
中
国
の
旅
か
ら

「紫
禁
城
」
雑
感

菊

地

勉

成

田
空
港
を
飛

び
立

っ
て
四
時
間
十

五
分
、
悠
久

五
千
年

の
歴
史
を
持

つ
中
国
大
陸
を
眼
下

に
見

下
ろ

す

と
、
大
地

は
果

て
し
な
く
広
く
、

一
面

の
黄

土

に

覆

わ
れ
て

い
た
。
そ

の
黄
土

の
中
央

に
、

ひ
と
き

わ

幅
広

く
濃

い
灰
色
を
な

し
て
蛇
行

す
る
帯
状

の
地
形

が
見
え

た
。

そ
れ
は
人
類
が
最
古

の
文

明
を
築
き
上

げ

る
源
を
な

し
た
黄

河
そ

の
も

の
で
あ

っ
た
。

蛇
行
す

る
帯
状

の
流
れ
は
視
界
を
横
切

っ
て
限
り

な
く
続
く
。

三
万

フ
ィ
ー
ト

の
上
空

か
ら

で
さ
え
、

そ

の
始

ま
り
と
終
り

を
見

せ
な

い
雄
大
な
姿

に
、
軽

い
身
震

い
を
覚

え

た
の
が
、
最
初

の
中
国

の
旅

へ
の

始
ま

り
で
あ

っ
た
。
ま
さ

に
果

て
る
こ
と

の
な

い
陸

地
が
描
き
出
す

、
脈

々
と
流
れ

る
五
千
年

の
歴
史

に

昔
日

の
面
影
を
残

す
中
国

こ
そ
、
無
限

の
興

味
を
抱

か
せ

る
も

の
で
あ

っ
た
。

今

回

の
中
国

へ
の
旅

の
目
的
は
、
平
成

三
年

の
春

に
テ

レ
ビ
朝

日

で
放
送

を
予
定

し

て
い
る
ス
ペ

シ
ャ

ル
番
組

「
紫
禁
城
」
制
作

の
た
め

の
予
備
調
査

と
中

国
国
家

文
物

事
業
管
理
局

(
日
本

の
文
化
庁

に
あ

た

る
)
と

の
交

渉

の
た

め
で
あ

る
。

北
京
飯
店

に
着

き
旅
装
を
解

く
問
も
な
く
、
文
管

局

迎
え

の
張
先
生

に

つ
い
て
故
宮
博
物

院

に
向

か
う
。

中

国

の
明
、
清
両

王
朝

時
代

の
皇
居

で
あ

り
、
ジ

ョ

ン

.
ロ
ン
扮
す

る
映
画

「
ラ
ス
ト

・
エ
ン
ペ
ラ

ー
」

で

一
躍
そ

の
名
を
馳

せ
た
紫
禁

城

の
こ
と

で
あ

る
。

紫
禁
城

の
完

成

は
千

四
百

二
十
年

頃
と
言

わ
れ

て

い
る
か
ら
、
今

を
遡
る

こ
と
約

六
百
年
前

に
な

る
。

当
時
、
明

の
都

は
南

京

に
あ

っ
た
が
紫
禁

城

の
完
成

と
共

に
北
京

に
移

り
、
そ
れ
以
来
、

明
、
清

両
王
朝

合

わ
せ

て
二
十

四
代

の
皇

帝
が

こ
こ
に
君
臨

し
た

の

で
あ

る
。
そ

の
建
築
規
模

は
大
き
さ

か
ら
言

っ
て
、

世
界

に
並
ぶ
も

の
が
な

い
と

い
わ
れ

て
い
る
程

の
ス

ケ
ー

ル
で
、
訪

中

の
度

に
足

を
運

ん

で
い
る
が
、
未

だ

に
そ

の

一
端

す
ら
把
握
出
来
な

い
始

末

で
あ

る
。

そ
れ
も
そ

の
は
ず

で
敷

地
面
積

は
七
十

二
万
平
方

メ

ー
ト

ル
を
越
・兄
、
東
京

ド

ー
ム
の
約
十

五
倍

の
広

さ

を
持

つ
の
で
あ

る
。

そ
の
上

、
宮

殿

は
奥
深
く

十
重

二
十
重

の
壁

を
巡
ら

せ
て
い
る

の
で
あ

る
か
ら
、
実

に
神
秘
的

で
、

又
、
か

た
く
な

ま
で

に
人
を
寄

せ
付

け
な

い
威
巌

さ
え
感

じ
さ

せ
て
餐

え
立

っ
て
い
る
。

現

在
、
紫
禁
城

は

一
部

博
物
館

と
し
て

一
般
公
開

さ
れ
て

い
る
が
、

そ

の
展

示
物

は
皇
帝
、
太
后

、
妃

嬪
達
、
あ

る

い
は
そ
れ
ら

に
連

な

る
人

々
が
使

用
し

た
調
度
品
が
多

く
、
当
然

と
は
言
え
極
上

の
品

々
ば

