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第
百
八
十
七 

  
 

龍
の
目
覚
め 

   
 
 
 
 

一 
  

こ
の
時
代
、
最
も
注
目
さ
れ
た
の
は
中
国
と
い
う
国
で
あ
る
。 

 

北
は
万
里
の
長
城
、
黒
竜
江
で
ソ
連
領
と
接
し
、
西
は
崑
崙
山
脈

と
ゴ
ビ
沙
漠
を
も
っ
て
境
と
な
し
、
南
は
チ
ベ
ッ
ト
、
南
沙
諸
島
曾

母
暗
砂
ま
で
二
万
二
千
八
百
キ
ロ
に
お
よ
ぶ
国
境
線
を
持
ち
、
陸
地

面
積
は
約
九
百
六
十
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
世
界
第
三
位
を
誇
る
。

国
土
は
広
く
、
民
も
ま
た
多
い
。 

 

そ
も
そ
も
こ
れ
ほ
ど
の
大
地
を
一
つ
の
政
権
が
掌
握
す
る
こ
と
自

体
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
黄
河
の
北
は
麦
と
馬
、
南
は
米
と

舟
の
文
化
で
あ
り
、
西
に
は
遊
牧
の
民
が
住
ま
い
、
東
は
一
万
八
千

キ
ロ
の
海
浜
を
も
っ
て
市
擢
で
生
業
を
立
て
て
い
る
。 

 

古
代
に
お
い
て
は
東
と
西
、
の
ち
に
は
南
と
北
が
統
一
と
分
裂
の

機
軸
に
な
っ
た
。
二
十
世
紀
に
お
い
て
す
ら
南
北
に
軍
閥
が
跋
扈
し
、

そ
れ
が
日
中
戦
争
の
混
迷
を
深
め
る
要
因
と
な
っ
た
。 

 

蒋
介
石
が
率
い
る
国
民
党
政
府
と
の
戦
い
に
勝
利
し
、
台
湾
に
追

放
し
た
毛
沢
東
が
、「
中
華
人
民
共
和
国
」
の
建
国
を
宣
言
し
た
の

は
一
九
四
九
年
十
月
一
日
で
あ
る
。
歴
史
的
慣
習
に
倣
っ
て
彼
は
、

北
京
の
紫
禁
城
天
安
門
で
宣
言
文
を
高
ら
か
に
読
み
上
げ
た
。 

 

天
安
門
。 

 

高
さ
三
十
三
・
七
メ
ー
ト
ル
と
い
う
こ
の
巨
大
な
門
は
、
一
四
二

〇
年
に
明
の
永
楽
帝
が
建
て
た
「
承
天
門
」
が
戦
火
で
焼
失
し
た
た

め
、
一
六
五
一
年
に
再
建
さ
れ
た
。「
天
安
門
」
の
名
が
付
い
た
の

は
そ
の
と
き
で
あ
る
。 

 

紅
殻
の
城
壁
と
瑠
璃
瓦
に
彩
ら
れ
、
そ
の
資
材
は
冬
の
寒
さ
が
最

も
厳
し
い
と
き
、
道
に
水
を
ま
き
、
そ
れ
が
凍
っ
た
上
を
滑
ら
せ
て

運
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
も
と
は
皇
帝
の
詔
書
が
発
布
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。 

 

天
安
門
に
立
つ
毛
沢
東
を
中
心
に
、
左
後
方
に
劉
少
奇
、
朱
徳
、

周
恩
来
な
ど
建
国
の
英
雄
た
ち
居
並
び
、
眼
下
に
は
人
民
が
歓
喜
の

声
を
あ
げ
て
い
る
。
城
門
楼
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
「
開
国
大
典
」
の

絵
は
董
希
文
が
描
い
た
建
国
式
典
の
様
子
だ
っ
た
が
、
要
人
が
失
脚

す
る
た
び
に
修
正
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
政
争
と
粛
清
の

歴
史
を
描
い
て
も
い
た
。 

 
一
説
に
五
十
万
人
を
一
度
に
収
容
で
き
る
と
い
わ
れ
、
し
ば
し
ば

歴
史
を
動
か
す
舞
台
と
な
っ
た
。
六
五
年
に
始
ま
っ
た
「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
化
大
革
命
」
は
、
国
家
主
席
に
就
任
し
た
劉
少
奇
を
名
指
し

で
攻
撃
し
、
こ
れ
を
毛
が
「
造
反
有
理
」
と
し
た
た
め
に
軍
を
巻
き

込
ん
だ
権
力
闘
争
に
発
展
し
た
。 
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紅
衛
兵
た
ち
は
『
毛
沢
東
語
録
』
を
片
手
に
街
を
練
り
歩
き
、
劉

少
奇
ら
反
毛
派
を
「
実
権
派
」
と
呼
ん
で
批
判
し
、
多
く
の
文
化
人
、

政
治
家
、
軍
人
が
粛
正
さ
れ
、
あ
る
い
は
農
村
に
追
放
さ
れ
た
。
混

乱
は
国
際
的
孤
立
と
経
済
の
沈
滞
を
招
き
、
周
恩
来
が
国
務
院
総
理

と
し
て
収
拾
に
手
腕
を
振
る
っ
た
。 

 

周
は
毛
の
五
歳
年
少
だ
っ
た
。
江
蘇
省
淮
安
県
に
生
ま
れ
、
若
い

こ
ろ
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
に
学
び
、
軍
事
と
外
交
に
秀
で
た

能
力
を
発
揮
し
た
。
一
九
七
二
年
二
月
、
ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
と
会

