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中
国
共
産
薫
第
二
回
大
倉
に
つ
い
て

-

糞
史
上
の
史
賓
は
如
何
に
記
述
さ
れ
て
き
た
か

一

大
合
関
連
文
書
の
生
成
と
侍
存

大
倉
の
合
期
､
場
所
-

定
説
へ
の
道
の
-

中
共
二
大
の
代
表
名
簿

一
九
二

一
年
に
第

一
回
の
全
図
代
表
大
倉
を
開
い
た
中
囲
共
産
薫
は
､
そ
の
翌
年
七
月
に
上
海
で
第
二
回
大
倉
を
開
催
し
た
｡
南
大
倉
を
比

較
す
る
と
､
第

一
回
大
倉
が
由
来
の
は
っ
き
-
し
た
正
式
文
書
を
残
し
て
お
ら
ず
､
｢創
立
｣
｢誕
生
｣
｢出
番
｣
と
い
っ
た
多
分
に
象
徴
的
意

義
に
お
い
て
注
目
を
浴
び
て
き
た
の
に
封
し
て
､
第
二
回
大
倉
は
､
薫
規
約
や
決
議
案
と
い
っ
た
大
倉
関
連
公
式
文
書
が
博
存
し
､
そ
れ
が
昔

時
の
共
産
薫
の
活
動
方
針
を
確
か
に
博
え
て
い
る
と
い
う
鮎
で
､
薯
際
的
な
薫
の
活
動
開
始
を
表
示
し
た
大
倉
で
あ
る
と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
｡
薫
の
幹
部
に
し
て
薫
史
著
述
の
先
駆
者
で
も
あ
る
察
和
森
が
､
第

一
回
大
倉
常
時
の
中
国
共
産
薫
を
指
し
て
､
｢せ
い
ぜ
い
が
宣
博
機
関

で
あ

っ
て
､
政
薫
と
は
呼
べ
な
い
も
の
｣
と
述
べ
､
第
二
回
大
倉
を
も

っ
て

｢政
策
的
な
決
議
｣
を
有
す
る

｢政
薫
｣
に
な
っ
た
と
評
す
る
の

(
-
)

は
､
南
大
倉
の
違
い
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
第
二
回
大
倉
は
､
そ
の
大
倉
関
連
文
書
も
個
々
の
問
題
に
そ
っ
た
九
個
の
決
議
案
と
､
組
織
像
を
明
確
に
示
す
薫
規
約

(中
国
共
産

真
幸
程
)､
そ
し
て
内
容
豊
富
な
大
倉
ア
ピ
ー
ル

(｢中
囲
共
産
薫
第
二
次
全
図
大
倉
宣
言
｣)
と
い
っ
た
整
合
的
な
構
成
を
持
ち
､
い
ず
れ
も
中
国
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に
お
い
て
は
､
極
め
て
高
-
評
債
さ
れ
て
い
る
｡
と
-
わ
け
､
中
国
共
産
薫

(以
下
､
適
宜

｢中
共
｣
と
略
稀
)
の
究
極
的
目
標
を
掲
げ
る

一
方

で
､
常
面
の
方
針
を

｢民
主
的
連
合
戦
線
｣
の
構
築
に
よ
る
反
帝
､
反
軍
閥
連
動
と
定
め
た
こ
と
は
､
の
ち
の
囲
共
合
作

へ
向
け
て
道
筋
を
つ

け
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
､
第
二
回
大
倉
の
位
置
は
､
単
に
中
共
薫
史
上
だ
け
で
な
-
､
中
囲
現
代
史
上
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
｡
そ
の(

2
)

意
味
で
は
､
中
園
の
薫
史
研
究
者
が
こ
の
大
倉
を
､
最
低
綱
領
と
最
高
綱
領
の
耕
澄
法
的
統

一
を
示
し
た
も
の
と
､
ほ
ぼ
手
放
し
で
評
債
す
る

の
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､
こ
う
し
た
成
果
を
生
み
だ
し
た
中
国
共
産
薫
第
二
回
大
倉

(以
下
､
適
宜

｢中
共
二
大
｣､
あ
る
い
は
軍
に

｢二
大
｣
と
略
稀
)

の
合
議
の
賓
際
､
す
な
わ
ち
何
時
､
ど
こ
で
､
何
人
の
ど
の
よ
う
な
代
表
に
よ
っ
て
こ
の
大
倉
が
開
催
さ
れ
た
の
か
､
と
い
う
基
本
的
史
書
は

な
お
は
っ
き
-
と
し
た
解
決
を
見
て
は
い
な
い
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
そ
も
そ
も
大
倉
関
連
の
公
式
文
書
と
し
て
停
存
す
る
諸
文
献
自
膿
も
､
は

た
し
て
如
何
な
る
生
成
過
程
を
経
て
公
式
文
書
と
な
-
､
ど
の
よ
う
に
流
布
し
て
き
た
の
か
､
不
明
な
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
｡
十
二
人
と
言

わ
れ
る
大
倉
代
表
の
顔
ぶ
れ
に
至

っ
て
は
､
賓
は
中
共
の
公
式
見
解
自
腰
が
､
後
述
す
る
よ
う
に
､
こ
の
十
年
の
問
に
か
な
-
様
奨
わ
-
し
て

い
る
｡
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
｡

ま
た
､
中
共
二
大
の
八
十
周
年
に
あ
た
る
二
〇
〇
二
年
に
は
､
か
な
り
の
学
術
刊
行
物
に
中
共
二
大
関
連
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
｡
例
え
ば
､

地
元
上
海
で
は
､
中
共

一
大
合
祉
紀
念
館
の
刊
行
物
で
あ
る

『上
海
革
命
史
資
料
輿
研
究
』
が
､
第
二
韓
で
中
共
二
大
の
特
集
を
組
み
､
二
十

(3
)

四
篇
の
関
連
論
文
を
掲
載
し
た
が
､
大
倉
自
腰
の
史
賓
を
検
討
す
る
歴
史
学
論
文
は
わ
ず
か
に

一
篇
で
あ

っ
た
｡
薯
は
､
中
園
に
お
い
て
二
大

代
表
の
考
雷
を
行

っ
た
公
刊
論
文
は
､
信
じ
が
た
い
こ
と
に
､
こ
れ
を
含
め
て
二
篇
し
か
な
い
｡
い
ま

一
篇
は
､
改
革

･
開
放
路
線
に
よ
っ
て
､

(
4
)

よ
う
や
-
中
共
薫
史
の
学
術
的
研
究
が
始
ま

っ
た
ば
か
り
の
一
九
八

一
年
の
論
文
で
あ
る

｡

史
書
の
解
明
の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
､
同
じ
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
屠
す
る
は
ず
の
中
共
の
第

一
回
大
倉

(以
下
､
｢
l
大
｣
と
略
稀
)
に
か
ん
す
る
考
葦
が
､
大
小
含
め
て
二
百
篇
を
越
え
る
の
を
考
え
合

(
5
)

わ
せ
れ
ば
､
こ
の
格
差
は
尋
常
で
は
な
い
｡

い
わ
ば
､
中
共

一
大
が
そ
の
象
徴
性
ゆ
え
に
明
ら
か
に
過
大
な
注
目
を
浴
び
て
き
た
の
に
封
し
て
､

中
共
二
大
は
そ
の
陰
に
置
か
れ
頼
け
た
の
で
あ
る
｡
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本
稿
が
解
明
せ
ん
と
す
る
も
の
は
､
前
も

っ
て
言
え
ば
､
中
共
二
大
の
代
表
の
正
し
い
顔
ぶ
れ
で
は
な
い
｡
そ
う
で
は
な
-
､
さ
し
た
る
考

雷
も
公
表
さ
れ
る
こ
と
な
-
-

つ
ま
-
手
頼
き
不
明
な
ま
ま
-

名
簿
の
み
が
奨
わ
っ
て
い
-
と
い
う
よ
う
な
中
共
初
期
大
倉
の
記
述
が
如

何
に
な
さ
れ
て
き
た
か
､
で
あ
る
｡
何
ら
か
の
特
殊
な
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
輿
え
る
現
在
の
中
共
の
公
式
見
解
が
ど
の
よ
う

に
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
の
か
､
そ
し
て
煎
じ
詰
め
れ
ば
､
中
共
に
と

っ
て
自
薫
の
歴
史
と
は
如
何
に
書
か
れ
る
の
か
を
､
中
共
二
大
を
題
材

に
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
､
こ
の
作
業
は
､
軍
に
初
期
薫
大
倉
に
か
ん
す
る
回
想
や
文
書
の
信
悪
性
を
疑
う
と
い
う
鮎
に
の

み
締
着
す
る
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
そ
れ
を
通
じ
て
､
中
共
薫
史
研
究
に
特
有
な
歴
史
像
自
腰
を
越
え
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡

一

大
合
関
連
文
書
の
生
成
と
停
存

■■

中
共
二
大
に
関
連
す
る
公
式
文
献
と
し
て
は
､
大
倉
の
ひ
と
月
ほ
ど
前
に
馨
表
さ
れ
た

｢中
囲
共
産
薫
の
時
局
に
野
す
る
主
張
｣
､
大
倉
で

採
揮
さ
れ
た
規
約

(中
国
共
産
真
幸
程
)
と
九
つ
の
決
議
案
､
お
よ
び
大
倉
の
ア
ピ
ー
ル
に
相
常
す
る

｢中
国
共
産
薫
第
二
次
全
図
大
倉
宣
言
｣

(以
下
'
｢二
大
宣
言
｣
と
略
稀
)
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
今
で
こ
そ
､
こ
れ
ら
中
共
二
大
の
関
連
文
献
は
､
例
え
ば

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
の

第

一
冊
に
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
容
易
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
こ
れ
ら
の
文
献
の
作
成
､
博
存
､
馨
掘
の
経
緯
は
､

薯
は

一
様
で
は
な
い
｡
ま
た
､
そ
れ
ら
文
献
の
中
に
は
､
作
成
の
経
緯
に
若
干
の
疑
問
の
残
る
も
の
が
あ
る
の
で
､
ま
ず
は
そ
れ
ら
関
連
文
書

の
検
討
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
｡
そ
れ
ら
文
書
の
文
献
学
的
考
雷
は
､
後
述
す
る
中
共
二
大
の
曾
期
や
代
表
の
考
歪
に
も
密
接
に
関
わ
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
上
述
の
二
大
関
連
文
書
の
中
で
､
そ
の
内
容
が
比
較
的
早
-
に
公
表
さ
れ
た
も
の
は
､
｢中
国
共
産
薫
の
時
局
に
封
す
る
主
張
｣
(
一

九
二
二
年
六
月
)
で
あ
る
｡
よ
-
正
確
に
言
え
ば
､
大
倉
前
後
の
期
間
に
､
贋
-
公
表
さ
れ
た
文
書
は
､
賓
は
こ
の

｢時
局
に
封
す
る
主
張
｣

し
か
な
い
｡
｢主
張
｣
は
､
こ
の
年
春
の
第

一
次
奉
直
戦
争
の
結
果
､
中
央
政
界
に
民
団
再
生
の
好
機
蓮
が
生
じ
た
の
を
受
け
､
胡
適
ら
の
著

名
人
士
が

｢我
々
の
政
治
主
張
｣
(五
月
)
を
馨
表
し
て
､
主
に
北
方
の
知
識
人
､
政
治
家
に
か
な
-
の
反
響
を
引
き
起
こ
し
た
の
に
封
し
て
､
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(
6
)

中
共
が
満
目
の
見
解
を
野
置
し
た
も
の
で
あ
る
｡
｢時
局
に
封
す
る
主
張
｣
の
現
在
の
通
行
テ
キ
ス
ト

は
､
六
月

一
七
日
に
馨
行
さ
れ
た

『中

国
共
産
真
野
於
時
局
的
主
張
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
依
接
し
て
い
る
｡
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
相
常
虞
範
に
散
布
さ
れ
た
よ
う
で
､
陳
猫

(
7
)

秀
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
あ
て
報
告

(六
月
三
〇
日
附
)
は
､
五
千
部
を
印
刷
､
配
布
し
た
と
博
え
て
い
る
｡

一
方
､
刊
行
物

へ
の
掲
載
と
し
て
は
､

昔
時
の
中
共
の
機
関
誌
に
相
常
す
る

『新
青
年
』
が
､
七
月

一
日
馨
行

(奥
附
)
の
九
巻
六
鋸
に
こ
の

｢主
張
｣
を
掲
載
し
て
い
な
い
の
は
い

さ
さ
か
奇
妙
だ
が
､
中
共
系
の
も
の
と
し
て
は
､
中
囲
社
食
主
義
青
年
圏
の
機
関
誌

『先
駆
』
が
第
九
鍍

(六
月
二
二
日
)
で
､
全
文
を
掲
載

し
て
い
る
｡
ま
た
､
常
時
鹿
川
に
い
た
中
共
薫
員
の
張
太
雷
は
､
六
月
三
〇
日
の
施
存
続
あ
て
書
簡
で
､
｢時
局
主
張
｣
を
受
け
と

っ
た
こ
と

(8
)

を
報
告
し
て
お
-
､
こ
の
文
書
が
相
昔
に
贋
-
行
き
渡

っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
た
い
し
て
､
直
接
に
大
倉
に
か
か
わ
る
決
議
案
な
ど
は
､
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
停
達
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
､
そ
れ
ら
中
共

二
大
文
書
が
長
き
に
わ
た
っ
て
幻
の
文
書
と
な
る
結
果
を
招
い
た
｡
す
な
わ
ち
､
大
倉
で
い
-
つ
か
の
決
議
案
が
採
揮
さ
れ
た
こ
と
は
､
二
〇

(9
)

年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
到
る
ま
で
､
そ
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
中
共
薫
史
著
作
に
は
見
え
る
が
､
決
議
案
そ
の
も
の
は
､
賓
は
中
共
自
身
も
ま
と

(
10
)

ま

っ
た
形
で
は
保
管
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

二
大
で
討
議
､
採
揮
さ
れ
た
決
議
案
な
ど
の
題
目

(内
容
に
非
ず
)
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

(
;
)

の
は
､
人
民
共
和
国
建
囲
後
の
一
九
五
二
年
の
こ
と
､

さ
ら
に
大
倉
で
採
拝
さ
れ
た
規
約
と
九
つ
の
決
議
案
の
内
容
す
べ
て
が
判
明
し
た
の
は
､

一
九
六
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､

一
九
五
九
年
の
中
囲
革
命
博
物
館
落
成
を
期
し
て
行
わ
れ
た
全
園
的
な
革
命
資
料
収

集
連
動
に
よ
っ
て
､
上
海
で
中
共
二
大
の
決
議
案
-

中
共
が
二
大
直
後
に
､
恐
ら
-
は
薫
員
向
け
に
印
刷
し
た

『中
囲
共
産
薫
第
二
次
全
囲

(12
)

大
倉
決
議
案
』
な
る
活
版
刷
-
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ー

が
尊
兄
さ
れ
､
そ
れ
に
よ
っ
て

一
九
五
八
年
版
の

『中
共
中
央
文
件
嚢
編
』

に
は
収
め
ら

(
13)

れ
て
い
な
か
っ
た
決
議
案
が
､

一
九
六
五
年
の
同
書
槍
補
版
で
初
め
て
収
録
さ
れ
た
の
だ

っ
た

｡

現
行
の
中
共
中
央
の
公
式
歴
史
文
書
集
で
あ

る

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
が
収
め
る
二
大
の
決
議
案
､
お
よ
び
規
約
は
､
こ
の

『中
囲
共
産
薫
第
二
次
全
図
大
倉
決
議
案
』
を
底
本
と
し
て

い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
二
大
の
決
議
案
は
中
園
に
お
い
て
､
大
倉
後
三
十
数
年
を
経
て
よ
う
や
-
日
の
目
を
見
た
わ
け
だ
が
､
薯
は
そ
れ
と
ほ
ぼ
時
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を
同
じ
-
し
て
､
ア
メ
リ
カ
で
は
マ
ー
テ
ィ
ン

･
ウ
ィ
ル
バ
ー

(C
.
M

a
rtin
W
i-b
ur)
が
､
陳
公
博

(最
初
期
の
中
共
薫
員
で
､
一
九
二
二
年

二

月
に
中
園
を
離
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
留
学
)
の
執
筆
に
か
か
る
修
士
論
文

｢中
国
に
お
け
る
共
産
主
義
運
動
｣
(
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
､
一
九
二
四
年
)
に

(
;
)

中
共

一
大
､
二
大
関
係
の
附
録
文
書

(英
語
)
が
あ
る
こ
と
を
尊
兄
､

一
九
六

〇
年
に
詳
細
な
注
樺
と
解
説
を
附
し
て
同
論
文
を
公
刊
し
た
｡

こ
の
大
尊
兄
は
､
ア
メ
リ
カ
､
日
本
な
ど
の
中
共
研
究
者
に
大
き
な
衝
撃
を
輿
え
た
が
､
こ
と
中
団
に
は
す
ぐ
に
は
停
わ
ら
な
か
っ
た
｡
同
書

(
15)

の
存
在
が
中
国
園
内
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
､

一
九
七
二
年
の
こ
と
だ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
､
中
共
二
大
に
か
ん
し
て

言
え
ば
､
中
園
で
の
二
大
文
書
発
見
と
そ
の
資
料
集

へ
の
収
録
は
､
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
尊
兄
と
は
直
接
の
か
か
わ
-
な
-
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
陳
公
博
論
文
に
収
録
さ
れ
て
い
る
二
大
関
係
の
文
献

(先
の

｢時
局
に
封
す
る
主
張
｣､
二
大
で
採
揮
さ
れ
た
規
約
と
九
つ

の
決
議
案
､
そ
し
て

｢二
大
宣
言
｣)
の
内
容

･
文
言
を
､
中
国
園
内
に
停
存
し
て
い
た
文
献
と
比
較
し
て
み
る
と
､
陳
論
文
に
収
め
ら
れ
た
英
講

の
諸
文
献
は
､
中
国
語
版
の
忠
賓
な
翻
講
と
い
っ
て
よ
-
､
内
容
に
か
か
わ
る
よ
う
な
異
同
は
認
め
ら
れ
な
い
｡

こ
の
ほ
か
､
同
じ
-
園
外
に
持
ち
出
さ
れ
た
決
議
案

(お
よ
び
規
約
)
と
し
て
は
､
大
倉
後
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
送
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る

(
16)

露
語
版
の
二
大
文
書
が
モ
ス
ク
ワ
の
ア
ル
ヒ
ー
フ
に
残
さ
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
､
こ
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
文
書
を
使

っ
て
な
さ
れ
た
中
共
薫
史
の

研
究
ノ
ー
ト
が
あ
る
｡
常
時
､
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
駐
在
中
共
代
表
圏
の
責
任
者
と
し
て
､
モ
ス
ク
ワ
に
滞
在
し
て
い
た
埋
秋
白
が

一
九
二
九
年
か

(17
)

ら
翌
年
に
か
け
て
､
レ
ー
ニ
ン
囲
際
学
院
で
行

っ
た
報
告

｢中
囲
共
産
薫
歴
史
概
論
｣
の
原
稿
で
あ
る
｡
こ
の
原
稿
に
は
､
中
共
二
大
で
規
約

と
九

つ
の
決
議
案
が
採
揮
さ
れ
た
こ
と
､
そ
し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
決
議
案
に
つ
い
て
は
､
そ
の
概
要
が
メ
モ
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
､
こ
の
原
稿

は
そ
れ
自
膿
が
そ
の
後
に
モ
ス
ク
ワ
の
ア
ル
ヒ
ー
フ
に
保
管
さ
れ
て
し
ま

っ
た
た
め
､
そ
の
内
容
が
流
俸
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
ま
た

