
北
角
に
は
、
彫
塑
館
（
も

と
の
奉
先
殿
）
絵
画
館
（
寧
寿
宮
、
皇
極
殿
の
側
廊
）
、
奪
還
賠
（
永
和
宮
、

承
韓
宮
×
青
鋼
器
館
（
崇
仁
宮
誠
粛
殿
）
、
珍
宝
館
（
灘
和
軒
、
欲
望
堂
）
な

ど
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
故
宮
内
の
宮
殿
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
。
絵
画

館
は
延
々
と
つ
づ
く
長
廊
に
螢
光
燈
を
入
れ
た
ガ
ラ
ス
・
ケ
…
ス
を
な
ら
べ
、

実
に
多
量
の
絵
画
、
特
に
多
数
の
明
清
幽
が
陳
列
さ
れ
て
い
た
。
彫
塑
館
で
は
．

漢
代
の
土
偶
、
六
朝
の
土
偶
、
石
仏
、
朱
元
の
木
彫
、
浮
彫
尊
、
明
清
の
小
彫

像
が
あ
っ
た
ほ
か
に
龍
門
賓
陽
北
洞
の
菩
薩
立
像
な
ど
石
膏
原
寸
模
造
像
が
数

梱…

菶
�
ｳ
れ
て
い
た
。
し
か
し
も
っ
と
も
私
の
目
を
ひ
い
た
の
は
、
河
北
劣
曲

陽
出
土
の
多
量
の
石
仏
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
考
古
通
訊
一
へ
一
九
五
五
第
三

期
）
で
曾
て
報
道
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
ね
て
か
ら
覧
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

北
朝
、
階
唐
の
作
画
で
あ
り
、
発
掘
当
酵
は
一
一
三
九
像
が
あ
っ
た
と
い
5
。

　
青
銅
器
館
は
伝
世
韻
を
あ
つ
め
て
い
た
が
、
余
り
注
落
す
べ
き
も
の
は
な
い
。

陶
磁
館
も
特
に
逸
品
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
か
っ
た
。
珍
宝
館
に
収
蔵
さ
れ

た
清
朝
宮
延
の
珍
宝
は
興
味
ふ
か
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
巴
塁
ル
…
ヴ
ル
宮
の
宮

廷
用
工
芸
を
想
起
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
故
嘗
博
物
院
と
い
う
の
は
、
東
洋
の
ル

ー
ヴ
ル
博
物
館
と
し
て
名
実
と
も
に
尊
重
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
た
。
毎
年
国

慶
節
の
頃
に
は
二
週
閥
に
わ
た
り
故
宮
秘
蔵
の
書
画
を
競
物
陳
列
す
る
と
い
う
。

た
だ
私
達
は
特
別
の
測
ら
い
に
よ
っ
て
、
次
の
諸
名
画
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
1

23457698
債
顯
燈
細
筆

購
援
子
虚
筆

ゆ
く
ス
パ

　
　
耳
甥
採
訟

鑓
ス
”
押
歯

宋
趨
伯
駒
雨

降
銭
馬
丁

総
総
孟
輝
筆

元
詰
公
鰹
筆

元
王
蒙
筆

元
呉
鎮
筆

浴
神
石
図

游
春
細
巻

採
薇
図
巻

江
山
秋
色
図
画

山
居
図
巻

秋
郊
法
馬
図
高

機
藩
翰
露
図
軸

夏
隣
燕
巣
図
軸

墨
竹
馬
石
潤
軸
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玲
　
元
侃
瑛
筆
　
　
梧
竹
秀
石
図
軸