か
り

で
あ

る
。

彫
り
物
、
塗
り
物
、
飾

り
物
、
書
画

の
全

て
に
高

い
芸

術
性
を
感
じ

さ
せ
て
驚

く
ぼ

か
り

で
あ
る
。

故
宮

博
物
院

の
見
学

は
本

来
、
建
物

の
ド

ア
越
し

か
ガ
ラ

ス
戸
越
し

で
あ

る
。

し
か
し
今
回

は
仕
事

の

性
質
上
、
博
物

院

に
勤
務
す

る
清

朝
専
門

の
歴
史

学

者
徐
先
生

の
案

内

で
幸
運

に
も
建
物

の
内
側

か
ら

の

見
学

で
あ

っ
た
。

い
か

に
も
温
厚

な
人
柄

の
徐
先
生

の
丁
寧

な
説
明

を
受

け
な
が
ら
、
過
ぎ

た
日

の
出
来

事

や
、
そ
こ

に
生
き

た
人

々
の
吐
息
が
聞

こ
え
る
よ

う

な
至
近

距
離

で
の
見
学

は
、
誠

に
も

っ
て
感
激

の

極

み
で
あ

っ
た
。

紫
禁
城

は
外
朝

と
内
廷

の
二
大
部

分
か
ら
な

っ
て

お
り
、
外
朝

は
主

に
重
要
な
式
典
が
執

り
行
わ
れ

た

と
こ
ろ

で
あ

る
。
皇
帝

の
即
位
式
や
婚
礼

、
誕
生
日

一40一



の
祝
事
な
ど

で
あ

る
。
又
、
内
廷

は
皇
帝

や
皇
后
、

妃
嬪
な
ど
が

日
常
生
活

を
し

て
い
た
と
こ
ろ

で
あ

る
。

正
門

で
あ

る
午
門

を
入
り
、

五
本

の
橋

で
作

ら
れ

て
い
る
金
水
橋

を
渡

り
、
壮
大
な
太
和
門

ま

で
約
七
、

八
分
歩
く
と
外
朝
を
代
表

す
る
太
和
殿

で
あ

る
。

太

和

殿
は
主
殿
と

し
て
の
風
格

を
そ
な
え

て
、
見

る
者

を
圧
倒
す
る
。
内
部

は
眩

い
ぼ

か
り

の
金
色

に
輝

く

蟠
龍
模

様

の
玉
座

に
龍

の
屏

風
、
そ
し

て
玉
座

の
両

脇

に
あ

る
龍

を
絡
ま

せ
た
柱

な
ど
、
全

て
金

の
漆

を

施

し
た
も

の
で
あ

る
。

玉
座

の
真

上

の
天
井

に
は
、

金
漆

の
蟠
龍

が

口
に
銀
白
色

の
大

き
な
珠
を
ぶ
ら

さ

げ

て
躍

っ
て

い
る
。
驚
く
ば

か
り
に
贅

を
尽
く

し
た

装
飾

で
あ

る
。

此
処

で

一
体
ど

の
よ
う

に
し

て
式
典

が
挙
行

さ
れ
た

の
か
、
現
実
離

れ
し
た
そ

の
華
麗

さ

は
想
像

を
絶

す
る
ぽ

か
り

で
あ

る
。

し
か
し
今
そ

の

玉
座

に
は
皇
帝

の
姿
は
無
く
、

た
だ
権
威

の
絶
大

さ

を
誇

示
す

る

に
相

応

し

い
品
格

で
、
過

ぎ

去

っ
た

日

々
を
振
り
返

っ
て

い
る
よ
う
な
静
け

さ

で
置

か
れ

て
い
た
。
安
泰

で
あ

っ
た

で
あ

ろ
う
皇
帝

と
悲
運

に

泣

い
て
去

っ
た
で
あ

ろ
う
皇
帝

の
歴
史

の
無

情
さ
を

感
じ
た

の
は
私

の
思

い
過
ご
し

で
あ

ろ
う
か
。

内
廷

で
は
、

か
の
有
名

な
西
太
后
が
垂
簾

の
政
を

行

な

っ
た
と

い
う
養

心
殿

と
、
西
太
后
が
起
居

し
五

十
才

の
誕
生

日
を
迎

え
て
、
盛
大

に
そ

れ
を
祝

っ
た

儲
秀

宮
が
、
と
り

わ
け
印
象

的

で
あ

っ
た
。
儲

秀
宮

は
宮

殿
記
録

に
基
づ

い
て
、
西
太
后
存
命
当
時

の
調

度

品
を
選
び
、
陳
列

し
て

い
る
と

い
う
。

こ
こ
も
又
、

贅

を
尽
く
し
た
豪
華

さ
で
、

西
太
后

の
栄
華

を
極

め

た
生
涯

を
偲
ぽ

せ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
西
太
后

(
一

八
三
五
ー

一
九
〇
八
年
)

