
Title 中国見聞録

Author(s) 生島, 正光

Citation makoto. 1979, 28, p. 8-10

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/86119

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



去
る
五
月

f

は
中
国
友
好
訪

中
団
の
一
人
と
し
て
、
北
京
を
中
心

に
大
同
、
太
原

f

石
家
荘
と
廻
っ
て

き
た
。
そ
れ
は
二
週
間
の
旅
行
で
あ

っ
た
。「

北
京
」
北
京
は
、
人
口
七
百
万

を
撓
し
、
そ
の
図
団
は
冷
千
葉
原
を

二
つ
合
せ
た
位
と
い
う
。
北
京
の
中

心
は
、
ご
存
知
「
天
安
門
広
場
」
で

あ
る
。
こ
こ
は
、
約
四
十
万
の
人
が

集
ま
れ
る
と
い
う
し

f

詰
め
方
に
よ

っ
て
は
、
そ
の
倍
ぐ
ら
い
集
る
こ
と

か
で
き
る
と
い
う
か
ら

f

日
本
人
の

広
さ
の
感
覚
を
も
っ
て
し
て
は
表
現

で
き
な
い
。
そ
の
後
に
「
故
宮
」
が

あ
る
。
「
故
宮
」
は
、
明
、
清
時
代

の
皇
宮
で
あ
る
。
こ
こ
も
日
本
の
祠
[

ふ
ji
 

ー

レ

と

ー

と

な

の

宮

北

京

翫

店
て
あ
っ
か
、
こ
の
北
京
第
一
の

ホ
テ
ル
の
隣
に
「
人
民
日
翫
社
L

か

あ
り

f

早
遠
祈
間
を
一
部
求
め
た
。

祈
聞
は
六
頁
の
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
て

あ
る
。
日
本
の
新
罰
な
ら
夕
刊
て
も

八
頁
は
あ
る
。
し
か
し

f

内
容
は
さ

す
が
吐
会
面
的
晶
芸
昔
に
広
告
は
一
切

な
い
。
そ
の
購
謡
方
は
と
い
う
と

f

所
聞
社
に
三
か
月
の
講
尻
料
を
先
納

す
る
と
酔
送
し
て
く
れ
る
。
興
送
で

あ
る
か
ら
地
域
に
よ
っ
て
は
、
三
日

遅
れ
の
新
聞
と
な
る
。
い
ら
い
ら
す

る
人
は

f

新
聞
よ
り
壁
新
聞
に
突
っ

W
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、
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、
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9
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印
印p

走

る

の

も

分

ら

ぬ

て

は

な

い

。

れ

ば

、

と

き

の

権

力

者

の

権

力

誇

示

「
万
里
の
長
城
」
万
里
の
長
城
は
、
と

r

外
敵
へ
の
威
圧
屏
度
の
も
の
で

い

つ

頃

誰

が

つ

く

っ

か

と

い

う

こ

し

か

な

い

。

た

だ

戦

争

の

な

い

時

代

い

る

の

は

に

f

北
方
民
族
と
交
易
す
る
た
め

f

だ
カ

秦
の
]