談
し
て
中
国
の
国
際
社
会
復
帰
を
決
定
し
、
同
年
九
月
に
は
日
本
の

田
中
角
栄
と
日
中
国
交
回
復
で
合
意
す
る
な
ど
、
最
晩
年
に
重
要
な

仕
事
を
し
た
。 

 

偶
然
だ
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
中
国
を
率
い
た
こ
の
二
人
の
政
治

家
は
、
と
も
に
一
九
七
六
年
、
示
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
世
を
去
っ
た
。

年
下
の
周
の
方
が
早
く
、
一
月
八
日
に
息
を
引
き
取
っ
た
。
毛
は
そ

れ
か
ら
八
か
月
あ
と
に
没
し
、
そ
の
遺
体
は
天
安
門
広
場
南
側
に
建

て
ら
れ
た
毛
沢
東
記
念
堂
に
、
い
ま
も
安
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。 

  
 
 
 
 

二 
  

文
化
大
革
命
の
嵐
が
ま
だ
盛
ん
だ
っ
た
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。 

 

一
九
七
一
年
の
三
月
二
十
八
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で
、
第
三
十
一

回
世
界
卓
球
選
手
権
大
会
が
名
古
屋
で
開
か
れ
た
。
中
国
は
世
界
チ

ャ
ン
ピ
オ
ン
の
荘
則
棟
選
手
を
は
じ
め
と
す
る
選
手
団
を
送
り
込
ん

で
き
た
。
卓
球
は
共
産
主
義
中
国
が
国
際
社
会
と
接
触
す
る
ほ
と
ん

ど
唯
一
の
か
細
い
糸
だ
っ
た
。 

 

こ
の
と
き
ア
メ
リ
カ
選
手
団
の
カ
リ
ソ
ン
副
団
長
は
ひ
そ
か
に
、

中
国
選
手
団
に
随
行
し
て
き
た
宋
中
秘
書
長
と
接
触
を
持
っ
た
。
共

同
通
信
北
京
支
局
長
だ
っ
た
中
島
宏
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
大
会
最
終

日
の
四
月
七
日
の
こ
と
だ
っ
た
。 

  

私
は
午
前
中
、
中
国
代
表
団
が
宿
舎
の
藤
久
観
光
ホ
テ
ル
で
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
・
中
南
米
の
卓
球
選
手
を
招
い
て
開
い
た
ガ
ー
デ

ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
を
の
ぞ
き
に
行
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
辺
に
、

す
っ
か
り
親
し
く
な
っ
た
宋
中
秘
書
長
が
招
待
客
と
談
笑
し
て
い
る

の
が
見
え
た
の
で
、
参
加
者
を
か
き
分
け
近
寄
っ
た
。 

 

す
る
と
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
旧
知
の
江
培
柱
秘
書
が
「
重
要
電
話
、

重
要
電
話
」
と
言
い
な
が
ら
メ
モ
を
宋
中
氏
に
手
渡
し
た
。
ち
ら
り

と
見
る
と
毛
筆
で
「
為
中
美
両
国
人
民
的
友
誼
」（
中
米
両
国
人
民

の
友
好
の
た
め
に
）
と
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
け
が
見
え
た
。 

 
何
年
か
後
に
再
会
し
た
宋
中
氏
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
が
本
国
か
ら
の

米
国
チ
ー
ム
招
待
の
指
示
だ
っ
た
、
と
聞
か
さ
れ
た
。
電
話
の
北
京

発
信
担
当
は
私
の
よ
く
知
る
中
国
外
務
省
関
係
者
だ
っ
た
。
彼
と
江

氏
は
毎
日
、
決
ま
っ
た
時
間
に
、
し
ご
く
簡
単
な
方
式
の
暗
号
で
電

話
連
絡
し
合
い
、
北
京
と
日
本
の
代
表
団
と
の
意
思
疎
通
を
図
っ
て
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い
た
。
初
め
は
一
日
三
回
だ
っ
た
が
途
中
か
ら
毛
沢
東
の
指
示
で
五

回
に
増
や
し
た
と
い
う
。 

 
米
中
チ
ー
ム
の
関
係
で
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
四
月
四
日
と
五
日
に
、

中
国
の
元
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
、
荘
則
棟
選
手
が
、
ヒ
ッ
ピ
ー
・
ス

タ
イ
ル
で
有
名
に
な
っ
た
米
チ
ー
ム
の
グ
レ
ン
・
コ
ー
ワ
ン
選
手
と

友
好
交
歓
し
た
こ
と
が
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
た
。
私
は
、

荘
選
手
の
行
動
が
儀
礼
の
範
囲
を
越
え
て
い
た
の
で
、
反
米
ム
ー
ド

が
強
い
中
国
内
で
、
相
当
に
批
判
さ
れ
る
と
推
測
し
て
い
た
。
そ
こ

で
電
話
メ
モ
は
、
こ
の
件
は
「
問
題
に
し
な
い
」
と
い
う
結
論
だ
ろ

う
、
と
勝
手
に
想
像
し
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
。
宋
中
氏
は
一
読
す

る
と
外
へ
出
て
行
っ
た
。
そ
の
後
、
米
チ
ー
ム
の
宿
舎
へ
行
き
、
ハ

リ
ソ
ン
副
団
長
に
指
示
の
内
容
を
伝
え
た
の
だ
と
い
う
。 

  

中
国
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
選
手
団
を
中
国
に
招
く
の
は
時
期
尚
早
、

と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
四
月
六
日
の
夜
、
毛
沢
東

主
席
が
就
寝
す
る
直
前
に
「
招
聘
」
を
指
示
し
た
の
で
、
政
府
関
係

者
は
大
慌
て
に
な
っ
た
。 

 