陳
公
博
論
文
と
同
様
に
､
埋
秋
白
の

｢中
国
共
産
薫
歴
史
概
論
｣
も
､

一
九
八
〇
年
代
初
め
に
馨
掘
､
公
表
さ
れ
る
ま
で
､
忘
れ
去
ら
れ
て
し

ま

っ
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
､
規
約
と
決
議
案
に
つ
い
て
は
､
次
の
こ
と
が
推
測
と
し
て
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
中
共
は
二
大
の
の
ち
､
規

約
と
九
つ
の
決
議
案
を
モ
ス
ク
ワ
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
送
る
と
と
も
に
､
そ
れ
ら
文
書
を
収
め
た

『中
囲
共
産
薫
第
二
次
全
国
大
倉
決
議
案
』
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を
印
刷
､
こ
れ
を
薫
内
の
関
係
者
に
配
布
し
た
が
､
そ
の
配
布
先
は
相
首
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
陳
公
博

(中
共
二
大
に
は
出
席
せ

ず
)
は
､
大
倉
の
後
に
そ
れ
を
受
け
取
-
､
渡
米
後
に
そ
れ
を
英
詳
し
て
自
ら
の
論
文
の
附
録
と
し
た
｡

一
方
､
埋
秋
白
は

一
九
二
〇
年
代
末

に
モ
ス
ク
ワ
の
文
書
館
で
露
語
版
の
二
大
文
書
を
見
つ
け
､
そ
れ
に
基
づ
い
て

｢中
国
共
産
薫
歴
史
概
論
｣
の
原
稿
を
作
成
し
た
｡
こ
れ
に
封

し
て
､
中
囲
園
内
で
は
､
『中
囲
共
産
糞
第
二
次
全
図
大
倉
決
議
案
』
の
配
付
先
が
か
な
-
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
､
ま
た
こ
れ
ら
文
書
を
保

(
18)

管
す
べ
き
中
共
中
央
が
､
二
大
の
後
に

｢弾
塵
を
受
け
､
多
-
の
資
料
が
散
逸
し
て

｣

し
ま
う
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
た
た
め
､
『決
議
案
』
は

そ
の
後
長
期
に
わ
た
っ
て
失
わ
れ
た
が
､
人
民
共
和
国
成
立
後
の
一
九
五
〇
年
代
末
に
行
わ
れ
た
全
図
的
な
資
料
費
掘
連
動
に
よ
っ
て
､
よ
う

や
-
尊
兄
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
､
と
｡

と
こ
ろ
で
､
『中
囲
共
産
薫
第
二
次
全
図
大
倉
決
議
案
』
の
尊
兄
は
､
軍
に
決
議
内
容
の
全
文
が
明
ら
か
に
な
る
以
上
の
意
味
を
持

っ
た
｡

と
い
う
の
は
､
そ
れ
に
収
め
ら
れ
た
規
約

(中
国
共
産
真
幸
程
)
の
第
二
九
候
に
は
､
｢本
章
程
は
本
業
の
第
二
回
全
図
代
表
大
倉

(
一
九
二
二

年
七
月

一
六
日
-
二
三
日
)
の
議
決
に
よ
っ
て
-
-
｣
と
い
う
字
句
､
つ
ま
-
大
倉
の
合
期
が
明
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
中
共
二
大
の

大
倉
期
日

(五
月
か
､
七
月
か
)
は
､
後
述
す
る
よ
う
に
､
大
倉
の
開
催
場
所

(杭
州
の
西
湖
か
､
上
海
か
)
と
共
に
､

一
九
五
〇
年
代
初
め
ま
で
､

確
定
的
な
結
論
の
出
て
い
な
い
問
題
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
が
､
こ
の
文
書
の
尊
兄
に
よ
っ
て
､
月
は
お
ろ
か
日
の
単
位
ま
で
特
定
で
き
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
か
ら
､
中
共
薫
史
関
係
者
に
と
っ
て
は
､
ま
さ
に
賓
の
ご
と
き
資
料
の
出
現
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
､
中
共
二
大
の
関
係
資
料
は
､

一
度
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
原
文
書
の
発
見
と
い
う
構
園
に
見
え
る
が
､
こ
こ
に

一

つ
だ
け
奇
妙
な
問
題
が
残
る
｡
そ
れ
は
､
薫
大
倉
の
公
式
ア
ピ
ー
ル
､
す
な
わ
ち
中
共
の
主
張
を
贋
-
社
食
に
訴
え
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
は

ず
の

｢
二
大
宣
言
｣
が
､
大
倉
前
後
に
公
表
さ
れ
た
形
跡
が
ま
っ
た
-
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
賓
は
､
大
倉
後
に
関
連
文
書
を
ま
と
め
て
印
刷
さ

れ
た
前
述
の

『中
国
共
産
薫
第
二
次
全
国
大
倉
決
議
案
』
に
は
､
奇
妙
な
こ
と
に
､
こ
の
宣
言
は
収
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
そ
れ
ば
か
-
か
､

贋
-

一
般
の
新
聞
や
雑
誌
は
お
ろ
か
､
昔
時
の
中
共
関
係
の
刊
行
物
で
す
ら
､
こ
の

｢
二
大
宣
言
｣
を
掲
載
す
る
も
の
は
皆
無
な
の
で
あ
る
｡

｢
二
大
宣
言
｣
な
る
も
の
が
虞
-
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
､
賓
は
大
倉
か
ら
四
年
近
-
も
た
っ
た

一
九
二
六
年
五
月
の
こ
と
で
あ
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っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
そ
れ
ま
で
機
関
誌

『響
導
』
に
発
表
さ
れ
た
中
共
の
野
外
ア
ピ
ー
ル
な
ど
を
編
纂
し
た
公
刊
の
資
料
集

『中
囲
共
産
薫
五

年
来
之
政
治
主
張
』
(
一
九
二
六
年
五
月
初
版
刊
､
以
下

『政
治
主
張
』
と
略
稀
)
に
お
い
て
､
｢
二
大
宣
言
｣
は
よ
う
や
-
衆
人
の
目
に
解
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
｢各
種
の
版
本
に
つ
い
て
は
､
考
誼
と
選
樺
の
上
､
そ
の
中
の
最
良
の
も
の
を
底
本
と
す
る
｣
こ
と
を
詣
う
現
行
の

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
が
､
二
大
に
限
っ
て
､
決
議
案
と
規
約
は
す
べ
て
前
述
の

『中
囲
共
産
薫
第
二
次
全
図
大
倉
決
議
案
』
に
接
-
な
が

ら
､
濁
り

｢
二
大
宣
言
｣
の
み

『政
治
主
張
』
に
掠

っ
て
い
る
の
も
､
常
時
の
刊
行
物
に
公
表
の
形
跡
が
な
い
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡
さ
ら

に
言
え
ば
､
同
じ
糞
大
倉
宣
言
で
も
､
第
三
回
大
倉
や
第
四
回
大
倉
の
も
の
は
､
『轡
導
』
に
掲
載
さ
れ
た
だ
け
で
な
-
､
そ
れ
ぞ
れ
大
倉
直

後
に
小
冊
子
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
､
二
大
の
そ
れ
は
､
結
薫
し
て
閲
も
な
い
と
い
う
事
情
を
差
し
引
い
て
も
､
な
お
不
自
然

(
19)

さ
を
ま
ぬ
が
れ
な
い

｡

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る

｢
二
大
宣
言
｣
(す
な
わ
ち

『政
治
主
張
』
か
ら
の
韓
戟
)
に
は
､
特
段
に
秘
匿
せ
ね
ば
な
ら
な

い
鮎
､
あ
る
い
は
不
自
然
な
内
容
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
､
そ
の
意
味
で
は
曇
-
の
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
そ
れ
が
初
め
て
掲
載
さ

れ
た

『政
治
主
張
』
で
の

｢二
大
宣
言
｣
の
庭
理
の
仕
方
は
-

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
の
編
者
は
､
ま
っ
た
-
そ
れ
を
問
題
に
し
て
い
な

い
が
-

甚
だ
不
可
解
な
も
の
だ
っ
た
｡
そ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
､
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
｡
『政
治
主
張
』
に
は
､

一
九
二
六
年
五
月

一

日
に
刊
行
さ
れ
た
初
版
と
同
年

一
〇
月

一
〇
日
附
の
再
版
､
そ
し
て
一
九
二
七
年
三
月
の
三
版
の
三
種
が
あ
る
が
､
初
版
で
は
本
編
の

｢
二
大

宣
言
｣
の
日
附
が

｢
一
九
二
二
年
七
月
｣
と
表
示
さ
れ
な
が
ら
､
表
紙
裏
に

｢
一
個
小
輩
明
｣
な
る
注
意
書
き
が
あ
っ
て
､
そ
れ
に
は

｢
こ
の

小
冊
子
の
第
二
篇

(第
二
次
全
図
大
倉
宣
言
)
は
本
来

一
九
二
二
年
五
月
に
馨
せ
ら
れ
た
も
の
だ
が
､
誤
っ
て
七
月
と
し
て
し
ま
っ
た
｡
こ
こ

に
特
に
訂
正
し
､
併
せ
て
こ
れ
を
第

一
篇
と
す
べ
き
む
ね
､
聾
明
す
る
｣
と
記
さ
れ
て
お
-
､
さ
ら
に
念
の
入
っ
た
こ
と
に
は
､

一
五
頁
か
ら

三
四
頁
ま
で
の
ペ
ー
ジ
番
境
を
持
つ

｢
二
大
宣
言
｣
が
､

l
頁
か
ら

l
四
頁
ま
で
の
ペ
ー
ジ
番
境
を
持
つ

｢時
局
に
野
す
る
主
張
｣
(日
附
は
六

月
一
五
日
)
の
前
に
来
る
よ
う
に
､
製
本
し
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
初
版
は
､
編
集
､
印
刷
の
段
階
ま
で
は
､
｢
二
大
宣

言
｣
に
七
月
の
日
附
を
輿
え
て
お
き
な
が
ら
､
刊
行
の
最
終
段
階
で
そ
の
七
月
の
日
附
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
誰
か
が
気
づ
き
､
訂
正
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文
を
入
れ
る
だ
け
で
な
-
､
冊
子
の
綴
じ
直
し
と
い
う
､
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
手
直
し
を
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

た
だ
､
こ
こ
で
奇
妙
な
ね
じ
れ
が
生
じ
た
｡
そ
れ
は
､
｢
二
大
宣
言
｣
に
は
陳
桐
明
の
孫
文
に
た
い
す
る
叛
乱

(
一
九
二
二
年
六
月
一
六
日
)

の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
､
｢
二
大
宣
言
｣
の
日
附
を
七
月
か
ら
五
月
に
訂
正
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢宣
言
｣
は
時
間
的
に
辻
複
の

合
わ
な
い
文
書
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
時
問
的
な
ね
じ
れ
は
､
『政
治
主
張
』
の
再
版
､
三
版
で
も
､
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
､

定
着
し
た
｡
す
な
わ
ち
､
再
版
以
降
で
は
､
｢
二
大
宣
言
｣
の
日
附
は
本
編
そ
の
も
の
で
も
五
月
と
な
-
､
奇
妙
な
日
附
設
定
に
は
何
ら
の
説

明
も
な
い
ま
ま
､
同
文
書
が
ペ
ー
ジ
番
鋸
の
鮎
で
も

｢時
局
に
封
す
る
主
張
｣
の
前
に
排
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
鮎
を
､

現
在
の

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
は
ど
う
庭
理
し
て
い
る
か
と
い
う
と
､
版
本
は

一
九
二
六
年
の

『政
治
主
張
』
に
依
揺
す
る
と
し
､
さ
ら
に

(
20)

本
編
末
尾
の
日
附
部
分
は

｢
一
九
二
二
年
五

〔
七
〕
月
｣
と
表
記
し
､
単
な
る
誤
記

(誤
解
)
と
見
な
し
て
済
ま
せ
て
い
る
｡

確
か
に
再
版
の

み
を
見
れ
ば
､
｢
五
月
｣
と
い
う
日
附
は
単
な
る
誤
記
と
考
え
得
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
初
版
で
の
強
引
な
訂
正
の
仕
方
に
あ
き
ら
か
な
よ

う
に
､
ま
た
再
版
以
降
の
配
列
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
､
こ
れ
は
単
な
る
誤
記
な
ど
で
は
な
-
､
日
附
と

｢宣
言
｣
内
容
の
観
齢
に
あ
え
て

目
を
つ
ぶ
っ
た
意
園
的
な
日
附
設
定
な
の
で
あ
る
｡

『政
治
主
張
』
の
こ
う
し
た
奇
妙
な
成
書
事
情
に
疑
問
を
投
げ
か
け
､
専
論
に
よ
る
検
討
を
加
え
た
の
は
､
藤
田
正
典
氏
と
市
古
宙
三
氏
で

(
21)

あ
る

｡

た
だ
し
､
両
氏
は
そ
の
謎
を
解
き
明
か
さ
ん
と
し
た
も
の
の
､
｢中
共
二
大
｣
の
合
期
そ
の
も
の
も
確
定
的
で
な
か
っ
た
昔
時
に
お
い

て
は
､
そ
れ
に
明
確
な
答
え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
そ
れ
か
ら
四
十
年
を
経
た
今
日
で
も
､

一
九
二
六
年
半
ば
に
な
さ
れ
た
こ
の
日

附
奨
更
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
市
古
氏
が
推
測
と
断

っ
た
上
で
述
べ
た
説
明

(
一
九
二
六
年
夏
に
陳
公
博
が
､
中
共
は
普
初
孫

文
よ
り
も
陳
桐
明
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
吹
聴
し
た
た
め
､
中
共
側
は
早
急
に
そ
の
誤
侍
を
正
す
べ
-
､
中
共
が
陳
桐
明
を

｢反
動
｣
と
呼

び
､
孫
文
を

｢民
主
勢
力
｣
と
呼
ん
だ
最
初
の
文
書
-

す
な
わ
ち

｢
二
大
宣
言
｣
-

に
､
陳
桐
明
の
叛
乱
以
前
の
日
附
を
輿
え
た
)
は
､

一
つ
の
可
能

性
と
し
て
現
在
な
お
検
討
に
は
値
す
る
｡
た
だ
､
そ
れ
で
も
や
は
-
､
時
間
の
前
後
撞
着
を
容
易
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
方
向

へ
の

｢中
共
二

大
｣
の
日
附
愛
更
が
､
こ
こ
ま
で
強
引
に
行
わ
れ
た
理
由
と
し
て
は
､
説
得
力
に
放
け
よ
う
｡
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こ
こ
で
は
､
こ
う
し
た
文
書
の
攻
撃
が
､

一
九
二
六
年
の
中
共
の
政
治
状
況

へ
の
野
庭

(中
山
艦
事
件
以
降
､
乱
蝶
の
目
立
っ
て
い
た
囲
民
業
と

(
22)

の
関
係
､
囲
民
業
の
主
張
す
る
北
伐
へ
の
中
共
の
態
度
な
ど
)
を
何
ら
か
の
背
景
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
､

つ
ま
-
二
大
宣
言
の
日

附
改
愛
の
問
題
は
､
あ
-
ま
で
文
書
公
表
時

(
一
九
二
六
年
)
の
問
題
で
あ

っ
て
､
文
書
作
成
時

(
一
九
二
二
年
)
の
問
題
で
は
な
さ
そ
う
だ
､

と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
｡
た
だ
し
､
以
下
に
述
べ
る

一
九
二
二
年
に
お
け
る

｢
二
大
宣
言
｣
生
成
の
過
程
は
､
こ
の
文
書
が

一
九

二
六
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
､
不
可
解
な
形
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
理
由
を
説
明
す
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
｡
こ
こ
で
も
ま
ず
吟
味

す
べ
き
は
､
大
倉
後
に
園
外

(ア
メ
リ
カ
と
ソ
ヴ
エ
ト
･
ロ
シ
ア
)
に
持
ち
出
さ
れ
た

｢
二
大
宣
言
｣
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
｡

二
大
の
決
議
案
の
版
本
解
説
で
解
れ
た
よ
う
に
､
二
大
関
係
の
諸
文
献
は
､
ア
メ
リ
カ
に
渡

っ
た
陳
公
博
の
修
士
論
文
に
附
録
と
し
て
収
録

さ
れ
た
わ
け
だ
が
､
そ
の
中
に
は

｢
二
大
宣
言
｣
も
含
ま
れ
て
い
た
｡
そ
の

｢
二
大
宣
言
｣
自
膿
に
は
第
二
回
大
倉
の
日
附
は
な
い
が
､
英
文

(23
)

タ
イ
ト
ル
に
は

｢
一
九
二
二
年
七
月
の
中
共
二
大
で
採
揮
さ
れ
た
｣
の
字
句
が
あ
り
､
陳
が
そ
れ
を
七
月
に
開
催
さ
れ
た
薫
大
倉
で
採
揮
さ
れ

た
文
書
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡

一
方
､
そ
の
内
容
を
見
る
と
､
二
大
の
決
議
案
と
同
様
に
､
原
文
書
か
ら
の
忠
賓
な
翻
講
と
い

っ
て
よ
-
､
『政
治
主
張
』
版
と
同
内
容

(陳
桐
明
叛
乱
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
-
)
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
我
々
に
少
な
-
と
も

一
つ
の
結
論

を
輿
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
二
大
宣
言
｣
は
､
中
囲
園
内
で
虞
-
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

一
九
二
六
年
だ
が
､
決
し
て
そ
の
こ
ろ
に
作
成

さ
れ
た
文
書
で
は
な
-
､
遅
-
と
も
陳
公
博
が
中
園
を
離
れ
る

(
一
九
二
二
年
二

月
)
以
前
の
文
書
で
あ
-
､

一
部
の
薫
員
は
見
る
こ
と
の
で

き
た
も
の
で
あ
る
､
と
｡

一
方
､
ソ
ヴ
エ
ト

･
ロ
シ
ア
に
送
ら
れ
た

｢
二
大
宣
言
｣
か
ら
は
､
あ
ま
-
有
益
な
情
報
は
得
ら
れ
な
い
｡
ま
ず
､
先
に
紹
介
し
た
埋
秋
白

の

｢中
国
共
産
薫
歴
史
概
論
｣
は
､
中
共
二
大
の
決
議
案
と
共
に

｢
二
大
宣
言
｣
も
抜
粋
紹
介
し
て
い
る
の
だ
が
､
こ
ち
ら
の
方
は
中
国
語
文

献

(
つ
ま
-

『政
治
主
張
』
版
)
を
直
接
に
書
き
嘉
し
た
も
の
で
あ
る
｡
『政
治
主
張
』
は
初
版
だ
け
で
も

l
南
部
が
瞬
-
問
に
責
-
切
れ
た
と

(24
)

い
う
ほ
ど
虞
-
流
布
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
､
犀
は

｢
二
大
宣
言
｣
に
限

っ
て
は
､
『政
治
主
張
』
版
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

(
25)

程
が

｢宣
言
｣
を

一
九
二
二
年
五
月
の
も
の
と
す
る

の
は
､
『政
治
主
張
』
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
諒
で
あ
る
｡
他
方
､
モ
ス
ク
ワ
の
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(
26
)

ア
ル
ヒ
ー
フ
に
は
､
中
共
か
ら
あ
る
時
期
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
送
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
露
語
版
の

｢
二
大
宣
言
｣
が
存
在
す
る

｡

た
だ
し
､

一

九
二
二
年
五
月
の
日
附
を
持

っ
て
い
る
こ
の
文
書
は
､
中
共
二
大
の
決
議
案
な
ど
と
は
別
の
フ
ァ
イ
ル
に
綴
じ
ら
れ
て
お
-
､
こ
れ
と
同
じ
フ