　
こ
の
十
図
の
う
ち
で
晴
展
子
虚
増
量
出
講
巻
が
も
っ
と
も
感
銘
ぶ
か
か
ウ
た

こ
と
を
記
し
て
お
く
。

　
故
宮
博
物
院
は
い
わ
ば
古
代
美
術
研
究
所
と
で
も
い
う
べ
き
組
織
を
も
っ
て

い
て
十
数
名
の
研
究
員
を
擁
し
て
い
る
。
そ
れ
に
助
手
が
い
る
。
そ
の
部
門
は

青
銅
器
、
文
字
（
書
）
、
彫
刻
、
絵
画
、
刺
繍
、
陶
磁
、
宮
廷
建
築
、
庭
園
に
分

か
れ
て
い
る
。
別
に
技
術
員
が
い
て
、
青
銅
器
、
絵
画
、
彫
漆
、
漆
器
、
木
器

の
技
術
を
分
担
し
て
い
る
。

　
あ
る
日
、
私
た
ち
は
故
宮
博
物
院
内
の
一
室
に
招
か
れ
、
北
京
各
界
の
人
士

と
中
国
の
交
物
保
護
に
つ
い
て
懇
談
会
を
も
つ
ご
と
が
で
き
た
。
そ
の
懇
談
の

内
容
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
『
監
物
』
や
『
考
古
』
の
な
か
で
発
表
さ
れ
た
内

容
と
あ
ま
り
変
ら
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。

四

　
永
年
の
宿
望
で
あ
っ
た
西
安
型
置
が
、
今
回
実
現
出
来
た
。
西
安
に
は
唐
代

の
太
廟
の
遺
肚
に
孔
子
廟
が
あ
り
、
こ
の
廟
の
建
築
が
い
ま
は
陳
西
省
博
物
院

に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
三
哲
は
有
名
な
碑
林
で
あ
る
。
こ
の
博
物
館
の
陳
列
も

歴
史
的
配
列
法
を
採
用
し
、
夏
時
代
か
ら
阿
片
戦
争
ま
で
を
包
含
す
る
。
し
か

し
陳
西
省
の
地
方
的
特
色
と
し
て
周
秦
漢
唐
の
遺
品
が
中
心
と
な
る
。
こ
れ
に

附
属
し
て
青
碧
器
館
、
陶
磁
器
館
、
書
法
館
の
専
門
的
陳
列
館
が
あ
る
。
こ
う

い
う
陳
列
計
画
は
や
や
北
京
の
故
宮
博
物
院
の
計
画
に
似
て
い
る
。
更
に
最
近

の
大
発
掘
で
あ
る
唐
の
永
泰
公
主
墓
出
土
品
が
特
別
室
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
。

永
泰
公
主
墓
の
発
掘
報
告
は
ま
だ
正
式
に
発
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
五
八

．
　
，
棋

麟

　　　　ma’と　目“層・．t冒

薫
撫
・
卓
識

西安陳西省博物館（もとの文廟）
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年
に
発
掘
さ
れ
、
　
一
九
六
∬
平
に
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
永
泰
公
主

は
則
天
三
后
の
孫
、
大
足
元
年
十
七
歳
で
死
亡
、
中
宗
の
五
七
二
年
に
そ
の
屍

体
は
乾
陵
に
陪
聴
さ
れ
た
．
発
墨
品
中
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
憩
室
壁

画
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
唐
代
主
医
壁
画
中
で
も
っ
と
も
優
秀
な
作
口
㎜
と
い
わ
れ

る
。
ま
だ
壁
画
は
墓
室
内
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
、
原
物
を
み
る
こ
と
は
で

ぎ
な
か
っ
た
．
陳
列
室
に
は
三
点
の
摸
写
顧
が
展
示
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
摸

写
澱
よ
り
も
「
人
民
中
国
晶
　
へ
一
九
六
三
年
翫
月
号
）
に
発
表
ざ
れ
た
凍
色
及

び
単
色
図
版
の
人
物
鱈
複
製
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
秀
れ
て
い
る
こ
と
が
分

っ
た
。
な
お
、
そ
の
陳
列
室
に
は
永
泰
公
主
墓
石
榔
の
線
刻
醐
（
入
物
図
）
十

石
の
拓
本
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ま
た
癬
代
線
刻
画
中
で
貴
重
な
位
置
を

