
毛
澤
東
の
物
語
の
成
立
と
展
開

︱
︱
日
中
戰
爭
�
か
ら
円
國
初
�
︱
︱

丸

田

孝

志

は
じ
め
に

Ⅰ
．
蕭
三
に
よ
る
毛
澤
東
傳
の
執
筆

Ⅱ
．
毛
澤
東
の
物
語
の
成
立

Ⅲ
．
模
範
と
象
�
の
物
語
と
略
傳
の
成
立

Ⅳ
．
円
國
初
�
の
物
語

Ⅴ
．
革
命
の
傳
說
の
成
立

お
わ
り
に

は
じ
め
に

日
中
戰
爭
末
�
よ
り
中
國
共
產
黨

(以
下
︑
中
共
)
の
根
據
地
に
お
い
て
は
︑
大
衆


動
の
活
性
�
と
と
も
に
民
俗
利
用
に
よ
る
政
治
宣
傳

が
民
閒
信
仰
を
取
り

む
形
で
展
開
し
︑
大
衆
レ
ベ
ル
で
の
毛
澤
東
の
神
格
�
が
推
�
さ
れ
た(1

)
︒
こ
の
時
�
は
︑
�
安
整
風


動
を
�
じ
た
中

共
內
に
お
け
る
毛
澤
東
の
權
威
の
�
�
�
確
立
に
�
い
︑
中
共
公
式
の
黨
�
が
形
成
さ
れ
る
段
階
に
も
あ
た
り
︑
中
共
自
身
に
よ
る
毛
の
傳
記
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や
そ
の
人
物
を
讚
え
る
物
語
も
こ
れ
に
�
後
し
て
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
公
式
の
黨
�
・
傳
記
・
物
語
が
形
成
さ
れ
る

よ
り
も
�
に
︑
一
九
三
六
年

(以
下
︑
西
曆
の
﹁
一
九
﹂
を
省
略
)
の
E
．ス
ノ
ー
に
よ
る
陝
北
ソ
ビ
エ
ト
の
見
聞
記
や
毛
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

內
容
が
怨
聞
・
雜
誌
記
事
や
著
作
と
し
て
先
行
�
に
�
�
し
て
い
た

(著
作
の
初
版
は
︑
R
ed
Star
O
ver
C
hina,V
ictor
G
ollancz,1937︑
以
下
︑

ス
ノ
ー
著
)
︒
ス
ノ
ー
著
の
中
國
語
版

(王
厂
靑
等
譯
﹃
西
行
漫
記
﹄
復
社
︑
三
八
年
)
の
刊
行
に
際
し
て
は
︑
:
勢
の
變
�
な
ど
に
よ
る
中
共
關
係

者
と
ス
ノ
ー
自
身
に
よ
る
一
部
の
<
除
・
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り(2

)
︑
外
國
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
手
に
よ
る
記
事
・
著
作
の
內
容
が
中
共
自
身

に
よ
る
=
體
�
な
イ
メ
ー
ジ
操
作
と
の
閒
に
矛
盾
を
>
え
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

民
俗
利
用
に
よ
る
神
と
し
て
の
毛
澤
東
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
は
︑
農
村
�
基
層
の
民
衆
を
對
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
整
風
�
獻
な
ど
に
よ
る

理
論
學
@
・
路
線
鬭
爭
�
の
學
@
が
高
A
中
A
幹
部
に
對
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
B
易
な
�
體
で
書
か
れ
た
毛
の
傳
記
や
物
語
は
︑
黨

組
織
・
部
C
・
學
校
な
ど
で
組
織
生
活
を
D
り
︑
敎
育
を
F
け
る
G
境
に
あ
る
基
層
幹
部
・
兵
士
・
靑
少
年
な
ど
を
對
象
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
都
市
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
る
怨
聞
・
雜
誌
に
こ
れ
ら
が
揭
載
さ
れ
る
場
合
︑
そ
の
對
象
は
中
共
の
直
接
�
な
組
織
下

に
な
い
一
般
讀
者
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
小
論
は
︑
日
中
戰
爭
�
か
ら
中
華
人
民
共
和
國
円
國
初
�
に
お
け
る
毛
澤
東
の
物
語
の
成
立
と
展
開
に

つ
い
て
考
察
す
る
︒
三
品
英
憲
は
整
風


動
以
影
︑
確
立
す
る
中
共
の
﹁
大
衆
路
線
﹂
の
內
實
を
︑
毛
澤
東
が
﹁
人
民
の
K
志
﹂
の
解
釋
權
・

決
定
權
を
掌
握
す
る
L
M
と
し
て
描
い
て
い
る
が(3

)
︑
小
論
で
は
毛
の
物
語
が
︑
こ
の
よ
う
な
權
力
N
O
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
か
に
つ

い
て
檢
討
し
︑
毛
の
權
威
の
形
成
L
M
に
お
い
て
︑
敎
育
を
F
け
る
G
境
に
あ
る
階
層
や
識
字
層
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
か
に

つ
い
て
考
え
た
い
︒

な
お
︑
こ
こ
で
い
う
物
語
と
は
︑
個
別
の
�
實
や
囘
想
・
證
言
︑
民
閒
に
液
布
し
た
傳
承
︑
作
家
に
よ
る
創
作
な
ど
︑
生
涯
を
�
觀
し
た
傳

記
と
は
區
別
さ
れ
る
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
指
す
︒
ス
ノ
ー
の
記
事
や
著
作
か
ら
個
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
物
語
集
や
敎
科
書
に
P
錄
さ
れ
た
よ

う
に
︑
傳
記
か
ら
物
語
が
切
り
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
︑
單
獨
の
物
語
が
傳
記
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
り
︑
傳
記
の
一
部
が
個
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
し
て
先
に
發
表
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
物
語
と
傳
記
に
は
密
接
な
關
係
が
あ
る
た
め
︑
ま
ず
物
語
の
成
立
に
先
行
し
た
毛
の
傳
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記
R
纂
の
狀
況
に
つ
い
て
觸
れ
︑
雜
誌
等
に
揭
載
さ
れ
た
略
傳
に
つ
い
て
も
︑
毛
の
權
威
の
形
成
L
M
と
の
關
係
で
必
T
に
應
じ
て
言
�
す
る

こ
と
と
す
る(4

)
︒

Ⅰ
．
蕭
三
に
よ
る
毛
澤
東
傳
の
執
筆

石
川
禎
浩
に
よ
れ
ば
︑
三
六
年
︑
中
共
W
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
代
表
團
は
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
中
共
創
立
一
五
周
年
記
念
行
事
の
一
G
と
し
て
︑

ロ
シ
ア
人
ハ
マ
ダ
ン
に
よ
る
毛
の
短
�
の
傳
記
を
刊
行
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
中
共
が
自
ら
關
與
し
て
作
成
さ
れ
た
毛
の
�
初
の
傳
記
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
同
年
に
執
筆
さ
れ
た
高
自
立
の
作
と
思
わ
れ
る
︑
よ
り
本
格
�
な
傳
記
は
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た(5

)
︒
ス
ノ
ー
著
刊
行
後
︑

モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
よ
う
や
く
中
國
人
に
よ
る
本
格
�
な
毛
の
傳
記
が
刊
行
さ
れ
る
が
︑
そ
の
作
者
と
な
っ
た
の
は
︑
湖
南
省
湘
Y
縣
出
身
の

中
共
黨
員
で
︑
東
山
小
學
︑
湖
南
第
一
師
範
學
校
時
代
の
毛
の
同
窓
生
︑
蕭
三
で
あ
る
︒
蕭
三
は
左
Z
作
家
聯
[
W
ソ
聯
代
表
と
し
て
モ
ス
ク

ワ
に
滯
在
中
︑
三
八
年
一
〇
\
ま
で
に
毛
の
傳
記
を
ロ
シ
ア
語
で
執
筆
・
發
表
し
︑
一
二
\
に
は
そ
の
加
筆
修
正
版
を
雜
誌
﹃
靑
年
]
衞
軍

(Мо
ло
д
а
я
Г
ва
р
д
и
я

)
﹄
に
︑
四
〇
年
に
は
﹃
不
可
征
^
�
中
國

(Ки
т
а
й
н
еп
о
б
ед
и
м

)
﹄
(ソ
聯
國
立
軍
事
出
版
社
﹇В

о
е
н
и
з
д
а
т

﹈)
に
發
表
し
た(6

)
︒

『不
可
征
^
�
中
國
﹄
收
錄
の
傳
記
﹁
毛
澤
東
﹂
は
︑
少
年
時
代
か
ら
日
中
戰
爭
の
當
時
の
段
階
ま
で
の
毛
の
事
績
を
記
し
て
お
り
︑
後
の

彼
の
手
に
な
る
一
聯
の
傳
記
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
傳
記
に
は
旣
に
︑
a
晰
な
頭
腦
︑
大
衆
を
組
織
す
る
英
邁
な
指
b
力
︑
民
:
に
�

じ
︑
民
衆
に
學
ぶ
c
虛
な
e
勢
︑
一
般
兵
士
へ
の
思
い
や
り
︑
質
素
儉
f
︑
規
律
の
g
守
︑
重
T
な
政
策
・
著
作
に
よ
る
革
命
へ
の
貢
獻
な
ど
︑

後
の
毛
澤
東
の
傳
記
と
物
語
の
特
�
を
な
す
︑
毛
の
美
德
・
魅
力
・
能
力
の
基
本
�
內
容
が
旣
に
備
わ
っ
て
い
る
︒
日
中
戰
爭
�
か
ら
現
代
ま

で
に
成
立
し
た
毛
の
代
表
�
な
物
語
一
〇
四
i
を
ま
と
め
た
物
語
集
﹃
毛
澤
東
�
傳
說
﹄
(河
南
人
民
出
版
社
︑
九
三
年
)
の
R
者
高
珊
珊
に
よ

れ
ば
︑
毛
の
物
語
は
︑
①
機
智
に
よ
っ
て
臨
機
應
變
に
敵
と
鬭
爭
す
る
︑
②
貧
し
い
者
を
訪
ね
て
そ
の
苦
し
み
に
耳
を
傾
け
る
︑
③
指
b
者

自
ら
規
律
を
守
る
品
性
︑
④
そ
の
他
に
分
類
さ
れ
る
と
す
る
が

(同
書
三
七
三
頁
)
︑
蕭
三
に
よ
る
傳
記
は
②
︑
③
の
他
︑
①
の
代
表
�
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
紹
介
し
て
お
り
︑
そ
の
成
立
當
初
か
ら
中
共
政
權
下
で
求
め
ら
れ
る
毛
の
物
語
の
基
本
�
な
枠
組
み
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
提
示
し
て
い
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た
と
い
え
る
︒

蕭
三
が
毛
の
傳
記
執
筆
を
開
始
し
た
三
八
年
頃
は
︑
�
年
の
王
a
の
モ
ス
ク
ワ
か
ら
の
歸
國
後
︑
任
弼
時
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
中
國
荏
部
代
表

に
就
任
す
る
時
�
に
重
な
っ
て
お
り
︑
同
年
九
\
に
は
王
稼
祥
が
中
共
の
瓜
一
指
b
の
問
題
に
關
し
て
毛
の
指
b
權
を
承
l
す
る
コ
ミ
ン
テ
ル

ン
の
指
示
を
�
安
に
傳
m
し
て
い
る(7

)
︒
こ
の
よ
う
な
狀
況
を
背
景
に
︑
中
共
が
毛
の
經
歷
・
人
物
な
ど
の
:
報
を
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
提
供
す
る

た
め
︑
改
め
て
中
共
獨
自
の
視
點
に
よ
る
傳
記
を
整
え
る
必
T
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
ス
ノ
ー
著
p
譯
L
M
で
の
修
正
の
狀

況
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
︑
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
お
よ
び
中
共
が
こ
れ
と
は
衣
な
る
獨
自
の
權
威
の
根
據
と
な
る
傳
記
を
必
T
と
し
た
と
い
う
事

:
も
考
え
ら
れ
る
︒

蕭
三
﹁
毛
澤
東
﹂
は
︑
中
共
第
六
�
六
中
q
會
に
お
け
る
毛
の
報
吿
﹁
論
怨
階
段
﹂
(三
八
年
一
〇
\
)
か
ら
︑﹁
共
產
黨
員
は
實
事
求
是
の

模
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
﹂︑﹁
每
日
民
衆
の
敎
師
で
あ
り
︑
し
か
し
ま
た
每
日
民
衆
の
學
生
で
あ
る(8

)
﹂
と
い
う
部
分
を
引
用
し
て
毛
の
見
識
を

讚
え
て
い
る
︒
こ
の
一
t
か
ら
︑
整
風


動
に
お
い
て
共
產
黨
員
の
持
つ
べ
き
美
德
と
し
て
强
v
さ
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
︑﹁
民
衆
の
學
生
に
な

る
﹂
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る(9

)
︒
任
弼
時
は
モ
ス
ク
ワ
着
任
後
︑
三
八
年
一
〇
\
ま
で
に
蕭
三
作
の
傳
記
の
初
稿
に
目
を
�
し
︑
加
筆
の
た
め

の
:
報
を
傳
え
て
お
り(10

)
︑﹁
民
衆
の
學
生
に
な
る
﹂
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も
早
い
段
階
で
傳
記
に
P
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒
毛
の
權

威
確
立
の
試
み
は
︑
�
安
と
同
時
竝
行
�
に
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
も
�
め
ら
れ
て
い
た
︒

こ
の
時
�
︑
毛
は
中
共
內
に
お
い
て
理
論
�
指
b
者
と
し
て
の
地
位
を
未
だ
確
立
し
て
お
ら
ず
︑
そ
の
權
威
は
他
の
指
b
者
を
壓
倒
す
る
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た(11

)
︒﹁
論
怨
階
段
﹂
は
﹁
マ
ル
ク
ス
=
義
の
中
國
�
﹂
と
い
う
整
風


動
の
も
う
一
つ
の
重
T
な
キ
ー
ワ
ー
ド
も
提

示
し
て
い
る
が
︑
蕭
三
﹁
毛
澤
東
﹂
は
︑
モ
ス
ク
ワ
で
の
發
表
と
い
う
事
:
も
あ
っ
て
か
︑
愼
重
に
こ
の
語
を
w
け
て
い
る
︒
華
北
の
晉
東
南

(山
西
省
東
南
部
)
根
據
地
に
お
い
て
は
︑
三
九
年
一
二
\
か
ら
の
國
民
黨
と
の
軍
事
�
x
擦
の
高
ま
り
の
中
︑
む
し
ろ
八
路
軍
總
司
令
・
第
二

戰
區
副
司
令
長
官
の
朱
德
の
權
威
を
高
め
る
狀
況
が
生
じ
て
お
り
︑
朱
德
を
﹁
中
華
民
族
�
優
秀
の
子
女
︑
黃
z
�
良
の
子
孫
﹂︑﹁
怨
た
な
{

人
︑
革
命
の
{
人
﹂
な
ど
と
讚
え
る
個
人
崇
拜
�
な
生
|
記
念
儀
禮
が
行
わ
れ
た
︒
同
根
據
地
で
は
︑
四
一
年
頃
ま
で
朱
德
を
中
心
と
し
た
儀
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禮
が
繼
續
し
て
い
る(12

)
︒
朱
德
は
紅
軍
時
代
よ
り
﹁
朱
毛
﹂
と
竝
び
稱
さ
れ
︑
蕭
三
は
モ
ス
ク
ワ
で
の
毛
澤
東
傳
執
筆
に
際
し
て
朱
德
傳
の
執
筆

も
開
始
し
て
お
り
︑
毛
の
權
威
の
確
立
は
朱
德
の
權
威
も
利
用
し
な
が
ら
�
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
管
見
の
限
り
︑
円

國
�
に
傳
記
が
準
備
さ
れ
る
中
共
指
b
者
は
こ
の
二
人
の
み
で
あ
る
︒
ま
た
円
國
�
後
の
怨
聞
・
雜
誌
等
に
は
各
指
b
者
の
紹
介
記
事
な
ど
が

個
々
に
揭
載
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
︑
四
七
年
に
は
こ
れ
ら
を
ま
と
め
た
單
行
本
﹃
人
民
�
舵
手
﹄
第
一
輯

(太
行
群
衆
書
店
)
も
刊
行
さ
れ
る

が(13
)

︑
そ
の
後
︑
確
l
で
き
る
こ
の
時
�
の
各
種
敎
科
書
や
單
行
本
に
お
い
て
︑
中
共
指
b
者
の
中
で
物
語
が
揭
載
さ
れ
る
の
は
︑
毛
澤
東
・
朱