ヽ
ヽ
ヽ

ァ
イ
ル
に
同
じ
様
式
で
収
め
ら
れ
て
い
る
も
う

一
つ
の
文
書

(｢時
局
に
封
す
る
主
張
｣
の
露
語
版
)
が

｢第

一
次
時
局
に
封
す
る
主
張
｣
(傍
鮎
石

(
27
)

川
)
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
､
『政
治
主
張
』
版
か
ら
の
翻
講
で
あ
る
可
能
性
が
高
-

､

｢
二
大
宣
言
｣
作
成
の
時
期
を
特
定
す

る
手
が
か
-
に
は
な
ら
な
い
｡

た

だ
し

､
ソ
ヴ
エ
ト

･
ロ
シ
ア
に
送
ら
れ
た

｢
二
大
宣
言
｣
と
い
う
こ
と
で
い
う
な
ら
ば
､
陳
猫
秀
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
あ
て
報
告

(
一
九
二

(
28)

二
年
六
月
三
〇
日
附
)
へ
の
ヴ
オ
イ
テ
ン
ス
キ
ー
の
返
書
が
､
中
共
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

｢宣
言
｣
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
､

そ
し
て
ヴ
オ
イ
チ

(
29)

ン
ス
キ
ー
が
七
月

一
八
日
の

『プ
ラ
ウ
ダ
』
に
馨
表
し
た

｢中
囲
南
方
の
闘
争
｣

が
､
｢宣
言
｣
に
酷
似
す
る
文
言
を
使
い
な
が
ら
も
､
他
方
､

中
団
の
政
治
勢
力
に
野
す
る
論
調
に
お
い
て
､
｢宣
言
｣
と
微
妙
に
食
い
違

っ
て
い
る
こ
と
は
､
注
目
に
値
す
る
｡
そ
れ
は
､
｢宣
言
｣
が
素
案

起
草
か
ら
定
稿
と
な
る
ま
で
に
数
カ
月
の
期
間
を
要
し
､
か
つ
定
稿
は
素
案
を
か
な
-
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
｡
先
に
も
述
べ
た
と
お
-
､
｢宣
言
｣
は
陳
桐
明
と
孫
文
の
抗
争
に
言
及
し
､
そ
の
際
に
陳
を
イ
ギ
リ
ス
の
支
援
を
受
け
た

｢反

動
｣
的
人
物
と
呼
び
､

一
方
で
孫
文
を

｢民
主
勢
力
｣
と
評
債
し
て
い
る
の
だ
が
､
ヴ
オ
イ
テ
ン
ス
キ
ー
は

｢中
国
南
方
の
闘
争
｣
に
お
い
て
､

両
者
の
抗
争
に
か
ん
し
て
孫
を

一
方
的
に
持
ち
上
げ
る
の
で
は
な
-
､
陳
桐
明
を

｢革
命
的
督
軍
｣
｢愛
固
着
｣
｢外
囲
帝
囲
主
義
の
仇
敵
｣
と

高
-
評
債
し
て
い
る
｡
ソ
ヴ
ュ
ー

･
ロ
シ
ア
の
関
係
者
が
､
｢宣
言
｣
の
如
-
陳
を
ハ
ッ
キ
リ
と
批
判
し
て
､
孫
文
を
明
確
に
支
持
す
る
よ
う

に
な
る
に
は
､

一
九
二
二
年
の
秋
を
得
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡

一
方
､
中
共
の
側
に
し
て
も
､
｢陳
桐
明
の
叛
乱
の
直
後
､
中
共
は
孫
に
同
情
的

(
30)

で
も
な
け
れ
ば
､
ま
た
公
然
と
陳
を
支
援
す
る
で
も
な
か
っ
た

｣

と
い
う
の
が
賓
情
で
あ
り
､
二
大
時
鮎
で
は
､
両
者
の
抗
争
に
封
し
て
は
ま

(

3

1)

だ
ま
だ
観
望
的
で
あ
っ

た

｡

以
上
の
諸
鮎
を
総
合
す
る
と
､
｢
二
大
宣
言
｣
の
作
成
過
程
は
､
次
の
よ
う
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
す
な
わ
ち
､
中
共
は
二
大
に

先
立
ち

(詳
細
な
時
期
は
不
明
)､
自
業
の
基
本
原
則
と
首
面
の
目
標
を
明
示
す
る

｢宣
言
｣
の
素
案

(陳
桐
明
と
孫
文
へ
の
言
及
が
現
行
の
テ
キ
ス
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ト
と
同
じ
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
)
を
起
草
､
六
月
末
に
そ
れ
を
モ
ス
ク
ワ
の
ヴ
オ
イ
テ
ン
ス
キ
ー

(
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
)
に
送
っ
て
審
訂
を
求
め
た
｡

お
-
か
ら
陳
桐
明
と
孫
文
の
抗
争
の
蹄
趨
を
は
か
-
か
ね
て
い
た
ヴ
オ
イ
テ
ン
ス
キ
ー
は

｢宣
言
｣
を
､
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
二
回
大
倉
の

｢民

族

･
植
民
地
問
題
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
｣
､
お
よ
び
極
東
諸
民
族
大
倉
の
諸
テ
ー
ゼ
に
沿
う
よ
う
に
改
訂
､
充
害
さ
せ
る

一
方
で
､
陳

･
孫
の

封
立
の
蹄
趨
と
両
者
へ
の
ソ
連
側
の
評
債
が
定
ま
る
の
を
待

っ
て
､
そ
の
内
容
を

｢宣
言
｣
に
補
充
し
､
恐
ら
-
は
八
月
以
降
に
そ
れ
を
中
共

側
に
送
り
返
し
た
｡
た
だ
し
､
そ
れ
を
受
け
取

っ
た
中
共
側
は
､
①
大
倉
か
ら
か
な
り
時
間
が
経

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
､
②

｢宣
言
｣
の
大
枠

は
す
で
に
二
大
決
議
案

(｢囲
際
帝
囲
主
義
と
中
囲
､
お
よ
び
中
囲
共
産
薫
に
関
す
る
決
議
案
｣)
に
盛
-
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
､
③
中
共
二
大
の
直
後

に
開
催
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
西
湖
合
議
に
お
い
て
､
民
主
的
連
合
戦
線
政
策
が
国
民
薫
へ
の
加
入
と
い
う
線
想
外
の
形
態
に
急
轄
回
し
た
こ
と
､

の
諸
鮎
に
鑑
み
､
｢
二
大
宣
言
｣
自
懐
の
意
味
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
と
判
断
し
､
そ
れ
の
公
表
を
不
適
切
と
考
え
て

一
部
の
薫
内
人
士

へ
の
配

布
に
と
ど
め
た
､
と
｡
そ
し
て
､
｢
二
大
宣
言
｣
の
作
成
過
程
が
､
こ
の
よ
う
に
起
草
か
ら

一
麿
の
完
成
ま
で
､
中
共
二
大
を
は
さ
ん
で
数
カ

月
の
期
間
を
要
し
た
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は

｢宣
言
｣
が

一
九
二
六
年
に
公
表
さ
れ
た
時
､
文
書
の
日
附
に
プ
レ
が
生
じ
た

一
因
と
な
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
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二

大
合

の
合
期
､
場
所
-

定
説
へ
の
道
の
-

(
32
)

今
日
で
は
､
中
共
二
大
は

一
九
二
二
年
七
月
に
上
海
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
動
か
ぬ
定
説
に
な
っ
て
お
り
､

合
期
は
七
月

一
六
-
二
三
日
､

(
33
)

ま
た
合
場
も
共
同
租
界
の
南
成
都
路
輔
徳
里
六
二
五
戟

(李
達
の
寓
居
､
現
在
の
成
都
北
路
七
弄
三
〇
鋸

)

と
い
う
細
か
な
鮎
ま
で
判
明
し
て
い
る
｡

た
だ
､
こ
う
し
た
詳
細
は
､
合
期
に
か
ん
し
て
は
､
前
述
の
よ
う
に

一
九
六
〇
年
代
に
な
っ
て
確
認
さ
れ
た

『中
国
共
産
薫
第
二
次
全
図
大
倉

決
議
案
』
に
よ
っ
て
､
そ
し
て
合
場
に
か
ん
し
て
は
､
五
〇
年
代
初
め
の
李
達
の
琴
111D
(後
述
)
と
か
れ
の
現
地
訪
問
に
よ
っ
て
､
そ
れ
ぞ
れ

決
着
を
見
た
の
で
あ
っ
て
､
か
か
る
定
説
が
成
立
す
る
ま
で
の
道
の
-
は
､
中
共

一
大
の
そ
れ
と
同
様
に
､
平
坦
で
は
な
か
っ
た
｡
と
-
わ
け
､

合
期
に
つ
い
て
は
､
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
資
料
で
あ
っ
た

｢
二
大
宣
言
｣
の
日
附
が
､
第

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
､
｢七
月
｣
か
ら

｢五
月
｣
へ

｣

｢
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と
不
自
然
に
奨
更
さ
れ
た
た
め
､
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
異
説
が
並
び
立
つ
と
い
う
状
態
が
長
-
頼
い
た
｡
大
倉
文
書
の
馨
掘
や
そ
の
文
言
と
は
や

や
違

っ
て
､
大
倉
合
期
や
そ
の
場
所
と
い
っ
た
事
項
の
確
定
に
は
､
時
々
の
薫
史
研
究
が
ど
の
よ
う
な
資
料
に
依
接
し
て
､
如
何
な
る
腰
制
で

な
さ
れ
た
の
か
が
大
き
-
関
わ
っ
て
-
る
｡
定
説
へ
の
道
の
-
を
振
-
返
っ
て
み
よ
う
｡

中
共
二
大
の
合
期
に
か
ん
す
る
言
及
と
し
て
最
も
早
い
の
は
､
前
章
で
述
べ
た

『中
国
共
産
薫
五
年
来
之
政
治
主
張
』
(
一
九
二
六
年
)
に
収

め
る

｢中
共
二
大
宣
言
｣
で
､

一
九
二
二
年
五
月
と
い
う
表
示
が
あ
っ
た

(場
所
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
)｡
こ
の
日
附
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
と
お
-
だ
が
､
｢宣
言
｣
の
日
附
が
五
月
で
あ
る
か
ら
に
は
､
大
倉
も
常
識
的
に
五
月
に
開
催
さ
れ
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
硯
に
､
中
共
の
歴
史
に
言
及
す
る
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
初
め
の
文
章
に
は
､
五
月
と
す
る
も
の
が
多
い
｡
こ
の

ほ
か
､
こ
の
前
後
の
文
献
で
大
倉
の
期
日
に
解
れ
た
も
の
と
し
て
は
､
『蘇
聯
陰
謀
文
澄
桑
編
』
に
収
め
る

｢中
囲
共
産
薫
簡
明
歴
史
｣
が
あ

る
｡
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
『蘇
聯
陰
謀
文
澄
嚢
編
』
(
l
九
二
八
年
)
は

l
九
二
七
年
四
月
の
張
作
霧
に
よ
る
北
京
の
ソ
連
大
使
館
捜

(
34
)

索
事
件
で
押
収
さ
れ
た
露
語
文
書
か
ら
､
重
要
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
漢
詩
の
上
､
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
｡

｢中
囲
共
産
薫
簡
明
歴
史
｣
は
､

(
35)

一
九
二
七
年
初
め
に
鹿
川
で
馨
行
さ
れ
て
い
た
露
語
雑
誌

『カ
ン
ト
ン
』
に
馨
表
さ
れ
た
カ
ラ
チ
エ
フ
の

｢中
囲
共
産
薫
小
史

｣

を
漠
詳
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
中
共
幹
部
へ
の
取
材
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
該
文
は
､
中
共
二
大
の
期
日
に
つ
い
て
､
｢六
､
七
月
に
開
か
れ
た
｣

(場
所
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
)
と
記
し
て
い
た
｡

こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
､
中
共
系
列
の
比
較
的
信
頼
す
べ
き
革
命
史
と
し
て
､
大
倉
の
時
期
と
場
所
を
示
し
た
最
初
の
刊
行
物
が
､
中
囲
現

代
史
研
究
委
員
合

(張
聞
天
)
編

『中
国
現
代
革
命
運
動
史
』
(
一
九
三
八
年
刊
)
で
あ
る
｡
同
書
に
よ
れ
ば
､
大
倉
は

｢七
月
｣
に

｢杭
州
の

(
36)

西
湖
｣
で
開
催
さ
れ
た

｡

｢杭
州
の
西
湖
｣
は
､
今
日
の
定
説

(上
海
)
か
ら
見
れ
ば
誤
り
だ
が
､
こ
れ
は
中
共
二
大
の
直
後
に
開
催
さ
れ
､

薯
際
の
囲
共
合
作
路
線
を
決
定
し
た
中
共
の
幹
部
合
議
､
す
な
わ
ち

｢西
湖
合
議
｣
(
一
九
二
二
年
八
月
末
)
と
混
同
し
た
も
の
で
あ
る
｡
西
湖

- 81-
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合
議
は
､
そ
の

｢重
要
性
が

｢
二
大
｣
よ
-
も
大
き

ま
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

い .I;I
｣ ､､-

と
許
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
開
催
場
所
が
二
大
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
し

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潔

し
亜

2004
･
6
Pg
薄

｣

_

｢

82

■■

か
-
て
､
中
共
薫
史
研
究
に
お
い
て
は
､
｢中
共
二
大
宣
言
｣
の
日
附
の
プ
レ
が
尾
を
引
-
形
で
､
｢五
月
｣
説
と

｢七
月
｣
説
な
ど
が
並
立

し
た
ま
ま
で
､

一
九
四
九
年
の
人
民
共
和
国
成
立
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
､

一
九
五
三
年
を
は
さ
ん
で
､
そ
れ
ら
プ
レ
の
あ
っ
た

記
述
が
､
｢七
月
｣
に

｢上
海
｣
で
開
催
に

一
本
化
さ
れ
て
い
-
に
到
る
｡
こ
の
経
過
を
分
析
し
た
市
古
氏
は
､
二
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に

到
る
各
種
の
中
囲
革
命
史

(薫
史
)
著
作
に
お
け
る
中
共
二
大
の
開
催
期
日
と
場
所
の
表
記
を

一
覧
表
に
ま
と
め
た
上
で
､
中
園
側
の
著
作
が

｢
l
九
五
三
年
以
降
は
七
月
上
海
開
催
に
す
べ
て

l
致
し
た
の
に
は
､
七
月
上
海
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
を
確
澄
す
る
資
料
が
現
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｣
と
推
測
し
た
が
､
常
時
に
お
い
て
中
共
側
の
糞
史
研
究
の
状
態
は
全
-
の
ブ
ラ
ッ
ク

･
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
た
め
､
そ
の
確
た
る

(
38)

資
料
が

｢何
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い

｣

と
述
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
そ
れ
か
ら
四
十
年
､
今
や
我
々
は
そ
の
ブ
ラ
ッ
ク

･
ボ
ッ
ク
ス
の
一

端
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一
九
五
三
年
以
降
の
薫
史
記
述
の
統

一
を
も
た
ら
し
た

｢資
料
｣
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

長
き
苦
難
の
末
､

一
九
四
九
年
に
よ
う
や
-
新
囲
家
を
う
ち
立
て
た
中
囲
共
産
薫
は
､
さ
っ
そ
-
に
内
外
の
新
施
策
に
と
-
組
む

一
方
､

一

般
民
衆
は
お
ろ
か
､
薫
貞
さ
え
賓
は
よ
-
知
ら
な
い
自
業
の
歩
み
を
､
わ
か
-
や
す
い
形
で
公
表
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
｡
ま
た
､
全
図
を
統

治
下
に
置
い
た
こ
と
で
初
め
て
可
能
に
な
る
全
面
的
な
革
命
史
料

(薫
史
資
料
)
の
馨
掘
､
収
集
に
も
積
極
的
に
と
-
組
む
こ
と
に
な
っ
た
｡

五
〇
年
代
初
期
の
革
命
史
著
作
の
陸
棲
た
る
刊
行
は
前
者
の
成
果
で
あ
り
､
政
務
院

(現
国
務
院
)
と
中
共
中
央
が
そ
れ
ぞ
れ

一
九
五
〇
年
と

そ
の
翌
年
に
馨
布
し
た

｢徴
集
革
命
文
物
耕
法
｣
と

｢薫
史
資
料
収
集
に
関
す
る
通
知
｣
は
､
後
者
の
活
動
方
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま

た
､
長
ら
-
上
海
で
秘
密
裏
に
保
管
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る

｢中
央
文
庫
｣
(圭
に
三
〇
年
代
以
前
の
中
共
の
文
書
集
成
)
の
文
献

一
高
五
千
件
あ

(39
)

ま

-

も

､
一
九
四
九
年
暮
れ
に
は
北
京
に
運
ば
れ
､
こ
こ
に
原
資
料
に
基
づ
い
て
公
式
の
薫
史
を
編
纂
､
刊
行
す
る
候
件
が
整

っ
た
｡
そ
も
そ

も
､
中
共
に
限
ら
ず
､
共
産
薫
に
と
っ
て
の
文
書
の
蓄
積
と
保
管
は
､
や
が
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
正
し
い
歴
史
の
歩
み
を
澄
明
す
る
た
め

の
資
料
の
保
全
に
は
か
な
ら
な
い
｡
埋
秋
白
が

一
九
三

一
年
に
起
草
し
た
中
共
の

｢文
件
廃
置
耕
法
｣
は
､
厳
重
保
管
さ
れ
る
薫
内
資
料
が

(40
)

｢将
来

(我
ら
が
天
下
)
の
薫
史
委
員
合
に
引
き
渡
｣
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
が
､
こ
れ
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
の
文
書
と
歴
史
の
関
係

を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
い
ま
や
そ
れ
ら
薫
の
文
書
は
､
つ
い
に

｢我
ら
が
天
下
｣
と
な
っ
た
中
共
に
引
き
渡
さ
れ
た
の

- 82-
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で
あ
る
｡

一
九
五

一
年
の
建
薫
三
十
周
年
に
あ
わ
せ
て
刊
行
さ
れ
た
胡
喬
木

『中
囲
共
産
薫
的
三
十
年
』
は
､
そ
う
し
た
候
件
の
も
と
で
刊
行
さ
れ
た

薫
史
著
作
の
筆
頭
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
胡
喬
木
と
い
う
個
人
名
で
執
筆
さ
れ
て
は
い
る
が
､
そ
れ
が
限
り
な
-
薫
の
公
式
見
解
に
等
し

い
と
い
う
こ
と
は
､
胡
の
昔
時
の
職
位

(中
共
中
央
宣
侍
部
副
部
長
)､
お
よ
び
､
そ
れ
が
刊
行
に
先
だ
っ
て
中
共
中
央
の
機
関
紙

『人
民
日
報
』

を
は
じ
め
と
す
る
各
種
刊
行
物
に

一
斉
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
糞
の
歩
み
を
振
-
返
る
上
で
､
胡
喬

木

(あ
る
い
は
中
共
中
央
宣
博
部
)
は
そ
れ
ま
で
不
確
か
な
記
述
の
多
か
っ
た
薫
の
初
期
大
倉
に
つ
い
て
､
何
ら
か
の
確
定
的
記
述
を
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
｡
と
-
わ
け
､
多
-
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
が
確
薯
な
第

一
回
大
倉
に
つ
い
て
､
細
心
の
注
意
が
梯
わ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

(
41)

た
だ
し
､
こ
の
時
鮎
で
は
中
共

一
大
の
諸
文
献
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
､
ほ
と
ん
ど
が
回
想
録
頼
み

､

ま
た
二
大
に
つ
い
て
も
､
｢
五
月

か
､
七
月
か
｣
､
｢上
海
か
､
杭
州
西
湖
か
｣
は
未
決
着
の
状
態
で
､
頼
み
の

｢中
央
文
庫
｣
に
も
､
二
大
の
合
期
と
場
所
を
確
定
す
る
文
書
は

な
か
っ
た
｡
か
-
て
､
胡
喬
木
は
､
第

一
回
大
倉
の
問
題
鮎
で
あ
っ
た
代
表
の
人
数
に
つ
い
て
は
､
代
表
の
一
人
で
あ
っ
た
李
達
の
経
歴
申
告

(
42)