当
時
、
自
民
党
幹
事
長
の
職
に
あ
っ
た
田
中
角
栄
が
、
毛
主
席
の

側
近
に
ア
メ
リ
カ
選
手
団
の
受
け
入
れ
を
働
き
か
け
た
と
い
わ
れ
る
。

就
寝
の
直
前
に
政
治
的
案
件
で
毛
主
席
と
面
会
で
き
た
の
は
周
恩
来

の
ほ
か
に
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
田
中
が
周
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
、

周
が
毛
の
了
解
を
取
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
詳
し
い
こ
と
は
伝
え

ら
れ
て
い
な
い
。 

 

ア
メ
リ
カ
選
手
団
の
随
行
員
は
、
北
京
政
府
に
ア
メ
リ
カ
政
府
要

人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
た
で
あ
ろ
う
。
七
月
に
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー

が
訪
中
す
る
と
き
も
、
田
中
角
栄
は
ひ
そ
か
に
仲
介
の
労
を
取
っ
た
。

ニ
ク
ソ
ン
の
北
京
訪
問
は
「
頭
越
し
外
交
」
と
い
わ
れ
る
が
、
田
中

に
お
い
て
は
周
知
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

三 
  

ア
メ
リ
カ
、
日
本
と
国
交
を
回
復
し
、
国
連
で
中
国
の
代
表
政
府

で
あ
る
と
承
認
さ
れ
て
も
、
毛
と
周
は
た
だ
ち
に
経
済
政
策
を
転
換

で
き
な
か
っ
た
。
文
化
大
革
命
は
す
で
に
軍
部
ま
で
巻
き
込
ん
だ
権

力
闘
争
に
発
展
し
て
い
て
、
二
人
の
手
で
は
制
御
で
き
な
い
状
態
だ

っ
た
。 

 

周
の
死
が
転
機
を
も
た
ら
し
た
。 

 

彼
は
中
国
共
産
党
が
創
設
さ
れ
た
時
か
ら
の
闘
士
で
あ
り
、
日
本

軍
国
主
義
に
身
を
張
っ
て
祖
国
を
守
っ
た
英
雄
で
あ
り
、
国
民
政
府

と
の
調
整
に
腐
心
し
た
政
治
家
だ
っ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
国
際
的
に
孤

立
し
た
中
国
の
外
交
を
一
手
に
引
き
受
け
、
最
後
は
国
際
的
な
復
帰

を
実
現
し
た
大
功
労
者
だ
っ
た
。 

 

に
も
か
か
わ
ら
ず
七
六
年
当
時
の
中
国
政
府
は
、
そ
の
死
に
対
し

て
十
分
な
礼
節
を
尽
さ
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
民
衆
の
目
に
は
そ
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う
見
え
た
。 

 
彼
の
遺
灰
は
、
遺
言
に
従
っ
て
中
国
の
山
河
に
ま
か
れ
た
。
毛
沢

東
を
革
命
の
英
雄
と
し
て
偶
像
に
祭
り
上
げ
、
六
億
人
の
人
民
を
統

率
す
る
企
て
は
、
す
べ
て
周
が
指
揮
を
取
っ
た
。
現
実
主
義
者
で
も

あ
っ
た
彼
は
、
自
分
自
身
が
新
し
い
偶
像
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
、

と
い
っ
て
い
い
。
だ
が
民
衆
の
目
に
は
、
革
命
に
殉
じ
た
清
廉
な
英

雄
に
見
え
た
。 

 

党
と
政
府
で
は
、
上
海
派
の
江
青
、
張
春
橋
、
姚
文
元
、
王
洪
文

が
台
頭
し
て
い
た
。
彼
ら
は
劉
少
奇
を
血
祭
り
に
上
げ
る
過
程
で
権

力
の
中
枢
に
近
づ
き
、
周
恩
来
か
ら
文
化
大
革
命
の
実
質
的
な
指
揮

権
を
奪
う
こ
と
で
党
と
政
府
を
牛
耳
ろ
う
と
し
つ
つ
あ
っ
た
。
周
の

死
後
、
彼
ら
は
周
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
階
段
を
も
う
一
段
上
ろ
う

と
考
え
た
。 

 

こ
の
四
人
の
意
向
を
受
け
た
「
文
匯
報
」
は
、
三
月
二
十
五
日
号

に
「
走
資
派
還
在
走
，
我
們
就
要
和
他
闘
」（
走
資
派
は
い
ま
な
お

歩
み
続
け
、
我
々
は
ま
も
な
く
彼
ら
と
闘
う
）
と
題
し
た
論
文
を
掲

載
し
、
そ
の
中
で
、 

 

「
党
内
那
箇
走
資
派
要
把
被
打
倒
的
至
今
不
肯
改
悔
的
走
資
派
扶

上
台
」（
党
内
の
走
資
派
は
、
打
倒
さ
れ
て
も
悔
い
改
め
よ
う
と
せ

ず
、
走
資
派
の
登
場
を
助
け
て
い
る
） 

 

と
書
い
た
。 

 

走
資
派
と
は
文
化
大
革
命
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
た
劉
少
奇
の
一
派

の
こ
と
だ
が
、
論
文
が
い
う
「
党
内
の
走
資
派
」
と
は
周
恩
来
、

「
打
倒
さ
れ
て
も
悔
い
改
め
よ
う
と
し
な
い
走
資
派
」
と
は
鄧
小
平

を
指
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
周
を
「
走
資
派
」
と
断
し
た

こ
と
に
抗
議
の
声
が
上
が
っ
た
。 

 