8

―
1
0七
〉
こ
の
長
城
を
拠
点
と
し
て
、
日
印
と

な

っ

一

し

て

取

引

き

を

や

っ

た

と

い

う

程

度

の
効
用
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
最
近
、

こら

作
家
の
「
陳
舜
臣
氏
」
か
「
北
京
の

旅
」
と
い
う
本
を
書
い
て
い
る
が
、

こ
の
本
に
マ
ル
コ
怨
ポ
ー
ロ
が
「
東

カ
見
間
録
」
に
長
城
に
つ
い
て
一
言

も
触
れ
て
い
な
い
の
は
ど
う
い
う
こ

と
か
、
マ
ル
コ
怜
戸
ホ
ー
ロ
は
長
城
の

あ
た
り
を
歩
い
て
い
る
筈
な
の
に
と

言
い
て
い
る
。
陀
史
的
な
著
作
に
も
、

落
ち
こ
ぼ
れ
は
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の

段
長
城
は

f

月
か
ら
地
球
を
写
し
た

写
真
に
、
地
蛛
上
で
写
っ
て
い
る
唯

一
の
構
築
物
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、

近
代
科
学
に
は
、
落
ち
こ
ぼ
れ
は
な

い
よ
う
た
。
世
界
の
文
明
史
の
中
て
、

分
っ
た
よ
う
で
分
ら
な
い
正
体
を
那

楡
さ
れ
て
い
る
の
は

P

ニ
ン
ブ
ト
の

ピ
ラ
ミ
ッ
ト
と

f

中
国
の
長
城
で
あ

なす
べ
て

闘
場
面
で
あ
っ
た
。

民
衆
側
の
声

筋
か
ら
の
ア

文
j の

-8-



る
。
と
に
か
く
存
在
理
由
の
は
っ
き

り
し
な
門
と
て
つ
も
な
い
構
築
物

だ
。
こ
の
長
城
に
ま
つ
わ
る
民
話
や

民
謡
か
多
く
残
っ
て
い
る
。
何
れ
も

長
城
に
か
り
出
さ
れ
f

u

百
役
を
強
い

ら
れ
た
多
く
の
人
々
の
哀
詰
で
あ
り

哀
歌
で
あ
る
。

「
鬼
骨
哭
い
て
、
嗽
々
た
り
一

「
仏
寺
」
吾
々
は
吝
こ
の
旅
行
中

f

い
く
つ
か
の
古
亨
を
拝
罰
し
た
(
)
何

れ
も
一
千
年
以
上
の
麿
史
を
も
つ
有

名
な
古
寺
て
あ
る
。
中
国
は
共
崖
主

義
の
国
て
は
あ
る
か

f

中
国
喜
怯
は
、

信
教
の
自
由
は
謬
め
て
い
る
。
し
か

し
，
社
会
主
義
国
家
の
宗
教
政
策
は

複
雑
で

f

中
国
て
も
法
燈
ば
完
全
に

消
え
て
い
な
い
か
咳
と
も
か
く
か
ぼ

そ
い
一
轄
の
光
は
続
い
て
い
る
。
吾

々
の
拝
観
し
た
古
寺
の
大
部
分
は

f

現
在
て
は
単
に
文
化
財
的
存
在
と
し

て
の
み
あ
る
が

f

そ
れ
で
も
ニ
ヵ
寺

に
は
専
属
の
惰
侶
か
い
て

f

仏
囁
を

営
ん
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
僧
侶
も

f

外
に
出
て
布
教
活
動
は
し
て
い
な
い

よ
う
た
。
ま
た
、
あ
る
寺
て
は
雪
宇

が
傷
ん
だ
の
て
、
大
々
的
な
修
理
を

行
っ
て
い
た
。
そ
こ
て
、
そ
の
修
理

費
は
何
処
か
ら
出
て
い
る
の
か
聞
い

た
ら
国
務
院

f

す
な
わ
ち
国
か
ら
出

て
い
る
と
の
こ
と
だ
。
ど
う
も

f

こ

の
辺
の
と
こ
ろ
が
分
っ
た
よ
う
で
分

ら
な
い
。
も
っ
と
深
く
間
き
た
か
っ

た
か
、
答
え
て
く
る
方
も
曖
昧
な

の
で
諦
め
た
。

る

1ヽカり
f

い
か
に
馬
鹿
な
金
が

か
を
意
味
す
る
よ
う
に
と
れ
る
。
〕

「
固
南
ダ
ム
」
石
家
荘
市
内
か
ら
、

約
八
十
粁
離
れ
た
と
こ
ろ
に
ダ
ム
が

あ
る
。
こ
の
ダ
ム
は
、
子
牙
川
と
い

う
河
か
よ
く
氾
濫
し
て
沿
岸
が
洪
水

に
見
舞
わ
れ
る
の
で

f

つ
く
っ

い
う
。
の
ダ
ム
の
提
防

↓
よ
~i 

あ
る

々
を
，
案
内

f

し

て

く

の

国

務

院

の

中
に
あ
る
国
際
旅
行
社
か
ら
派
遣
さ

れ
た
人
た
ち
で

r

終
始
つ
い
て
く
れ

た
の
は
二
名
で
あ
っ
た
が
、
太
原
市

は
五
名
も
き
て
く
れ
た
。
わ
ず
か

二
十
二
名
の
吾
々
グ
ル
ー
プ
に
い
さ

さ
か
多
過
ぎ
る
よ
う
に
思
え
た
が

f

こ
の
人
達
は
何
れ
も
北
京
大
学
、
天

津
大
学
と
い
う
名
門
大
学
で
日
本
語

し
た
若
者
で
あ
っ
た
。
吾
々

ク

ラ

プ

う

グ

ル

ー

プ

こ

の
友
好
訪
問
の
写

並
べ
て
あ
っ
た
。

こ

に

も

今

の

国

が
P

日
本
に
向

て
い
る
目
の
方
向
が
伺
え
た
。

中
国
を
旅
行
す
る
と
き

f

現
代
の

中
国
漠
字
の
略
字
を
勉
強
し
て
お
か

な
い
と
、
理
解
し
警
虚
い
場
面
に
出
＜

わ
す
こ
と
か
あ
る
。
例
え
ば

rは
歴

の
略
て
は
な
い
。
~
は
廠
（
工
場
）

の
略
て
あ
る
。
ま
た
平
ナ
は
貨
の
略
で

は
な
い
。
年
は
華
の
略
で
あ
る
。
平

主
席
は
華
主
席
と
い
う
具
合
で
あ
る
，

-9-



日
本
語
流
の
略
で
続
も
う
と
し
て
も

読
め
な
い
場
合
が
あ
る
。

中
国
を
廻
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
こ

と
の
―
つ
に
r

中
国
は
ス
ロ
ー
カ
ソ

の
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ

に
家
が
あ
る
限
り
、
壁
か
あ
る
限
り

f

町
て
あ
ろ
う
と
、
山
間
僻
地
で
あ
ろ

う
と
r

ス
ロ
ー
ガ
ソ
か
書
か
れ
て
あ

る
。
驚
ろ
い
た
の
は
山
の
奥
で

f

山

肌
に
石
を
は
め
込
ん
で
ス
ロ
ー
カ
ソ

が
書
か
れ
て
あ
る
。
書
れ
て
あ
る
の

は
、
毛
主
席
の
意
を
体
し
、
増
産
に

は
げ
も
う
と
か
、
工
業
は
大
慶
に
学

べ
、
農
業
は
大
塞
に
学
べ
と
か

f

い

ろ
い
ろ
あ
る
か

f

最
近
は
こ
の
辺
の

と
こ
ろ
が
多
少
色
あ
せ
て
き
て
、
四

つ
の
近
代
化
が
巾
を
き
か
せ
始
め
て

い
る
。

省
み
て
、
中
国
の
文
化
は
、
日
本

か
ら
見
れ
は
有
史
以
前
に
実
を
結
び
、

素
晴
し
い
文
化
遺
産
を
残
し
て
い
る
。

し
か
し
、
琳
地
に
行
く
と

f

い
ま
だ

に
非
文
化
的
生
活
を
し
て
い
る
人
か

数
多
く
い
る
。
中
国
で
の
数
千
年
を

経
っ
た
今
日
に
み
る
文
明
史
は
一
体

何
ん
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と

も
か
く

f

そ
の
裾
野
の
広
さ
は

f

々
ろ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
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