書

と
そ
の
琴
l一百
を
も
と
に
､
『人
民
日
報
』
掲
載
の
前
日
に
､
直
々
に
毛
揮
東
に
再
確
認
を
行
い
､
｢十
二
人
で
あ
る
｣
と
い
う
批
示
を
得
て
い

(43)
た
｡一

方
､
二
大
の
問
題
鮎
に
つ
い
て
は
､
『中
囲
共
産
薫
的
三
十
年
』
(以
下
､
適
宜

『三
十
年
』
と
略
稀
)
は

｢
一
九
二
二
年
五
月
に
糞
は
杭
州

西
湖
で
第
二
回
代
表
大
倉
を
召
集
し
た
｣
と
述
べ
て
い
た
｡
こ
れ
は
､
胡
喬
木
ら
が
､
合
期
に
つ
い
て
は
二
〇
年
代
の

『政
治
主
張
』
版

｢
二

大
宣
言
｣
の
不
自
然
な
期
日
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
､

一
方
で
場
所
に
つ
い
て
は
､
前
述
の

『中
囲
現
代
革
命
運
動
史
』
の
記
述
に
従

っ
た
こ
と

を
物
語

っ
て
い
る
｡
賓
は
､
胡
喬
木
ら
が
中
共

一
大
の
史
書
を
確
定
す
る
さ
い
に
参
照
し
た
李
達
の
経
歴
申
告
書
は
､
二
大
に
か
ん
し
て
は

｢八
月
に
､
第
二
回
全
図
薫
代
表
大
倉
が
上
海
で
挙
行
さ
れ
た
｣
と
述
べ
て
い
た
の
だ
が
､
こ
ち
ら
は
合
期
に
か
ん
し
て
も
､
場
所
に
か
ん
し

て
も
､
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
て
､
い
っ
た
ん
は
公
式
薫
史
に
お
い
て
結
論
が
出
た
か
に
見
え
た
二
大
の
合
期
と

場
所
で
あ
っ
た
が
､
こ
の
説
は
わ
ず
か
三
年
後
に
胡
喬
木
自
ら
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､

一
九
五
四
年
刊
行
の
同
書

- 83-
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再
版
は
､
こ
の
部
分
の
記
述
を

｢七
月
に
薫
は
上
海
で
｣
に
改
め
た
の
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
に
類
似
し
た
奨
化
は
､
『三
十
年
』
の
前
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
う

一
つ
の
代
表
的
革
命
史
著
作
で
あ
る
胡
華

『中
国
新
民
主
主
義
革
命

史

嘉
稿4品＼J ＼-

(45
)

』
に
も
起
こ
っ
た
｡

一
九
五
〇
年
三
月
の

『中
国
新
民
主
主
義
革
命
史

(初
稿
)』
で
は
､
｢七
月
｣
｢杭
州
西
湖
｣
で
あ
っ
た
も
の

■■

が
､
同
年
九
月
の
修
訂
本

(北
京
第
四
版
)
以
降
で
は
､
｢七
月
｣
｢上
海
｣
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

最
も
権
威
あ
る
こ
れ
ら
薫
史
著
作
の
改
訂
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
は
何
だ
っ
た
か
｡
そ
の
内
幕
を
推
測
さ
せ
て
-
れ
る
の
が
､
雑
誌

『学

習
』
(
一
九
五
二
年
第
六
期
)
に
掲
載
さ
れ
た
装
桐

｢中
囲
共
産
薫
第

一
次
全
図
代
表
大
倉
到
第
五
次
全
図
代
表
大
倉
簡
況
｣
と
､
中
共
中
央
宣

博
部
所
属
の
王
異
が

l
九
五
三
年
に
内
部
刊
行
物
に
馨
表
し
た

｢中
国
共
産
薫
第
二
回
全
図
代
表
大
倉
の
合
期
と
合
虻
の
問
題
に
つ
い
て
｣
で

(46
)

あ
る
｡
中
共
二
大
に
か
ん
し
て

｢七
月
｣
｢上
海
｣
説
を
と
る
装
論
文
は
､
『三
十
年
』
の
出
版
後
に
書
か
れ
た
､
最
初
の
中
共
初
期
大
倉
に
つ

(47
)

い
て
の
専
論
で
あ
-
､
馨
表
媒
膿

(中
共
中
央
宣
停
部
の
刊
行
物
)
と
著
者

(中
共
の
歴
史
文
書
管
理
の
第
一
人
者
)
か
ら
判
断
し
て
､
『三
十
年
』

の
修
正
を
線
告
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
｡

一
方
､
王
論
文
は
そ
の
修
正
が
如
何
な
る
根
接
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
な
の
か
を
､
上
司
の
胡

喬
木
に
代
わ
っ
て
薫
内
の
一
部
専
門
家
に
内
密
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
王
論
文
は
､
『政
治
主
張
』
版

｢
二
大
宣
言
｣
の
日
附

(五
月
)

が
明
ら
か
に
不
自
然
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
､
前
述
の

『中
国
現
代
革
命
運
動
史
』
と
李
達
の
回
想

(大
倉
は
七
､
八
月
で
､
暑
か
っ
た
)

を
根
按
に
し
て
､
｢七
月
に
開
催
さ
れ
た
と
い
う
説
が
比
較
的
確
か
で
あ
る
｣
と
述
べ
､
ま
た
場
所
に
つ
い
て
は
､
ス
ノ
ー
の

『中
園
の
赤
い

星
』
､
お
よ
び
李
達
ら
の
回
想
を
根
按
に
し
て

｢合
虻
は
上
海
で
あ
る
と
い
う
説
が
比
較
的
確
か
で
あ
る
｣
と
結
論
し
て
い
た
｡

一
大
と
違
っ

て
､
こ
の
二
大
に
は
毛
揮
東
や
董
必
武
と
い
っ
た
薫
の
現
首
脳
が
出
席
し
て
お
ら
ず
､
胡
喬
木
が
出
席
者
数
を
毛
に
直
接
に
確
認
す
る
と
い
う

(
48)

一
大
の
手
法
が
使
え
な
か
っ
た
た
め
､
主
に
は
李
達
の
回
想
に
よ
っ
て
二
大
の
問
題
鮎
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る

｡

だ
が
､
王
論
文
が
引
-
李
達
の
回
想

(｢七
､
八
月
に
開
催
さ
れ
た
｣)
は
､
微
妙
な
鮎
で
､
胡
喬
木
が

『三
十
年
』
初
版
執
筆
の
さ
い
に
参
照

し
た
は
ず
の
李
達
の
経
歴
申
告
書

(｢八
月
に
挙
行
さ
れ
た
｣)
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
｡
賓
は
､
李
達
は

一
大
､

二
大
と
い
う
薫
の
初
期
大
倉
の
開
催
責
任
者
の
う
ち
､
人
民
共
和
国
に
残

っ
た
唯

一
の
人
物
と
し
て
､

一
九
四
九
年
の
再
入
賞
申
請
以
降
､
繰

- 84-
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-
返
し
初
期
薫
大
倉
の
状
況
に
か
ん
す
る
問
い
合
わ
せ
を
受
け
て
い
た
｡
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
が
ま
と
め
た
も
の
を
含
め
て
､
お
び
た
だ
し
い
数

の
回
想
文
が
残

っ
て
い
る
｡
『三
十
年
』
の
出
版
前
後
で
言
え
ば
､
上
述
の
経
歴
申
告
書
の
ほ
か
に
､
は
っ
き
-
と
確
認
で
き
る
も
の
だ
け
で

(
49)

も
､

一
九
五

一
年
に
二
篇
､
五
二
､
三
年
に

一
篇
､
五
四
年
に

一
篇
､
五
五
年
に

一
篇
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
間
､
中
共

一
大
に
か
ん

す
る
李
達
の
記
憶
に
揺
る
ぎ
は
な
か
っ
た
も
の
の
､
二
大
の
曾
期
に
つ
い
て
の
か
れ
の
記
憶
は
､
極
め
て
あ
や
ふ
や
だ
っ
た
｡
時
系
列
に
沿

っ

て
言
え
ば
､

一
九
四
九
年
に
は

｢八
月
｣
と
述
べ
て
い
た
も
の
が
､

一
九
五
二
､
三
年
に
は

｢七
､
八
月
｣
に
な
-
､

一
九
五
五
年
に
は

｢七

(
50)

月
｣
に
､
そ
し
て

一
九
五
九
年
に
は

｢六
月
下
旬
｣

へ
と
奨
化
を
-
-
返
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
記
憶
の
揺
れ
が
物
語

っ
て
い
る
も
の
は
た
だ

一
つ
､
そ
れ
は
､
ほ
ぼ
唯

一
の
普
事
者
と
し
て
､
繰
-
返
し
同
じ
問
い
を
浴
び
せ
ら
れ
た
李
達
に
と
っ
て
､
三
十
年
前
の
出
来
事
の
場
所

(上

海
に
あ
っ
た
自
ら
の
寓
居
)
は
と
も
か
-
､
そ
れ
が
何
月
だ
っ
た
か
な
ど
､
到
底
思
い
出
せ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

た
だ
し
､
李
達
に
と
っ
て
合
期
の
記
憶
が
揺
れ
動
-
と
い
う
こ
と
と
､
公
式
の
薫
史
に
お
い
て
合
期
が
揺
れ
動
-
と
い
う
こ
と
の
重
み
は
､

ま
る
で
異
な
る
｡
李
達
の
あ
る
時
鮎
で
の
記
憶
に
基
づ
い
て
､
七
月
開
催
説
に
傾
い
た
中
共
中
央
宣
停
部
で
は
あ
っ
た
が
､
修
正
さ
れ
た
合
期

の
公
表
に
は

一
定
の
手
順
が
踏
ま
れ
た
｡
す
な
わ
ち
､
内
部
刊
行
物
で
七
月
説
を
採
る
と
述
べ
た
王
異
は
､
そ
の
後

一
九
五
三
年

一
〇
月
に
刊

行
し
た
公
開
馨
行
の
自
著
で
は
､
な
お

『三
十
年
』
初
版
を
尊
重
し
て

｢
一
九
二
二
年
五
月
の
第
二
回
大
倉
｣
と
表
記
し
､
『三
十
年
』
の
改

(
51)

訂
版

(
一
九
五
四
年
)
が

｢七
月
上
海
｣
に
改
め
た
の
を
待

っ
て
､
自
著
の
方
も
修
訂
版
の
際
に
､
よ
う
や
-

｢七
月
｣
に
襲
え
た
の
だ
っ
た

｡

こ
う
し
た
経
緯
は
､
ご
-

一
部
の
普
事
者
以
外
に
は
､
ま
っ
た
-
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
中
囲
園
内
で
す
ら
そ
う
な
の
だ
か
ら
､
い

わ
ん
や
園
外
の
中
共
薫
史
研
究
者
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
｡
前
述
の
市
古
氏
は

｢胡
喬
木
が
五
月
杭
州
と
い
う
の
を
七
月
上
海
に
改
め
た

の
は
､
何
等
か
確
た
る
謹
按
が
出
て
来
た
に
相
違
な
い
｣
と
述
べ
た
が
､
賓
は
そ
の

｢確
た
る
澄
掠
｣
と
は
､
賓
は
十
年
以
上
も
前
か
ら
知
ら

れ
て
お
り
､
そ
れ
自
腰
は
根
按
を
示
さ
な
い

『中
囲
現
代
革
命
連
動
史
』
と
､
た
ま
た
ま
そ
れ
に
符
合
し
た
李
達
の
回
想
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
｡
す
で
に
述
べ
た
と
お
-
､
中
園
で
中
共
二
大
の
合
期
が
最
終
的
に
確
定
す
る
の
は
､
『三
十
年
』
修
訂
本
の
刊
行
か
ら
五
､
六
年
の

後
､
上
海
で

『中
囲
共
産
薫
第
二
次
全
囲
大
倉
決
議
案
』
と
い
う

一
九
二
二
年
常
時
の
文
書
が
尊
兄
さ
れ
､
そ
の
中
に
大
倉
の
合
期
を
記
し
た
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規
約

(中
囲
共
産
真
幸
程
)
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
こ
れ
と
は
別
に
尊
兄

･
確

認
さ
れ
た
中
共

一
大
の
文
書
が
､
革
命
博
物
館

へ
の
展
示
の
前
に
し
て
､
田
家
英

(毛
揮
束
の
秘
書
)
に
よ

っ
て
公
表
に
待

っ
た
を
か
け
ら
れ

(
52)

た
よ
う
に
､
中
共
二
大
の
文
書
も

一
九
八
〇
年
代
初
め
ま
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
､
そ
れ
ら
が
公
表
さ
れ
る
や
､
大
倉
合

期
の
問
題
は
は
そ
れ
で
決
着
済
み
と
い
う
扱
い
に
な
-
､
以
前
の
定
説
化

へ
の
不
透
明
な
過
程
は
､
そ
れ
が
賓
は
ブ
ラ
ッ
ク

･
ボ
ッ
ク
ス
だ

っ

た
こ
と
も
含
め
て
､
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
｡

■■

三

中
共
二
大
の
代
表
名
簿

タ
ブ
-

一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
の
改
革

･
開
放
政
策
は
､
そ
れ
ま
で
多
-
の

｢禁
直

｣
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
い
た
薫
史
研
究
に
春
を
も
た
ら

し
た
｡
文
革
の
時
期
に
編
纂
が
中
断
し
て
い
た
資
料
集
は
､
最
初
は
内
部
馨
行
と
い
う
手
探
り
の
形
で
徐
々
に
､
そ
し
て
間
も
な
-
奔
流
の
よ

う
に
頼
々
と
刊
行
さ
れ
だ
し
た
｡
中
共
二
大
に
つ
い
て
言
え
ば
､
『中
国
共
産
薫
第
二
次
全
図
大
倉
決
議
案
』
所
収
の
二
大
文
献
が
八
〇
年
代

半
ば
に
は
公
刊
さ
れ
､
多
-
の
人
が
そ
れ
を
簡
単
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
中
共
二
大
の
合
期
や
場
所
の
確
定
に
至
る
粁
徐
曲
折
の
歩
み

な
ど
は
､
も
は
や
違
い
目
の
出
来
事
と
し
て
､
話
題
に
す
ら
上
ら
な
-
な

っ
た
わ
け
だ
が
､
そ
れ
は
薫
史
研
究
の
立
場
か
ら
す
る
中
共
二
大
の

事
薯
解
明
が
終
わ

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
｡
薫
史
上
の
董
期
と
な
る
大
倉
を
絶
え
ず
記
念
し
､
顕
彰

(あ
る
い
は
槍
澄
)

し
積
け
る
と
い
う
薫
史
研
究
が
免
れ
が
た
-
負

っ
て
い
る
政
治
性
ゆ
え
に
､
期
日
や
場
所
が
わ
か
っ
た
ら
､
次
は
大
倉
代
表
者
の
数
､
さ
ら
に

は
そ
の
顔
ぶ
れ
如
何
と
い
う
課
題
が
次
々
に
現
れ
､
薫
史
は
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
い
え
ば
､
中
共

二
大
の
代
表
者
数
と
そ
の
顔
ぶ
れ
は
､
今
日
に
い
た
っ
て
も
薫
史
研
究
の
課
題
で
あ
-
緯
け
て
い
る
｡

中
共
二
大
の
合
期
や
場
所
す
ら
判
然
と
し
な
か
っ
た

一
九
四
九
年
以
前
に
は
､
大
倉
代
表
の
数
や
そ
の
顔
ぶ
れ
な
ど
は
､
さ
し
て
大
き
な
問

題
で
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
は
中
共

一
大
の
代
表
数
や
そ
の
名
簿
が
比
較
的
早
-
か
ら
議
論
の
封
象
と
な
っ
て
い
た
の
と
は
､
大
き
-
異
な

っ
て

い
る
｡
た
だ
し
､
意
外
な
こ
と
に
､
中
共
二
大
の
参
加
者
や
そ
の
顔
ぶ
れ
は
､
早
-
も

一
九
二
八
年
に
公
式
の
場
で
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
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た
｡

一
九
二
八
年
六
､
七
月
に
モ
ス
ク
ワ
郊
外
の
ベ
ル
ヴ
オ
マ
イ
ス
コ
イ
エ
で
開
催
さ
れ
た
中
共
第
六
回
大
倉
の
さ
い
で
あ
る
｡
中
共
第
六
回

大
倉
は
､
失
敗
に
終
わ

っ
た
大
革
命
と
そ
の
前
後
の
中
共
の
路
線
を
総
括
し
､
来
る
べ
き
新
情
勢
で
の
活
動
方
針
を
討
議
す
る
た
め
に
､
ブ

ハ
ー
リ
ン
ら
ソ
連
首
脳
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
開
催
さ
れ
た
も
の
で
､
大
倉
の
蓮
薯
は
ソ
連
共
産
薫
の
そ
れ
に
範
を
と
-
､
極
め
て
厳
格
に
行

わ
れ
た
｡
こ
の
大
倉
の
さ
い
に
､
薫
の
組
織
面
で
の
歴
史
を
振
-
近
-
､
公
式
の
統
計
を
作
成
す
る
目
的
で
､
中
共
の
歴
次
大
倉
の
代
表
者
数

と
そ
の
名
簿
､
そ
し
て
そ
の
常
時
の
薫
員
数
に
か
ん
す
る
統
計
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

(
53)

現
在
､
六
大
の
さ
い
に
作
成
さ
れ
た
統
計
表
自
膿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
､
そ
れ
を
抜
粋
し
た
も
の
が
､
趨
朴

｢中
国
共
産
某
組
織
史

資
料
｣
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
､
六
大
時
の
統
計
表
で
は
､
中
共
二
大
常
時
の
薫
員
数
は

一
二
三
人
､
大
倉
代
表

は
十
二
人
､
そ
の
顔
ぶ
れ
は
､
｢陳
猫
秀
､
張
囲
素
､
察
和
森
､
講
平
山
､
李
震
滅
､
楊
明
密
､
施
存
続
､
李
達
､
毛
揮
東
､
許
白
臭
､
羅
章

(

54

)

龍
､
王
益
美
｣
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る

｡

こ
れ
と
同
様
の
統
計
は
､
中
共
二
大
だ
け
で
な
-
､
六
大
以
前
の
す
べ
て
の
大
倉
に
か

ん
し
て
も
作
成
さ
れ
て
い
る
｡
察
す
る
に
､
六
大
向
け
の
文
書
と
し
て
､
そ
う
し
た
統
計
の
作
成
が
提
起
さ
れ
､
常
時
モ
ス
ク
ワ
に
あ

っ
た
六

(
55)

大
の
代
表
た
ち
が
､
そ
れ
ぞ
れ
の
関
わ
っ
た
大
倉
に
つ
い
て
､
共
同
で
名
簿
や
薫
員
数
な
ど
を
回
想
し
あ

っ
て
ま
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
｡

中
共

六
大
で
は
､
大
倉
十
三
日
目

(六
月
三
〇
日
)
に
周
恩
来
が
組
織
間
題
に
か
ん
す
る
報
告
を
行

っ
て
お
-
､
統
計
表
は
､
そ
れ
へ
の
準
備
と
し

て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
｡
た
だ
し
､
こ
の
統
計
表
は
､
各
大
倉
時
の
全
薫
員
数
が
そ
れ
ぞ
れ
の
大
倉
時
に
報
告
さ
れ
た
数
字