し
め
る
も
の
で
あ
る
、
－
副
葬
の
陶
器
土
偶
は
略
潔
一
否
点
が
な
ら
べ
て
あ
り
、
な

か
に
み
ご
と
な
大
型
馬
係
が
一
際
廻
立
っ
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
報
告
未
発
表

の
た
め
、
こ
の
陳
列
品
の
撮
影
は
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
、
こ
の
博
物
館
で
は
唐

代
の
土
偶
と
出
際
陶
器
が
特
に
み
ご
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後

に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
目
下
建
設
中
の
彫
刻
館
に
は
す
で
に
六
朝
、

晴
鷹
の
大
石
彫
類
が
搬
入
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　
中
圏
で
は
有
名
な
遺
跡
地
を
発
掘
後
そ
の
ま
ま
の
姿
で
保
存
し
、
そ
の
遣
跡

地
を
当
物
館
に
し
て
い
る
．
西
安
東
郊
の
半
彼
博
物
館
は
そ
の
代
表
的
な
も
の

で
あ
る
。
半
披
村
は
疲
河
の
近
く
に
あ
り
、
平
地
よ
り
は
や
や
小
高
い
丘
陵
地

で
あ
る
。
遺
跡
の
上
に
は
鉄
骨
の
楽
照
が
お
お
い
、
そ
の
箭
の
低
地
に
煉
泥
象

の
陳
列
館
が
あ
る
。
史
前
時
代
の
発
掘
品
を
し
め
し
な
が
ろ
、
き
わ
め
て
網
密

な
説
明
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。

　
西
安
の
滞
在
は
わ
ず
か
封
建
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
訪
ね
る
べ
き
多
数
の
遺

蹟
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
あ
っ
け
な
く
す
ぎ
た
短
時
碍
受
あ
っ
た
。
し
か
し
曾

て
訪
問
し
た
洛
陽
に
比
し
て
薦
安
原
野
は
よ
り
雄
大
で
あ
ザ
、
し
か
も
大
ら
か

で
滋
か
み
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
大
洋
の
波
の
う
ね
り
の
よ
う
な
原
野
の
ゆ

る
や
か
な
起
伏
の
な
か
に
懐
か
れ
て
い
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い
．
奈
良
の
大
和

平
野
を
我
々
一
行
は
ひ
と
し
く
闘
疑
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
和
平

野
を
大
規
模
に
拡
大
し
て
の
上
で
あ
る
。

五

　
巾
・
潔
を
｛
賜
へ
ゆ
く
ほ
ど
我
々
は
心
が
な
ご
ん
だ
、
一
鰐
｛
猷
．
“
総
州
は
蕉
月
と
は

思
え
な
い
ほ
ど
、
田
射
し
が
明
る
か
っ
た
、
紙
瀬
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
博

物
館
の
こ
と
だ
け
を
報
告
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
、
南
京
博
物
院
は
三
宝
門
の

内
側
、
明
の
故
宮
祉
、
の
一
部
に
新
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
．
こ
こ
も
ま
た
陳
列

品
が
歴
史
的
配
列
に
よ
っ
て
い
て
、
史
前
時
代
か
ら
は
じ
ま
り
太
平
天
津
時
代

に
及
ん
で
い
る
。
い
ま
ま
で
全
く
未
踏
の
世
界
で
あ
っ
た
江
南
の
史
前
時
代
土

器
は
そ
の
形
態
の
自
由
さ
と
斬
新
さ
に
お
い
て
自
を
驚
か
し
た
。
さ
ぎ
に
北
京

の
歴
史
博
物
館
の
陳
列
晶
で
注
臼
さ
れ
た
出
東
省
の
史
前
土
器
と
潤
わ
せ
考
え

る
と
ぎ
、
今
後
の
中
園
史
前
考
古
学
の
世
界
は
、
大
き
な
研
究
分
野
と
な
る
で
あ
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鍵
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捕

ろ
う
。
殿
代
以
降
の
閉
塞
的
な
美
術
様
式
に
く
ら
べ
て
、
格
段
に
の
び
や
か
な

フ
ォ
ル
ム
の
創
造
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
私
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ
た