三
月
二
十
九
日
、
南
京
大
学
の
学
生
を
中
心
と
す
る
デ
モ
隊
が
市

中
を
行
進
し
、
南
京
駅
を
通
過
す
る
列
車
に
文
匯
報
批
判
と
周
恩
来

擁
護
の
大
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
ペ
ン
キ
な
ど
で
書
い
た
。
四
人
は
触
れ
て

は
な
ら
な
い
琴
の
糸
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
が
、
も
は

や
手
遅
れ
だ
っ
た
。
全
国
で
火
の
手
が
上
が
っ
た
。 

  

三
月
十
九
日
、
北
京
市
朝
陽
区
牛
坊
小
学
校
の
紅
小
兵
が
、
天
安

門
広
場
の
人
民
英
雄
紀
念
碑
前
に
花
輪
を
捧
げ
た
。
花
輪
に
は 

 

―
―
周
伯
伯
永
遠
活
在
我
們
心
中 

 

と
い
う
言
葉
が
副
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

「
周
お
じ
さ
ん
は
永
遠
に
わ
た
し
た
ち
の
心
の
中
に
生
き
て
い
る
」 

 

と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
の
ち
に
「
天
安
門
悲
歌
」
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
た
。 

 
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
四
月
四
日
の
清
明
節
（
二
十
四
節

季
の
一
で
あ
っ
て
、
春
分
の
の
ち
十
五
日
目
か
ら
の
三
日
間
、
人
々

は
先
祖
の
墓
参
り
や
郊
外
へ
出
か
け
た
り
す
る
）
ま
で
に
、
人
民
英

雄
紀
念
碑
前
に
人
々
が
誰
い
う
と
も
な
く
集
ま
っ
て
英
雄
を
追
悼
し
、

花
輪
や
詩
詞
を
献
じ
た
。 
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人
々
は
周
恩
来
を
祀
る
べ
き
場
所
を
見
出
し
て
い
た
。 

 
そ
れ
は
人
民
英
雄
紀
念
碑
だ
っ
た
。 

 
形
も
ど
こ
か
位
牌
に
似
た
雄
碑
は
、
人
民
革
命
の
た
め
に
碧
血
を

流
し
た
人
た
ち
を
記
念
し
祀
る
碑
で
あ
り
、
そ
の
裏
に
は
周
恩
来
に

よ
る
と
い
わ
れ
る
揮
毫
が
あ
る
た
め
に
よ
る
。
人
々
は
彼
を
人
民
英

雄
と
見
な
し
、
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
悼
む
た
め
に
集
ま
っ
て
き
た
。 

 

対
し
て
当
局
は 

 

―
―
反
革
命
的
な
動
き
あ
り
。 

 

と
し
て
、
民
兵
五
万
、
公
安
三
千
を
動
員
し
て
天
安
門
広
場
を
包

囲
し
、
花
輪
を
取
り
去
り
、
群
衆
の
排
除
を
行
っ
た
。 

 

こ
れ
を
知
っ
た
民
衆
は
翌
五
日
、
当
局
の
封
鎖
を
破
り
、「
花
輪

を
返
せ
」「
仲
間
を
返
せ
」
と
叫
び
な
が
ら
「
聯
合
指
揮
部
」
を
取

り
囲
み
、
こ
れ
を
焼
き
討
ち
し
た
。
午
後
九
時
三
十
分
、
一
万
人
の

民
兵
と
三
千
人
の
警
察
、
五
個
大
隊
約
二
千
五
百
人
の
北
京
衛
戍
部

隊
が
出
動
し
、
棍
棒
と
皮
ベ
ル
ト
を
も
っ
て
民
衆
を
制
圧
し
て
い
っ

た
。
こ
れ
が
彼
ら
の
命
取
り
に
な
っ
た
。 

 

事
件
の
背
景
に
は
、
周
恩
来
へ
の
追
悼
の
念
だ
け
で
な
く
、
十
年

も
続
い
た
文
化
大
革
命
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
。
知
識
階
級
に
空
白
が

生
じ
、
経
済
が
低
迷
し
た
。
密
室
政
治
が
横
行
し
、
地
方
官
吏
が
権

力
を
乱
用
し
、
人
民
が
相
互
に
監
視
し
合
う
抑
圧
的
な
日
常
が
続
い

て
い
た
。 

 

だ
が
人
々
は
、
正
面
切
っ
て
文
化
大
革
命
反
対
を
口
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
英
雄
の
追
悼
と
い
う
行
動
に
結
び
つ
い

た
。
た
だ
当
初
の
献
花
は
純
粋
な
追
悼
の
念
と
愛
国
の
思
い
で
行
わ

れ
た
。
政
治
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
む
し
ろ
こ

れ
以
後
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

四 
  

の
ち
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
周
恩
来
は
自
分
の

死
期
が
近
い
こ
と
を
知
っ
て
、
腹
心
に
江
青
、
張
春
橋
、
姚
文
元
の

名
を
示
し
、 

 

―
―
自
分
が
死
ん
だ
ら
、
こ
の
者
た
ち
が
私
を
悪
し
ざ
ま
に
罵
る

で
あ
ろ
う
。 

 

と
言
い
置
い
た
。 

 

毛
は
老
い
、
も
は
や
そ
の
存
在
は
象
徴
で
し
か
な
く
な
っ
て
い
た
。 

そ
も
そ
も
文
化
大
革
命
は
、
毛
の
陰
謀
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
経