(圭
に
は

一
九
四
九
年
以
降
に
尊
兄
さ
れ
た
文
書
で
確
認
で
き
る
も
の
)
と
食
い
違

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
何
ら
か
の
記
録
に
基
づ
い
て

(
56
)

作
成
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
-
､
畢
寛
は
集
圏
回
想
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い

｡

二
大
の
代
表
者
に
つ
い
て
は
､
こ
う
し
た

｢統
計
｣
は
あ

っ
た
も
の
の
､
そ
れ
が

一
九
四
九
年
以
前
の
中
共
薫
史
著
作
に
利
用
さ
れ
る
こ
と

は
な
か

っ
た
｡
元
来
が
不
確
か
な
数
字
と
名
簿
だ

っ
た
か
ら
､
普
然
の
仕
儀
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
ミ
フ

『英
勇
奮
闘
的
十
五
年
』

(
一
九
三
六
年
刊
)
や
前
述
の

『中
囲
現
代
革
命
運
動
史
』
な
ど
､
三
〇
年
代
に
中
共
関
係
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
著
作
は
､
中
共
二
大
に

か
ん
し
て
､
代
表
二
十
人
､
糞
員
百
人
前
後
と
述
べ
､
六
大
時
の
統
計
と
は
別
の
数
字
を
挙
げ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
代
表
二
十
人
､
薫
貞
百
人

- 87-
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前
後
と
い
う
そ
の
記
述
も
､
何
ら
か
の
確
か
な
記
録
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
し
､
ま
た
そ
れ
が
不
確
か
で
あ
る
と
し
て
問
題
視
さ

(
57)

れ
た
形
跡
も
な
い

｡

中
共
二
大
の
出
席
者
や
そ
の
人
数

(お
よ
び
昔
時
の
薫
員
数
)
が
薫
史
著
作
の
中
に
具
膿
的
に
盛
-
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
､
や
は
-
人
民
共
和
国
成
立
以
後
で
あ
る
｡

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
､
人
民
共
和
国
成
立
後

の
薫
史
の
記
述
を
規
定
し
た
の
は
､
胡
喬
木
の

『中
国
共
産
薫
的
三
十
年
』
と
胡
華
の

『中
国
新
民
主
主
義
革
命
史

(初
稿
)』
で
あ

っ
た
｡
こ
の
う
ち
､
『三
十
年
』
に
は
､
初
版
､
再
版
を
通
じ
て
､
二
大
の
出
席
者
数
や
そ
の
名

簿
､
あ
る
い
は
常
時
の
薫
員
数
な
ど
は
記
述
さ
れ
な
か

っ
た
｡
他
方
､
『三
十
年
』
よ
-
も
詳
し
い

『中
囲
新
民
主
主
義
革
命
史

(初
稿
)』

(以
下
､
適
宜

『革
命
史
』
と
略
稀
)
に
は
､
そ
れ
ら
に
か
ん
す
る
情
報
が
盛
ら
れ
る
だ
け
で
な
-
､
そ
れ
ら
情
報
は
版
を
重
ね
る
た
び
に
改
訂

さ
れ
て
い
っ
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
版
を
比
較
す
る
と
､
時
々
の
改
訂
が
如
何
な
る
根
接
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
｡
『革
命
史
』
は
､

一
九
五

〇
年
三
月
に
初
版
が
出
て
以
来
､
同
年
九
月
の
北
京
第
四
版
､
五

一
年

一
〇
月
の
北
京
第
八
版
､
五
二
年

二

一

(58
)

月
の
北
京
第
十

一
版
で
そ
れ
ぞ
れ
か
な
-
の
修
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
､
二
大
の
出
席
者
な
ど
の
項
目
が
大
き
-
奨
化
し
た
の
は
､
北
京
第

十

一
版

(｢後
記
｣
の
執
筆
は
一
九
五
二
年
八
月
二
五
日
)
の
時
で
､
そ
れ
ま
で
の

｢代
表
二
十
人
､
薫
貞
百
人
前
後
｣
が
､
｢代
表
は
部
中
夏
､
察

和
森
､
向
警
予
ら
十
二
人
､
薫
貞

一
二
三
人
｣

へ
と
大
き
-
奨
わ

っ
て
い
る
｡
ど
う
や
ら
､
そ
れ
ま
で
は
､
代
表
二
十
人
､
薫
員
百
人
前
後
と

い
う

『英
勇
奮
闘
的
十
五
年
』
や

『中
国
現
代
革
命
連
動
史
』
の
説
が
そ
の
ま
ま
援
用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
､
第
十

一
版
の
時
鮎
で
､
代
表
十

二
人
､
薫
員
数
を

二

一三
人
と
特
定
で
き
る
よ
う
な
新
資
料
が
見

つ
か
り
､
さ
ら
に
､
代
表
の
中
に
部
中
夏
､
察
和
森
､
向
警
予
が
い
た
と
い

う
資
料
な
-
､
譜
二一一一口な
-
が
得
ら
れ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡

ま
ず
､
｢代
表
十
二
人
､
薫
貞

一
二
三
人
｣
と

い
う
具
腰
的
な
数
字
だ
が
､
こ
れ
が
前
述
の
六
大
時
に
作
成
さ
れ
た
統
計
表

(｢中
共
歴
次
大

倉
代
表
和
薫
員
数
量
増
加
及
共
成
扮
比
例
表
｣)
の
数
字
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
六
大
の
議
事
細
則
に
よ
れ
ば
､
大
倉

の

各
種
文
書
は
､
秘
書
庭
が
三
部
抄
本
を
作
-
､
一
部
は
コ
ミ
ン
テ

ル
ン
に
､

一
部
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
駐
在
中
共
代
表
国
に
送
ら
れ
､
そ
し
て
も

(59)

う

一
部
は
中
共
中
央
自
身
が
保
管
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
｡

そ

し
て
､

三
〇
年
代
以
前
の
薫

の
原
文
書

の
集
成

で
あ
る

｢中
央
文
庫
｣
が
､

- 88-
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前
述
の
よ
う
に
､

一
九
四
九
年
暮
れ
に
は
上
海
か
ら
北
京
に
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
､
そ
う
し
た
原
文
書
の
整
理
が

一
九
五

二
年
ま
で
に
よ
う
や
-
済
み
､
そ
の
中
か
ら
尊
兄
さ
れ
た
六
大
時
の
統
計
表
に
よ
っ
て
､
｢代
表
十
二
人
､
薫
貞

〓

l三
人
｣
と
い
う
数
字
が

一
九
五
二
年
の

『革
命
史
』
第
十

一
版
か
ら
盛
り
込
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一
方
､
｢部
中
夏
､
察
和
森
､
向
警
予
ら
｣
と
い
う
具
腰
的
な
代
表
者
名
は
､
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
｡
十

一
版
以
降
に
採
用
さ
れ
た

六
大
時
の
統
計
表

(二
大
代
表
名
簿
)
に
は
､
十
二
人
と
い
う
数
字
は
あ

っ
た
も
の
の
､
部
中
夏
と
向
警
予
の
名
は
な
か
っ
た
｡
に
も
か
か
わ

ら
ず
､
胡
華
が
察
和
森
と
と
も
に
､
あ
え
て
部
と
向
の
名
を
挙
げ
た
の
は
､
こ
こ
で
も
李
達
の
琴
l一百
を
採
用
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

一

大
､
二
大
の
代
表
だ
っ
た
李
が
､

一
九
四
九
年
以
降
､
薫
の
初
期
の
大
倉
､
活
動
に
つ
い
て
､
繰
-
返
し
琴
l一百
を
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
が
､
そ
の
か
れ
は

一
九
五
〇
年
代
初
め
の
回
想
の
中
で
､
ま
さ
に

｢部
中
夏
､
察
和
森
､
向
警
予
ら
｣
の
名
前
に
言
及
し
て
お

(60
)

-
､
そ
の
際
､
そ
う
し
た
二
大
関
連
の
情
報
は

｢す
で
に
胡
喬
木
に
話
し
て
あ
る
｣
と
自
ら
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
部
と
向
の
名
が
突
然
に

現
れ
た
理
由
は
､
こ
の
李
達
琴
l一百
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ま
い
｡
す
な
わ
ち
､
十

l
版
の
時
鮎
で
は
､
六
大
時
に
作
成
さ
れ
た
統
計
表
の
数
字
の

方
は
採
用
さ
れ
た
も
の
の
､
二
大
代
表
の
名
簿
に
つ
い
て
は
､
信
悪
性
薄
L
と
判
断
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

こ
う
し
て
中
園
に
お
い
て
は
､
そ
の
後
の
政
治
的
な
動
乱
に
伴
う
薫
史
研
究
の
逼
塞
と
い
う
事
情
も
あ
り
､
二
大
の
代
表
は
部
中
夏
､
察
和

森
､
向
警
予
ら
十
二
人
､
昔
時
の
薫
員

二

一三
人
と
い
う
説
は
､
積
極
的
に
肯
定
も
否
定
も
さ
れ
ぬ
ま
ま
､
四
半
世
紀
以
上
の
時
が
流
れ
る
こ

と
に
な
る
｡
こ
の
間
､
北
米
に
閑
居
し
て
い
た
か
つ
て
の
大
幹
部
､
張
囲
素
が
回
想
録
を
馨
表
し
､
二
大
の
代
表
名
簿
に
か
ん
し
て
､
正
式
代

表
九
人

(陳
猫
秀
､
張
囲
秦
､
李
達
､
察
和
森
､
高
尚
徳

〔高
君
宇
〕､
包
恵
倍
､
施
存
続
､
上
海
代
表

〔氏
名
未
詳
〕､
杭
州
代
表

〔氏
名
未
詳
〕)
と
張
太

(
61)

雷
､
向
警
予
ら
の
非
正
規
代
表

(列
席
者
)
の
名
前
を
挙
げ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
あ

っ
た

｡

た
だ
､
そ
れ
と
て
常
時
の
薫
員
数
を

二

一三
人
と

し
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
､
結
局
は
胡
華
の

『革
命
史
』
(第
十
一
版
以
降
)
な
ど
を
参
照
し
っ
つ
､
そ
の
不
足
を
自
ら
の
記
憶
で
補

(
62)

っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た

｡

さ
て
､
改
革

･
開
放
期
に
お
け
る
薫
史
研
究
復
活
の
蜂
火
と
な
っ
た
の
が
､
中
共

一
大
に
か
ん
す
る
邪
推
正
の
考
澄
論
文

(
一
九
八
〇
年
)
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で
あ

っ
た
こ
と
は
比
較
的
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
が
､
中
共
二
大
の
考
誼
に
つ
い
て
も
､
こ
の
時
期
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
､
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時

(
63)

期
に
馨
表
さ
れ
た
邪
推
正
と
徐
世
華
の
共
著
論
文
で
あ
る

｡

た
だ
し
､
こ
の
論
文
は
中
共
二
大
の
代
表
名
簿
に
つ
い
て
は
､
何
ら
の
注
樺
も
つ

け
る
こ
と
な
く
､
十
二
人
の
名
前

(陳
猫
秀
､
李
達
､
張
囲
素
､
察
和
森
､
高
君
字
､
施
存
続
､
項
英
､
王
墓
美
､
部
恩
銘
､
部
中
夏
､
向
警
予
､
張
太

(
64
)

(
65)

雷
)
と
常
時
の
薫
員
数

(
l
九
五
人

)

を
挙
げ
る
の
み
で
あ
-
､
そ
の
細
か
い
考
雷
は
､
翌
年
に
徐
世
華
が
早
漏
で
馨
表
し
た
専
論

に
委
ね
ら

れ
た
｡
で
は
､
徐
世
華
論
文
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
､
六
大
時
に
作
成
さ
れ
た
前
述
の
統
計
表
に
よ
っ
て
代
表
数
を
十
二
人
と
す
る

一
方
で
､
そ
れ
を
-

恐
ら
-
は
張
囲
棄
回
想
を
援
用
し
て
-

九
人
の
正
規
代
表

(陳
猫
秀
､
李
達
､
張
囲
轟
､
察
和
森
､
高
君
字
､
施
存
続
､

項
英
､
王
墓
美
､
部
恩
銘
)
と
三
人
の
列
席
代
表

(部
中
夏
､
向
警
予
､
張
太
雷
)
に
分
け
て
い
る
｡
六
大
時
の
名
簿

(十
二
人
)
と
比
較
す
る
と
､

譜
平
山
､
李
震
滅
､
楊
明
密
､
毛
揮
東
､
許
白
臭
､
羅
章
龍
の
六
人
の
名
前
が
落
と
さ
れ
て
､
代
わ
-
に
高
君
字
､
項
英
､
部
恩
銘
､
部
中
夏
､

向
警
予
､
張
太
雷
の
六
人
が
補
わ
れ
る
格
好
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
､
そ
の
根
接
た
る
や
多
分
に
主
観
的
な
推
定
で
あ
-
､
譜
平
山
､
李
震
滅
､

楊
明
密
､
許
白
臭
､
羅
章
龍
､
部
恩
銘
に
至

っ
て
は
､
賓
は
は
ず
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
､
あ
る
い
は
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

は
何
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
､
向
警
予
に
つ
い
て
は
､
張
囲
秦
の
回
想
を
根
接
に
し
て
い
る
の
だ
が
､
張
の
回
想
が
胡
華

『革
命
史
』

な
ど
に
依
按
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
-
､
さ
か
の
ぼ
れ
ば
､
『革
命
史
』
は
括
れ
動
-
李
達
の
回
想
の
う
ち
の

一
つ
に
依

接
し
て
お
り
､
さ
ら
に
言
え
ば
､
そ
の
李
達
は

｢向
警
予
､
部
中
夏
｣
ら
の
名
前
を
挙
げ
た
数
年
後
に
は
､
｢代
表
は
ハ
ッ
キ
リ
覚
え
て
い
な

(
66)

い

｣

と
い
う
状
態
だ

っ
た
の
に
､
徐
論
文
で
は
こ
う
し
た
事
情
は
全
-
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
根
接
を
伏
せ
た
ま
ま
定
説

の
み
が
提
示
さ
れ
る
中
共
薫
史
の
著
述
懐
質
を
問
う
こ
と
な
-
､
引
用
の
さ
ら
に
引
用
か
ら
な
っ
て
い
る
諸
資
料
を
､
主
観
を
交
え
て

｢比
較

考
澄
｣
し
た
結
果
､
徐
論
文
は
極
め
て
混
乱
し
た
名
簿
を
作
-
出
し
て
し
ま

っ
た
の
だ

っ
た
｡

中
共

一
大
の
場
合
で
あ
れ
ば
､
そ
の
象
徴
的
意
味
の
大
き
さ
か
ら
し
て
も
､
ま
た
回
想
録
の
多
さ
か
ら
し
て
も
､
こ
の
よ
う
な
安
易
な
考
雷

で
は
到
底
す
ま
な
い
は
ず
だ
が
､
不
思
議
な
こ
と
に
､
結
果
的
に
薫
史
上
の
著
名
人
を
多
-
含
ん
だ
徐
論
文
の
二
大
代
表
名
簿
は
､
何
ら
の
反

論
を
呼
ぶ
こ
と
も
な
-
､
普
及
し
て
し
ま

っ
た
｡

一
九
八
〇
年
代
か
ら
九

〇
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た

｢新
時
期
｣
革
命
史

･
薫
史
著
作
は
､
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暖
味
な
典
接
表
示
の
ま
ま
-

徐
論
文
に
は
言
及
す
る
こ
と
な
-
-

徐
論
文
の
結
論
し
た
十
二
人
の
代
表
者
名
を
､
お
お
む
ね
そ
の
ま
ま
採

用
し
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
『中
国
新
民
主
主
義
革
命
史

偉
大
的
開
端
』
(
一
九
八
三
年
)､
『中
囲
共
産
薫
歴
史
』
上
巻

(
一
九
九

一
年
)､

『中
囲
共
産
薫
上
海
史
』
(
一
九
九
九
年
)
な
ど
が
､
明
示
こ
そ
し
な
い
も
の
の
､
徐
論
文
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る
｡

た
だ
し
､
そ
の
後
の
著
作
が
す
べ
て
徐
論
文
の
そ
れ
に
蹄

一
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
中
共
の
組
織
史
沿
革
表
の
代
表
で
あ
る

『中
国
共
産
某

組
織
史
資
料
桑
編
』
(
一
九
八
三
年
)
で
は
､
徐
論
文
と
六
大
時
の
名
簿
を
混
ぜ
た
よ
う
な
名
簿
が
掲
げ
ら
れ
､
代
表
十
二
人

(陳
猫
秀
､
張
囲
轟
､

李
達
､
察
和
森
､
部
中
夏
､
陳
望
造
､
高
君
字
､
楊
明
密
､
施
存
続
､
項
英
､
王
墓
美
､
李
震
滅
)
の
他
に
､
張
太
雷
､
向
警
予
､
部
培
､
部
恩
銘
､
林

育
南
ら
の
列
席
者
が
い
た
と
さ
れ
､
同
書
の
槍
訂
本

(
一
九
九
五
年
)
で
は
､
譜
平
山
を
代
表
に
お
ぎ
な
い
､
楊
明
密
を
列
席
者
に
回
す
奨
更

が
な
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
ら
の
根
接
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
､
結
局
の
と
こ
ろ
､
何
に
基
づ
い
て
名
簿
が
作
成
さ
れ
た
の
か
は

不
明
で
あ
る
｡
唯

一
､
こ
れ
ま
で
の
名
簿
に
は
全
-
な
か
っ
た
陳
望
道
の
名
が
唐
突
に
挙
が
っ
て
い
る
の
は
､
恐
ら
-
､

一
九
八
〇
年
代
以
降

に
明
ら
か
に
な
っ
た
察
和
森

｢中
囲
共
産
薫
史
的
馨
展

(提
綱
)
｣
(
一
九
二
六
年
)
が
､
二
大
前
後
に
薫
の

｢銭
の
規
律
｣
に
反
封
し
た
者
と

(
67)

し
て
､
陳
望
道
の
名
を
挙
げ
た

こ
と
が
反
映
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
｡
か
-
て
､
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に

か
け
て
刊
行
さ
れ
た
中
共
薫
史
人
物
の
博
記
に
お
い
て
は
､
例
え
ば
向
警
予
の
博
記
を
見
れ
ば
彼
女
の
二
大
出
席
に
か
ん
す
る
記
述
が
あ
-
､

譜
平
山
の
侍
記
を
見
れ
ば
か
れ
の
二
大
出
席
に
か
ん
す
る
記
述
が
あ
-
､
ま
た
部
中
夏
の
博
記
を
見
れ
ば
-
-
と
い
っ
た
混
乱
が
馨
生
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
｡
こ
う
し
た
記
述
の
プ
レ
は
､
二
つ
の
こ
と
を
我
々
に
教
え
て
-
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
二
大
の
代
表
者
問
題
は
容
易
に

は
解
決
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
､
そ
し
て
中
共
薫
貝
に
お
い
て
は
､
重
要
な
薫
大
倉

へ
の
出
席
は
薫
歴
に
お
け
る
不
可
鉄
の
顕
彰

事
項
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

さ
て
､
か
-
の
如
-
に
困
難
な
二
大
の
代
表
確
定
問
題
は
､
現
在
､
い
か
な
る
決
着
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
中
共
の
歴
次
薫
大
倉
､
お

よ
び
某
組
織
に
か
ん
す
る
現
在
の
公
式
記
録
と
公
式
薫
史
は
､

一
九
九
〇
年
代
末
以
来
､
｢陳
猫
秀
､
張
囲
素
､
李
達
､
楊
明
密
､
羅
章
龍
､

(68
)

王
墓
美
､
許
自
夫
､
察
和
森
､
講
平
山
､
李
震
滅
､
施
存
続
な
ど
十
二
名

(
一
人
は
姓
名
未
詳
)
｣
と
い
う
統

一
見
解
を
提
示
し
て
い
る
｡
こ
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の
う
ち
､
『中
囲
共
産
某
組
織
史
資
料
』
は
そ
の
根
按
と
し
て
､
中
共
六
大