の
は
近
年
発
見
さ
れ
た
東
督
末
と
推
定
さ
れ
る
爾
朝
煙
室
墓
の
事
誤
壁
画
「
竹

林
七
賢
殴
」
拓
本
で
あ
る
。
幸
い
に
こ
の
壁
画
拓
本
の
撮
影
が
許
可
さ
れ
た
の

で
、
将
来
、
そ
の
成
果
は
公
表
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
東
賛
の
名
画
家
殴
惟

之
の
時
代
に
近
い
こ
の
作
品
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
南
朝
絵
画
の
か
が
や
か

し
い
伝
統
を
考
え
る
一
つ
の
手
掛
か
り
を
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
南
京
博
物
院
で
は
中
国
画
の
特
別
鑑
賞
の
機
会
が
あ
た
え
ら
た
。
明
清
画
の

注
目
す
べ
ぎ
作
品
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
た
が
、
特
に
徐
湘
の
長
国
論
軽
罰
に
は

水
墨
の
精
髄
が
み
ら
れ
た
。

　
南
京
博
物
院
に
く
ら
べ
て
上
海
博
物
館
は
、
大
い
に
趣
を
異
に
す
る
。
上
海

博
物
館
は
も
と
蒙
る
外
国
銀
行
で
あ
っ
た
大
建
築
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
こ
の

収
蔵
品
は
民
間
に
散
在
し
て
い
る
文
物
を
解
放
後
に
蒐
集
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
点
、
堅
地
博
物
館
が
新
発
掘
品
を
主
と
し
て
陳
列
し
て
い
る
の
と
相
違
し

て
い
る
。
二
品
は
美
術
口
開
に
か
ぎ
ら
れ
、
鷹
史
的
配
列
法
に
よ
っ
て
並
べ
ら
れ

て
い
る
。
特
に
股
周
銅
器
の
蒐
集
が
際
立
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
中
国
画
の
蒐
集

も
南
京
博
物
院
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
五
九
年
そ
の
所
蔵
画
の
図
録

が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
図
録
は
ま
だ
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
い
な
く
、
私
た
ち
は

同
博
物
館
で
み
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
原
色
版
印
刷
の
優
秀
さ
は
ち
よ
っ
と

日
本
に
も
類
が
な
い
。
東
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
で
の
展
覧
会
に
お
い
て
文

物
複
製
に
あ
た
え
ら
れ
た
金
牌
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
帰
路
の
最
後
に
、
広
州
を
訪
れ
た
と
ぎ
、
同
市
内
の
二
つ
の
博
物
館
、
す
な

わ
ち
広
州
博
物
館
と
広
東
省
博
物
館
を
み
た
。
上
記
の
北
京
、
西
安
、
南
京
、
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上
海
の
大
博
物
館
に
比
べ
る
と
、
こ
れ
に
ま
だ
収
蔵
が
途
上
に
あ
る
と
い
う
賂

じ
で
あ
る
。
広
州
及
び
広
東
省
と
い
う
土
地
柄
が
遣
物
発
掘
、
発
見
に
も
特
別

な
性
格
を
あ
た
え
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
四
川
省
の
成
都
、
湖
南
省
の
長
沙
の
博
物
館
は
な
ん
と
か
し
て
訪
れ
た
い
と

思
っ
た
が
、
日
数
の
制
限
か
ら
、
つ
い
に
見
学
で
き
な
か
っ
た
。

ぬノ、

　
こ
の
旅
行
で
は
、
億
々
の
作
晶
を
調
査
す
る
暇
は
な
か
っ
た
が
、
だ
い
た
い

の
様
子
が
よ
く
分
っ
た
。
戦
前
に
く
ら
べ
て
、
著
し
い
の
は
ま
ず
史
前
時
代
の

遺
物
で
あ
る
。
史
前
学
は
今
後
も
つ
と
も
重
要
か
つ
豊
富
と
な
る
と
お
も
わ
れ

る
。
中
睡
原
始
美
術
の
研
究
は
大
き
な
魅
力
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
中
凶
大