済
政
策
の
失
敗
を
理
由
に
、
自
分
を
国
家
主
席
を
座
か
ら
引
き
ず
り

お
ろ
し
た
劉
少
奇
一
派
を
転
覆
し
粛
清
す
る
の
が
目
的
だ
っ
た
。
そ

れ
を
承
知
し
て
い
た
周
が
毛
を
支
持
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
毛
が

国
家
の
屋
台
骨
で
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。 

 
七
六
年
の
九
月
九
日
、
毛
沢
東
は
死
ん
だ
。
死
亡
し
た
と
さ
れ
る

日
は
、
古
来
か
ら
吉
兆
が
顕
わ
れ
る
お
め
で
た
い
「
重
陽
の
節
句
」

に
当
っ
て
い
る
。
そ
の
死
亡
日
も
ま
た
、
政
治
的
な
意
味
合
い
が
込
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め
ら
れ
て
い
た
。 

 
そ
れ
か
ら
二
十
七
日
後
の
十
月
六
日
、
江
青
、
張
春
橋
、
姚
文
元
、

王
洪
文
（「
四
人
幇
」、
あ
る
い
は
「
王
張
江
姚
」
と
呼
ば
れ
る
）
は

北
京
市
紫
禁
城
に
隣
接
す
る
中
南
海
の
懐
仁
堂
で
、「
反
革
命
ク
ー

デ
タ
ー
の
予
防
的
措
置
」
の
名
目
で
電
撃
的
に
逮
捕
さ
れ
た
。
逮
捕

を
指
導
し
た
の
は
葉
剣
英
、
聶
栄
臻
ら
軍
幹
部
、
直
接
逮
捕
に
赴
い

た
の
は
汪
東
興
率
い
る
八
三
四
一
部
隊
だ
っ
た
と
記
録
さ
れ
る
。 

 

四
人
組
逮
捕
の
翌
日
、
華
国
鋒
が
党
主
席
に
就
任
し
た
。「
反
革

命
的
ク
ー
デ
タ
ー
」
と
は
、
ど
ち
ら
に
と
っ
て
の
言
葉
で
あ
っ
た
の

か
、
歴
史
は
ま
だ
結
論
を
下
し
て
い
な
い
。 

 

と
も
あ
れ
こ
の
四
人
の
失
脚
を
も
っ
て
文
化
大
革
命
は
幕
を
閉
じ

た
。
天
安
門
事
件
を
「
反
革
命
的
民
衆
の
反
乱
」
と
し
た
政
府
の
決

定
は
、
七
八
年
十
二
月
に
開
か
れ
た
中
国
共
産
党
十
一
期
三
中
全
会

で
、
全
面
的
に
撤
回
さ
れ
た
。 

 

併
せ
て
決
定
さ
れ
た
「
四
つ
の
近
代
化
」
策
は
、
農
業
、
工
業
、

国
防
、
科
学
技
術
の
四
つ
を
現
代
化
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
中
国
政
府
は
「
三
金
政
策
」（
鉱
業
、
工
業
、
金

融
）
な
ど
、
中
国
経
済
を
発
展
さ
せ
る
国
家
的
大
目
標
を
打
ち
出
し

て
い
く
。
そ
れ
は
七
五
年
の
第
四
期
全
国
人
民
代
表
大
会
で
周
恩
来

が
提
起
し
た
内
容
だ
っ
た
。 

 

四
人
幇
の
う
ち
最
も
政
治
経
験
が
豊
か
で
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
だ
っ

た
張
春
橋
は
、
八
一
年
に
死
刑
・
執
行
猶
予
二
年
の
判
決
を
受
け
、

の
ち
終
身
刑
に
減
刑
さ
れ
た
。
そ
の
後
死
亡
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。

姚
文
元
は
懲
役
二
十
年
の
判
決
を
受
け
服
役
、
王
洪
文
は
無
期
懲
役

で
収
監
さ
れ
九
二
年
に
病
没
し
た
。 

 

毛
沢
東
の
妻
で
「
女
帝
」
と
も
い
わ
れ
た
江
青
は
、
一
九
一
四
年
、

山
東
省
諸
城
で
生
れ
、
本
名
は
「
李
進
」
と
い
う
。
山
東
実
験
劇
院

に
入
り
、
の
ち
上
海
で
「
藍
蘋
」（
ラ
ン
ピ
ン
）
の
名
で
舞
台
に
立

っ
た
。 

 

三
八
年
毛
沢
東
が
彼
女
を
四
番
目
の
妻
に
す
る
と
決
め
た
と
き
、

党
の
幹
部
た
ち
は 

 

―
―
決
し
て
政
治
に
か
か
わ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

と
諫
言
し
た
。
し
か
し
そ
の
諫
言
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

八
一
年
の
林
彪
・
四
人
組
特
別
法
廷
で
文
革
の
正
当
性
、
自
ら
の

正
し
さ
を
昂
然
と
主
張
し
、「
反
革
命
集
団
を
組
織
、
指
導
し
た
主

犯
」
と
し
て
死
刑
・
執
行
猶
予
二
年
の
判
決
を
受
け
た
。
八
三
年
無

期
懲
役
に
減
刑
さ
れ
た
が
、
九
一
年
服
役
中
に
自
殺
し
た
。 

  

天
安
門
広
場
に
献
じ
ら
れ
た
多
く
の
詩
は
、
多
く
の
人
々
が
書
き

写
し
、
七
七
年
ご
ろ
か
ら
「
天
安
門
革
命
詩
抄
」
の
名
で
編
集
が
進

み
、
七
八
年
に
香
港
で
初
め
て
印
刷
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
の
ち