｢中
共
歴
次
大
倉
代
表
和
糞
員
数
量
槍
加
及
共
成
伶
比
例
表
｣
と

英
文
の

｢わ
が
薫
の
組
織
問
題
に
つ
い
て

(補
充
報
告
)
｣
(
一
九
二
二
年

一
二
月
九
日
)
を
挙
げ
て
い
る
｡
前
者
に
つ
い
て
は
改
め
て
説
明
す
る

ま
で
も
あ
る
ま
い
｡

一
方
､
後
者
は
未
公
刊
資
料
の
如
-
見
え
る
が
､
賓
は
内
容
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
､
大
倉
代
表
を

｢七
つ
の

(69
)

地
底
か
ら
各

一
人
｣
の

｢七
人
｣
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
こ
れ
に
は
代
表
の
氏
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
つ
ま
-
､
後
者
の
資
料
は
､

資
料
名
こ
そ
挙
が
っ
て
い
る
が
､
代
表
者
名
の
特
定
に
は
何
ら
関
係
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
現
在
の
公
式
見
解
は
､
先
に

掲
げ
た
六
大
時
の
名
簿
を
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
､
そ
の
名
簿
に
あ

っ
た
毛
揮
東
だ
け
を
除
外
し
た
も
の
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

毛
を
除
外
し
た
の
は
､
か
れ
自
身
が
ス
ノ
ー
と
の
倉
見
の
中
で
中
共
二
大
に
解
れ
､
｢私
も
参
加
す
る
つ
も
-
で
し
た
｡
と
こ
ろ
が
､
開
催
さ

(
70)

れ
る
場
所
の
名
前
を
私
は
忘
れ
て
し
ま
い
､
同
志
た
ち
の
誰
を
も
探
し
だ
せ
ず
､
出
席
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
｣

と
述
べ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い

｡
こ
う
し
て
巡
り
め
ぐ

っ
た
あ
げ
-
に
､
二
大
代
表
の
資
料
的
根
接
は
､
六
大
の
代
表
た
ち
の
集
圏
回
想
に
基
づ
-
名
簿
に
立
ち
戻

っ
た
わ
け

だ
が
､
そ
の
名
簿
に
は
毛
揮
束

l
人
を
と
っ
て
み
て
も
､
こ
の
よ
う
な
不
整
合
が
あ
る
以
上
､
毛
の
他
に
そ
の
よ
う
な
例
が
な
い
と
い
う
保
澄

(
71)

は
ど
こ
に
も
な
い

｡

か
-
し
て
､
現
在
の
中
共
薫
史
に
お
け
る
史
書
な
る
も
の
は
､
も
と
づ
-
資
料
の
正
確
さ
如
何
と
い
う
よ
-
も
､
む
し
ろ

資
料
の
権
威
性
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
｡
そ
の
意
味
で
い
え
ば
､
二
大
に
か
ん
す
る
資
料
の
う
ち
で
､
最
も
権
威
が
あ

る
の
は
-

か
り
に
そ
れ
が
あ
や
ふ
や
な
回
想
の
集
合
腰
で
あ

っ
た
と
し
て
も
-

中
共
六
大
と
い
う
薫
大
倉
の
関
連
文
書
な
の
で
あ
る
｡

で
は
､
こ
う
し
た
事
情
で
決
定
さ
れ
た
二
大
の
代
表
者
に
つ
い
て
､
最
新
の
研
究
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立

っ
て
い
る
の
か
｡
本
稿
冒
頭
で

(72
)

も
述
べ
た
よ
う
に
､
二
〇
〇
二
年
に
馨
表
さ
れ
た
王
志
明
論
文
は
こ
こ
二
十
年
の
問
に
こ
の
方
面
に
か
ん
し
て
書
か
れ
た
ほ
ぼ
唯

一
の
専
論
だ

が
､
同
論
文
は
三
種
の
説

(張
囲
棄
説
､
徐
世
華
説
､
『中
国
共
産
某
組
織
史
資
料
』
説
)
が
あ
る
と
説
明
し
た
上
で
､
『中
囲
共
産
某
組
織
史
資
料
』

説
に
輿
す
る
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
の
根
接
は
､
そ
れ
が
最
新
の
説
で
あ
-
､
依
接
す
る
資
料

(中
共
六
大
時
の
名
簿
と
英
文

｢わ
が
薫
の
組
織
間
題

に
つ
い
て

(補
充
報
告
)｣
)
が
最
も
信
頼
に
足
る
か
ら
で
あ
-
､
そ
し
て
何
よ
り
薫
が
公
式
に
表
明
し
た
見
解
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
｡
早
い
話

- 92-

■■

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潔

し
亜

2004
･
6
Pg
薄

｣

_

｢

■■

が
､
王
論
文
は
､
張
囲
棄
説
に
せ
よ
､
徐
世
華
説
に
せ
よ
､
あ
る
い
は

『中
国
共
産
某
組
織
史
資
料
』
説
に
せ
よ
､
そ
れ
ぞ
れ
が
依
接
し
た
資

料
の
生
成
事
情
を
よ
-
知
ら
ぬ
ま
ま
､
そ
れ
ぞ
れ
の
長
短
を
論
じ
､
最
終
的
に
は
最
も
権
威
あ
る
説
に
附
和
雷
同
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
｡

諸
文
献
の
中
で
最
も
権
威
性
の
高
い
資
料
に
依
按
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
定
説
､
そ
の
因

っ
て
来
た
る
事
由
を
知
ろ
う
と
も
し
な
い
ま
ま
､
定

説
と
い
う
名
の
権
威
に
附
和
し
て
再
生
産
さ
れ
る
研
究
論
文
､
そ
し
て
そ
う
し
た
過
程
を
積
み
重
ね
る
ご
と
に
省
略
､
秘
匿
さ
れ
て
い
-
資
料

的
根
掠
｡
本
稿
が
中
共
二
大
の
研
究
史
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
う
し
た
薫
史
研
究
の
歩
み
か
ら
す
る
な
ら
ば
､
王
論
文
は
糞
史
研
究

の
あ
る
形
態
-

思
考
の
自
尊
的
停
止
-

を
､
良
-
も
悪
し
-
も
全
面
的
に
引
き
継
ぐ
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

歴
史
に
は
確
定
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
薫
大
倉
で
も
､
ほ
か
の
歴
史
の

一
コ
マ
で
も
奨
わ
-
は
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
薫
大

倉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
そ
れ
を
細
部
ま
で
あ
き
ら
か
に
せ
ず
に
は
済
ま
さ
れ
ぬ
薫
史
の
あ
り
よ
う
､
そ
こ
か
ら
は
現
今
の
共
産
薫
像
を
も

っ
て

往
時
の
中
共
に
あ
て
は
め
た
-
､
権
威
に
よ
っ
て
歴
史
草
書
を
屈
服
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
見
え
て
も
､
毛
揮
東
が
大
倉
の
場
所
を
忘
れ
て

し
ま

っ
た
か
ら
出
席
で
き
な
か

っ
た
と
言
い
放

っ
た
歴
史
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
汲
み
と
れ
ま
い
｡
中
共
二
大
の
代
表
の
顔
ぶ
れ
に
関
し
て
は
､
そ

れ
は
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
は
ず
だ
と
多
-
の
人
が
思
い
､
そ
し
て
幾
人
か
の
専
門
家
は
明
ら
か
に
で
き
る
は
ず
だ
と
思

っ
て
い
る
｡
し
か
し

(
73)

な
が
ら
､
ど
ん
な
に
頑
張

っ
て
も
､
現
在
の
と
こ
ろ
､
大
倉
に
は
七
人
ほ
ど
の
代
表
が
出
席
し
た
ら
し
い
､

そ
し
て
そ
の
代
表
の
中
に
は
､
自

ら
大
倉
の
模
様
を
振
-
返

っ
た
陳
猫
秀
､
張
囲
素
､
察
和
森
､
李
達
ら
ほ
ほ
ほ
間
違
い
な
-
い
た
よ
う
で
あ
る
､
と
し
か
言
え
な
い
の
で
あ
る
｡

第
二
回
大
倉
常
時
の
中
共
は
､
大
倉
代
表
者
の
名
簿
に
相
普
す
る
文
書
を
残
さ
な
か
っ
た
､
あ
る
い
は
名
簿
な
ど
な
-
て
も
薫
の
運
営
に
は
何

ら
の
支
障
も
な
か
っ
た
｡
賓
は
こ
う
し
た
事
賓
こ
そ
が
､

一
見
そ
れ
ら
し
い
大
倉
代
表
者
名
簿
よ
-
も
､
常
時
の
薫
の
姿
を
は
る
か
に
よ
-
咲

し
出
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
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註(
1
)

察
和
森

｢中
国
共
産
薫
史
的
馨
展

(提
綱
)｣

書
)
(
『察
和
森
的
十
二
篇
文
章
』
人
民
出
版
社
､

一
頁
､
中
央
棺
案
館
編

『中
共
薫
史
報
告
選
編
』

(
一
九
二
六
年
の
文

一
九
八
〇
年
､
三

中
共
中
央
薫
校
出

■■

版
赦
､

一
九
八
二
年
､
三
五
頁
)
｡

(
2
)

中
共
中
央
薫
史
研
究
室

『中
国
共
産
薫
歴
史
』
第

一
巻
､
中
共
薫

史
出
版
社
､
二
〇
〇
二
年
､

一
〇
〇
-
一
〇
二
頁
｡

(
3
)

王
志
明

｢開
於
出
席
中
共

｢二
大
｣
的
代
表
名
草
問
題
的
探
討
｣

(中
共

一
大
合
祉
紀
念
館

･
上
海
革
命
歴
史
博
物
館
葦
備
庭
共
編

『上
海
革
命
史
資
料
輿
研
究
』
第
二
輯
､
上
海
三
聯
書
店
､
二
〇
〇

二
年
)
｡

(
4
)

徐
世
華

｢閲
於
中
共

｢二
大
｣
代
表
和
中
央
委
員
名
草
的
考
謹
｣

(
『歴
史
研
究
』

一
九
八

一
年
第
二
期
)
｡
中
国
園
外
で
は
､
こ
れ
に

先
だ
つ
中
共
二
大
の
文
献
考
謹
､
大
倉
考
葦
と
し
て
､
C
.
M
ar
tin

W
ilbu
r
(e
d
.)
Y
T
h
e
C
o
m
m
u
nist
M
ovem
en
t
in
C
hin
aJ
A
n
E
ssay

u
)r
itte
n
in
]92
4
by
C
h
'en
K
u
ng
･p
o
,
N
e
w

Y

o

rkV
1960
(r
ev.

)966)の
解
説
部
分
､
お
よ
び
､
藤
田
正
典

｢中
国
共
産
薫
の
初
期

全
図
代
表
大
倉
関
係
文
書
に
つ
い
て
｣
(
『東
洋
学
報
』
四
五
巻
三
競
､

一
九
六
二
年
)
と
い
う
研
究
が
あ
る
｡
た
だ
し
'
中
囲
園
内
に
お
け

る
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
､
昔
時
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
園
外
に
停
わ
ら

な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
た
め
､
常
然
な
が
ら
こ
れ
ら
研
究
に

お
い
て
は
､
中
国
に
お
け
る
定
説
の
生
成
に
つ
い
て
は
､
ブ
ラ
ッ

ク

･
ボ
ッ
ク
ス
の
ま
ま
で
あ
っ
た
｡

(
5
)

中
共

一
大
自
鰹
を
取
-
巻
-
言
説
の
分
析
に
つ
い
て
は
､
拙
著

『中
国
共
産
薫
成
立
史
』
(岩
波
書
店
､
二
〇
〇
一
年
)
二
七
五
-

二
八
六
頁
参
照
｡

(
6
)

｢中
国
共
産
真
野
於
時
局
的
主
張

(
一
九
二
二
年
六
月

一
五
日
)｣

(中
央
棺
案
館
編

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
第

一
冊
､

一
九
八
九
年
､

三
三
-
四
六
頁
)
｡
な
お
､
回
想
資
料
で
は
あ
る
が
､
張
囲
素
に
よ

れ
ば
､
上
海
の
中
共
中
央
で
こ
の
文
書
が
決
定
さ
れ
た
の
は
六
月

一

〇
日
で
､
そ
の
後
た
だ
ち
に
張
が
北
京
に
そ
れ
を
持

っ
て
い
っ
た
と

い
う

(張
囲
棄

『我
的
回
憶
』
第

一
肘
､
明
報
月
刊
出
版
社
､

一
九

七

一
年
､
二
三
四
-
二
三
五
頁
)
｡

(
7
)

前
掲

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
第

一
冊
､
四
九
頁
｡

(
8
)

中
央
棺
案
館

･
贋
束
省
棺
案
館
編

『廉
東
革
命
歴
史
文
件
桑
集
』

甲

一
､
贋
東
人
民
出
版
社
'

一
九
八
七
年
､
九
-
一
〇
頁
｡

(
9
)

『蘇
聯
陰
謀
文
謹
桑
編
』
(京
師
警
察
廉
､

l
九
二
八
年
)
｢中
国

共
産
糞
類
｣
所
収
の

｢中
囲
共
産
薫
簡
明
歴
史
｣
(お
よ
び
そ
れ
と

同
系
列

の

S
.
N
.
N
aum
ov
,
A
B

ri
ef
H
istory
o
f
th
e
C
hin
e
se

C
o
m
m
unist
P
arty
,
in
:
C
.
M
.
W

il
bur
an
d
J.
L

.
H
ow
,
M
is･

sion
aries
of
R
evo
lu
tion
J
S
oviet
A
d
uisers
and
N
a
tion
alis
t

C
hi･

na,
]920･
]
9
2
7
,

C
a
mbridge
Y
M
ass.,

)9
89
〔
原
文
は
K
aJta･IeB

[C
.
H
.
H
ay
M
O
B
],
K
p
aTK
邑

o
･Ie
P
K
H
CTOP
H
H
K
H
T
aa
CK
O
か

K
OM
M
yH
H
CTH
･IeCK
O
幹
(IaP
TH
H
,
K
a
fim
O
fi,
)927
,
N
o.
)

]
)
'
米

夫

(
ミ
フ
)
『英
勇
奮
闘
的
十
五
年
』
(
一
九
三
六
年
刊
､
『米
夫
開

於
中
国
革
命
言
論
』
人
民
出
版
社
､

一
九
八
六
年
､
四
七
六
頁
)､

張
聞
天
編
著

『中
囲
現
代
革
命
運
動
史
』
(
一
九
三
八
年
版
の
覆
刻
､

中
国
人
民
大
学
出
版
社
､

一
九
八
七
年
､

一
八
三
-

一
八
八
頁
-

同
書
は
､
｢中
国
現
代
史
研
究
委
員
合
編
｣
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も

- 94-
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の
だ
が
､
賓
際
に
著
述
､
編
纂
に
昔
た
っ
た
の
は
､
張
聞
天
で
あ
る

と
い
う

〔
同
書
所
収
の
莫
文
騨

｢
『中
囲
現
代
革
命
運
動
史
』
的
実

作
経
過
｣
参
照
〕
)
な
ど
｡

(
10
)

費
雲
束

･
播
合
走
編
著

『中
共
文
書
棺
案
工
作
簡
史
』
(棺
案
出

版
社
､

一
九
八
七
年
)
に
は
､
中
共
の
文
書
保
管
部
門
で
あ

っ
た

｢中
央
文
庫
｣
が

一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
作
成
し
た
と
い
う
文
書
目

録
の

一
部
が
掲
載
さ
れ
て
お
-

(五
三
頁
)
､
こ
の
中
に
二
大
の
四

つ
の
決
議
案
の
名
が
見
え
る
｡
た
だ
し
､
こ
れ
ら
決
議
案
は
'
中
共

が
四
〇
年
代
初
め
に
編
纂
し
た

『六
大
以
前
』
な
ど
に
収
録
さ
れ
る

こ
と
は
な
-
､
中
共
が
原
文
書
自
憶
を
保
管
し
て
い
た
か
否
か
は
､

判
然
と
し
な
い
｡

(
11
)

｢政
治
決
議
案
､
組
織
決
議
案
､
婦
女
連
動
決
議
案
､
お
よ
び
第

二
次
全
図
代
表
大
倉
宣
言
な
ど
の
四
つ
の
文
書
が
通
過
し
た
｣
と
い

う
形
で
具
憶
的
に
言
及
し
た
最
初
の
例
は
､
装
桐

｢中
国
共
産
薫
第

一
次
全
図
代
表
大
倉
到
第
五
次
全
図
代
表
大
倉
簡
況
｣
(
『学
習
』

一

九
五
二
年
第
六
期

〔九
月
〕
)
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
ち
な

み
に
､
著
者
の
装
桐
は
､
延
安
時
代
か
ら
中
共
中
央
秘
書
庭
材
料
科

科
長
な
ど
勤
め
た
中
共
文
書
管
理
部
門
の
第

一
人
者
で
あ
り
､
人
民

共
和
国
で
は
､
ソ
連
か
ら
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
駐
在
中
共
代
表
国
ア
ル

ヒ
ー
フ

(中
共
駐
共
産
国
際
代
表
国
棺
案
)
返
還
作
業
に
責
務
責
任

者
と
し
て
携
わ
-
､
そ
の
後
'
中
央
棺
案
館
副
館
長
な
ど
を
つ
と
め

た
｡

(
12
)

中
央
棺
案
館
が

一
九
五
六
年
に
編
纂
を
開
始
し
た
全

一
三
七
巻
か

ら
な
る
大
型
の
糞
史
文
献
集
の
こ
と

(装
桐

｢我
従
事
樟
案
工
作
的

腰
骨
｣
『中
央
樟
案
館
叢
刊
』

一
九
八
六
年
第
二
期
､
王
明
哲

｢近

十
年
中
央
棺
案
館
編
輯
出
版
棺
案
史
料
的
情
況
｣
『薫
的
文
献
』

一

九
八
九
年
第
五
期
)
｡
の
ち
の

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
(内
部
馨
行

版
､
十
四
冊
)､
『中
共
中
央
文
件
選
集
』
(公
開
登
行
版
､
十
八
冊
)

の
基
礎
と
な
っ
た
｡

(
13
)

蘇
暁

｢中
国
共
産
糞
早
期
歴
史
棺
案
保
存
及
公
布
情
況
概
述
｣

(
『北
京
薫
史
研
究
』

一
九
九
七
年
第
五
期
)
の
引
-
王
漁

(中
共

中
央
薫
校
数
研
部
教
授
で
'
昔
時
の
革
命
資
料
収
集
連
動
の
責
任

者
)
の
寧
一一一口｡
な
お
'

l
九
五
〇
年
代
末
と
言
え
ば
､
ソ
連
か
ら
中

国
に
返
還
さ
れ
た
中
共
駐
共
産
国
際
代
表
圏
棺
案
の
調
査
と
重
要
文

献
の
翻
講
が
な
さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
そ

の
中
に
は
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
中
共

一
大
の
文

書
が
含
ま
れ
て
お
-
､
中
央
櫓
案
館
は
そ
れ
ら
を

『薫
史
資
料
嚢

報
』
と
い
う
内
部
資
料
に
掲
載
す
る

一
方
､

一
大
の
出
席
者
で
あ
っ

た
董
必
武
に
そ
の
文
書
の
鑑
定
を
依
頼
し
て
い
た

(李
玲

｢｢中
国

共
産
薫
第

一
個
綱
領
｣
俄
文
本
的
東
涯
和
初
歩
考
謹
｣
『薫
史
研
究
』

一
九
八
〇
年
第
三
期
)
｡
中
共
駐
共
産
囲
際
代
表
国
棺
案
に
､
二
大

の
決
議
案

(露
語
版
)
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
､
後
述
の
よ

う
に
聞
達
い
な
い
か
ら
､
中
国
で
は
こ
の
時
期
に
内
外
か
ら
二
大
の

決
議
案
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

(
14

)

w

ilbur
(ed
.)､
T
h
e
C
om
m
u
n
ist
M
ovem
en
t
in
C
hin
a
J
A
n

E
ssay
wr
i

tten
in
]924
by

C
h
'e
n
K
u
ng
･p
o
,
N
e
w
Y

o
r
k
〉

)

960

(
r
e

v.)966).