德
以
外
は
劉
志
丹
・
左
權
な
ど
の
烈
士
で
あ
り
︑
他
に
は
毛
澤
東
が
徐
特
立
に
宛
て
た
手
紙
な
ど
︑
毛
を
=
題
と
し
て
他
の
指
b
者
に
觸
れ
る

も
の
が
一
部
に
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
︒

蕭
三
は
�
安
歸
着
後
の
三
九
年
五
\
に
毛
に
面
會
し
て
聞
き
取
り
を
行
い(14

)
︑
四
一
年
一
二
\
一
四
日
の
﹃
解
放
日
報
﹄
に
怨
民
學
會
の
發
}

と
フ
ラ
ン
ス
留
學


動
に
つ
い
て
の
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
営
べ
た
﹁
毛
澤
東
同
志
�
少
年
時
代
﹂
を
發
表
し
た

(こ
れ
ら
は
﹁
我
~
知
�
�
毛
澤

東
同
志
�
少
年
時
代(15
)﹂

の
二
つ
の
t
で
あ
る
と
解
說
さ
れ
て
い
る
)
︒
整
風


動
を
�
じ
て
毛
の
權
威
が
�
�
�
に
確
立
し
て
い
く
中
︑
四
三
年
に
は

當
時
毛
澤
東
・
劉
少
奇
と
と
も
に
中
央
書
記
處
を
N
成
し
て
い
た
任
弼
時
が
蕭
三
に
對
し
て
︑
毛
の
五
〇
歲
の
慶
祝
と
し
て
傳
記
の
執
筆
を
指

示
し
た
︒
蕭
三
は
中
共
中
央
宣
傳
部
部
長
胡
喬
木
の
荏
持
の
下
︑
關
係
者
を
訪
問
し
�
料
を
收
集
し
て
︑﹁
洩
大
�
五
十
年
﹂
を
執
筆
し
た
が
︑

毛
の
謝
絕
に
よ
り
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た(16

)
︒﹁
洩
大
�
五
十
年
﹂
の
一
部
は
︑
ま
ず
四
四
年
七
\
一
日
と
二
日
の
﹃
解
放
日
報
﹄
に
﹁
毛
澤
東
同

志
�
初
�
革
命
活
動
︱
︱
｢
洩
大
�
五
十
年
﹂
�
一
違

(初
稿
)
﹂
(以
下
︑﹁
初
�
革
命
活
動
﹂)
と
し
て
揭
載
さ
れ
た
︒
同
記
事
は
整
風


動
の

觀
點
を
反
映
し
て
︑
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ
ー
リ
ン
に
對
置
す
る
形
で
︑
マ
ル
ク
ス
=
義
の
中
國
で
の
實
踐
者
と
し
て
の
毛
澤
東
を

﹁
毛
澤
東
=
義
﹂
の
語
を
�
用
し
な
が
ら
讚
え
る
も
の
で
︑
�
年
か
ら
同
名
の
單
行
本
が
各
地
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒

四
六
年
七
\
一
日
︑
蕭
三
は
晉
察
冀
邊
區
の
﹃
晉
察
冀
日
報
﹄
に
國
民
革
命
�
の
毛
の
活
動
を
描
い
た
﹁
毛
澤
東
同
志
在
大
革
命
時
代

︱
︱
｢
洩
大
�
五
十
年
﹂
�
一
違

(初
稿
)
﹂
を
︑
同
\
︑
同
區
の
﹃
北
方
�
�
﹄
第
二
卷
第
三
�
に
﹁
毛
澤
東
同
志
略
傳
﹂
を
發
表
し
た
︒
こ

こ
に
お
い
て
︑
よ
う
や
く
毛
の
�
生
を
�
觀
す
る
中
共
獨
自
の
略
傳
が
中
國
國
內
に
お
い
て
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
な
る

(略
傳
の
內
容
に
つ
い
て
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は
後
営
)
︒
こ
の
頃
︑
蕭
三
は
﹃
毛
澤
東
傳
﹄
の
執
筆
と
民
謠
集
﹃
中
國
出
了
個
毛
澤
東
﹄
の
R
集
を
=
T
な
任
務
と
す
る
よ
う
に
な
り
︑
四

七
年
︑
晉
察
冀
邊
區
の
﹃
時
代
靑
年
﹄
に
﹁
毛
澤
東
同
志
�
兒
越
時
代
﹂︑﹁
毛
澤
東
同
志
�
靑
年
時
代
﹂
を
聯
載
し
て
い
る
︒
四
八
年
︑
毛
の

同
K
を
得
て
︑
ま
ず
﹃
毛
澤
東
同
志
�
靑
少
年
時
代
和
初
�
革
命
活
動
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(17

)
︒
四
九
年
三
\
︑
改
め
て
多
く
の
修

正
を
行
っ
た
﹃
毛
澤
東
同
志
�
靑
少
年
時
代
﹄
(北
京
人
民
出
版
社
︑
以
下
﹃
靑
少
年
時
代
﹄)
が
︑
中
共
中
央
宣
傳
部
部
長
陸
定
一
の
審
査
批
准

を
經
て
刊
行
さ
れ(18

)
︑
こ
れ
が
円
國
初
�
の
毛
澤
東
傳
の
決
定
版
と
な
っ
た
︒

Ⅱ
．
毛
澤
東
の
物
語
の
成
立

(1
)
物
語
の
登
場

︱
︱
雜
誌
・
怨
聞
・
敎
科
書
︱
︱

中
共
自
身
に
よ
る
毛
澤
東
の
物
語
の
刊
行
は
︑
蕭
三
に
よ
る
傳
記
の
國
內
で
の
發
表
よ
り
も
若
干
早
く
︑
四
〇
年
七
\
︑
�
安
で
刊
行
さ
れ

て
い
た
﹃
中
國
靑
年
﹄
第
二
卷
第
九
�
に
﹁
記
毛
澤
東
同
志
﹂
と
題
す
る
特
集
記
事
が
揭
げ
ら
れ
︑
四
人
の
元
紅
軍
幹
部
ら
に
よ
る
囘
想
を
中

心
と
し
た
四
i
の
�
違
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
記
事
の
解
說
で
は
︑
こ
れ
ら
の
�
違
は
三
年
�
に
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
︑
蕭
三
に
よ

る
傳
記
の
執
筆
よ
り
や
や
早
く
︑
ス
ノ
ー
に
よ
る
記
事
・
著
作
の
發
表
と
時
�
�
に
重
な
り
な
が
ら
︑
毛
の
物
語
の
刊
行
が
準
備
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
︒
四
〇
年
は
︑
毛
が
そ
の
超
越
�
な
指
b
權
確
立
の
阻
碍
T
因
に
な
る
ソ
聯
留
學
經
驗
者
ら
の
瓜
制
・
排
除
に
ほ
ぼ
成
功
し
た
時

�
で(19

)
︑
�
安
で
は
澤
東
靑
年
幹
部
學
校
が
開
設
さ
れ
︑
儀
禮
に
お
い
て
毛
澤
東
宴
の
單
獨
�
用
が
初
め
て
確
l
さ
れ
る
な
ど
︑
整
風


動
を
�

に
毛
の
權
威
が
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
く
時
�
で
あ
っ
た(20

)
︒
毛
を
突
出
さ
せ
て
讚
え
る
物
語
の
刊
行
は
︑
よ
う
や
く
こ
の
時
�
に
可
能
に
な
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

謝
覺
哉
﹁
�
個
斷
片
﹂
は
四
つ
の
部
分
か
ら
な
る
︒
一
つ
目
は
二
〇
年
代
に
湖
南
各
地
を
訪
問
し
て
︑﹃
�
俗
報
﹄
に
獨
自
の
觀
察
力
に
よ

る
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
寄
稿
を
行
っ
て
い
た
時
�
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
︑
湖
南
の
社
會
改
革


動
の
組
織
を
志
し
た
毛
が
湖
南
q
土
を
v
査
す
る
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計
劃
を
立
て
︑
�
筆
に
よ
る
﹁
物
乞
い
﹂
を
し
な
が
ら
謝
の
故
Y
を
訪
れ
た
こ
と
も
紹
介
さ
れ
る
︒
二
つ
目
は
何
叔
衡
か
ら
聞
い
た
と
い
う
湖

南
第
一
師
範
學
校
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
︑
自
分
の
讀
書
計
劃
の
た
め
に
︑
價
値
が
な
い
と
�
斷
し
た
�
業
に
出
席
せ
ず
︑
學
生
を
管
理
す
る

職
員
の
指
示
に
も
從
わ
ず
に
惡
態
を
つ
き
︑
成
績
不
足
で
何
度
か
除
籍
さ
れ
そ
う
に
な
る
と
い
う
傍
若
無
人
ぶ
り
を
描
い
て
い
る
︒
三
つ
目
は

湖
南
の
勞
働


動
指
b
者
と
し
て
省
長
趙
恒
愓
と
面
談
し
た
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
︑
話
が
折
り
合
わ
な
い
た
め
︑
趙
本
人
と
知
り
な
が
ら
﹁
あ

な
た
の
話
は
筋
が
�
ら
な
い
︒
我
々
は
省
長
に
直
接
會
い
た
い
！
﹂
と
放
言
し
て
︑
趙
を
動
搖
さ
せ
�
涉
を
�
利
に
�
め
る
毛
の
e
を
描
く
︒

毛
の
機
轉
に
富
ん
だ
對
應
と
�
涉
力
が
�
價
さ
れ
て
い
る
︒
�
後
の
一
つ
は
︑
秋
收
暴
動
の
直
�
︑
民
團
に
捕
え
ら
れ
て
護
D
さ
れ
る
毛
澤
東

が
機
轉
に
よ
っ
て
危
機
を
脫
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

(後
に
﹁
瀏
陽
�
險
﹂
な
ど
の
題
が
附
せ
ら
れ
る
)
で
︑
蕭
三
﹁
毛
澤
東
﹂
と
ス
ノ
ー
著
に
も
鯵
單

な
記
営
が
あ
る
︒
足
が
痛
い
ふ
り
を
し
て
C
列
か
ら
遲
れ
︑
護
D
人
に
金
を
渡
し
て
�
�
し
︑
I
に
身
を
伏
せ
て
隱
れ
︑
彼
の
正
體
を
知
ら
な

い
民
衆
の
助
け
を
得
て
�
�
に
成
功
す
る
と
い
う
リ
ア
ル
な
描
寫
に
よ
っ
て
︑
人
閒
味
O
れ
る
毛
の
e
を
傳
え
て
い
る
︒

譚
政
﹁
三
灣
改
R
﹂
は
︑
秋
收
暴
動
の
失
敗
後
︑
K
氣
�
沈
す
る
紅
軍
部
C
を
毛
が
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
演
說
で
激
勵
す
る
內
容
で
︑
毛
は
︑

敵
も
我
々
も
﹁
み
ん
な
お
っ
か
さ
ん
か
ら
生
ま
れ
た
ん
だ
し
︑
敵
も
二
本
足
︑
我
々
も
二
本
足
だ
︒
賀
龍
同
志
は
二
本
の
�
丁
で
身
を
}
こ
し

た
﹂︑﹁
我
々
に
は
二
本
の
�
丁
ど
こ
ろ
か
︑
二
個
大
C
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
﹂
な
ど
と
語
り
か
け
て
い
る
︒
兵
士
ら
の
心
を
動
か
す
毛
の
辨
才

は
︑
�
営
の
高
自
立
作
と
考
え
ら
れ
る
傳
記
や
蕭
三
﹁
毛
澤
東
﹂
で
も
言
�
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
は
︑
共
產
黨
員
と
し
て
の
素
養
や
德
目
を
讚
え
る
後
の
傳
記
や
物
語
と
は
一
線
を
劃
す
も
の
で
︑
毛
の
人
閒
と
し
て
の
魅
力
が
生
ん

だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
︑
讀
者
の
關
心
を
引
く
讀
み
物
と
し
て
成
立
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
戰
後
內
戰
�
の
物
語
集
に
も
P
用
さ
れ
︑
謝
の
物

語
の
一
部
は
蕭
三
著
の
傳
記
に
も
利
用
さ
れ
た
他
︑
特
に
﹁
瀏
陽
�
險
﹂
と
﹁
三
灣
改
R
﹂
は
円
國
後
に
毛
の
代
表
�
な
物
語
と
し
て
の
地
位

を
確
立
し
て
い
る
︒
獨
特
の
ユ
ー
モ
ア
と
機
轉
で
危
機
を
克
^
し
て
い
く
革
命
家
毛
澤
東
の
生
身
の
e
を
︑
毛
に
�
も
]
い
當
事
者
が
語
っ
た

と
い
う
點
に
お
い
て
︑
價
値
が
l
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

莫
休
﹁
無
比
�
理
解
力
和
創
O
力
﹂
は
︑
物
語
と
い
う
よ
り
も
毛
の
革
命
家
と
し
て
の
洩
大
さ
を
賞
贊
す
る
解
說
で
あ
り
︑
紅
軍
の
規
律
確
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立
の
た
め
︑﹁
三
大
紀
律
八
項
�
K
﹂
や
民
=
�
な
部
C


營
を
提
}
し
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
る
︒
徐
特
立
﹁
毛
=
席
�
實
際
精
神
﹂
は
︑

毛
が
紅
軍
に
お
い
て
兵
士
の
毆
打
や
罵
倒
︑
�
�
兵
の
銃
殺
を
廢
止
し
た
こ
と
︑
民
衆
の
生
活
の
改
O
の
た
め
に
﹁
園
底
し
た
v
査
﹂
を
行
っ

た
こ
と
な
ど
を
営
べ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
は
蕭
三
の
傳
記
と
同
樣
︑
そ
の
後
の
物
語
の
基
v
と
な
る
︑
兵
士
や
民
衆
の
苦
し
み
に
思
い
を
致
す

毛
の
美
德
を
讚
え
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
旣
に
確
l
で
き
る
︒

こ
の
特
集
記
事
の
冒
頭
の
解
說
で
は
︑
�
安
お
よ
び
各
地
の
革
命
の
先
m
が
彼
ら
の
知
る
毛
の
物
語
を
﹃
中
國
靑
年
﹄
誌
上
に
發
表
す
る
か
︑

小
册
子
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
︑
そ
の
後
日
中
戰
爭
�
に
ど
の
よ
う
な
物
語
が
ど
の
よ
う
な
雜
誌
や
怨
聞
に
揭
載
さ
れ
た
か
︑

先
行
硏
究
は
a
ら
か
に
し
て
い
な
い
︒
こ
の
閒
︑
上
営
の
蕭
三
作
の
傳
記
の
他
に
は
︑
四
一
年
一
\
九
日
と
四
二
年
七
\
一
〇
日
の
﹃
晉
察
冀

日
報
﹄
に
︑
三
三
制
や
瓜
一
戰
線
政
策
を
毛
の
英
邁
な
政
策
と
し
て
農
民
が
讚
え
る
物
語
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
民
衆
が
自
ら
指
b
者
を
讚
え

る
と
い
う
設
定
は
︑
民
衆
の
言
動
を
根
據
に
指
b
者
の
權
威
を
高
め
る
後
の
物
語
の
手
法
を
先
驅
�
に
捉
え
て
い
る
と
も
い
え
る
︒
し
か
し
︑

瓜
一
戰
線
を
食
卓
で
の
食
事
に
例
え
る
な
ど
政
治
問
題
を
農
民
の
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
︑
農
民
の
日
常
生
活
や
信
仰
な
ど
に
は

關
わ
ら
な
い
た
め
︑
民
衆
の
生
活
感
覺
や
民
俗
�
感
性
を
生
か
す
こ
と
も
で
き
ず
︑
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
整
風


動
�
後
の
毛
の

權
威
の
向
上
に
も
關
わ
ら
ず
︑
四
三
年
�
�
に
山
東
根
據
地
の
﹃
大
衆
日
報
﹄
に
聯
載
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
毛
の
怨
た
な
物
語
が
出
現
す
る
ま

で
︑﹃
怨
中
華
報
﹄﹃
解
放
日
報
﹄﹃
怨
華
日
報

(華
北
版
)
﹄﹃
抗
敵
報
﹄﹃
晉
察
冀
日
報
﹄﹃
大
衆
日
報
﹄
と
い
っ
た
根
據
地
の
=
T
機
關
紙
で

は
︑
他
に
毛
の
傳
記
や
物
語
を
探
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
樣
々
な
劃
�
性
を
持
つ
﹃
大
衆
日
報
﹄
の
物
語
に
つ
い
て
は
�
t
で
檢
討
す
る
こ
と