類
似
の
詩
集
が
南
京
や
上
海
な
ど
で
も
刊
行
さ
れ
、「
天
安
門
悲
歌
」

「
天
安
門
詩
抄
」「
天
安
門
詩
文
集
」「
革
命
詩
抄
」
の
五
種
の
存
在

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 
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収
録
さ
れ
て
い
る
詩
詞
は
自
由
詩
三
十
七
篇
、
四
言
詩
九
篇
、
五

言
詩
四
十
八
篇
、
六
言
詩
五
篇
、
七
言
詩
百
六
十
六
篇
、
詞
百
篇
、

そ
の
他
三
十
七
編
、
付
録
六
篇
と
さ
れ
る
。 

 

編
者
は
、「
童
懐
周
」
と
あ
り
、
北
京
第
二
外
国
語
学
院
漢
語
教

研
室
主
任
だ
っ
た
汪
文
風
を
中
心
と
す
る
十
六
名
の
グ
ル
ー
プ
の
名

乗
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
童
」
と
「
同
」
は
同
じ
発
音
で
あ
る

こ
と
か
ら
「
同
懐
周
」
が
本
来
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。「
と
も
に
周

を
懐
か
し
む
」
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

 

「
読
三
月
二
十
五
日
《
文
匯
報
》
有
感
」
と
題
さ
れ
た
詩
が
あ
る
。 

  
 

三
月
二
十
五
、
妖
霧
起
黄
浦 

 
 
 
 
 

三
月
二
十
五
日
、
黄
浦
に
妖
霧
が
立
ち
上
り 

 
 

文
匯
充
当
馬
前
卒 

 
 
 
 
 

文
匯
報
が
手
先
を
務
め
た 

 
 

攻
撃
総
理
真
露
骨 

 
 
 
 
 

総
理
を
攻
撃
す
る
こ
と
ま
こ
と
に
露
骨
だ 

 
 

当
用
開
水
煮 

 
 
 
 
 

熱
湯
で
煮
詰
め
て
し
ま
え 

 
 

偽
君
子 

窃
国
賊 

 
 
 
 
 

君
子
と
偽
っ
て
国
を
盗
み
取
る
賊
は 

 
 

謀
議
簒
政
心
太
黒 

 
 
 
 
 

政
権
簒
奪
を
謀
議
す
る
心
は
真
っ
黒 

 
 

幾
番
夢
中
称
王
侯 

 
 
 
 
 

何
回
王
侯
に
な
る
夢
を
見
た
こ
と
か 

 
 

無
奈
是
鼠
輩 

 
 
 
 
 

い
か
ん
と
も
し
が
た
い
鼠
賊 

 
 

好
児
女 

皆
揩
涙 
 
 
 
 
 

立
派
な
息
子
娘
達
よ
、
皆
涙
を
拭
い 

 
 

総
理
霊
前
列
成
隊 

 
 
 
 
 

総
理
の
霊
前
で
隊
列
を
組
も
う 

 
 

駆
妖
邪
、
莫
慈
悲 

 
 
 
 
 

妖
邪
を
駆
逐
す
る
に
は
慈
悲
は
い
ら
な
い 

 
 

要
以
刀
槍
対 

 
 
 
 
 

武
器
で
も
っ
て
対
抗
す
る
の
み 

  

「
向
総
理
請
示
」
と
題
し
た
詩
篇
も
あ
る
。 

 

こ
の
中
の
「
江
橋
」
は
江
青
と
張
春
橋
を
示
唆
し
て
い
る
。 

  
 

黄
浦
江
上
有
座
橋 

 
 
 
 
 

黄
浦
江
に
は
橋
が
あ
り 

 
 

江
橋
腐
朽
已
動
揺 

 
 
 
 
 

江
の
橋
は
腐
り
果
て
す
で
に
揺
ら
い
で
い
る 

 
 

江
橋
揺 
眼
看
要
桍
掉 

 
 
 
 
 

江
の
橋
は
ぐ
ら
つ
い
て 
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今
に
も
崩
れ
落
ち
よ
う
と
し
て
い
る 

 
 

請
指
示
是
折
還
是
焼 

 
 
 
 
 

ど
う
か
御
指
示
を 

叩
き
つ
ぶ
す
か
、
焼
き
捨
て
る
か 

                   

  



第 187 龍の目覚め（補注） 

  

 
 〜

〜
〜
〜 

補 

注 

〜
〜
〜
〜 

 

南
沙
諸
島 
曾
母
暗
砂 

南
沙
諸
島
は
南
シ
ナ
海
の
中
央
に
浮
か
ぶ
約
百
の

環
礁
で
成
る
。
曾
母
暗
砂
は
そ
の
南
端
（
北
緯
四
度
）
に
あ
る
無
人
島
で
、

中
国
が
領
有
権
を
主
張
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
ど
こ
に
も
帰
属
し
な
い
商
船