(
15
)

葉
永
烈

『紅
色
的
起
鮎
』
上
海
人
民
出
版
社
､

一
九
九

一
年
､
二

七
-
二
八
頁
｡
な
お
､
葉
に
よ
れ
ば
､
ウ
イ
ル
バ
ー
の
本
が
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
き

っ
か
け
は
､
中
国
革
命
博
物
館
員
が

『東
洋
学

- 95-
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報
』
に
掲
載
さ
れ
た
前
掲
藤
田
論
文
を
目
に
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
う
｡

(
16
)

ロ
シ
ア
国
立
融
合

･
政
治
史
ア
ル
ヒ
ー
フ

(R
G
A
S
P
-)
所
蔵
資

料
-

以
下
､
｢
ア
ル
ヒ
ー
フ
｣
と
略
稲

-

0
.514,oil.)
,
A
.3
3
,

Jt
.
T

4
)
.
た
だ
し
､
中
共
二
大
関
係
の
文
書
を
収
め
る
こ
の
文
書
綴

-
に
は
､
｢二
大
宣
言
｣
は
含
ま
れ
て
い
な
い
｡

(
17
)

中
央
棺
案
館
編

『中
共
薫
史
報
告
選
編
』
(中
共
中
央
薫
校
出
版

社
､

一
九
八
二
年
)
で
公
表
さ
れ
た
の
ち
､
『埋
秋
白
文
集

(政
治

理
論
編
)』
第
六
巻

(人
民
出
版
社
､

一
九
九
六
年
)
八
七
四
-
九

二
四
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
筆
者
が

｢
ア
ル
ヒ
ー
フ
｣
で
行

っ
た

調
査
に
よ
れ
ば
､
｢中
国
共
産
薫
歴
史
概
論
｣
に
引
用
さ
れ
て
い
る

資
料
の
ほ
と
ん
ど
が
､
｢
ア
ル
ヒ
ー
フ
｣
(奮
時
の

｢
マ
ル
ク
ス
･

レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
中
央
薫
ア
ル
ヒ
ー
フ
｣
)
所
蔵
の
中
国
共
産

薫
関
係
フ
ァ
イ
ル

(0
.514,
o
il.
)
)

に
含
ま
れ
て
い
た
｡

l
九
四

九
年
以
前
に
､
い
わ
ゆ
る
モ
ス
ク
ワ

･
ア
ル
ヒ
ー
フ
を
用
い
て
な
さ

れ
た
中
共
薫
史
研
究
は
こ
れ
が
ほ
ぼ
唯

一
の
も
の
で
あ
る
｡

(
18
)

｢陳
猫
秀
在
中
囲
共
産
糞
第
三
次
全
図
代
表
大
倉
上
的
報
告
｣

(前
掲

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
第

一
脚
'

一
六
七
頁
)
｡

(
19
)

『中
共
中
央
文
件
選
集
』
は
､
そ
れ
ら
小
冊
子
版
を
よ
-
正
確
な

原
文
書
と
判
断
し
て
､
『轡
導
』
掲
載
版
で
は
な
-
､
そ
れ
ぞ
れ

『中
国
共
産
薫
第
三
次
全
図
大
倉
決
議
案
及
宣
言
』
『中
国
共
産
薫

第
四
次
全
図
大
倉
議
決
案
及
宣
言
』
を
底
本
と
し
て
い
る

(第

一
冊
､

一
六
五
-

一
六
六
､
三
九
〇
-
三
九
五
頁
)
｡
な
お
､

一
部
の
革
命

文
物
囲
録
に
は
､
『中
国
共
産
薫
宣
言
』
と
い
う
表
紙
の
印
刷
物

(中
身
は

｢二
大
宣
言
｣
)
が
収
録
さ
れ
て
い
る

(
『薫
史
研
究
』

一

九
八
〇
年
第
五
期
表
紙
裏
､
中
囲
革
命
博
物
館
編

『中
囲
共
産
糞
七

十
年
囲
集
』
上
脚
､
上
海
人
民
出
版
社
､

一
九
九

一
年
､

二

一四

頁
)
が
､
こ
れ
は

一
九
二
二
年
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う

で
あ
る
｡

(
20
)

こ
れ
に
よ
っ
て
､
同
選
集
の
依
接
し
た
底
本
な
る
も
の
が
､
『政

治
主
張
』
の
再
版
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
｡
前
述
の
よ
う
に
､
『政

治
主
張
』
は

一
九
二
六
年
に
初
版
と
再
版
が
出
て
い
る
が
､
初
版
の

本
編
で
は
､
第
二
回
大
倉
の
日
附
は
､
｢
一
九
二
二
年
七
月
｣
と
な

っ
て
お
-
､
再
版
よ
-
そ
の
日
附
が

｢
一
九
二
二
年
五
月
｣
に
改
め

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡

(
21
)

前
掲
藤
田

｢中
国
共
産
薫
の
初
期
全
図
代
表
大
倉
関
係
文
書
に
つ

い
て
｣
､
お
よ
び
市
古
宙
三

｢
『中
国
共
産
薫
五
年
乗
之
政
治
主
張
』

に
つ
い
て
｣
(
『近
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
嚢
報
』
第
五
鋸
､

l
九
六

四
年
)
｡

(
22
)

一
九
二
六
年
の
中
共
､
国
民
薫
に
は
､
こ
の
ほ
か
に
も
政
治
情
勢

へ
の
封
麿
に
起
因
す
る
文
書
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
作
成
､
改
訂
が
数
多

-
確
認
で
き
る
｡
狭
間
直
樹

｢〟三
大
政
策
″

と
黄
輔
軍
校
｣
(
『東

洋
史
研
究
』
四
六
巻
二
鋸
'

一
九
八
七
年
九
月
)
､
同

｢｢中
国
囲
民

薫
第

一
次
全
図
代
表
大
倉
宣
言
｣
に
つ
い
て
の
考
察
｣
(狭
間
直
樹

編

『中
囲
国
民
革
命
の
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
､

一
九

九
二
年
)､
北
村
稔

『第

一
次
国
共
合
作
の
研
究
』
(岩
波
書
店
､

一

九
九
八
年
)

一
〇
六
-

一
〇
八
頁
､
等
参
照
｡

(
23
)

英
文
タ
イ
ト
ル
は

｢T
h
e
M
anife
sto
of
th
e
C
om
m
unist
P

arty

of
C
hin
a
ado
p
ted
in
Ju
ly
t922
by
the
S
econ
d
C
o

n
gres
s｣
で
あ

る
｡
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
'
こ
の
タ
イ
-
ル
中
の
日
附
が
翻
講
の
も
と
に
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な
っ
た
原
文
書
に
あ
っ
た
も
の
か
､
陳
公
博
が
書
き
加
え
た

(陳
は

論
文
本
編
で
は
､
大
倉
は
七
月
に
開
催
さ
れ
た
と
記
述
)
も
の
か
は
､

不
明

で
あ
る
と
述

べ
て
い
る

(W
ilb
ur,
op
.
cit.
[rev
.
)966],

p

.35
)

.

(
24
)

『轡
導
』
第

一
六
三
期

(
一
九
二
六
年
七
月

一
四
日
)
の
廉
告

｢中
囲
共
産
薫
五
年
来
之
政
治
主
張
出
版
｣
｡
ま
た
､
同
じ
-
第

一

五
二
期
の

｢本
報
啓
事
｣
に
よ
れ
ば
､
『政
治
主
張
』
は

『響
導
』

の
定
期
購
讃
者
に
封
し
て
同
迭
さ
れ
て
い
た
｡
同
書
が
相
首
に
贋
-

行
き
渡

っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
｡

(
25
)

前
掲

『埋
秋
自
文
集

(政
治
理
論
編
)』
第
六
巻
､
八
八
五
頁
｡

(
SS
)

M
a
H
H
O

ecT
B

TOPOr
O
B

ce･K
H
T
a
B
c
K
O
r
O

K
O
H
r
PeCCa
(M
a酔

)922
r

oJ(a)〔第
二
次
全
中
国
大
倉
の
宣
言

一
九
二
二
年
五
月
〕

(｢
ア
ル
ヒ
ー
フ
｣
0
.5
)

4
,
o
il.),
苧
3

4
,
Jt.T
t
5
)
｡

(
27
)

一
九
二
二
年
に
馨
表
さ
れ
た

｢時
局
に
封
す
る
主
張
｣
に
は
､
普

初

｢第

一
次
｣
と
い
う
文
言
は
つ
い
て
い
な
か
っ
た
｡
中
共
が
そ
の

後
に
､
第
二
次
､
第
三
次
の
時
局
に
封
す
る
主
張
を
出
し
､
そ
れ
ら

を

一
九
二
六
年
に
ま
と
め
る
段
に
な

っ
て
､

一
九
二
二
年
の

｢主

張
｣
に

｢第

一
次
｣
の
文
字
を
冠
し
た
の
で
あ
る
｡

(
28
)

｢ヴ
オ
イ
テ
ン
ス
キ
ー
よ
-
中
共
中
央
あ
て
の
書
簡
｣

(B
K
ZZ
(6),
K
o
.w
uTim
ePfiu
H
a14uOfiaJibfiO
･P
e60JlfOqu
OfifiOe

H

euX
efiue
a
K
u
m
ae
I
H
o
Ky
JW
eum
bL,
T
.)
.
(]920
･]925),

M
ocKBa,)994,CTP.tt
T
tt4
.
漢
詩

中
共
中
央
薫
史
研
究
室
第

一
研
究
部
編
詳

『聯
共

(布
)
､
共
産
圏
際
輿
中
囲
囲
民
革
命
連
動

(
一
九
二
〇
-
一
九
二
五
)』
北
京
囲
書
館
出
版
社
､

一
九
九
七
年
､

一
一
七
-

一
二
〇
頁
)
｡
こ
の
書
簡
に
は
日
附
が
な
い
が
､
資
料
集

の
編
者
は

一
九
二
二
年
八
月
と
推
定
し
て
い
る
｡
ま
た
､
こ
の
書
簡

が

｢諸
君
ら
に
よ
っ
て
鷺
せ
ら
れ
た
宣
言
と
園
内
の
民
主
人
士
へ
の

呼
び
か
け
｣
と
し
て
言
及
し
て
い
る
も

の
の
う
ち
､
｢宣
言
｣

(M
aH
H
d)ecT
)
に
か
ん
し
て
､
編
者
は
そ
れ
を

｢中
囲
共
産
薫
の

時
局
に
封
す
る
主
張
｣
を
指
す
と
し
て
い
る

(｢園
内
の
民
主
人
士

へ
の
呼
び
か
け
｣
に
つ
い
て
は
注
鐸
な
し
)
が
､
こ
れ
は
正
し
-
な

い
｡
｢国
内
の
民
主
人
士

へ
の
呼
び
か
け
｣
こ
そ
が

｢時
局
に
封
す

る
主
張
｣
で
あ
-
､
｢宣
言
｣
と
は

｢
二
大
宣
言
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡

(g3)
F
.
B
o

賢

HHCKHa,
B
opZ,6a
Ha
ZOre
K
H
T
a5(,
ZZ
Paeba.同
様

の
態
度
は
､

一
九
二
二
年
七
月
二
七
､
二
八
日
の

『プ
ラ
ウ
ダ
』
に

掲
載
さ
れ
た
マ
イ
ス
キ
ー
の
論
評

｢中
国
と
中
国
の
闘
争
｣
で
も
表

明
さ
れ
て
い
た
｡

(30
)
前
掲
カ
ラ
チ
ェ
フ

｢中
国
共
産
薫
小
史
｣
(註

(
9
)
参
照
)
｡

(
31
)

譜
平
山
が

｢源
襟
｣
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で

『努
力
週
報
』
第

一
六
鋸

(
l
九
二
二
年
八
月
二
〇
日
)
に
馨
表
し
た

｢記
孫
陳
之
争
｣
(陳

桐
明
に
や
や
屑
入
れ
す
る
論
評
)
は
､
こ
の
時
期
の
中
共
の
封
歴
の

一
端
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
｢源
襟
｣
が
譜
平
山
の
ペ
ン
ネ
ー
ム

で
あ
る
こ
と
は
､
胡
適
の
日
記

(八
月

一
六
日
)
に
明
ら
か
で
あ
る

(曹
伯
言
整
理

『胡
適
日
記
全
編
』
第
三
巻
､
安
徽
教
育
出
版
社
'

二
〇
〇
一
年
､
七
六
二
頁
)
｡
な
お
､
中
共
中
央
が
､
陳
胴
明
に
屑

入
れ
す
る
贋
束
の
薫
員
を
は
つ
き
-
と
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
､

一
〇
月
以
降
で
あ
る

(｢図
人
雁
首
共
乗
的
陳
桐
明
｣
『暫
導
』
第
八

期
､

一
一
月
二
日
､
｢轡
導
週
報
輿
珠
江
評
論
｣
同
第

一
〇
期
､

一

一
月

一
五
日
､
｢香
港
通
信

陳
桐
明
輿
轡
導
週
報
｣
同
第

二

期
､

一
一
月
二
二
日
)
｡
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(
32
)

中
共
は

一
九
二

一
年

一
一
月
の
時
鮎
で
､
次
の
大
倉
を
次
年
七
月

に
開
催
す
る
線
走
で
あ
る
旨
､
地
方
の
組
織
に
博
え
て
い
た

(｢中

国
共
産
糞
中
央
局
通
告

(
一
九
二

一
年

一
一
月
)｣
『中
共
中
央
文
件

選
集
』
第

一
脚
'
二
六
頁
)
｡
な
お
､
中
共
二
大
は
､
常
初
､
社
食

主
義
青
年
圏
の
大
倉
に
引
き
頼
い
て
虞
州
で
開
催
さ
れ
る
線
走
だ
っ

た
が
､
陳
桐
明
の
振
乱
の
影
響
で
上
海
に
奨
更
さ
れ
た
と
い
う
説
が

あ
る

(牛
崇
輝

･
王
家
進

『高
君
宇
停
』
中
共
薫
史
出
版
社
､

一
九

九
九
年
､

二

三
一頁
)
が
､
そ
の
根
按
は
不
明
で
あ
る
｡

(
33
)

二
大
合
虻
の
確
定
の
事
情
に
つ
い
て
は
､
陳
浦
存

｢有
閑
中
共
二

大
合
比
的
門
牌
問
題
｣
(
『上
海
革
命
史
資
料
輿
研
究
』
第
三
韓
､
上

海
古
籍
出
版
社
､
二
〇
〇
三
年
)
参
照
｡

(
34
)

『蘇
聯
陰
謀
文
澄
嚢
編
』
の
文
書
に
は
､
｢駐
華
武
官
あ
て
の
訓

令
｣
の
よ
う
に
､
張
作
霧
政
権
が
反
共
施
策
の
一
環
と
し
て
控
造
し

た
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る

(習
五

一

｢蘇
聯

〟陰
謀
″

文
語

《
致
駐
華
武
官
訓
令
》
排
侶
｣

『歴
史
研
究
』

一
九
八
五
年
第
二
期
､
同

｢査
抄
蘇
聯
大
使
館
内

幕
｣
『北
京
棺
案
史
料
』

一
九
八
六
年
第
二
期
参
照
)
｡
た
だ
し
､
同

書
に
収
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
押
収
文
書
が
侶
造
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
､
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
'
モ
ス
ク
ワ

･
ア
ル
ヒ
ー

フ
で
原
文
に
相
常
す
る
も
の
が
尊
兄
さ
れ
て
い
る

(B
.
H
.
y
coBa)

コ
5(T
Z,
n
OKyM
eH
T
O
M

t
9
2
5
F
.
C
o
B
e
T
C
K
O
酔

P
a
3
B
e
R
K
H

B

K

H
T

ae,

B
ocm
ofC,
200),N
o.3
〔
｢在
華
ソ
ヴ
エ
ト
諜
報
機
関
の
l
九
二
五

年
の
五
つ
の
文
書
｣
『ヴ
オ
ス
ト
ー
ク
』
〕)
｡

(
35
)

註

(
9
)
参
照
｡
な
お
､
こ
の
文
章
は
､

一
九
五
三
年
に
英
詳
版

か
ら
の
漢
詩

(薯
は
相
昔
に
削
除
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
)
が
'
葛
薩

摩
夫
著
､
張
誠
詳

｢中
国
共
産
薫
的
初
期
革
命
活
動
｣
と
し
て

『薫

史
資
料
』
第
七
期

(
二

一月
)
に
掲
載
さ
れ
た
｡
｢葛
薩
摩
夫
｣
な

る
ロ
シ
ア
人
名
が
､
い
い
加
減
な
昔
て
字
だ
っ
た
こ
と
も
手
樽
い
､

こ
の

｢中
国
共
産
薫
的
初
期
革
命
活
動
｣
は
そ
の
後
に
､
原
典
､
出

所
を
明
記
し
な
い
ま
ま
中
国
の
刊
行
物
に
韓
戟
さ
れ
た
た
め
､
あ
た

か
も
神
秘
的
な
新
資
料
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

(
36
)

前
掲
張
聞
天

『中
国
現
代
革
命
運
動
史
』

一
八
四
頁
｡
た
だ
し
､

同
書
は
別
の
箇
所
で
は
､
｢第
二
回
全
図
代
表
大
倉
宣
言
の
馨
表
か

ら
ひ
と
月
鎗
-
後
､
中
国
共
産
薫
は
そ
の

『第

一
次
時
局
に
封
す
る

主
張
』
を
登
表
し
た
｣
(
一
八
七
-

一
八
八
頁
)
と
述
べ
て
､
中
共

二
大
が
五
月
で
あ
る
か
､
も
し
-
は

｢宣
言
｣
が
大
倉
と
は
別
に
出

さ
れ
た
と
謹
め
る
徐
地
を
残
し
て
い
た
｡

(
37
)

司
馬
強

『中
共
的
成
立
輿
初
期
活
動

(中
共
薫
史
墜
文
献
遺
草
第

二
部
)』
香
港

自
聯
出
版
社
､

一
九
七
四
年
､
二
〇
六
頁
｡

(
38
)

前
掲
市
古

｢
『中
国
共
産
薫
五
年
乗
之
政
治
主
張
』
に
つ
い
て
｣｡

(39
)
中
国
共
産
糞
に
お
け
る
文
献
の
管
理
､
お
よ
び

｢中
央
文
庫
｣
の

歴
史
に
つ
い
て
は
､
前
掲

『中
共
文
書
棺
案
工
作
簡
史
』
四
八
-
五

九
'

一
七
五
-
一
七
八
頁
参
照
｡

(40
)
中
央
棺
案
館
編

『中
共
文
書
棺
案
工
作
文
件
選
編

(
一
九
二
三
-

一
九
四
九
)』
棺
案
出
版
社
､

一
九
九

一
年
､
五
〇
頁
｡

(
41
)

中
共

一
大
の
参
加
者
に
か
ん
す
る
定
説
の
奨
蓬
に
つ
い
て
は
､
前

掲
拙
著

『中
国
共
産
薫
成
立
史
』
二
七
五
-
二
八
六
頁
参
照
｡

(
42
)