と
し
て
︑
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
ス
ノ
ー
の
著
作
・
記
事
を
利
用
し
て
成
立
し
た
傳
記
・
物
語
で
あ
る
︑
冀
魯
豫
軍
區
機
關
紙
﹃
戰
友
報
﹄
(四
三

年
六
\
二
八
日
)
の
無
署
名
記
事
﹁
毛
澤
東
同
志
�
學
@
故
事

領
袖
故
事
之
一
﹂
と
幹
部
用
基
礎
敎
育
の
敎
科
書
の
物
語
に
つ
い
て
檢
討
す

る
︒｢毛

澤
東
同
志
�
學
@
故
事
﹂
は
︑
毛
の
﹁
學
@
の
物
語
﹂
の
體
裁
を
と
っ
た
略
傳
で
︑
整
風


動
の
た
め
の
思
想
敎
育
の
敎
材
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
る
︒
記
事
は
︑
毛
の
靑
少
年
時
代
か
ら
マ
ル
ク
ス
=
義
者
に
な
る
ま
で
の
讀
書
・
勉
學
生
活
︑﹁
湖
南
農
民


動
考
察
報
吿
﹂
の
作
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成
に
み
ら
れ
る
v
査
硏
究
の
實
踐
や
日
中
戰
爭
�
の
三
つ
の
著
作
に
よ
る
中
國
革
命
の
指
b
と
整
風


動
の
實
施
ま
で
を
紹
介
し
て
い
る
︒
た

だ
し
︑
�
後
の
一
段
落
を
除
く
q
體
の
四
分
の
三
ほ
ど
の
︑
マ
ル
ク
ス
=
義
者
に
な
る
ま
で
の
敍
営
は
︑
q
て
ス
ノ
ー
に
よ
る
A
sia
聯
載
の

記
事(21

)

(中
國
で
は
汪
衡
譯
が
﹃
�
滴
﹄
(後
に
﹃
�
滴
戰
時
旬
刊
﹄)
に
聯
載
さ
れ
て
後
︑﹃
毛
澤
東
自
傳
﹄
上
海
黎
a
書
局
出
版
社
︑
三
七
年
な
ど
の
譯
本
が

刊
行
さ
れ
た
︒
以
下
︑
自
傳
︒
ス
ノ
ー
著
の
第
四
部
に
相
當
)
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
T
f
で
あ
る
︒
�
後
の
一
段
に
お
い
て
︑
マ
ル
ク
ス
=
義
の
眞
理

の
原
則
を
中
國
の
革
命
鬭
爭
に
�
用
し
た
と
い
う
整
風


動
の
論
理
に
基
づ
い
て
彼
の
著
作
活
動
が
紹
介
さ
れ
る
︒
こ
の
略
傳
は
整
風


動
に

際
し
て
の
毛
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
︑
以
下
の
よ
う
に
閲
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒

彼
自
身
は
︑﹁
私
は
q
黨
の
同
志
と
と
も
に
︑
民
衆
に
學
び
︑
引
き
續
き
民
衆
の
小
學
生
と
な
り
た
い
︒﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な

虛
心
に
學
ぶ
態
度
と
�
も
實
際
�
な
學
@
方
法
は
︑
我
々
q
黨
の
�
も
よ
い
模
範
と
な
っ
て
い
る
︒

民
衆
に
學
ぶ
e
勢
は
︑
共
產
黨
員
の
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
素
養
と
し
て
强
v
さ
れ
る
が
︑
毛
自
身
の
實
踐
が
︑
民
衆
を
知
り
民
衆
に
學
ぶ
學
@

の
模
範
と
な
る
と
い
う
N
O
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
三
品
英
憲
は
︑
整
風


動
以
影
確
立
さ
れ
る
中
共
の
﹁
大
衆
か
ら
學
び
︑
大
衆
と
と

も
に
步
む
﹂﹁
大
衆
路
線
﹂
の
內
實
を
︑﹁
大
衆
﹂
に
關
わ
る
決
定
權
・
解
釋
權
を
毛
澤
東
が
獨
占
し
て
い
く
L
M
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
が
︑

民
衆
の
小
學
生
と
な
り
︑
c
虛
に
民
衆
に
學
ぶ
毛
澤
東
こ
そ
が
人
民
の
K
志
を
�
も
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
毛
の
傳
記
と
物
語
が
︑
敎
育
を

F
け
る
G
境
に
あ
る
兵
士
ら
に
對
し
て
︑
毛
の
﹁
大
衆
路
線
﹂
の
內
實
を
傳
え
る
役
割
を
擔
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

毛
澤
東
は
四
三
年
三
\
の
蕭
三
と
の
面
談
に
お
い
て
︑
自
傳
を
基
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
彼
の
物
語
が
敎
科
書
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る(22

)
︒
四
二
年
附
け
の
毛
の
序
が
附
せ
ら
れ
た
︑
基
層
幹
部
向
け
基
礎
敎
養
の
敎
科
書
︑
華
山
﹃
�
�
課
本
﹄
(奧
附
な
し
)
に
は
︑

こ
の
よ
う
な
自
傳
を
改
R
し
た
物
語
﹁
毛
澤
東
�
少
年
時
代
﹂
が
確
l
で
き
る

(同
書
一
四
～
一
六
頁
)
︒
同
違
は
四
t
か
ら
成
り
︑
自
傳
と
は

衣
な
り
毛
の
口
営
の
形
式
は
取
ら
ず
︑
毛
を
=
語
と
し
た
閒
接
話
法
で
敍
営
さ
れ
て
い
る
︒

｢(一
)
不
願
K
發
財
﹂
で
は
︑
父
が
營
む
穀
物


D
の
商
賣
を
︑
毛
は
貧
乏
人
に
損
を
さ
せ
る
も
の
と
疑
問
を
>
い
た
と
指
摘
し
︑
貧
農
に

對
す
る
同
:
か
ら
父
と
の
確
執
が
}
こ
っ
た
と
說
a
す
る
︒
し
か
し
︑
自
傳
で
は
父
の
商
賣
を
直
接
批
�
す
る
記
営
は
な
く
︑
母
が
¥
饉
の
際
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に
貧
民
に
施
し
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
父
と
爭
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
︑
父
と
の
確
執
の
多
く
は
自
身
へ
の
待
�
に
對
す
る
不
滿
か
ら

生
じ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

｢(二
)
對
舊
小
說
懷
疑
了
﹂
で
は
︑
毛
は
儒
敎
の
經
書
を
好
ま
ず
︑﹃
水
滸
傳
﹄
な
ど
の
舊
小
說
を
好
ん
だ
が
︑
こ
れ
ら
の
小
說
に
は
農
民

が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
氣
づ
き
︑
二
年
閒
疑
問
を
持
ち
つ
づ
け
た
と
い
う
自
傳
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
︒
自
傳
で
は
そ
の
後
︑﹁
こ

れ
ら
は
み
な
︑
自
ら
土
地
を
¦
す
必
T
の
な
い
武
人
で
あ
り
︑
人
民
の
荏
�
者
を
贊
美
し
て
い
る
こ
と
に
氣
附
い
た(23

)
﹂
と
す
る
の
に
對
し
︑

﹃
�
�
課
本
﹄
で
は
﹁
も
と
も
と
こ
れ
ら
の
も
の
は
︑
大
�
が
人
民
を
§
痺
さ
せ
る
た
め
に
�
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
︑
後
に
忽
然
と
わ

か
っ
た
︒
こ
れ
ら
は
讀
者
を
愚
か
者
に
し
︑
奴
隸
に
す
る
も
の
な
の
だ
﹂
(一
五
頁
)
と
舊
小
說
を
よ
り
a
確
に
否
定
す
る
表
現
に
な
っ
て
い

る
︒
上
営
の
四
三
年
の
面
談
で
︑
毛
は
蕭
三
に
對
し
て
︑
自
身
が
舊
小
說
に
反
對
し
た
と
い
う
物
語
が
敎
科
書
に
あ
る
こ
と
に
觸
れ
︑﹁
こ
れ

は
q
く
正
反
對
で
あ
り
︑
閒
¨
っ
て
い
る
﹂
と
不
滿
を
営
べ
て
い
る
︒
四
六
年
五
\
︑
蕭
三
は
﹃
北
方
�
�
﹄
第
一
卷
第
六
�
に
﹁
初
�
革
命

活
動
﹂
に
關
す
る
訂
正
記
事
を
揭
載
し
た
際
︑
各
地
の
物
語
集
が
同
樣
の
舊
小
說
に
關
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
收
錄
し
て
い
る
こ
と
を
批
�
し
︑

毛
の
K
圖
は
舊
小
說
を
批
�
�
に
讀
む
こ
と
に
あ
っ
た
と
說
a
し
て
い
る(24

)
︒
し
か
し
︑
各
地
の
物
語
集
が
依
然
と
し
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
轉

載
し
續
け
た
た
め
︑
こ
の
よ
う
な
毛
の
﹁
本
K
﹂
に
關
す
る
說
a
は
︑
四
九
年
以
後
も
﹃
靑
少
年
時
代
﹄
の
刊
行
と
再
版
に
際
し
て
脚
�
に
再

揭
さ
れ
續
け
た
︒

｢(三
)
不
相
信
鬼
神
﹂
で
は
︑
毛
が
八
歲
以
�
は
母
親
と
と
も
に
神
を
信
じ
て
い
た
が
︑
以
後
©
信
を
放
棄
し
た
と
営
べ
ら
れ
て
お
り
︑
毛

が
學
校
に
�
い
始
め
て
す
ぐ
に
©
信
を
放
棄
し
た
と
解
釋
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
自
傳
で
は
﹁
讀
書
は
︑
徐
々
に
私
に
影
ª
を
�
ぼ
し
は
じ
め
︑

ま
す
ま
す
懷
疑
�
に
な
っ
た(25

)
﹂
と
敍
営
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
九
歲
の
頃
︑
母
と
と
も
に
父
の
不
信
心
を
改
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
む
し
ろ
子
供
の
頃
の
毛
の
信
心
深
さ
が
强
v
さ
れ
て
い
る(26

)
︒

｢(四
)
同
:
被
壓
«
者
﹂
で
は
︑
長
沙
で
の
¥
民
の
暴
動
や
父
の
荷
が
貧
民
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
事
件
に
際
し
て
︑
¥
民
に
同
:
し
た
こ

と
を
敍
営
す
る
︒
¥
民
の
暴
動
は
︑
自
傳
に
お
い
て
も
毛
の
q
生
涯
に
影
ª
を
與
え
た
事
件
と
し
て
敍
営
さ
れ
て
い
る
が
︑
後
者
の
事
件
に
つ
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い
て
︑
自
傳
に
お
い
て
毛
が
父
に
同
:
し
な
か
っ
た
も
の
の
︑﹁
同
時
に
農
民
の
や
り
方
も
惡
い
と
思
っ
た(27

)
﹂
と
指
摘
し
た
部
分
は
︑﹃
�
�
課

本
﹄
で
は
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒

總
じ
て
自
傳
の
よ
り
現
實
�
な
描
寫
に
比
べ
て
︑﹃
�
�
課
本
﹄
で
は
︑
共
產
黨
員
の
�
質
に
沿
う
形
で
幼
い
頃
か
ら
貧
し
い
者
に
同
:
心

を
>
き
︑
搾
取
や
古
い
權
威
︑
©
信
に
a
確
に
反
對
す
る
毛
の
e
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
毛
個
人
の
魅
力
を
傳
え
る
と
い
う
よ
り
も
︑

指
b
者
の
模
範
�
態
度
を
�
し
て
︑
指
b
者
へ
の
崇
敬
の
念
を
育
く
む
と
と
も
に
︑
共
產
黨
員
が
持
つ
べ
き
�
質
を
學
ぶ
と
い
う
敎
材
と
し
て

の
役
割
を
物
語
が
擔
っ
て
い
る
こ
と
に
}
因
し
て
い
よ
う
︒
た
だ
し
︑
毛
は
上
営
の
蕭
と
の
面
談
で
︑
自
身
の
物
語
の
不
正
確
さ
に
不
滿
を
営

べ
た
後
に
︑
物
語
を
本
と
し
て
出
版
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
禁
止
し
た
と
話
し
て
お
り(28

)
︑
毛
本
人
が
積
極
�
で
な
い
狀
況
に
お
い
て
︑
傳
記
や

物
語
集
の
R
纂
と
刊
行
は
十
分
に
�
展
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
上
営
の
よ
う
に
根
據
地
の
=
T
機
關
紙
に
怨
た
な
毛
の
物
語
が
ほ

と
ん
ど
登
場
せ
ず
︑
上
営
の
﹃
中
國
靑
年
﹄
揭
載
の
四
i
の
�
違
す
ら
轉
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
事
:
も
關
係
し
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
頃
ま
で
毛
の
傳
記
・
物
語
は
︑
=
に
ス
ノ
ー
の
記
事
・
著
作
に
依
據
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
狀
況
も
理
解
で
き
よ
う
︒

(2
)
王
若

に
よ
る
物
語
と
﹁
爲
人
民
^
務
﹂
の
物
語
の
成
立

四
三
年
�
�
に
山
東
根
據
地
の
﹃
大
衆
日
報
﹄
に
聯
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
六
i
の
毛
澤
東
の
物
語
︑
若

﹁
毛
=
席
�
故
事
﹂
は
︑

樣
々
な
K
味
で
毛
の
物
語
の
大
き
な
劃
�
を
な
す
も
の
で
あ
る
︒若

と
は
︑
四
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
自
由
=
義
�

立
場
か
ら
中
共
指
b
部
を
嚴
し
く
批
�
し
︑
勞
働
改
O
︑
黨
籍
剝
奪
な
ど
の
處
分
を
F
け
た
作
家
王
若

の
こ
と
で
あ
る
︒
四
一
年
︑
王
は
�

安
で
黨
指
b
部
を
批
�
す
る
壁
怨
聞
を
發
刊
し
︑
四
三
年
山
東
根
據
地
の
整
風


動
で
も
壁
怨
聞
に
よ
る
黨
批
�
を
組
織
し
て
國
民
黨
特
務
の

Ü
疑
を
か
け
ら
れ
る
な
ど
︑
こ
の
時
�
か
ら
嚴
し
い
黨
批
�
と
行
動
力
で
知
ら
れ
て
い
た(29

)
︒
四
三
年
︑
山
東
で
の
整
風


動
が
開
始
さ
れ
る
�

に
︑
王
は
友
人
か
ら
﹃
大
衆
日
報
﹄
へ
の
寄
稿
を
求
め
ら
れ
︑
自
ら
が
關
わ
っ
た
膠
東
地
區
の
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
Ü
疑
者
救
濟
工
作
を
記
事
に
し

よ
う
と
考
え
た
が
︑
こ
の
件
が
黨
外
不
出
の
機
密
事
項
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
毛
の
﹁
�
藝
®
話
﹂
が
革
命
內
部
の
¯
黑
面
を
描
か
な
い
原
則
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を
立
て
て
い
た
こ
と
か
ら
斷
念
し
︑﹁
萬
一
に
も
閒
¨
い
の
な
い
﹂
革
命
指
b
者
を
讚
え
る
物
語
を
執
筆
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う(30

)
︒

聯
載
の
事
實
を
斷
言
で
き
な
い
の
は
︑
現
在
閱
覽
可
能
な
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
等
の
﹃
大
衆
日
報
﹄
で
は
︑
四
三
年
一
\
︑
四
\
︑
六
\
分

が
缺
落
し
て
お
り
︑
原
�
料
を
確
l
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
が
︑
同
紙
四
三
年
九
\
七
日
の
一
面
と
四
面
の
折
り
た
た
み
部
分
に
︑
王
若

著

﹃
毛
=
席
�
故
事
﹄
(大
衆
日
報
社
)
の
怨
刊
豫
吿
の
廣
吿
が
揭
載
さ
れ
て
お
り
︑﹃
大
衆
日
報
﹄
に
王
に
よ
る
物
語
が
揭
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

ほ
ぼ
閒
¨
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
廣
吿
で
は
物
語
名
が
�
讀
不
能
な
一
i
を
除
い
て
︑
五
i
の
物
語
が
王
の
作
品
と
し
て
特
定
で
き
る
︒
殘
り
の

一
i
は
︑
王
の
物
語
の
內
三
i
を
轉
載
し
た
﹃
戰
友
報
﹄
(四
四
年
六
\
三
〇
日
)
の
記
事
﹁
若

﹁
毛
=
席
�
故
事
﹂﹂
で
王
の
作
品
と
確
定
で

き
る
︒
こ
れ
ら
六
i(31

)
は
戰
後
か
ら
內
戰
�
に
は
各
地
の
怨
聞
・
雜
誌
・
物
語
集
に
收
め
ら
れ
︑
円
國
後
も
多
く
が
敎
科
書
な
ど
に
揭
載
さ
れ
て
︑