の
中
継
地
だ
っ
た
が
、
一
九
三
九
年
大
日
本
帝
国
陸
軍
が
上
陸
し
て
領
有
を

宣
言
し
「
新
南
群
島
」
と
命
名
し
た
。
五
一
年
の
対
日
講
話
条
約
で
再
び
無

主
権
と
な
っ
た
あ
と
、
中
国
が
南
沙
群
島
を
含
む
南
海
諸
島
全
域
の
領
有
権

を
主
張
し
て
周
辺
諸
国
と
の
間
で
領
有
権
を
め
ぐ
る
紛
争
が
生
じ
た
。
現
在

は
中
国
、
台
湾
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
五
か
国
が
領

有
権
を
主
張
し
、
分
割
占
領
状
態
に
あ
る
。 

市
擢 

し
て
き
：
海
上
交
易
の
こ
と
。
中
国
で
は
陸
続
き
の
商
取
引
を
「
交

易
」
と
い
い
、
櫂
を
も
っ
て
行
う
海
上
交
易
を
「
市
櫂
（
し
て
き
）」
と
表
現

し
た
。『
魏
志
倭
人
伝
』
に
も
倭
人
が
玄
界
灘
を
往
来
し
て
韓
地
と
交
易
し
て

い
た
様
子
を
伝
え
る
「
南
北
市
櫂
」
の
文
字
が
見
え
る
。 

蒋
介
石 

Jiang Jie-shi

ま
た
は Chiang K

ai-shek

／
チ
ヤ
ン
・
チ
エ
シ
ー

／
１
８
８
７
〜
１
９
７
５
。
中
国
の
浙
江
省
に
生
ま
れ
一
九
〇
七
年
（
明
治

四
十
）
日
本
の
陸
軍
士
官
学
校
に
留
学
し
振
武
学
校
（
留
学
生
の
た
め
の
陸

軍
士
官
学
校
予
備
学
校
）
を
出
て
浙
江
財
閥
の
政
治
的
代
表
者
・
陳
其
美
や

孫
文
と
接
し
中
国
革
命
同
盟
会
に
入
っ
た
。辛
亥
革
命
に
参
加
し
二
二
年（
大

正
十
一
）
広
東
軍
政
府
に
参
画
、
二
三
年
大
本
営
参
謀
長
と
な
っ
た
。
二
四

年
黄
埔
軍
官
学
校
長
、
二
七
年
宋
美
齢
と
結
婚
し
て
孫
文
の
後
継
者
と
な
っ

た
。
二
八
年
（
昭
和
三
）
南
京
政
府
主
席
と
な
り
三
七
年
国
共
合
作
を
成
功

さ
せ
米
英
両
国
の
援
助
を
得
て
対
日
抗
戦
を
展
開
し
た
。
日
本
の
無
条
件
降

伏
に
際
し
て
ラ
ジ
オ
放
送
で「
報
暴
以
徳
」（
暴
に
報
い
る
に
徳
を
以
っ
て
す
）

と
呼
び
か
け
、
日
本
軍
人
・
軍
属
の
本
国
帰
還
を
平
和
裏
に
導
い
た
。
の
ち

共
産
党
・
毛
沢
東
と
の
抗
争
に
敗
れ
四
九
年
台
湾
に
移
っ
た
。 

毛
沢
東 
M
ao Ze-dong

／
１
８
９
３
〜
１
９
７
６
。
字
は
「
潤
之
」。
湖
南

省
湘
潭
県
に
生
ま
れ
一
九
二
一
年
（
大
正
十
）
上
海
で
陳
独
秀
・
李
大
釗
等

と
と
も
に
中
国
共
産
党
を
創
立
、
湖
南
代
表
と
し
て
第
一
次
中
共
全
国
大
会

に
出
席
し
た
。
二
四
年
第
一
次
国
共
合
作
の
の
ち
共
産
党
中
央
委
員
、
二
七

年
武
漢
政
府
樹
立
に
伴
い
中
央
農
民
部
長
と
な
っ
た
。
五
か
月
後
に
農
民
軍

三
千
を
引
き
連
れ
て
西
省
井
崗
山
に
入
り
、
朱
徳
軍
と
合
流
し
て
「
井
崗
山

ソ
ビ
エ
ト
区
」
を
樹
立
し
た
の
ち
三
一
年
江
西
省
瑞
金
を
首
都
と
す
る
「
中

華
ソ
ビ
エ
ト
臨
時
政
府
」主
席
と
な
っ
た
。日
中
戦
争
・
国
共
内
戦
を
経
て
、

四
九
年
北
京
を
首
都
に
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
を
宣
言
し
国
家
主
席
。
五

八
年
国
家
主
席
を
劉
少
奇
に
譲
っ
た
も
の
の
六
六
年
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
文

化
大
革
命
で
実
権
派
を
失
脚
さ
せ
た
。
六
九
年
毛
・
林
彪
体
制
を
確
立
し
、

周
恩
来
を
首
相
に
任
じ
中
国
の
基
礎
を
作
っ
た
。 

董
希
文 

D
ǒng X

īw
én

／
１
９
１
４
〜
１
９
７
３
。
浙
江
省
紹
興
に
生
ま

れ
、
幼
少
期
に
杭
州
に
移
っ
た
。
父
は
地
方
の
文
物
鑑
定
家
だ
っ
た
。
三
二

年
杭
州
之
江
大
学
土
木
工
学
部
に
進
み
三
三
年
蘇
州
美
術
専
科
学
校
、
上
海

美
術
専
科
学
校
、
ベ
ト
ナ
ム
美
術
専
科
学
校
、
国
立
杭
州
芸
術
専
科
学
校
本

科
を
経
て
画
家
と
な
っ
た
。
三
七
年
日
本
軍
に
よ
っ
て
杭
州
が
陥
落
し
た
と

き
二
人
の
妹
を
失
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
抗
日
宣
伝
活
動
に
参
加
し
た
。
四

二
年
敦
煌
で
壁
画
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
。『
カ
ザ
フ
族
の
羊
飼
い
の
女
』『
北

平
解
放
』『
開
国
大
典
』
な
ど
の
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
四
六