陸
各
地
の
雑
色
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
お
も
う
．
そ
し
て
毅
周
よ
り
晴
膚
に
至

る
考
古
学
と
古
代
美
術
史
は
飛
躍
的
に
す
す
む
と
信
じ
ら
れ
る
。
特
に
四
翔
省

の
文
物
、
特
に
そ
の
漢
代
の
彫
刻
、
土
偶
の
リ
ア
リ
ズ
ム
的
傾
向
は
瞬
過
で
き

な
い
．
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
北
朝
美
術
に
つ
い
て
は
敦
焼
石
窟
以
外
に
な
お

甘
粛
省
奥
地
に
未
知
の
石
窟
の
発
見
可
能
性
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
碑
像

の
発
見
は
停
滞
し
て
い
る
。
金
銅
仏
の
発
見
可
能
性
も
す
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
幣
北
朝
か
ら
晴
唐
に
か
け
て
の
墳
墓
墓
室
の
壁
画
が
陸
続
と
発

見
さ
れ
、
今
後
も
そ
の
発
見
は
ふ
沁
る
と
お
も
わ
れ
る
。
従
来
、
停
滞
し
た
六

朝
臨
唐
絵
颪
の
研
究
は
今
後
が
楽
し
み
に
な
っ
て
き
た
．
敦
燵
の
よ
う
な
群
地

で
に
な
く
、
中
原
地
方
の
壁
画
が
発
児
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
膳

の
永
泰
公
主
墓
の
発
掘
は
劃
期
的
だ
と
い
え
る
。
唐
代
に
つ
い
て
は
西
安
地
方

の
発
掘
が
お
び
た
だ
し
い
土
偶
と
三
彩
陶
器
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
古

越
磁
の
い
ち
じ
る
し
い
発
児
と
と
も
に
、
障
日
す
べ
き
成
果
で
あ
る
。
従
来
、

乗
詳
で
あ
っ
た
編
年
の
問
題
も
あ
き
ら
か
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
近
世
に
つ
い
て
い
え
ば
、
北
京
北
郊
の
明
の
万
暦
帝
陵
す
な
わ
ち
定
陵
の
発

掘
は
い
ち
じ
る
し
い
。
現
地
に
建
設
さ
れ
た
定
陵
博
物
館
に
は
、
わ
が
斑
倉
院

蔵
品
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
、
豪
華
な
明
代
工
芸
の
粋
が
か
が
や
い
て
い
る
。

特
に
数
個
の
宝
冠
は
注
目
さ
れ
る
。

　
民
問
に
か
っ
て
散
在
し
て
い
た
宋
元
明
清
の
小
彫
像
類
を
、
私
は
北
京
の
故

宮
博
物
院
や
上
海
博
物
館
で
み
た
。
そ
れ
ら
は
木
彫
、
融
磁
な
ど
で
あ
っ
た
が
、

つ
よ
く
鋭
い
写
実
が
し
め
さ
れ
て
い
て
、
従
来
、
知
ら
れ
な
か
っ
た
彫
刻
界
を

明
か
に
し
て
く
れ
た
。
こ
の
造
形
の
伝
統
は
十
九
世
紀
の
天
津
在
住
の
名
工
い

わ
ゆ
る
「
泥
選
奨
」
に
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
と
思
う
。

　
こ
う
し
て
拾
い
書
き
し
て
み
て
も
、
中
圏
の
文
化
遺
藤
の
保
護
工
作
は
す
こ

ぶ
る
大
き
い
成
渠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
忙
し
い
鑑
賞
の
旅
行
で
あ
っ

た
が
、
私
は
中
国
の
美
術
史
は
大
い
に
書
き
か
え
ら
れ
る
日
が
来
つ
つ
あ
る
こ

と
を
信
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帰
郷
大
学
数
授
）
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