毛
の
代
表
�
な
物
語
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
︒
物
語
の
材
料
の
多
く
は
毛
の
政
治
祕
書
胡
喬
木
と
の
會
話
の
中
か
ら
得
た
と
さ
れ
る

が
︑
毛
が
一
²
傷
兵
士
の
希

に
應
じ
て
︑
そ
の
臨
�
に
立
ち
會
い
︑
自
ら
棺
を
擔
い
で
葬
D
す
る

(﹁
一
個
傷
兵
�
願

﹂)
︑
村
を
訪
れ
た
際

に
出
³
え
た
民
衆
の
中
か
ら
病
氣
の
子
供
を
見
つ
け
︑
自
分
の
車
で
病
院
に
D
り
命
を
救
う

(﹁
孫
澤
東
﹂︑
後
に
﹁
愛
護
孩
子
﹂
な
ど
と
改
名
)
な

ど
の
筋
書
き
は
︑
�
實
を
相
當
に
脚
色
し
た
創
作
に
]
い
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
地
名
な
ど
は
具
體
�
で
あ
り
︑
王
の
政
治
問
題
の

た
め
に
︑
�
實
を
檢
證
︑
記
錄
し
て
後
世
に
傳
え
る
試
み
が
︑
そ
の
後
放
棄
さ
れ
た
可
能
性
も
完
q
に
は
排
除
で
き
な
い
︒
創
作
の
性
格
が
强

け
れ
ば
︑
こ
れ
が
一
つ
目
の
劃
�
性
と
な
る
︒

上
を
含
め
た
場
合
の
二
つ
目
の
劃
�
性
は
︑
紅
軍
時
代
ま
で
の
傳
承
に
よ
っ
て
N
成
さ
れ
て
い
た
毛
の
物
語
や
傳
記
に
替
わ
り
︑
現
在
の
毛

の
e
を
傳
え
る
物
語
が
出
現
し
た
點
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
毛
の
側
]
と
の
�
液
が
あ
っ
た
王
若

に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る

が
︑
こ
れ
以
影
內
戰
�
ま
で
に
創
出
さ
れ
る
毛
の
物
語
は
︑
同
時
�
の
彼
の
活
動
を
傳
え
る
も
の
が
=
と
な
り
︑
�
行
中
の
革
命
の
物
語
と
し

て
人
々
の
關
心
を
集
め
て
い
く
︒

三
つ
目
の
劃
�
性
は
︑﹁
一
個
傷
兵
�
願

﹂﹁
孫
澤
東
﹂﹁
一
張
名
片
﹂
(黨
員
の
戰
死
者
數
を
記
憶
し
て
い
な
い
旅
長
を
叱
責
す
る
物
語
)
に
お

い
て
︑
個
々
の
兵
士
の
死
や
民
衆
の
命
に
向
き
合
う
毛
澤
東
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
與
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
一
個
傷
兵
�
願

﹂
は
︑
毛
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自
ら
が
他
の
指
b
者
ら
と
と
も
に
棺
を
擔
ぎ
墓
碑
銘
を
揮
毫
し
た
四
二
年
三
\
の
黨
中
央
幹
部
張
浩
の
µ
悼
會
に
着
想
を
得
た
も
の
と
も
考
え

ら
れ
る(32

)
︒
王
は
こ
の
物
語
を
山
東
で
の
傷
痍
軍
人
慰
問
の
活
動
の
中
で
書
い
た
と
囘
想
し
て
い
る
︒

個
々
の
兵
士
の
死
に
向
き
合
う
毛
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
中
共
自
身
が
後
に
そ
の
演
出
に
盡
力
す
る
こ
と
に
な
り
︑﹁
爲
人
民
^
務
﹂
(人
民
に
奉

仕
す
る
)
の
物
語
が
生
み
出
さ
れ
る
︒
四
四
年
九
\
︑
�
安
で
開
催
さ
れ
た
中
共
中
央
警
備
團
兵
士
張
思
德
の
µ
悼
會
に
お
い
て
毛
澤
東
は
︑

後
に
﹁
爲
人
民
^
務
﹂
と
題
さ
れ
る
�
名
な
演
說
を
行
い
︑
今
後
︑
軍
C
內
の
死
者
に
つ
い
て
︑
炊
夫
で
あ
っ
て
も
一
般
兵
士
で
あ
っ
て
も
多

少
と
も
�
益
な
仕
事
を
し
た
者
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
者
に
對
し
て
葬
儀
︑
µ
悼
會
を
行
い
︑
こ
れ
を
制
度
�
す
る
こ
と
な
ど
を
指
示
し
た
︒
こ
の

記
事
は
﹃
解
放
日
報
﹄
に
揭
載
さ
れ
︑
革
命
の
た
め
の
犧
牲
を
弔
う
毛
澤
東
の
美
談
が
︑
そ
の
權
威
の
�
�
�
確
立
と
と
も
に
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
︒
無
數
の
無
名
の
死
を
K
義
あ
る
も
の
と
し
て
可
視
�
す
る
こ
と
は
︑
根
據
地
の
安
定
�
︑
中
共
の
權
威
の
向
上
に
重
T
な
K
義
を

持
っ
て
い
た
︒
中
共
の
權
威
を
代
表
す
る
毛
澤
東
の
表
象
も
ま
た
︑
µ
悼
の
組
織
�
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
b
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
︒

﹁
爲
人
民
^
務
﹂
は
︑
�
字
�
り
人
民
の
利
益
に
奉
仕
す
る
中
共
の
革
命
の
理
念
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
演
說
で
賞
贊
さ
れ
た

﹁
人
民
の
た
め
の
死
﹂
と
い
う
槪
念
は
︑
自
己
犧
牲
に
よ
る
人
民
q
體
へ
の
奉
仕
の
�
德
を
强
v
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
張
思
德
の
µ
悼
會
に

參
加
し
た
警
備
團
の
代
表
は
︑﹁
毛
=
席
の
指
示
に
從
い
︑
張
思
德
の
人
民
の
利
益
に
奉
仕
す
る
模
範
に
學
び
︑
彼
の
K
志
を
繼
承
し
て
¹
に

努
力
し
て
い
く
﹂
(﹃
解
放
日
報
﹄
四
四
年
九
\
二
一
日
)
と
宣
誓
し
た
︒
人
民
の
た
め
の
革
命
を
英
邁
な
指
b
者
の
指
し
示
す
方
向
へ
と
囘
收
す

る
N
O
は
︑
善
な
る
天
の
下
す
命

=

天
命
に
よ
っ
て
瓜
治
す
る
傳
瓜
�
な
正
瓜
性
理
念
に
親
和
性
を
持
っ
て
お
り
︑
根
據
地
の
各
種
模
範
は
怨

社
會
の
﹁
狀
元
﹂︑
人
民
の
﹁
功
臣
﹂
の
呼
稱
を
與
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る(33

)
︒

四
五
年
四
\
か
ら
の
中
共
中
央
七
q
大
會
で
の
毛
澤
東
の
�
高
指
b
者
と
し
て
の
地
位
の
�
�
�
確
立
に
際
し
︑
毛
澤
東
思
想
を
黨
の
指
b

思
想
と
し
た
怨
た
な
黨
違
に
は
こ
の
精
神
が
a
記
さ
れ
︑﹁
爲
人
民
^
務
﹂
は
中
共
の
指
b
思
想
を
示
す
標
語
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
︒
旣

に
整
風


動
に
お
い
て
知
識
人
向
け
の
標
語
で
あ
る
﹁
實
事
求
是
﹂
が
毛
の
思
想
を
表
す
言
葉
と
し
て
定
着
し
て
い
た
が
︑
こ
の
語
に
比
し
て
︑

毛
自
身
の
物
語
か
ら
生
ま
れ
た
﹁
爲
人
民
^
務
﹂
は
︑
多
く
の
犧
牲
を
�
う
革
命
と
戰
爭
の
中
に
あ
っ
て
︑
大
衆
の
共
感
を
得
や
す
い
語
と
し
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て
提
}
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
毛
=
席
の
“
爲
人
民
^
務
”
の
精
神
﹂
に
學
ぶ
と
い
う
e
勢
は
︑
三
品
が
営
べ
た
よ
う
な
人
民
の
K

志
の
解
釋
權
と
決
定
權
を
毛
澤
東
が
獨
占
す
る
と
い
う
N
O
を
端
�
に
示
し
て
い
る
︒
七
q
大
會
の
黨
違
修
正
の
報
吿
に
お
い
て
劉
少
奇
は
以

下
の
よ
う
な
言
葉
で
︑
黨
の
規
律
︑
人
民
の
K
志
に
從
い
︑
人
民
に
奉
仕
す
る
e
勢
を
根
據
と
す
る
毛
の
卓
越
し
た
地
位
を
確
l
し
て
い
る

[(

)
內
は
引
用
者
]︒

毛
澤
東
同
志
は
我
が
黨
の
指
b
者
で
あ
る
が
︑
我
が
黨
の
一
人
の
�
�
の
黨
員
で
も
あ
る
︒
彼
は
黨
の
荏
�
の
下
に
あ
り
︑
�
も
謹
嚴
な

態
度
で
黨
の
q
て
の
規
律
を
守
る
︒
彼
は
人
民
大
衆
の
指
b
者
で
あ
る
が
︑
彼
の
q
て
は
人
民
大
衆
の
K
志
に
基
づ
い
て
い
る
︒
彼
は
人

民
の
�
で
は
�
も
忠
實
な
勤
務
員
で
あ
り
︑
�
も
愼
み
深
い
小
學
生
で
あ
る
︒
(中
略
)
我
が
黨
と
我
が
民
族
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
洩
大

な
指
b
者
が
い
て
︑
ま
た
こ
の
よ
う
な

(毛
澤
東
思
想
で
武
裝
し
た
)
大
量
の
幹
部
が
い
る
の
で
︑
我
々
は
無
敵
で
あ
り
︑
ま
た
我
が
民
族

と
人
民
の
q
て
の
敵
に
À
利
で
き
る
の
で
あ
る(34

)
︒

ま
た
︑
同
大
會
に
お
い
て
︑
張
聞
天
は
以
下
の
よ
う
な
言
葉
で
毛
澤
東
と
人
民
の
一
體
�
を
表
現
し
て
い
る
︒

彼
の
思
想
と
:
感
は
民
衆
の
思
想
と
:
感
で
あ
り
︑
彼
の
苦
し
み
︑
歡
喜
と
延
怒
は
人
民
の
苦
し
み
︑
歡
喜
と
延
怒
で
あ
る
︒
(中
略
)

彼
と
人
民
の
﹁
結
合
﹂
は
こ
の
よ
う
に
密
接
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
一
體
彼
が
人
民
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
人
民
が
彼
な
の
か
區
別
が
で
き
な

い
！

(中
略
)
彼
が
そ
の
よ
う
に
c
虛
で
愼
み
深
い
の
は
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
民
に
よ
く
奉
仕
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
︒
(中
略
)
こ
れ
は
中
國
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
︑
中
國
人
民
︑
中
華
民
族
の
血
肉
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
稀
�
の
Á
出
し
た
洩
大
な
人

格
で
あ
る
！(35

)

張
聞
天
は
こ
の
報
吿
で
民
衆
の
小
學
生
と
な
る
毛
澤
東
を
讚
え
る
と
と
も
に
︑
自
ら
は
毛
の
學
生
に
な
る
K
志
を
表
a
し
て
お
り
︑
人
民
の

K
志
と
の
一
體
�
を
根
據
と
し
た
毛
の
卓
越
し
た
指
b
權
が
確
l
さ
れ
て
い
る
︒
以
後
︑﹁
爲
人
民
^
務
﹂
は
模
範
と
烈
士
に
�
用
さ
れ
る
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
︑
軍
を
中
心
に
�
用
さ
れ
︑
大
衆


動
を
�
じ
て
社
會
へ
と
廣
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

王
若

の
物
語
の
四
つ
目
の
劃
�
性
は
︑﹁
一
張
名
片
﹂
の
冒
頭
に
お
い
て
︑
毛
の
人
々
に
接
す
る
態
度
を
母
親
の
優
し
さ
︑
父
親
の
嚴
し
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さ
に
例
え
︑
毛
の
權
威
が
擬
制
�
な
家
族
關
係
と
し
て
說
a
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る(36

)
︒
樣
々
な
社
會
關
係
を
血
緣
の
比
喩
に
よ
っ
て
說
a
す

る
﹁
血
緣
同
氣
の
感
覺
﹂
は
︑
個
別
性
の
强
い
中
國
社
會
に
お
い
て
人
々
に
一
體
感
を
付
與
す
る
鋭
用
性
の
高
い
理
念
で
あ
り(37

)
︑
こ
の
後
︑
毛

澤
東
の
恩
德
を
父
母
の
慈
愛
に
例
え
る
形
式
が
定
着
し
て
い
く(38

)
︒

ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
理
念
を
基
礎
と
し
て
︑
天
命
を
F
け
て
q
て
の
人
々
に
幸
福
を
も
た
ら
す
至
高
の
{
人
で
あ
る
皇
z
を
親
と
し
︑
王
Ä

を
家
と
す
る
﹁
忠
孝
一
致
﹂
の
權
力
觀
が
b
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
�
K
が
必
T
で
あ
ろ
う
︒
�
革
�
に
頂
點
に
m
す
る
﹁
父
よ
り
も
母
よ

り
も
親
し
い
毛
=
席
﹂
と
い
う
家
族
の
上
に
立
つ
毛
澤
東
の
權
威
の
說
a
は
︑
創
作
の
物
語
の
成
立
と
と
も
に
︑
旣
に
K
識
�
に
準
備
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
︒
な
お
︑
こ
の
物
語
︑﹁
一
張
名
片
﹂
で
は
﹁
あ
る
人
は
毛
澤
東
同
志
を
︑
地
球
を
溫
め
照
ら
す
太
陽
に
た
と
え
る
﹂
(﹃
戰
友

報
﹄
四
四
年
七
\
一
日
)
と
も
営
べ
て
お
り
︑
こ
の
比
喩
は
四
四
年
の
﹁
東
方
紅
﹂
の
正
式
な
發
表
よ
り
も
早
く
︑
毛
を
太
陽
に
た
と
え
る
表
現

の
先
驅
け
に
も
な
っ
て
い
る

(そ
の
後
︑﹃
東
北
日
報
﹄
四
五
年
一
一
\
一
〇
日
で
は
︑﹁
冬
の
Ç
か
い
太
陽
に
た
と
え
る
﹂
と
︑
よ
り
B
易
な
表
現
に
替
え

ら
れ
て
い
る
)
︒

劃
�
性
の
五
つ
目
は
︑﹁
孫
澤
東
﹂
と
﹁
在
戲
院
裏
﹂
に
お
い
て
は
子
供
が
モ
チ
ー
フ
と
さ
れ
て
お
り
︑
兒
越
が
讀
者
と
し
て
K
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
在
戲
院
裏
﹂
は
︑
劇
場
に
遲
れ
て
到
着
し
た
毛
が
︑
劇
團
の
責
任
者
や
觀
客
の
勸
め
に
も
關
わ
ら
ず
︑
規
律
を
守
り
︑

�
方
の
席
に
座
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
が
︑
結
局
�
方
に
招
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
子
供
の
席
に
座
り
︑
子
供
を
膝
の
閒
に
挾
ん
で
一
緖
に
觀

劇
を
し
た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
指
b
者
自
ら
規
律
を
守
る
態
度
︑
機
轉
の
利
い
た
對
應
は
多
く
の
物
語
に
共
�
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
が
︑

子
供
と
親
し
く
�
わ
る
人
柄
が
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
王
の
物
語
の
多
く
は
円
國
後
︑
兒
越
用
敎
材
の
代
表
�
作
品

と
し
て
も
P
用
さ
れ
て
い
る(39

)
︒

｢精
兵
鯵
政
﹂
は
︑
毛
が
﹁﹁
自
分
が
小
學
生
に
な
る
﹂
よ
い
機
會
﹂
と
し
て
︑
邊
區
參
議
會
で
參
議
員
の
K
見
を
聽
取
し
た
こ
と
を
傳
え
て

い
る
︒﹁
招
待
﹁
貴
賓
﹂﹂
は
︑
�
安
に
毛
澤
東
を
訪
ね
た
關
中
の
農
民
ら
が
︑
毛
の
手
厚
い
歡
³
を
F
け
る
物
語
で
︑﹁
民
衆
の
小
學
生
に
な