年
「
董
希
文
敦
煌
壁
画
模
写
創
作
展
覧
」
が
大
き
な
反
響
を
呼
び
国
立
北
平

芸
術
専
科
学
校
の
副
教
授
と
な
っ
た
。 

荘
則
棟 

Zhuang Zedong

／
１
９
４
１
〜
２
０
１
３
。
北
京
に
生
ま
れ
、

幼
い
と
き
か
ら
卓
球
を
習
い
五
七
年
全
国
大
会
の
混
合
ダ
ブ
ル
ス
で
優
勝
し
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た
。
六
一
年
の
第
二
十
六
回
か
ら
六
五
年
の
第
二
十
八
回
ま
で
世
界
卓
球
選

手
権
大
会
で
三
回
連
続
男
子
シ
ン
グ
ル
ス
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
な
っ
た
。
団
体

優
勝
に
も
貢
献
し
、
三
度
に
わ
た
っ
て
体
育
運
動
栄
誉
賞
を
授
与
さ
れ
、
七

四
年
文
化
大
革
命
で
国
家
体
育
運
動
委
主
任
に
な
っ
た
。
四
人
組
逮
捕
後
、

山
西
省
で
四
年
間
投
獄
さ
れ
、
釈
放
の
の
ち
山
西
省
な
ど
で
卓
球
コ
ー
チ
を

務
め
る
か
た
わ
ら
映
画
に
も
出
演
し
た
。 

中
島 

宏 

な
か
じ
ま
・
ひ
ろ
し
／
１
９
３
４
〜 

：
七
〇
年
当
時
、
共
同

通
信
社
の
北
京
支
局
長
だ
っ
た
。
ア
ジ
ア
通
信
社
連
盟
（
Ｏ
Ａ
Ｎ
Ａ
、
の
ち

「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
通
信
社
機
構
」
と
改
称
）
が
一
九
七
〇
年
八
月
、
東
京

で
総
会
を
開
催
し
た
と
き
、
中
国
政
府
は
「
台
湾
の
中
央
通
訊
社
を
招
く
総

会
開
催
は
二
つ
の
中
国
を
作
る
陰
謀
に
加
わ
る
こ
と
だ
」と
警
告
し
て
い
た
。

共
同
通
信
社
は
Ｏ
Ａ
Ｎ
Ａ
の
会
長
会
社
と
し
て
台
湾
の
中
央
通
訊
社
の
受
け

入
れ
を
認
め
総
会
を
開
催
し
た
た
め
、
北
京
支
局
長
の
中
島
が
国
外
退
去
処

分
を
受
け
た
。 

重
陽
の
節
句 

 

古
来
、
中
国
で
は
奇
数
を
陽
、
偶
数
を
陰
と
す
る
思
想
が
あ
っ
た
。
奇
数
月

と
同
じ
奇
数
の
日
を
「
重
陽
」
と
呼
び
、
季
節
に
応
じ
た
祭
事
を
行
っ
た
。

す
な
わ
ち
一
月
一
日
、
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
、
九
月
九
日
で

あ
る
。こ
の
う
ち
最
も
大
き
な
奇
数
が
重
な
る
九
月
九
日
が
と
く
に「
重
陽
」

と
さ
れ
て
い
る
。 

江
青 

Jiang Q
ing

／
１
９
１
４
〜
１
９
９
１
。出
生
時
の
名
は「
李
淑
蒙
」、

間
も
無
く
「
李
進
」「
李
進
孩
」
と
改
名
し
た
。 

華
国
鋒 
H
ua Guofeng

／ H
ua Guofeng

／
１
９
２
１
〜
２
０
０
８
。
本

名
は
「
蘇
鋳
」。
山
西
省
交
城
県
に
生
ま
れ
一
九
五
九
年
湖
南
省
党
委
書
記
と

な
っ
た
。
七
一
年
林
彪
事
件
以
後
北
京
で
活
動
し
始
め
、
文
化
大
革
命
後
期

の
七
三
年
政
治
局
委
員
、
七
五
年
国
務
院
副
総
理
兼
公
安
部
長
、
七
六
年
国

務
院
総
理
兼
党
第
一
副
主
席
を
経
て
、八
〇
年
首
相
に
就
任
し
た
。「
華
国
鋒
」

の
名
は
抗
日
戦
争
時
に
属
し
て
い
た
「
中
華
救
国
先
鋒
隊
」
に
ち
な
ん
で
い

る
。 

四
つ
の
近
代
化 

sì ge xiàndàihuà

：
周
恩
来
が
一
九
七
三
年
の
中
共
第
十

回
全
国
大
会
で
提
唱
、
七
五
年
の
第
四
期
全
人
代
第
一
回
会
議
で
基
本
路
線

を
確
定
し
た
。
ア
メ
リ
カ
、
日
本
と
の
国
交
回
復
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
た
。
華
国
鋒
は
外
貨
準
備
が
不
十
分
だ
っ
た
た
め
に
行
き
詰
ま
っ
た
が
、

鄧
小
平
は
最
も
基
本
と
な
る
農
業
の
工
業
化
の
た
め
山
峡
ダ
ム
に
代
表
さ
れ

る
水
利
の
整
備
と
電
力
の
増
産
、
化
学
肥
料
と
耕
作
機
械
の
普
及
に
努
め
、

併
せ
て
深
圳
、
珠
海
、
汕
頭
、
廈
門
を
経
済
特
区
に
指
定
し
て
資
本
主
義
原

理
を
導
入
し
た
。
ま
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
型
、
電
気
製
品
の
組
立
生
産
な
ど

を
全
世
界
か
ら
受
注
し
て
軽
工
業
の
振
興
を
図
っ
た
。 
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