李
達

(
一
九
二
三
年
ご
ろ
に
離
薫
)
が

一
九
四
九
年
に
北
京
で
再

入
賞
し
ょ
う
と
し
た
際
に
､
中
共
に
提
出
し
た
経
歴
書
で
､
後
に

｢李
連
日
停

(節
線
)｣
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
､
『薫
史
研
究
資
料
』
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(
一
九
八
〇
年
第
八
期
)
に
収
録
さ
れ
た
｡

(
43
)

｢在
胡
喬
木
開
於

『中
囲
共
産
薫
的
三
十
年
』

一
文
中
幾
度
提
法

的
論
示
信
上
的
批
語

(
一
九
五

一
年
六
月
二

一
日
)｣
(
『建
国
以
来

毛
揮
東
文
稿
』
第
二
冊
'
中
央
文
献
出
版
社
､

一
九
八
八
年
'
三
六

七
頁
)
｡

(
44
)

胡
華
は
昔
時
､
中
国
人
民
大
学
の
前
身
で
あ
る
華
北
大
学
政
治
理

論
部
中
共
薫
史
組
組
長
'
い
わ
ば
学
術
面
で
の
薫
史
研
究
の
第

一
人

者
で
あ
-
'
こ
の
著
作
は
中
共
中
央
宣
停
部
の
陸
定

一
､
胡
喬
木
ら

の
審
閲
を
経
て
出
版
さ
れ
た

(胡
華

｢開
於
接
展
中
国
革
命
史
､
中

共
薫
史
的
研
究
領
域
和
教
学
内
容
問
題
｣
『胡
華
文
集
』
中
囲
人
民

大
学
出
版
社
､

一
九
八
八
年
､
戴
知
賢

｢胡
華
｣
『中
共
薫
史
人
物

侍
』
第
六

一
巻
､
中
央
文
献
出
版
社
､

一
九
九
七
年
)
｡

(
45
)

こ
の
説
は
､
中
国
現
代
史
研
究
委
員
合

(張
聞
天
)
編

『中
国
現

代
革
命
運
動
史
』
(
一
九
三
八
年
刊
)
の
説
を
､
そ
の
ま
ま
採
用
し

た
も
の
で
あ
る
｡
胡
華
は
､
『中
国
現
代
革
命
運
動
史
』
の
讃
者
で

あ

っ
た

(前
掲
張
聞
天

『中
囲
現
代
革
命
運
動
史
』
所
収
の
胡
華

｢讃
張
聞
天
編
著
的

『中
国
現
代
革
命
運
動
史
』
｣
)
｡

(
46
)

王
異

｢開
於
中
国
共
産
薫
第
二
次
全
図
代
表
大
倉
的
合
期
合
祉
問

題
｣
(
『薫
史
資
料
』

一
九
五
三
年
第
二
期
)
｡
『薫
史
資
料
』
は
､

一

九
五

一
年
の

｢薫
史
資
料
収
集
に
関
す
る
通
知
｣
に
基
づ
き
'
中
共

中
央
宣
停
部
薫
史
資
料
室
編
纂
の
薫
内
刊
行
物
と
し
て
､

一
九
五
三

年
六
月
に
創
刊

(
一
九
五
二
年
に
不
定
期
刊
と
し
て
試
雛
)
さ
れ
た

月
刊
誌
で
､

一
九
五
五
年
ま
で
全
二
十
期
が
馨
行
さ
れ
た
｡

(
47
)

著
者
の
装
桐
に
つ
い
て
は
､
註

(
n
)
参
照
｡

(
48
)

王
論
文
が
挙
げ
る
根
按
の
う
ち
､
『中
国
現
代
革
命
運
動
史
』
と

『中
園
の
赤
い
星
』
は
､
『三
十
年
』
初
版
以
前
か
ら
そ
の
存
在
が

よ
-
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
『三
十
年
』
初
版
は
そ
れ
ら
の

説
を
あ
え
て
採
ら
ず
に

｢五
月
杭
州
西
湖
｣
と
し
て
い
た
の
だ
か
ら
､

そ
の
訂
正
の
ほ
ぼ
唯

一
の
決
め
手
は
李
達
の
回
想
だ
っ
た
と
言
っ
て

よ
か
ろ
う
｡

(
49

)

五

一
年
の
も
の
は
､
｢中
国
共
産
薫
成
立
時
的
回
憶
｣
(
『薫
史
資

料
』
第

一
韓
､

一
九
五
二
年
､
執
筆
は

一
九
五

一
年
六
月
)'
｢上
海

市
委
劉
暁
あ
て
の
書
簡
｣
(前
掲
陳
活
存

｢有
閑
中
共
二
大
曾
比
的

門
牌
問
題
｣
所
引
)､
五
二
､
三
年
の
も
の
は
､
前
掲
王
異

｢開
於

中
囲
共
産
薫
第
二
次
全
国
代
表
大
倉
的
合
期
倉
並
問
題
｣
の
引
用
す

る
も
の
､
五
四
年
の
も
の
は

｢回
憶
老
漁
陽
里
二
親
和
薫
的

〟
一

大
″
､
〟二
大
″

(

一
九
五
四
年
二
月
二
三
日
)｣
(
『薫
史
資
料
叢
刊
』

一
九
八
〇
年
第

一
輯
)､
五
五
年
の
も
の
は

｢中
国
共
産
薫
的
馨
起

和
第

一
次
､
第
二
次
代
表
大
倉
経
過
的
回
憶

(
一
九
五
五
年
八
月
二

日
)｣
(
『｢二
大
｣
和

｢三
大
｣
-

中
国
共
産
薫
第
二
､
三
次
代
表

大
倉
資
料
選
編
』
中
囲
社
食
科
学
出
版
社
､

一
九
八
五
年
)

｡

(
5
0

)

｢李
達
の
中
央
棺
案
館
あ
て
の
書
簡

(
一
九
五
九
年
九
月
)｣

(
『李
達
文
集
』
第
四
巻
､
人
民
出
版
社
､

一
九
八
八
年
)
｡

(
51
)

劉
立
凱

･
王
異

『
一
九

一
九
至

一
九
二
七
年
的
中
国
工
人
連
動
』

(工
人
出
版
社
､

一
九
五
三
年

一
〇
月
)
三
二
頁
､
同
修
訂
本

(工

人
出
版
社
､

一
九
五
七
年
八
月
)
二
九
頁
｡

(
52
)

前
掲
蘇
暁

｢中
国
共
産
薫
早
期
歴
史
棺
案
保
存
及
公
布
情
況
概

述
｣｡

(
53
)

中
共
中
央
組
織
部

･
中
共
中
央
薫
史
研
究
室

･
中
央
櫓
案
館
編

『中
国
共
産
糞
組
織
史
資
料
』
第

一
巻

(中
共
薫
史
出
版
社
､
二
〇
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〇
〇
年
)
二
〇
頁
な
ど
に
､
典
按
と
し
て
タ
イ
ト
ル
の
み
が
記
さ
れ

て
い
る
中
共
六
大

｢中
共
歴
次
大
倉
代
表
和
薫
員
数
量
増
加
及
共
成

伶
比
例
表
｣
が
そ
れ
に
昔
た
る
｡

(
54
)

趨
朴

｢中
囲
共
産
某
組
織
史
資
料

(
一
)｣
(
『薫
史
研
究
』

一
九

八

一
年
第
二
期
)
､
前
掲
徐
世
華

｢開
於
中
共

｢
二
大
｣
代
表
和
中

央
委
員
名
草
的
考
謹
｣｡

(
55
)

中
共
六
大
の
代
表
で
､
二
大
に
出
席
し
た
可
能
性
が
あ
る
者
と
し

て
は
､
張
囲
素
､
察
和
森
､
羅
章
龍
､
項
英
､
部
中
夏
､
何
叔
衡
ら

が
挙
げ
ら
れ
る
｡

(
56
)

ち
な
み
に
､
六
大
時
の
統
計
表
は
､
中
共

一
大
に
つ
い
て
は
､
代

表
十

一
人
と
し
な
が
ら
'
十
人
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
､

現
在
､

一
大
代
表
と
確
認
さ
れ
て
い
る
何
叔
衡
'
部
恩
銘
､
陳
揮
秋

の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
な
い
｡
ま
た
､

一
部
の
薫
史
著
述
に
散
見
す

る

一
大
常
時
の
全
薫
員
数
五
七
人
と
い
う
数
字
は
､
こ
の
六
大
時
の

統
計
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る

(
一
大
時
の
記
録
で
は
､
五
三
人
)
｡

(
57
)

二
大
の
代
表
者
数
二
十
名
と
い
う
数
字
は
､
恐
ら
-
は
前
述
の
カ

ラ
チ
エ
フ

｢中
国
共
産
薫
小
史
｣
(註

(

9

)

(

35
)
参
照
)
の
説

(二
十
人
徐
り
が
出
席
)
に
出
る
も
の
だ
ろ
う
｡

(
58
)

胡
華

『中
国
新
民
主
主
義
革
命
史

(初
稿
)』
修
訂
本

(
一
九
五

二
年

二

一月
北
京
十

一
版
)
の

｢修
訂
十

一
版
後
記

(
一
九
五
二
年

八
月
二
五
日
)｣｡

(
59
)

李
雲
龍

･
馬
紅

｢六
大
決
議
案
版
本
研
究
｣
(
『薫
的
文
献
』

一
九

八
八
年
第

一
期
)

｡

(6
0

)
前
掲
李
達

｢中
国
共
産
薫
的
馨
起
和
第

一
次
､
第
二
次
代
表
大
倉

経
過
的
回
憶

(
一
九
五
五
年
八
月
二
日
)｣｡

(
61
)

前
掲
張
囲
棄

『我
的
回
憶
』
第

一
肘
､
二
三
七
頁

(ChangK
u
?

t.ao
,
T
h
e
R
ise
of
th
e
C
h
in
ese
C
o
m
m
u

n

is
t

P
a
r
ty
,

th
e
A
u
to･

b

iog
rap
hy
of
C
h
ang
K
u

o
･
t
'

ao
,V
o
1.)
,
La
w

r

ence,
)97),p
.2
4
7
)
｡

(
62
)

張
囲
轟
が
胡
華
の
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
､
五
〇
年
代
初
め
の
中

国
園
内
の
革
命
史
著
作
を
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
は
､
張
自
ら
が
認

め
て
い
る

(C
hang〉op
.
cit.,
p
.70
0
.

n.tt)

(
63

)

郡
推
正

｢中
国
共
産
薫
第

一
次
全
図
代
表
大
倉
召
開
日
期
和
出
席

人
数
的
考
澄
｣
(
『中
囲
融
合
科
学
』

一
九
八
〇
年
第

l
期
)､
邪
推

正

･
徐
世
華

｢〟二
大
″

的
召
開
和
民
主
革
命
綱
領
的
制
定
｣
(
『薫

史
研
究
』

一
九
八
〇
年
第
五
期
)

｡

(
64
)

こ
の
数
字
は
､

一
九
二
二
年
六
月
三
〇
日
附
の
陳
猫
秀
の
コ
ミ
ン

テ
ル
ン
あ
て
報
告

(
『中
共
中
央
文
件
選
集
』
第

一
冊
､
四
七
頁
)

に
見
え
る
昔
時
の
薫
員
数
で
あ
る
｡

(
65
)

徐
世
華

｢開
於
中
共

｢二
大
｣
代
表
和
中
央
委
員
名
草
的
考
澄
｣

(
『歴
史
研
究
』

一
九
八

一
年
第
二
期
)

｡

(
66
)

前
掲

｢李
達
の
中
央
樟
案
館
あ
て
の
書
簡

(
一
九
五
九
年
九
月
)｣｡

た
だ
し
､
李
達
は
､
出
席
し
た
は
ず
の
人
物
と
し
て
､
陳
猫
秀
､
張

囲
秦
､
察
和
森
､
李
達
を
'
そ
し
て
出
席
し
な
か
っ
た
は
ず
の
人
物

と
し
て
､
譜
平
山
､
楊
明
密
､
毛
揮
束
を
挙
げ
て
い
る
｡

(
67
)

前
掲

『察
和
森
的
十
二
篇
文
章
』
二
五
-
二
六
､
三
八
頁
､
前
掲

『中
共
薫
史
報
告
選
編
』
二
九
､
四
三
頁
｡

(
68
)

中
共
中
央
薫
史
研
究
室

『光
輝
歴
程
-

従

一
大
到
十
五
大
』

(中
共
薫
史
出
版
社
､

一
九
九
八
年
)
四
七
頁
､
中
共
中
央
組
織

部

･
中
共
中
央
薫
史
研
究
室

･
中
央
棺
案
館
編

『中
国
共
産
業
組
織

史
資
料
』
第

一
巻

(中
共
薫
史
出
版
社
'
二
〇
〇
〇
年
)

一
九
-
二

-100-

■■

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潔

し
亜

2004
･
6
Pg
薄

｣

_

｢

■■

○
頁
､
中
共
中
央
薫
史
研
究
室

『中
囲
共
産
薫
歴
史
』
第

一
巻

(中

共
糞
史
出
版
社
､
二
〇
〇
二
年
)
九
九
頁
｡

(69
)
｢開
於
我
僧
糞
的
組
織
問
題

(補
充
報
告
)｣
(
一
九
二
二
年
冬
)

と
い
う
題
名

(露
文
か
ら
の
翻
講
と
す
る
)
で
､
前
掲

『｢二
大
｣

和

｢三
大
｣』

二

一八
-

二

一九
頁
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
｡
ま
た
､
英
文
版
は
､
｢
ア
ル
ヒ
ー

フ
｣
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る

(0
.5)4,
o
il.)
,
A
.16
,Jt
.2
8
･29)｡
こ
の
文
書
は
､
コ
ミ
ン
テ
ル

ン
第
四
回
大
倉

(
一
九
二
二
年

一
一
-
二

一月
)
に
参
加
し
た
中
共

代
表
圏

(園
長
は
陳
猫
秀
)
が
､
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
提
出
し
た
報
告

と
見
て
間
違
い
な
い
｡

(
70
)

E
.
S
n
ow
,

R
e
d

S
ta
r
o
v
e
r

C
h
in
a
,
)
st
re
v
ise
d

&

e
n

large
d

ed
.,Ne
w

Y
o
r

k,)968,p
.

)58
(松
岡
洋
子
詳

『中
国
の
赤

い
星

(槍
補
決
定
版
)』
筑
摩
書
房
'

一
九
七
五
年
､

一
〇
九
頁
)
｡
な
お
､

文
革
以
前
に
中
囲
園
内
で
刊
行
さ
れ
た
毛
揮
東
侍
は
､
毛
が
不
注
意

に
よ
っ
て
二
大
に
出
席
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
囲
的
に
記
さ
な
い

こ
と
が
多
か
っ
た
｡

(
71
)

例
え
ば
､
羅
章
龍
'
譜
平
山
'
施
存
続
は
､
い
ず
れ
も
人
民
共
和

国
成
立
以
後
に
､
中
共
創
立
期
に
か
ん
す
る
何
ら
か
の
回
想
録
を
残

し
て
い
る
が
､
そ
こ
に
は
自
身
が
中
共
二
大
に
出
席
し
た
と
い
う
記

述
は
な
い
｡

(72
)
王
志
明

｢開
於
出
席
中
共

｢
二
大
｣
的
代
表
名
草
問
題
的
探
討
｣

(中
共

一
大
倉
並
紀
念
館

･
上
海
革
命
歴
史
博
物
館
善
備
庭
共
編

『上
海
革
命
史
資
料
輿
研
究
』
第
二
輯
､
上
海
三
聯
書
店
､
二
〇
〇

二
年
)
｡

(
73
)

英
文
版

｢わ
が
薫
の
組
織
問
題
に
つ
い
て

(補
充
報
告
)｣
(
一
九

二
二
年

二

一月
九
日
)
-

註

(69
)参
照
｡
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on the just and reasonable procedures. In this manner, the Autumn Assizes can be 

understood as having played the important function of supporting the legal system 

of the imperial government in terms of legal judgments and judicial procedures. 

While introducing documents from the Board of Punishments Jflj%~, the cen

tral judicial organ of the state, this study also analyses the workings of its deli

berations in detail. In other words, when the officials of the Board of Punishments 

issued their rulings in the Autumn Assizes, they first educed things from various 

cases that would serve as a guide for their decisions. These would then be com

pared in the light of one another and the seriousness of the crime weighed, lead

ing to of the opinion of each member. This way of arriving at decisions however 

caused great confusion when seeking a consensus on a final ruling, particularly 

when there were in one case grounds for both increasing and decreasing punish

ment. This became a major cause of the instability that shook the decision-making 

of the Autumn Assizes. Nevertheless, this provided a consistent flexibility in the 

decisions of the Autumn Assizes, and it is thought that it functioned as an effective 

means of discovering the most just decision in a variety of cases. 

ON THE SECOND CONGRESS OF THE CHINESE 

COMMUNIST PARTY 

ISHIKAWA Y oshihiro 

The Second Congress of the Chinese Communist Party (CCP), which was 

held in Shanghai in July of 1922, differed greatly from the First Congress in that it 

produced official documents such as an unambiguous party constitution and party 

resolutions, which had not been transmitted from the previous meeting. The docu

ments related to the Second Congress, such as the Manifesto of the Congress, 

occupy an important place not only in the history of the CCP but also contempo

rary China as the incipient movement toward the later theoretical position of joint 

struggle, the decision on the anti-warlord movement, anti-imperialism that com

prised the active policy of the Democratic United Front are found within them. 

Nevertheless, there are many issues that have yet to be addressed regarding the 

process of creation and transmission of the documents adopted by the Second 

Congress and many points concerning the holding the Congress itself (including 

when, where, by how many and by what sort of representatives) remain unclear. 

This study first clarifies the provenance of the literature on the Second Con-

- 35-
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gress and presents the newly discovered fact that the Manifesto of the Second 

Party Congress, which has heretofore been given great weight, was not actually 

produced or made public during the Second Congress. Subsequently, this study 

re-examines just how and on basis of which historical sources the history of the 

Second Congress had been determined. In this process of re-evaluation, it was 

discovered that there was a tendency to depict the early history of the party in 

overly fine detail during the period of the People's Republic. At the same time this 

study reviews the restraints that were imposed on descriptions of the early party 

congresses. On the basis of this overview, I point out that "the historical truth" of 

the CCP rests on the authority of statistical resources produced by the Sixth Par

ty Congress in 1928, rather than being based on historically accurate sources of 

any sort, and that this was thus party history as political act, one which mimicked 

history but was not in fact history. It should be recognized that the identities of 

the participants in the Second Congress is a problem that cannot be solved un

equivocally. At the present time, we can do no more than confirm that there 

appears to have been a congress, which approximately seven people, including 

Chen Duxiu ~ta!V*, Zhang Guotao 7.&i1~, Cai Hesen ~:f-D~, and Li Da *ji, 
attended. 

UIGUR PEASANTS AND BUDDHIST MONASTERIES DURING 

THE MONGOL PERIOD: RE-EXAMINATION OF THE 

UIGUR DOCUMENT U 5330 CUSp 77) 

MATSUI Dai 

The Uigur document housed in the Berlin-Brandenburg Academy of Science, 

U 5330, was first published as No.77 in Uigurische Sprachdenkmaler by W.W. 

Radloff and has been referred by many scholars. However its contents have not 

yet been clarified. The author of this paper presents the fully revised edition of 

the document, and proves that the document is an alliance covenant of Uigur 

peasants against a possible conflict with a Buddhist monastery. 

Furthermore, the author reconstructs the historical background of the docu

ment U 5330, based on a comparison with other Uigur and Mongol texts. The au

thor points out the following: (1) Uigur Buddhist monasteries in Turfan were bes

towed with the priviledge of tax exemption throughout the West Uigur period 

(9th-12th cc.) and the Mongol period (13th-14th cc.); (2) However, during the 
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