る
﹂
と
い
う
毛
の
c
虛
な
e
勢
が
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
︑
そ
の
實
踐
を
B
易
な
物
語
と
し
て
描
い
た
の
も
王
が
初
め
て
で
あ
る
︒
農
民
ら
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が
囘
民
を
差
別
�
に
語
る
の
を
毛
が
諫
め
る
場
面
が
あ
り
︑﹁
民
衆
の
小
學
生
に
な
る
﹂
こ
と
で
﹁
民
衆
の
先
生
と
な
﹂
っ
た
毛
が
粘
り
强
く

民
衆
を
b
く
e
が
物
語
の
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
王
若

が
自
身
の
感
性
に
よ
っ
て
︑
中
共
の
K
圖
や
大
衆
の
嗜
好
な
ど
を
Ê
み
取
っ
て
生
み
出
し
た
物
語
は
︑
毛
の
權
威
の

說
a
を
發
展
さ
せ
る
重
T
な
契
機
と
な
っ
た
︒
毛
の
よ
う
な
中
共
�
高
指
b
者
の
物
語
の
執
筆
は
︑
一
般
に
は
:
報
を
得
ら
れ
る
側
]
・
中
央

幹
部
な
ど
が
︑
黨
組
織
の
許
可
や
指
示
を
F
け
て
︑
よ
う
や
く
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
王
が
正
式
な
黨
の
指
示
や
T
Ë
を
F
け
て
い
た

か
は
不
a
で
あ
る
が
︑
�
安
で
壁
怨
聞
に
よ
る
黨
批
�
を
組
織
し
た
經
驗
を
持
つ
彼
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
が
な
く
と
も
萬
一
の
批
�
も
恐
れ
ず

に
筆
を
揮
う
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
客
觀
�
な
條
件
を
備
え
︑
タ
ブ
ー
を
恐
れ
な
い
王
こ
そ
が
︑
毛
の
物
語
の
發

展
を
可
能
に
し
た
こ
と
に
な
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
生
涯
に
わ
た
っ
て
中
共
權
力
の
專
制
�
性
格
を
批
�
し
續
け
た
王
自
身
が
こ
の
よ
う
な

物
語
の
劃
�
性
を
切
り
開
い
た
こ
と
は
︑
歷
�
の
皮
肉
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

四
四
年
一
二
\
四
日
の
﹃
戰
友
報
﹄
に
は
︑
一
般
兵
士
と
苦
勞
を
共
に
す
る
指
b
者
ら
の
e
を
描
い
た
﹁
困
苦
時
代

毛
澤
東
親
手
發
棉
衣

朱
總
司
令
�
Ì
擔
﹂
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
民
衆
や
一
般
兵
士
と
苦
樂
を
と
も
に
す
る
指
b
者
の
美
德
が
敍
営
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
に
は

上
営
の
よ
う
な
王
が
生
み
出
し
た
諸
T
素
は
付
與
さ
れ
て
い
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
王
の
物
語
も
日
中
戰
爭
�
に
は
=
T
な
機
關
紙
に
轉
載

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
毛
の
物
語
が
�
�
し
量
產
さ
れ
る
の
は
內
戰
�
以
影
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
︒

Ⅲ
．
模
範
と
象
�
の
物
語
と
略
傳
の
成
立

(1
)
模
範
と
象
�
の
物
語

王
若

作
の
物
語
の
|
生
か
ら
お
よ
そ
�
年
後
︑
�
安
で
は
四
三
年
一
〇
\
か
ら
一
一
\
に
か
け
て
第
一
囘
陝
甘
寧
邊
區
勞
働
英
雄
大
會
が

開
催
さ
れ
︑
農
業
生
產
な
ど
の
民
衆
の
模
範
が
多
數
Ï
出
さ
れ
た
︒
�
安
で
は
こ
の
頃
か
ら
毛
が
模
範
な
ど
の
民
衆
の
代
表
に
接
見
す
る
行
事
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が
春
t
な
ど
に
繰
り
Ð
さ
れ
︑﹁
民
衆
の
權
力
﹂
を
代
表
す
る
毛
と
中
共
の
正
瓜
性
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
を
機
に
﹁
民
衆

を
指
b
し
て
︑
そ
の
生
活
を
豐
か
に
す
る
﹂
毛
と
そ
の
路
線
に
忠
實
な
模
範
と
の
ふ
れ
あ
い
が
︑
怨
た
な
毛
の
物
語
の
T
素
と
し
て
加
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
︒﹃
解
放
日
報
﹄
は
邊
區
第
一
等
勞
働
英
雄
の
吳
滿
�
が
︑
公
務
に
多
忙
な
毛
の
た
め
に
農
地
の
代
¦
を
申
し
出
た
こ
と
を

報
�
し

(四
四
年
二
\
一
一
日
)
︑
ま
た
彼
が
毛
の
家
を
訪
ね
て
親
し
く
語
り
合
う
物
語
が
同
紙
に
發
表
さ
れ
て
い
る

(四
四
年
八
\
二
三
日
)
︒

一
方
︑
日
中
戰
爭
末
�
か
ら
內
戰
�
に
か
け
て
華
北
の
根
據
地
で
は
︑
毛
の
Ò
宴
が
神
宴
の
代
替
と
し
て
�
用
さ
れ
︑
民
衆
が
毛
を
﹁
生
き

た
神
仙
﹂
と
讚
え
る
e
が
報
�
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る(40

)
︒
し
か
し
︑
物
語
の
中
で
毛
に
關
わ
る
奇
跡
や
そ
の
神
�
な
力
が
語
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
管
見
の
限
り
內
戰
�
以
影
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
の
數
は
非
常
に
少
な
い
︒
�
字
を
解
さ
な
い
民
衆
に
對
す
る
毛
の
神
格
�
は
︑
=

に
民
謠
や
儀
禮
︑
戲
劇
な
ど
が
擔
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
報
�
は
民
閒
信
仰
の
�
Ó
で
毛
を
崇
敬
す
る
民
衆
の
e
勢

を
F
け
入
れ
る
こ
と
を
讀
者
に
«
っ
て
お
り
︑
民
衆
の
K
志
を
根
據
と
し
て
毛
の
權
威
を
極
點
に
ま
で
高
め
る
毛
の
象
�
の
物
語
が
︑
こ
れ
を

機
に
成
立
し
て
い
く
︒

內
戰
�
に
は
︑
毛
澤
東
の
物
語
集
が
各
地
で
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り(41

)
︑
こ
れ
ら
に
は
上
営
の
よ
う
な
毛
の
傳
記
の
斷
片
や
物
語
︑
自
傳
を

基
に
し
た
樣
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
他
︑
重
慶
會
談
の
報
�
記
事
や
毛
に
會
見
し
た
歐
米
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
記
事
︑
中
共
幹
部
に
よ
る
毛
澤

東
思
想
に
關
す
る
解
說
を
收
め
た
も
の
も
あ
る(42

)
︒
重
慶
會
談
の
報
�
は
根
據
地
の
機
關
紙
に
揭
載
さ
れ
た
も
の
で
︑
重
慶
の
知
識
人
︑
學
生
︑

勞
働
者
ら
が
︑﹁
人
民
を
指
b
し
て
B
和
︑
團
結
︑
民
=
の
た
め
に
鬭
爭
す
る
﹂
毛
を
熱
烈
に
歡
³
す
る
樣
子
が
語
ら
れ
︑﹁
中
國
人
に
は
大
き

な
救
星
が
現
れ
た
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
救
星
は
あ
な
た
で
す
﹂
と
記
し
た
女
工
の
手
紙
が
紹
介
さ
れ
て
い
る(43

)
︒
重
慶
會
談

を
契
機
に
中
國
人
民
の
指
b
者
と
し
て
の
毛
の
イ
メ
ー
ジ
を
强
v
し
よ
う
と
す
る
中
共
の
K
圖
に
基
づ
き
︑
毛
の
動
靜
に
關
す
る
集
中
�
な
報

�
が
行
わ
れ
︑
毛
の
物
語
も
本
格
�
に
�
�
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

內
戰
�
の
物
語
集
の
表
紙
に
は
毛
を
取
り
卷
く
子
供
m
を
描
い
た
も
の
も
あ
り(44

)
︑
兒
越
用
の
敎
材
と
し
て
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
根
據
地
で
�
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
小
學
校
低
學
年
識
字
用
敎
科
書

(表
紙
・
奧
附
缺
)
は
︑
土
紙
油
印
の
極
め
て
鯵
素
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な
版
本
で
政
治
�
な
內
容
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
毛
=
席
﹂
の
違
が
立
て
ら
れ
て
お
り
︑
毛
の
Ò
宴
畫
の
下
に
﹁
彼
は
太
陽
よ

り
も
輝
い
て
い
る

お
友
m
は
皆
拍
手
し
て
歌
を
歌
う
﹂
と
い
う
�
が
添
え
ら
れ
て
い
る
︒
基
層
の
年
少
者
に
對
し
て
も
毛
澤
東
崇
拜
を
推
�

す
る
方
針
が
確
定
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

內
戰
末
�
に
は
︑
毛
の
權
威
を
象
�
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
中
共
の
下
部
組
織
に
定
着
し
て
い
く
︒
四
九
年
七
\
︑
共
產
=
義
靑
年
團
中
央
團

校
の
卒
業
式
に
お
い
て
學
生
代
表
は
︑
臨
席
し
た
毛
に
對
し
︑﹁
あ
な
た
は
私
た
ち
の
慈
父
で
す
︒
(中
略
)
私
た
ち
は
卒
業
後
︑
あ
な
た
と
黨

中
央
の
指
b
の
下
︑
引
き
續
き
人
民
に
奉
仕
し
︑
こ
の
世
代
の
靑
年
を
團
結
さ
せ
︑
敎
育
す
る
こ
と
に
努
力
し
ま
す
﹂
と
誓
い
の
言
葉
を
営
べ

た
︒
毛
に
會
っ
た
感
動
を
二
人
の
學
生
が
綴
っ
た
�
違
と
誓
い
の
言
葉
は
︑﹃
中
國
靑
年
﹄
に
發
表
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
�
違
自
體
が
毛
の
權

威
を
讀
者
で
あ
る
靑
少
年
ら
に
Ô
Õ
さ
せ
る
役
割
を
擔
っ
て
い
る(45

)
︒

｢爲
人
民
^
務
﹂
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
都
市
の
一
般
の
靑
少
年
に
も
︑
學
校
敎
育
を
�
じ
て
Ô
Õ
し
つ
つ
あ
っ
た
︒
四
九
年
四
\
︑
北
B
市
で

開
催
さ
れ
た
q
國
Ö
女
代
表
大
會
に
參
加
し
た
北
B
紅
n
小
學
校
の
一
兒
越
は
︑
一
般
兵
士
と
變
わ
ら
な
い
朱
德
の
素
樸
な
身
な
り
︑
子
供
を

愛
す
る
優
し
い
e
に
觸
れ
︑
こ
れ
ら
を
國
民
黨
の
將
兵
の
規
律
の
惡
さ
と
比
�
し
︑﹁
毛
=
席
︑
朱
總
司
令
は
人
民
の
指
b
者
で
あ
り
︑
彼
ら

は
人
民
の
た
め
に
働
い
て
い
る
の
だ
﹂
と
氣
づ
き
︑
自
分
も
一
生
懸
命
勉
强
し
︑
勞
働
者
・
農
民
に
奉
仕
し
︑
人
民
の
た
め
に
よ
い
こ
と
を
行

お
う
と
い
う
決
K
を
営
べ
て
い
る(46

)
︒
同
じ
く
﹃
中
國
靑
年
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
︑
人
民
と
中
共
指
b
者
と
の
關
係
を
說
a
す

る
模
範
�
解
釋
が
︑
¹
に
社
會
に
Ô
Õ
し
て
い
く
こ
と
が
�
待
さ
れ
て
い
る
︒

毛
の
權
威
が
農
村
や
地
方
都
市
の
靑
少
年
に
ど
の
よ
う
に
Ô
Õ
し
て
い
た
の
か
を
示
す
�
料
は
極
め
て
乏
し
い
︒
河
北
省
邢
臺
地
區
の
一
生

徒

(作
�
の
水
準
か
ら
中
學
生
と
推
察
さ
れ
る
)
は
︑
怨
民
=
=
義
革
命
の
苦
難
の
行
M
を
航
海
に
例
え
る
散
�
詩
を
作
り
︑﹁
人
民
に
奉
仕
す
る

者
は
こ
の
Ø
に
乘
れ
﹂
と
い
う
臺
詞
を
�
中
に
綴
っ
て
い
る
︒
地
方
の
學
校
敎
育
に
お
い
て
も
﹁
爲
人
民
^
務
﹂
の
精
神
が
必
須
の
學
@
內
容

と
な
り
︑
Ô
Õ
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る(47

)
︒
一
方
︑
河
北
省
涉
縣
農
村
の
あ
る
小
學
生
は
︑
貧
民
が
=
人
公
と
な
り
︑
貧
Ù
農
の
子
供
が
自

由
に
�
具
を
買
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
聞
き
︑﹁
死
ん
で
も
黨
と
八
路
軍
︑
毛
=
席
を
忘
れ
な
い
﹂
と
日
記
に
綴
っ
て
い
る(48

)
︒
日
記
は
敎
師
が
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朱
筆
を
入
れ
て
指
b
を
行
う
な
か
ば
公
�
な
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
は
血
緣
關
係
の
比
喩
も
﹁
爲
人
民
^
務
﹂
の
よ
う
な
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン

も
見
當
た
ら
な
い
︒
農
村
の
兒
越
が
素
樸
な
﹁
報
恩
﹂
の
觀
念
に
基
づ
い
て
毛
と
共
產
黨
を
l
識
す
る
狀
況
が
確
l
で
き
る
︒
怨
聞
・
雜
誌
の

報
�
に
お
い
て
も
︑
基
層
大
衆
の
毛
へ
の
崇
敬
の
念
の
多
く
は
﹁
恩
人
﹂
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
血
緣
關
係
に
よ
る
比
喩

や
﹁
爲
人
民
^
務
﹂
の
觀
念
は
直
接
�
に
は
一
定
の
敎
育
水
準
に
あ
る
人
々
を
對
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
頃
に
は
毛
の
權
威
の
擴
大
・
定
着
に
�
い
︑
毛
そ
の
人
の
物
語
の
他
に
︑
毛
の
象
�
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
成
立
し
て
い
く
︒
�
安
で
の

搶
救


動

(ス
パ
イ
摘
發


動
)
を
題
材
と
し
た
物
語
は
︑
自
白
大
會
の
會
場
に
揭
げ
ら
れ
た
毛
宴
に
心
を
見
Õ
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
不
安

を
>
く
ス
パ
イ
の
e
が
描
か
れ
て
い
る(49

)
︒
四
六
年
七
\
一
日
の
晉
察
冀
軍
區
機
關
誌
﹃
抗
敵
報
﹄
に
は
︑﹃
晉
察
冀
日
報
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
毛

の
寫
眞
を
自
宅
か
ら
小
學
校
に
持
ち
出
し
て
︑
同
A
生
と
と
も
に
Ò
宴
に
敬
禮
す
る
兒
越
が
先
生
に
襃
め
ら
れ
る
と
い
う
物
語
が
揭
載
さ
れ
て

い
る
︒
實
際
に
當
日
の
﹃
晉
察
冀
日
報
﹄
に
は
︑
蕭
三
﹁
毛
澤
東
同
志
在
大
革
命
時
代
﹂
の
傳
記
と
と
も
に
毛
の
巨
大
な
寫
眞
が
揭
載
さ
れ
て

お
り
︑
こ
の
よ
う
な
宴
の
�
用
を
促
す
K
圖
が
a
ら
か
で
あ
る
︒
四
八
年
二
\
二
〇
日
の
﹃
冀
魯
豫
日
報
﹄
に
は
︑
怨
華
社
電
の
�
安
周
邊
の

Ú
擊
地
區
の
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
︑
神
出
鬼
沒
の
Ú
擊
C
が
國
民
黨
の
據
點
に
潛
入
し
て
﹁
毛
=
席
萬
歲
﹂
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
書
き
︑
國
民
黨
側

が
﹁
蔣
=
席
萬
歲
﹂
に
書
き
奄
え
て
も
︑
二
日
續
け
て
﹁
毛
=
席
萬
歲
﹂
に
書
き
直
し
た
と
い
う
記
事
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
記
事
は
円

國
後
多
く
の
敎
科
書
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
小
學
校
の
國
語
敎
科
書
や
雜
誌
に
は
︑
自
宅
の
	