は
清
朝
第

九
代
皇
帝
威
豊

帝

の
妃

で
あ

る
。
威
豊
帝

は
即
位
直
後

か
ら
、
太
平

天
国

の
乱

や
第

二
次

ア

ヘ
ン
戦
争

に
直

面

し
て
、
多

事
多
難

な
生

涯
を
送
り

三
十
才

で
病

没
し

た
。

そ

の

後
、
西
太
后
が
実

子

の
同
治
帝

を
六
才

で
即
位

さ
せ

る
が
、
同
治
帝

も
早
世
す

る
。
す

で

に
政
治

の
実
権

を
握

っ
て
い
た
西
太
后
は
、
強
引

に
甥

の
光
緒
帝
を

即
位
さ

せ
摂
政

と
な

っ
た
。
巷
間
伝

わ

っ
て
い
る
垂

簾

の
政

は
、

ま
さ
に
、
こ

の
幼

い
二
人

の
皇

帝

の
後

ろ

に
あ

っ
て
行

わ
れ
た
も

の
で
あ

り
、
清
朝

末
期

の

約

半
世
紀

の
中
国

を
事
実

上
支
配

し
た

の
で
あ

る
。

き

ら
び
や

か
な
調
度

の
中

で
思
う
存
分
権
力

の
上

に

生

き
た
女
帝

の
す

さ
ま
じ
さ
を
垣
問
見

た
よ
う
な
気

が

す
る
。
又
、
西
太
后

を
偲

ば

せ
る
養
心
殿

で
は
、

宣
統

帝
溥
儀
が
清
朝
最
後

の
皇

帝
と

し
て
、

こ
こ

で

「
退

位
詔
書
」

に
署
名

し

た

の
で
あ

る
。

そ

の
部

屋

に
案
内

さ
れ
た
が
、

五
百
年

も

の
間
続

い
た
、
紫
禁

城

の
終
焉

を
告

げ

る
劇
的

な
瞬

間
を
迎
え

た
此

の
場

所

に
、
今
自

分
が
立

っ
て

い
る

の
か
と
思
う

と
、

殊

更

に
感
慨
深

い
も

の
が
あ

っ
た
。
更

に
、
交
泰
殿

玉

座

の
右
側

に
置
か
れ

た
大
自
鳴
鐘

の
名
を
持

つ
大
時

計

(
一
七
九
八
年
製
造
)
が

い
ま
だ

に
動

い
て

い
る

の
に
は
、
非
常

な
驚
き

と
同
時

に
感
動
さ
え
覚

え
た
。

時
が
流
れ
、

人
は
去
り
、
物

だ
け
が

残

っ
た
紫
禁
城

の
中

で
、

た
ゆ
ま
な
く
時

を
刻

み
続

け

て
い
る
大
自

鳴
鐘
。
ジ

ョ
ン

・
ロ
ン
演
ず

る
ラ

ス
ト

・
エ
ン
ペ
ラ

ー
が
、
あ

の
玉
座

か
ら

ふ
い

っ
と
立

っ
て
、
歩

い
て

来

る
よ
う

な
錯
覚

す
ら
起

こ
し
そ
う
な
、
彼

の
時
代

と

の
同
時
感
を
味

わ

っ
た

よ
う

な
気
が

し

て
立

ち
す

く
ん

で
し
ま

っ
た
。
何
度

か
の
激
動

の
時

を
く
ぐ
り

抜
け

て
、
生
き
延

び

て
き

た
紫
禁
城

は
過

去

の
文
化

遺

産
と
し

て
、
我

々
の
知
ら
な

い
中

国
を
語
り

か
け

て
く
る
よ
う

に
お
も
え

て
な
ら
な

い
。

そ
れ
が
必
ず

し
も
民
衆

に
と

っ
て
、

良

い
時
代

で
あ

っ
た
か
ど
う

か
知

る
良
し
も
な

い
が

。

十
数

度
目

の
中

国

へ
の
旅

は
紫
禁
城

に
心
を
残
し

て
終

っ
た
。
そ

し
て
、
紫
禁

城
と
そ

こ
に
あ

る
展
示

物

の
真

の
姿
を

テ

レ
ビ
を
通
じ

て
、

い
か
に
正
確

に

伝

え
る
こ
と
が
出
来

る
か
、
大
き
な
課
題

を
持

っ
て

北
京

を
後

に
し

た
。

黄
土

の
大
地
を
飛
び
立

っ
た
J
A
L

の
ジ

ャ
ン
ボ

機

は
、
少

々
の
仮
眠

の
後

に
、
灯

り

に
き
ら

め
く
東

京

の
上
空

を
飛

ん
で
い
た
。
北
京

一
週
間

の
旅

で
あ

っ
た
が
、
東
京

の
明

る
さ
は
ま
ぽ

ゆ

か

っ
た
。
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