神
宴
を
除
き
毛
宴
に
貼
り
替
え
る
農
民
の
歌
が

揭
載
さ
れ
た
他
︑
プ
ラ
ハ
で
の
國
際
學
生
聯
合
會
成
立
大
會
で
毛
澤
東
バ
ッ
ヂ
を
各
國
靑
年
と
�
奄
す
る
中
國
靑
年
代
表
︑
入
黨
儀
式
に
際
し

毛
宴
に
叩
頭
を
す
る
農
民
の
e
な
ど
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
入
黨
儀
式
で
貧
農
は
﹁
毛
=
席
に
會
う
と

大
旱
魃
に
雨
を
得
た
よ
う
だ

本
當
は
叩
頭
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が

止
め
ら
れ
な
い
﹂
と
發
言
し
て
お
り
︑
農
民
が
自
身
の
規
範
K
識
に
よ
っ
て
毛
を
崇
敬
す
る
e
が

好
K
�
に
表
現
さ
れ
て
い
る(50

)
︒
民
衆
の
言
動
に
依
據
し
て
個
人
崇
拜
を
稱
揚
す
る
こ
の
よ
う
な
手
法
は
︑
後
営
す
る
﹁
革
命
の
傳
說
﹂
に
も
F

け
繼
が
れ
て
い
る
︒

こ
の
他
︑
毛
の
象
�
に
よ
っ
て
︑
家
族
の
つ
な
が
り
を
も
政
治
�
し
よ
う
と
す
る
報
�
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
あ
る
農
民
が
部
C
の
息
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子
に
宛
て
た
﹃
戰
友
報
﹄
揭
載
の
手
紙
で
は
︑
彼
が
土
地
改
革
の
恩
惠
を
毛
に
感
謝
し
て
お
り
︑
©
信
を
や
め
て
毛
宴
を
Ü
入
し
た
こ
と
︑
息

子
が
部
C
で
活
Ý
し
て
無
事
歸
宅
す
る
こ
と
︑
功
績
を
立
て
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る(51

)
︒
以
後
︑
こ
の
よ
う
な
家
族
の
:

を
基
に
﹁
忠
孝
一
致
﹂
の
精
神
が
革
命
の
物
語
の
重
T
な
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
發
展
し
て
い
く
︒

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
藝
Þ
と
し
て
の
毛
澤
東
宴
を
長
�
�
視
點
で
考
察
し
た
楊
昊
成
は
︑
繪
畫
の
中
に
毛
の
Ò
宴
を
描
く
﹁
畫
中
畫
﹂
の
手
法
に

よ
っ
て
︑
毛
は
﹁
益
々
生
身
の
身
體
を
離
れ
た
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
︑
樣
々
な
人
々
が
必
T
に
應
じ
て
求
め
︑
發
言
權
を
爭
う
際
に
依
據
す
る
疑

う
こ
と
の
で
き
な
い
力
と
な
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る(52

)
︒
毛
宴
の
畫
中
畫
の
手
法
は
︑
內
戰
�
の
根
據
地
の
出
版
物
の
插
繪
な
ど
で
旣
に
素
樸
な

形
で
成
立
し
て
い
た
が
︑
毛
の
象
�
の
物
語
も
こ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
成
立
し
て
お
り
︑
畫
中
畫
と
同
樣
に
毛
の
權
威
が
そ
の
象
�
を
�
じ
て
︑

彼
の
身
體
の
時
閒
と
空
閒
の
制
f
を
越
え
て
自
在
に
Ô
Õ
す
る
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

こ
れ
と
同
時
に
抽
象
�
さ
れ
た
毛
の
精
神
も
物
語
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒
霄
ß
﹁
毛
=
席
能
治
精
神
病
﹂
は
︑
精
神
錯
亂
を
}
こ
し
て

入
院
し
︑
發
作
を
繰
り
Ð
す
à
役
軍
人
が
︑﹁
こ
れ
は
毛
=
席
の
命
令
だ
﹂
な
ど
と
諭
さ
れ
る
こ
と
で
治
�
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
物
語
で
︑

毛
が
代
表
す
る
組
織
規
律
へ
の
^
從
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒
à
院
し
て
毛
と
會
見
し
た
元
軍
人
は
︑﹁
久
し
く
別
れ
て
い
た
父
母
に
會
っ

た
よ
う
に
喜
び
淚
を
液
し
﹂
た
と
さ
れ
︑
毛
と
の
關
係
は
こ
こ
で
も
親
子
の
:
に
假
託
し
て
語
ら
れ
て
い
る(53

)
︒
こ
の
時
�
の
根
據
地
の
報
�
で

は
︑
中
共
の
政
策
方
針
を
民
衆
が
﹁
毛
=
席
の
政
策
﹂
と
讚
え
︑
參
軍

(�
兵
)


動
や
軍
C
內
で
の
立
功


動
を
﹁
毛
=
席
の
功
臣
と
な

る
﹂
と
表
現
す
る
な
ど
︑
權
力
を
毛
そ
の
人
と
し
て
提
示
す
る
﹁
權
力
の
人
格
�
﹂
と
も
い
う
べ
き
狀
況
が
�
展
し
て
い
る
︒
毛
の
名
を
冠
し
︑

そ
の
精
神
を
體
現
し
た
政
策
・
組
織
・
模
範
な
ど
に
關
す
る
一
聯
の
報
�
は
︑
い
わ
ば
象
�
�
さ
れ
た
毛
の
物
語
と
し
て
大
量
に
液
布
さ
れ
︑

毛
の
物
語
の
怨
た
な
形
式
と
し
て
定
着
し
て
い
く
︒
こ
こ
に
至
っ
て
模
範
の
物
語
は
︑
吳
滿
�
の
場
合
の
よ
う
な
毛
そ
の
人
と
の
接
觸
を
必
T

と
し
な
い
段
階
に
m
し
て
い
た
︒

王
旦
林
﹁
毛
=
席
比
我
¹
辛
苦
﹂
と
い
う
物
語
で
は
︑
山
西
省
B
順
縣
の
あ
る
區
長
が
︑
土
地
改
革
の
慶
祝
大
會
に
お
い
て
民
衆
が
感
謝
の

念
を

め
て
衣
食
や
金
錢
を
贈
ろ
う
と
し
た
の
を
拒
否
し
︑﹁
毛
=
席
は
私
よ
り
大
變
だ
が
︑
民
衆
の
も
の
を
何
か
と
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
？
﹂
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と
語
っ
て
い
る(54

)
︒﹁
做
毛
=
席
�
小
學
生
﹂
で
は
︑﹁
常
À
將
軍
﹂
と
讚
え
ら
れ
る
劉
伯
承
が
自
身
の
軍
功
を
﹁
こ
れ
は
毛
=
席
の
指
b
の
功
績

だ
﹂
と
語
り
︑﹁
毛
=
席
の
小
學
生
に
な
る
﹂
e
勢
を
表
a
し
て
い
る(55

)
︒
內
戰
�
の
冀
魯
豫
軍
區
に
お
い
て
模
範
部
C
を
ä
い
て
活
Ý
し
た
王

克
勤
は
︑
�
線
で
の
臨
�
に
際
し
て
︑﹁
死
ぬ
ま
で
貧
乏
人
に
奉
仕
し
︑
人
民
の
た
め
に
立
功
し
た
と
毛
=
席
に
傳
え
て
く
れ
﹂
と
語
っ
た
と

報
�
さ
れ

(﹃
冀
魯
豫
日
報
﹄
四
七
年
七
\
二
二
日
)
︑
模
範
の
死
は
毛
の
﹁
爲
人
民
^
務
﹂
の
精
神
に
よ
っ
て
K
味
附
け
ら
れ
る
と
い
う
形
式
が

整
え
ら
れ
て
い
る
︒
毛
の
精
神
は
︑
そ
の
象
�
の
物
語
と
同
樣
に
物
語
の
中
の
多
數
の
模
範
の
實
踐
に
よ
り
︑
彼
自
身
の
時
閒
と
空
閒
を
超
え

て
Ô
Õ
す
る
場
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

(2
)
略
傳
の
成
立

蕭
三
﹁
毛
澤
東
同
志
略
傳
﹂
(﹃
北
方
�
�
﹄
第
二
卷
第
三
�
︑
四
六
年
七
\
)
は
︑﹁
初
�
革
命
活
動
﹂
と
同
樣
︑
毛
の
革
命
活
動
を
整
風


動

の
�
Ó
で
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
=
義
の
中
國
�
の
實
踐
と
し
て
描
く
も
の
で
︑
共
產
黨
員
向
け
の
テ
キ
ス
ト
ら
し
く
︑
毛
の
讀
書
生
活
や
學

@
e
勢
に
も
焦
點
を
當
て
︑
歷
任
し
た
役
職
や
そ
の
著
作
に
つ
い
て
仔
細
な
敍
営
を
行
っ
て
い
る
︒
著
作
を
列
擧
す
る
形
式
は
上
営
の
﹁
毛
澤

東
同
志
�
學
@
故
事
﹂
と
同
樣
で
あ
り
︑
マ
ル
ク
ス
=
義
の
理
論
家
・
中
國
革
命
の
指
b
者
と
し
て
の
毛
の
功
績
を
顯
頴
し
︑
宣
傳
・
敎
育
す

る
K
圖
に
卽
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

同
略
傳
で
は
國
民
黨
と
の
權
力
鬭
爭
の
�
�
段
階
を
K
識
し
て
︑
人
民
に
奉
仕
し
民
衆
の
學
生
と
な
る
大
衆
路
線
の
實
踐
者
と
し
て
︑
毛
澤

東
が
人
民
の
指
b
者
た
る
べ
き
こ
と
を
確
l
し
な
が
ら
︑
多
く
の
民
衆
が
毛
を
﹁
毛
{
人
﹂﹁
救
星
﹂﹁
福
星
﹂
と
稱
し
て
い
る
と
指
摘
し
︑
毛

は
﹁
中
國
�
�
以
來
初
め
て
の
正
し
く
人
民
を
救
う
︑
人
民
の
た
め
に
福
を
も
た
ら
す
{
人
で
あ
る
﹂
と
强
v
し
て
い
る
︒
毛
は
傳
瓜
政
治
の

�
Ó
に
お
い
て
︑
中
華
の
瓜
治
者
に
ふ
さ
わ
し
い
眞
の
{
人
の
地
位
を
與
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
後
︑
蕭
三
に
よ
る
略
傳
と
同
樣
の
體
裁

の
毛
の
略
傳
が
︑
共
產
黨
員
の
基
礎
敎
育
の
敎
材
に
揭
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
西
北
局
宣
傳
部
が
R
纂
し
︑
晉
南
工
作
委
員
會
が
複
製
し
た

﹃
黨
員
課
本
﹄
(四
九
年
)
揭
載
の
毛
の
略
傳
は
︑
毛
と
﹁
人
民
の
K
志
﹂
の
關
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
営
し
て
い
る
︒
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毛
=
席
は
共
產
黨
中
央
委
員
の
=
席
で
あ
り
︑
q
黨
の
領
袖
で
あ
る
が
︑
我
が
黨
の
一
人
の
�
�
の
黨
員
で
も
あ
る
︒
彼
は
黨
の
荏
�
の

下
に
あ
り
︑
�
も
謹
嚴
な
態
度
で
黨
の
q
て
の
規
律
を
守
る
︒
毛
=
席
は
中
國
人
民
の
領
袖
で
あ
る
が
︑
彼
は
ま
た
人
民
の
忠
實
な
勤
務

員
で
も
あ
る
︒
彼
は
人
民
の
K
志
の
も
と
に
æ
心
æ
K
︑
人
民
の
た
め
に
よ
い
こ
と
を
行
う(56

)
︒

一
見
し
て
a
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
の
部
分
は
上
営
の
劉
少
奇
報
吿
を
基
に
し
て
い
る
が
︑
同
略
傳
で
は
︑
こ
の
後
に
邊
區
の
防
衞
︑
生
產
の

發
展
︑
土
地
改
革
な
ど
の
毛
の
功
績
を
示
し
た
上
で
︑﹁
毛
=
席
が
い
て
︑
毛
=
席
の
指
b
が
あ
れ
ば
︑
中
國
革
命
は
必
ず
À
利
し
︑
中
國
人

民
は
必
ず
解
放
さ
れ
る
︒
そ
れ
で
中
國
人
民
は
︑
彼
を
﹁
救
星
﹂﹁
毛
{
人
﹂
と
稱
す
る
﹂
と
い
う
�
違
が
續
き
︑
�
後
に
邊
區
の
靑
年
が
�

も
好
む
歌
と
し
て
﹁
東
方
紅
﹂
が
紹
介
さ
れ
る
︒
黨
と
人
民
の
K
志
に
對
す
る
毛
の
^
從
の
强
v
と
︑
そ
れ
を
根
據
と
し
た
彼
の
正
確
無
比
な

指
b
へ
の
賞
贊
が
表
裏
一
體
と
な
っ
て
︑
極
端
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る

(劉
少
奇
報
吿
で
は
︑
民
衆
は
中
共
を
﹁
救
星
﹂
と
l
め
て
い
る
と
指
摘
し

て
い
る
)
︒
こ
の
略
傳
の
形
式
は
︑
円
國
後
も
黨
員
の
基
礎
敎
育
の
敎
科
書
に
揭
載
さ
れ
︑
繼
承
さ
れ
て
い
く(57

)
︒

Ⅳ
．
円
國
初
�
の
物
語

(1
)
民
衆
の
證
言
と
﹁
忠
孝
一
致
﹂
の
物
語

円
國
初
�
に
は
︑
革
命
時
代
の
當
地
の
民
衆
や
毛
の
護
衞
員
な
ど
の
證
言
の
形
式
で
︑
怨
た
な
物
語
が
加
え
ら
れ
る
が
︑
日
中
戰
爭
末
�
に

形
成
さ
れ
た
︑
人
民
に
奉
仕
す
る
模
範
︑
父
母
の
よ
う
な
慈
愛
に
滿
ち
た
毛
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
こ
れ
ら
の
物
語
へ
繼
承
さ
れ
て
い
く
︒

井
崗
山
の
民
衆
が
毛
の
い
た
時
代
を
懷
か
し
み
︑
彼
の
歸
ç
を
長
い
閒
待
ち
侘
び
て
い
た
と
す
る
﹃
怨
華
\
報
﹄
の
記
事
で
は
紅
軍
の
北
上

後
︑
魏
連
發
と
い
う
人
物
が
﹁
父
よ
り
も
母
よ
り
も
︑
毛
朱
に
い
て
欲
し
い
﹂
と
い
う
歌
を
作
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る(58

)
︒﹁
路
�
傷
兵
﹂
と

い
う
物
語
で
は
︑
²
傷
し
た
農
民
兵
が
︑
毛
が
自
身
の
綿
入
れ
を
脫
い
で
か
け
て
く
れ
た
こ
と
に
感
激
し
て
︑﹁
あ
な
た
は
ま
さ
に
我
々
の
父

母
だ
﹂
と
語
っ
て
い
る(59

)
︒
徐
松
林
﹃
紅
軍
時
代
�
毛
=
席
和
朱
總
司
令
﹄
(湖
南
�
俗
讀
物
出
版
社
︑
五
二
年
)
は
︑
一
紅
軍
兵
士
の
視
線
か
ら
︑
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質
素
な
身
な
り
と
質
素
な
食
事
で
働
き
︑
兵
士
と
苦
樂
を
共
に
す
る
毛
澤
東
と
朱
德
の
e
を
描
い
て
い
る
︒
護
衞
員
陳
昌
奉
の
視
線
か
ら
長
征

é
上
の
毛
の
e
を
描
い
た
二
i
の
物
語
で
は
︑
マ
ラ
リ
ア
で
動
け
な
く
な
っ
た
陳
に
自
ら
コ
ー
ト
を
脫
い
で
着
せ
る
な
ど
︑
毛
の
陳
に
對
す
る

心
ê
い
が
︑﹁
父
母
よ
り
私
を
深
く
愛
し
て
く
れ
る
﹂︑﹁
父
母
よ
り
優
し
い
眼
差
し
﹂
と
い
っ
た
表
現
で
語
ら
れ
︑
父
母
に
À
る
毛
の
愛
:
が

示
さ
れ
て
い
る(60

)
︒
毛
が
紅
軍
兵
士
の
待
�
改
善
に
關
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
︑
上
営
の
莫
休
︑
徐
特
立
の
�
違
が
旣
に
觸
れ
て
い
た
が
︑
當

事
者
が
B
易
︑
具
體
�
に
語
る
證
言
は
︑
讀
み
物
と
し
て
よ
り
魅
力
�
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

毛
と
の
ふ
れ
あ
い
に
關
す
る
�
安
の
農
民
の
證
言
を
記
錄
し
た
�
違
の
一
つ
︑﹁
孩
子
︑
拿
}
槍
保
衞
毛
=
席
！
﹂
で
は
︑
孫
永
聚
と
い
う

老
農
が
︑
土
地
を
得
た
上
︑
四
六
年
春
t
に
祝
壽
の
宴
に
招
待
さ
れ
た
こ
と
に
感
激
し
︑
�
年
春
の
國
民
黨
軍
の
�
安
ë
攻
に
際
し
て
︑
息
子

を
軍
C
に
入
C
さ
せ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︒
息
子
は
戰
死
し
た
が
︑
孫
は
悲
し
み
を
こ
ら
え
つ
つ
︑
以
下
の
よ
う
に
語
る
︒

私
は
息
子
が
黨
中
央
を
守
り
︑
毛
=
席
を
守
り
︑
人
民
の
幸
福
な
生
活
を
守
る
た
め
に
死
ん
だ
こ
と
を
時
に
光
榮
だ
と
思
い
︑
こ
の
よ
う

な
息
子
が
い
て
︑
自
分
も
嬉
し
く
思
う
こ
と
が
あ
る
︒
今
孫
が
學
校
に
行
っ
て
い
る
が
︑
私
は
よ
く
孫
に
こ
の
話
を
し
て
︑
お
父
さ
ん
を

見
@
っ
て
︑
永
ì
に
共
產
黨
と
毛
=
席
に
つ
い
て
い
く
よ
う
に
さ
せ
て
い
る(61

)
︒

革
命
の
た
め
の
犧
牲
を
稱
揚
す
る
﹁
爲
人
民
^
務
﹂
の
プ
ロ
ッ
ト
は
︑
日
中
戰
爭
か
ら
Ä
鮮
戰
爭
ま
で
の
戰
時
動
員
體
制
の
N
築
の
中
で
︑

權
力
を
確
立
し
て
い
っ
た
中
共
政
權
の
核
心
�
な
價
値
と
し
て
︑
共
和
國
に
F
け
繼
が
れ
て
い
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
﹁
爲
人
民
^
務
﹂
の
精
神

は
︑
そ
の
親
か
ら
子
・
孫
へ
と
繼
承
さ
れ
る
﹁
忠
孝
一
致
﹂
の
形
態
を
と
っ
て
a
示
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
に
對
し
て
人
民
解
放
軍
の
軍
人
に
は
︑﹁
忠
孝
一
致
﹂
か
ら
¹
に
�
ん
で
︑
家
族
の
愛
を
超
え
た
革
命
へ
の
奉
仕
が
求
め
ら
れ
る
︒
小

學
校
の
國
語
敎
科
書
に
揭
載
さ
れ
た
﹁
鐵
脚
團
長
﹂
と
い
う
物
語
で
は
︑
日
中
戰
爭
と
國
共
內
戰
を
戰
い
拔
い
た
解
放
軍
の
あ
る
團
長
が
︑
敵

軍
討
伐
の
é
上
に
故
Y
の
母
親
を
訪
ね
る
と
︑
母
親
は
﹁
毛
=
席
に
敎
え
育
て
ら
れ
て
︑
あ
な
た
は
こ
ん
な
に
大
き
く
な
っ
た
﹂
と
言
い
︑
息

子
を
慰
留
し
よ
う
と
す
る
が
︑
團
長
は
﹁
毛
=
席
は
﹁
我
々
の
や
る
こ
と
は
ま
だ
多
い
⁝
⁝
今
ま
で
の
仕
事
は
萬
里
の
長
征
の
第
一
步
を
完
成

し
た
ば
か
り
だ
﹂
と
言
っ
て
い
る
﹂
と
語
り
故
Y
を
後
に
す
る(62

)
︒
母
子
と
も
に
毛
澤
東
の
敎
え
を
�
提
に
對
話
し
︑
團
長
は
母
親
の
慰
留
を
振
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り
切
り
�
線
に
赴
い
て
い
る
︒

こ
の
他
︑
毛
の
物
語
に
お
い
て
は
︑
毛
の
大
衆
路
線
の
權
威
の
下
︑
民
衆
の
思
想
・
行
動
を
í
重
す
べ
き
と
す
る
壓
力
が
形
成
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
︒﹁
L
橋
﹂
と
い
う
物
語
で
は
︑
橋
の
上
で
脫
輪
し
た
重
î
車
を
引
き
上
げ
る
の
に
︑
小
C
長
が
﹁
毛
=
席
が
言
っ
た
だ
ろ
う
？
民
衆

に
相
談
す
れ
ば
何
で
も
解
決
で
き
る
﹂
と
言
っ
て
︑
民
衆
を
集
め
て
議
論
さ
せ
る
︒
そ
し
て
︑
一
老
農
の
提
案
と
指
b
に
よ
り
︑
ï
力
を
利
用

し
て
Ø
上
に
立
て
た
板
で
川
か
ら
重
î
車
を
突
き
上
げ
る
方
法
で
脫
輪
を
修
復
す
る(63

)
︒
こ
の
よ
う
な
專
門
�
な
知
識
・
技
Þ
に
À
る
民
衆
の
實

力
を
毛
の
﹁
洩
大
な
指
b
方
法
﹂
の
下
に
l
め
る
こ
と
が
︑
讀
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
壓
力
は
後
営
す
る
﹁
革
命
の
傳
說
﹂
に

お
い
て
も
確
l
さ
れ
る
︒

(2
)﹃
毛
澤
東
�
故
事
和
傳
說
﹄
の
刊
行

円
國
初
�
︑
小
學
校
の
國
語
敎
科
書
︑
黨
組
織
や
軍
の
基
礎
敎
育
の
敎
科
書
等
に
は
︑
內
戰
�
ま
で
に
成
立
し
た
毛
の
物
語
が
揭
載
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
︑
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ
ー
リ
ン
の
物
語
と
竝
置
さ
れ
た
形
で
毛
の
物
語
を
集
め
た
物
語
集
も
出
版
さ
れ

て
い
る(64

)
︒
し
か
し
︑
円
國
後
初
め
て
の
毛
單
獨
の
總
合
�
な
物
語
集
で
あ
る
﹃
毛
澤
東
�
故
事
和
傳
說
﹄
(中
國
民
閒
�
藝
硏
究
會
整
理
︑
工
人
出

版
社
︒
以
下
︑﹃
故
事
和
傳
說
﹄)
が
北
京
で
刊
行
さ
れ
た
の
は
︑
五
四
年
一
\
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
�
年
の
反
革
命
鎭
壓


動
の
�
熄
︑

﹁
L
渡
�
の
總
路
線
﹂
の
P
擇
︑
Ä
鮮
戰
爭
休
戰
協
定
の
閲
結
な
ど
に
よ
り
円
國
初
�
の
混
亂
と
戰
時
動
員
體
制
が
一
旦
�
熄
し
︑
怨
し
い
政

治
段
階
を
³
え
る
の
に
對
應
し
た
も
の
と
も
み
ら
れ
る
が
︑
同
年
一
\
一
日
は
農
曆
で
は
癸
巳
年
一
一
\
二
七
日
で
あ
り
︑
光
緖
一
九
年

(癸

巳
年
)
一
一
\
一
九
日

(一
八
九
三
年
一
二
\
二
六
日
)
生
ま
れ
の
毛
は
︑
ç
曆
を
³
え
た
ば
か
り
と
い
う
絕
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
も
あ
る
︒
關

係
者
は
こ
の
事
實
を
十
分
に
l
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
蕭
三
に
よ
る
一
聯
の
傳
記
は
︑
內
戰
�
以
影
﹃
靑
少
年
時
代
﹄
に
至
る
ま
で
︑
毛
の

|
生
日
を
陽
曆
年
と
農
曆
の
年
\
日
に
よ
っ
て
揭
載
し
續
け
て
お
り
︑﹃
晉
察
冀
日
報
﹄
は
毛
の
農
曆
の
|
生
日
の
�
日
︑
怨
曆
の
|
生
日
の

二
日
�
(四
五
年
一
二
\
二
四
日
)
に
毛
の
物
語
を
揭
載
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
四
九
年
の
中
共
第
七
�
二
中
q
會
は
指
b
者
に
對
す
る
祝
壽
活
動
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な
ど
の
個
人
崇
拜
を
禁
じ
る
決
定
を
下
し
て
い
た
が(65

)
︑
円
國
後
上
海
や
漢
口
で
發
行
さ
れ
た
農
曆
ñ
記
の
民
閒
曆
に
は
怨
曆
に
よ
っ
て
毛
の
|

生
日
を
記
載
し
た
も
の
も
あ
り(66

)
︑
毛
の
|
生
日
は
あ
る
M
度
社
會
に
l
知
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
物
語
集
の
刊
行
が
︑
農
曆
に
も
依
據

し
て
民
閒
活
動
の
體
裁
を
と
っ
た
さ
さ
や
か
な
記
念
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
推
測
は
︑
十
分
に
成
り
立
つ
︒

本
書
に
收
め
ら
れ
た
物
語
か
ら
︑
円
國
後
の
物
語
の
特
�
の
一
端
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
︑
收
錄
さ
れ
た
一
八
i
の
物
語
q
て

に
口
営
者
・
作
者
・
記
営
者
・
改
R
者
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
王
若

作
の
二
i
の
物
語

(﹁
一
個
傷
兵
�
願

﹂﹁
愛
護
孩
子
﹂)
は
︑

﹁﹃
毛
=
席
故
事
Ï
﹄
(晉
察
冀
怨
華
書
店
出
版
)
に
基
づ
き
改
作
︑
元
記
者

マ

マ

不
a
﹂
と
し
て
︑
改
R
者
名
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
王
は
�
安

や
山
東
根
據
地
で
の
言
動
で
當
局
や
知
識
界
の
�
目
を
集
め
た
一
方
で
︑
山
東
で
は
毛
の
物
語
の
作
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
︑
毛
の

權
威
へ
の
影
ª
を
恐
れ
て
作
者
名
が
抹
�
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
王
の
作
品
は
︑
旣
に
戰
後
に
は
作
者
名
が
揭
載
さ
れ
な
く

な
っ
て
い
る
︒

R
者
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
は
︑
①
囘
想

(口
営
)
︑
②
作
家
に
よ
る
創
作
︑
③
民
衆
の
口
頭
傳
承
・
創
作
に
分
類
さ
れ
る
︒
對
象
時
�
は
ソ

ビ
エ
ト
革
命
�
一
〇
i
︑
日
中
戰
爭
�
四
i
︑
戰
後
內
戰
�
か
ら
円
國
�
後
二
i
︑
そ
の
他
二
i
(太
古
の
傳
說
一
i
︑
ソ
ビ
エ
ト
革
命
か
ら
円
國

ま
で
一
i
)
で
あ
り
︑
ソ
ビ
エ
ト
革
命
�
が
�
數
以
上
を
占
め
る
︒
成
立
時
�
に
つ
い
て
は
︑
五
i
が
日
中
戰
爭
�
も
し
く
は
內
戰
�
に
初
出

を
確
l
で
き
︑
三
i
は
円
國
後
の
雜
誌
か
ら
再
錄
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
他
の
成
立
時
�
は
不
a
で
あ
り
︑
円
國
後
に
收
集
︑
成
立
し
た
可

能
性
が
高
い
︒
取
材
地
の
記
載
が
あ
る
も
の
は
二
i
(江
蘇
省
吳
縣
と
江
西
省
瑞
金
)
で
あ
る
︒
王
若

の
作
品
以
影
︑
戰
後
內
戰
�
ま
で
に
成

立
し
た
毛
の
物
語
は
︑
同
時
�
行
す
る
現
實
の
テ
ー
マ
に
取
材
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑
円
國
後
は
︑
土
地
改
革
を
革
命
の
中
心
課
題
に
据

え
︑
井
崗
山
以
來
の
毛
の
革
命
路
線
を
正
瓜
と
す
る
中
共
の
歷
�
觀
を
基
に
︑
囘
復
し
た
舊
根
據
地
の
取
材
な
ど
を
�
じ
て
︑
ソ
ビ
エ
ト
革
命

�
の
物
語
が
大
量
に
補
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

內
戰
�
の
物
語
集
に
收
め
ら
れ
た
物
語
の
內
︑
一
部
は
こ
の
物
語
集
に
は
P
錄
さ
れ
て
い
な
い
︒
四
〇
年
の
﹃
中
國
靑
年
﹄
に
揭
載
さ
れ
た

元
紅
軍
幹
部
ら
に
よ
る
四
i
の
�
違
は
︑
內
戰
�
に
は
各
地
の
怨
聞
・
雜
誌
に
も
廣
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
高
華
に
よ
れ
ば
︑
徐
特
立
の
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�
違
は
﹃
毛
澤
東
Ï
集
﹄
(蘇
中
出
版
社
︑
四
五
年
)
の
序
に
も
�
用
さ
れ
て
い
た(67

)
︒
し
か
し
﹃
故
事
和
傳
說
﹄
に
P
錄
さ
れ
た
の
は
︑
謝
覺
哉

﹁
瀏
陽
�
險
﹂
と
譚
政
﹁
三
灣
改
R
﹂
の
み
で
あ
る
︒
謝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
內
︑
革
命
活
動
に
直
接
關
係
し
な
い
も
の
が
P
錄
さ
れ
な
か
っ
た

他
︑
勞
働


動
の
物
語
が
P
錄
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
︑
趙
恒
愓
が
毛
の
お
か
げ
で


動
の
暴
走
が
抑
制
さ
れ
た
と
�
價
す
る
發
言
を
し
て
お
り
︑

省
長
へ
の
Ë
願
と
い
う
穩
永
な


動
形
態
が
中
共
執
權
後
の
政
治
狀
況
に
合
わ
な
く
な
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

莫
休
・
徐
特
立
の
�
違
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
性
に
乏
し
く
︑
物
語
集
に
は
相
應
し
く
な
い
が
︑
莫
休
は
後
に
怨
疆
で
盛
世
才
に
ó
捕
さ
れ
中
共
を

離
脫
し
た
徐
夢
秋
の
筆
名
で
あ
る
と
推
察
さ
れ(68

)
︑
作
者
の
政
治
問
題
が
影
ª
し
た
可
能
性
も
あ
る
︒
徐
特
立
の
�
違
は
︑
紅
軍
內
で
の
兵
士
ô

待
の
指
摘
や
︑
表
題
﹁
毛
=
席
�
實
際
�
作
風
﹂
に
關
し
て
﹁
毛
=
席
の
工
作
作
風
は
︑
確
か
に
レ
ー
ニ
ン
の
作
風
で
あ
る
︒
レ
ー
ニ
ン
の
作

風
は
ロ
シ
ア
の
革
命
精
神
と
ア
メ
リ
カ
の
實
際
�
な
作
風
で
あ
り
︑
上
に
私
が
書
い
た
の
は
毛
=
席
の
實
際
�
な
作
風
で
あ
る
﹂
と
し
た
表
現

が
問
題
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
二
i
は
︑
謝
に
よ
る
毛
と
趙
恒
愓
と
の
�
涉
の
物
語
と
と
も
に
︑
管
見
の
限
り
円
國
後
の
他
の
媒
體

で
も
確
l
で
き
な
い
︒

こ
の
他
︑﹃
故
事
和
傳
說
﹄
に
は
幼
少
�
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
P
錄
さ
れ
て
い
な
い
︒
自
傳
の
內
容
を
改
R
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
円
國
後
に
は

見
ら
れ
な
く
な
り
︑
幼
少
�
の
物
語
に
つ
い
て
は
︑
蕭
三
が
﹃
毛
澤
東
同
志
�
兒
越
時
代
﹄
の
執
筆
L
M
で
怨
た
に
發
掘
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

敎
科
書
に
揭
載
さ
れ
た
り
︑
こ
れ
ら
に
獨
自
の
內
容
を
加
え
た
兒
越
向
け
の
本
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る(69

)
︒

王
若

の
作
品
に
つ
い
て
は
︑
中
共
の
軍
C
が
國
民
革
命
軍
に
R
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
す
る
﹁
一
張
名
片
﹂
の
み
が
︑
円
國
後
の

物
語
集
や
敎
科
書
に
は
P
錄
さ
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
內
戰
�
の
物
語
集
で
は
莫
休
や
徐
特
立
の
�
違
な
ど
と
同
樣
に
︑﹁
一
張
名
片
﹂
も

代
表
�
な
物
語
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
限
ら
ず
︑
上
営
の
舊
小
說
に
關
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
﹁
初
�
革
命
活
動
﹂
の
內
容
に
つ
い
て
︑
蕭
三
が
求

め
た
訂
正
が
各
地
で
長
く
放
置
さ
れ
︑
そ
の
後
も
初
稿
が
版
を
重
ね
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
︑
一
旦
刊
行
さ
れ
た
傳
記
や
物
語
の

權
威
は
高
く
︑
:
勢
の
變
�
な
ど
も
õ
み
ら
れ
ず
各
地
で
無
批
�
に
液
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
﹁
ö
さ
﹂
は
︑

王
若

に
よ
る
大
膽
な
﹁
創
作
﹂
と
は
反
對
に
︑
む
し
ろ
﹁
洩
大
な
領
袖
の
公
式
の
物
語
﹂
に
基
本
�
な
疑
義
を
差
し
挾
む
こ
と
す
ら
許
さ
れ
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な
く
な
っ
た
︑
思
考
停
止
の
狀
況
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
物
語
の
內
容
が
嚴
密
に
精
査
さ
れ
︑
取
÷
Ï
擇
さ
れ
て
い
く
の
は
円

國
後
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
︒

Ⅴ
．
革
命
の
傳
說
の
成
立

戰
後
內
戰
�
以
影
︑
中
共
の
指
b
者
や
紅
軍
に
關
わ
る
事
物
が
民
衆
の
た
め
に
奇
跡
を
}
こ
す
物
語

(以
下
︑﹁
革
命
の
傳
說
﹂)
が
創
作
さ
れ
︑

民
閒
信
仰
を
利
用
し
な
が
ら
中
共
の
權
威
形
成
に
利
用
さ
れ
て
い
っ
た(70

)
︒
こ
こ
で
は
︑
毛
澤
東
に
關
す
る
革
命
の
傳
說
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
N

O
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒

｢毛
=
席
和
關
z
{
君
﹂
は
︑
譚
吐
﹁
毛
=
席
�
故
事
︱
陝
北
民
閒
傳
說
﹂
と
題
さ
れ
た
︑
四
九
年
刊
行
の
六
つ
の
物
語
の
一
つ
で
︑
關
z

n
の
補
修
の
是
非
を
ø
る
農
民
の
議
論
の
物
語
で
あ
る
︒
あ
る
者
は
︑﹁
貧
し
い
者
を
指
b
し
て
革
命
を
}
こ
し
︑
貧
し
い
者
を
立
ち
上
が
ら

せ
て
く
れ
た
﹂
毛
=
席
こ
そ
が
﹁
本
當
の
{
人
で
あ
り
︑
n
を
修
復
し
た
ら
毛
=
席
を
祭
ろ
う
﹂
と
提
案
し
︑﹁
關
z
{
君
は
�
も
信
義
を
守

る
﹂
と
い
う
=
張
に
對
し
て
は
︑﹁
毛
=
席
こ
そ
が
人
民
に
對
し
て
�
も
信
義
の
あ
る
人
だ
﹂
と
反
論
が
な
さ
れ
た
︒
あ
る
者
は
︑
關
z
n
で

祈
っ
て
も
旱
魃
が
w
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
毛
=
席
の
話
を
聞
い
て
凶
作
を
乘
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
と
=
張
し
︑
議
論
の
末
︑
毛
に
手
紙
を

出
し
て
問
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
Ð
事
を
F
け
取
っ
て
戾
っ
て
き
た
者
が
皆
に
語
っ
た
內
容
は
︑
湖
南
農
民


動
の
際
︑
關
z
n
に
集
會
~
を
設

け
た
農
民
協
會
に
對
し
︑
地
=
ら
が
﹁
神
を
欺
き
︑
�
義
を
滅
ぼ
す
も
の
だ
﹂
と
攻
擊
し
た
の
に
對
し
︑
毛
澤
東
は
農
民
を
ä
い
て
關
z
に
會

い
︑
農
民
を
助
け
な
い
關
z
を
問
い
詰
め
る
と
︑
關
z
は
答
え
に
窮
し
て
�
げ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
後
︑
農
民
は
關
z
を
信
じ
ず
︑
農
民
協
會

の
話
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る(71

)
︒

こ
の
物
語
は
︑
農
民
の
�
德
規
範
と
な
り
︑
生
活
の

み
を
叶
え
て
く
れ
る
眞
の
{
人
が
毛
澤
東
で
あ
る
と
い
う
形
で
︑
關
z
信
仰
を
毛
澤

東
信
仰
へ
置
き
奄
え
る
も
の
で
あ
る
︒
毛
の
指
示
に
從
い
︑
自
ら
旱
魃
︑
凶
作
を
克
^
し
て
い
く
民
衆
の
e
勢
は
︑
民
衆
の
信
仰
や
�
德
規
範

と
一
致
し
︑
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
日
中
戰
爭
末
�
か
ら
國
共
內
戰
�
に
か
け
て
根
據
地
で
は
︑
神
宴
の
毛
澤
東
宴
へ
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の
貼
り
替
え
が
實
際
に
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
物
語
で
言
�
さ
れ
て
い
る
湖
南
の
農
民


動
に
關
す
る
毛
の
論
�
﹁
湖
南
農
民


動
考
察
報
吿
﹂

に
は
以
下
の
よ
う
な
敍
営
が
あ
る
︒

｢農
民
會
を
必
T
と
せ
ず
︑
關
{
z
君
︑
觀
û
大
士
の
み
を
必
T
と
す
れ
ば
︑
土
豪
劣
紳
を
打
倒
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
ら
の
﹁
z
君
﹂

﹁
大
士
﹂
ら
も
ま
た
哀
れ
な
も
の
で
︑
數
千
年
閒
敬
わ
れ
て
︑
一
人
の
土
豪
劣
紳
も
打
倒
し
て
く
れ
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
！
﹂﹁
現
在
あ

な
た
た
ち
が
減
租
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
︑
ど
う
い
う
方
法
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
神
樣
を
信
じ
る
の
か
？
そ
れ
と
も
農
民
會
を
信
じ
る
の

か
？
﹂
私
が
こ
れ
ら
を
話
す
と
農
民
は
み
な
笑
い
出
し
た
︒
彼
ら
の
笑
い
の
中
で
︑
神
と
菩
�
は
み
な
�
げ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う(72

)
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
物
語
は
﹁
湖
南
農
民


動
考
察
報
吿
﹂
の
中
の
反
©
信
の
=
張
を
民
衆
向
け
に
改
R
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
根
據
地
に
お
い

て
實
際
に
毛
宴
に
代
替
さ
れ
た
神
宴
の
多
く
は
︑
個
別
家
庭
の
幸
福
を
司
る
	
神
や
財
神
な
ど
で
あ
り
︑
	
神
は
庶
民
に
�
も
]
い
が
故
に
胥

ü
の
よ
う
に
素
行
の
惡
い
神
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
民
閒
に
人
氣
が
あ
り
︑
正
瓜
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
も
高
い
地
位
を
占
め
る
關

z
は
︑
土
地
改
革
の
現
場
の
神
々
よ
り
も
毛
の
權
威
を
高
め
る
上
で
︑
物
語
に
利
用
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

土
地
改
革
に
取
材
し
た
小
說
︑
馮
紀
漢
﹁
p
身
﹂
も
同
樣
に
︑
關
z
n
に
ý
む
破
產
戶
が
關
羽
の
塑
宴
の
上
に
毛
宴
を
貼
っ
て
信
仰
し
て
い
る

と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る(73

)
︒

譚
吐
﹁
毛
=
席
�
故
事
﹂
に
は
﹁
毛
=
席
知
�
人
民
�
事
:
﹂
と
い
う
も
う
一
i
の
傳
說
が
あ
る
︒
物
語
の
冒
頭
で
は
︑
人
民
の
心
�
事
を

解
決
す
る
毛
の
e
と
民
衆
の
絕
大
な
荏
持
が
敍
営
さ
れ
︑﹁
爲
人
民
^
務
﹂
の
毛
の
イ
メ
ー
ジ
が
B
易
に
語
ら
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑
毛
が
人
民

の
事
:
に
�
じ
て
い
る
理
由
と
し
て
︑
數
百
の
幹
部
を
�
ê
し
て
人
民
の
聲
を
集
め
て
い
る
︑
民
衆
の
身
な
り
を
し
て
各
地
を
訪
ね
て
い
る
︑

每
\
數
百
の
人
民
の
手
紙
を
F
け
取
っ
て
い
る
と
い
っ
た
風
聞
が
あ
る
一
方
で
︑
毛
は
至
る
~
に
揭
げ
ら
れ
て
い
る
自
身
の
Ò
宴
を
�
じ
て
そ

こ
で
}
き
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
說
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
︒
あ
る
農
民
は
そ
の
話
を
父
親
に
聞
か
さ
れ
て
︑
小
學
校
に
揭

げ
ら
れ
た
毛
宴
を
見
に
行
き
︑
妻
に
暴
力
を
振
う
の
を
や
め
た
と
さ
れ
る
︒

毛
宴
が
神
宴
の
代
替
と
し
て
農
村
に
b
入
さ
れ
た
狀
況
に
鑑
み
れ
ば
︑
實
際
に
民
閒
に
こ
の
よ
う
な
風
聞
が
廣
が
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
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な
い
︒
物
語
で
は
直
接
指
摘
さ
れ
な
い
が
︑
民
衆
の
生
活
を
見
守
り
︑
そ
の

み
を
か
な
え
︑
惡
行
を
�
ら
し
め
る
毛
宴
の
働
き
は
︑
ま
さ
に

神
宴
の
そ
れ
に
一
致
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
物
語
は
民
衆
の
言
動
を
好
K
�
に
描
き
な
が
ら
も
︑
こ
れ
を
民
閒
の
風
聞
と
し
て
の
み
紹
介
し
て
い

る
︒
こ
の
よ
う
な
毛
の
神
�
な
威
力
を
民
衆
の
語
り
に
託
す
手
法
は
︑
以
下
に
見
る
よ
う
に
毛
の
傳
說
の
大
き
な
特
�
で
あ
る
︒
Ò
宴
を
�
じ

て
毛
と
民
衆
の
生
活
が
一
體
�
す
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
︑
�
�
大
革
命
�
に
各
職
場
に
お
い
て
宴
の
�
で
日
々
行
わ
れ
た
﹁
Ä
に
指
示
を
仰

ぎ
︑
夜
に
報
吿
す
る
﹂
と
い
う
儀
式
と
も
發
想
を
共
�
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
譚
吐
に
よ
る
毛
の
傳
說
は
︑
敎
材
と
い
う
よ
り
も
物
語
と
し
て
の

魅
力
に
富
む
も
の
で
︑
口
傳
で
も
廣
が
る
こ
と
が
�
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
物
語
の
出
現
は
︑
讀
者
が
中
共
政
權
下

の
各
機
關
の
N
成
員
か
ら
︑
國
民
黨
地
區
の
都
市
民
な
ど
の
よ
り
幅
廣
い
大
衆
へ
と
廣
が
り
始
め
た
こ
と
に
對
應
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
︒

康
$
﹁
毛
=
席
萬
歲

關
於
井
�
傳
說
﹂
は
井
戶
の
}
源
に
つ
い
て
の
革
命
の
傳
說
で
︑﹃
故
事
和
傳
說
﹄
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
物
語
は
︑

老
人
の
語
り
と
そ
れ
を
聞
く
﹁
私
﹂
の
敍
営
に
よ
っ
て
�
め
ら
れ
る
︒
昔
︑
惡
い
皇
z
が
龍
王
の
眼
を
隱
し
た
た
め
に
旱
魃
が
}
こ
り
︑
民
衆

は
龍
王
n
に
參
り
︑
龍
王
宴
を
擔
い
で
祈
雨
を
行
う
が
效
果
が
な
く
︑
民
衆
を
ä
い
て
龍
王
の
眼
を
探
す
大
男
が
︑
水
Ó
を
掘
り
當
て
井
戶
が

生
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
老
人
は
�
後
に
そ
の
大
男
と
は
毛
=
席
だ
と
a
か
す
︒
民
閒
信
仰
の
枠
組
み
に
︑
民
衆
の
困
難
に
解
決
策
を

與
え
る
毛
の
指
b
力
︑
民
衆
の
毛
へ
の
信
賴
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
︑
祈
雨
を
正
面
か
ら
批
�
す
る
こ
と
は
な
い
が
︑
問
題
の
解
決
は
祈
雨
で

な
く
毛
の
指
b
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
老
人
の
語
り
に
託
す
こ
と
で
作
者
が
直
接
手
を
下
さ
ず
に
︑
民
衆
の
素
樸
な
信
仰

に
寄
り
添
う
形
で
︑
神
格
�
さ
れ
た
毛
の
e
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒

同
書
の
も
う
一
i
の
﹁
革
命
の
傳
說
﹂
で
あ
る
曹
靖
華
﹁
三
五
年
是
多
久
﹂
は
︑
瑞
金
を
撤
à
す
る
際
に
毛
が
殘
し
た
﹁
我
々
は
歸
っ
て
く

る
︒
三
五
年
で
歸
っ
て
く
る
！
﹂
と
い
う
言
葉
の
K
味
が
︑
一
九
三
五
年
で
も
︑
三
︑
五
年
後
で
も
︑
三

+

五

=

八
年
後
で
も
な
く
︑
三

×

五

=

一
五
年
後
の
一
九
四
九
年
で
あ
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
で
も
筆
者
の
直
接
の
筆
に
よ
ら
ず
︑
一
老
農
の
語
り
に
託
し
て
︑
民

衆
の
毛
に
對
す
る
崇
敬
の
念
と
そ
の
神
格
�
さ
れ
た
權
威
が
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

治
病
や
神
藥
に
關
す
る
革
命
の
傳
說
は
比
�
�
豐
富
で
あ
り
︑
義
人
に
關
わ
る
事
物
に
藥
效
を
求
め
る
神
水
・
神
藥
の
信
仰
が
︑
革
命
指
b
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者
や
紅
軍
に
關
わ
る
事
物
が
}
こ
す
奇
跡
に
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
る
︒
貧
者
を
助
け
る
精
神
を
强
v
す
る
革
命
の
物
語
の
典
型
�
プ
ロ
ッ
ト
を

基
礎
に
︑
義
人
が
}
こ
す
奇
跡
へ
の
�
待
を

め
た
革
命
の
傳
說
が
成
立
し
て
い
る(74

)
︒
毛
の
物
語
も
︑
�
初
か
ら
民
衆
の
治
病
に
對
す
る
願


を
取
り
入
れ
る
形
で
成
立
し
て
お
り
︑
上
営
の
﹁
孫
澤
東
﹂
は
︑
先
�
�
な
技
Þ
や
醫
療
を
民
衆
の
た
め
に
惜
し
み
な
く
�
う
毛
の
洩
大
さ
が

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
が
︑
母
親
は
﹁
福
に
惠
ま
れ
た
人
こ
そ
毛
=
席
に
會
え
る
﹂
と
言
っ
て
子
供
を
連
れ
出
し
て
お
り
︑
毛
と
﹁
福
﹂
の
關

係
も
¯
示
し
て
い
る
︒

治
病
に
關
す
る
毛
の
傳
說
は
︑
管
見
の
限
り
確
l
で
き
な
い
が
︑
毛
が
貧
者
を
助
け
る
プ
ロ
ッ
ト
の
中
で
︑
彼
に
關
わ
る
事
物
が
奇
跡
を
}

こ
す
傳
說
が
存
在
す
る
︒
�
人
風

(記
錄
)
﹁
草
鞋
Ø
﹂
は
︑
裸
足
で
炭
を


ぶ
貧
民
に
毛
が
與
え
た
草
鞋
が
水
	
時
に
二
隻
の
Ø
と
な
っ
て

村
人
を
救
い
︑
こ
れ
を
沒
收
し
た
﹁
白
匪
﹂
が
乘
る
と
轉


し
て
彼
ら
を
河
に
沈
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る(75

)
︒
義
人
に
か
か
わ
る
事
物
が
引
き

}
こ
す
奇
跡
に
對
す
る
信
仰
が
こ
こ
に
�
用
さ
れ
て
お
り
︑
多
く
の
革
命
の
傳
說
と
同
樣
︑
そ
の
威
力
に
は
敵
を
制
壓
す
る
力
も
l
め
ら
れ
て

い
る
︒
た
だ
し
二
年
後
の
物
語
集
で
は
︑
草
鞋
が
Ø
に
な
っ
て
奇
跡
を
}
こ
す
部
分
が
<
除
さ
れ
︑
一
般
�
な
物
語
に
な
っ
て
い
る(76

)
︒
管
見
の

限
り
円
國
初
�
の
毛
の
傳
說
で
︑
民
衆
の
語
り
に
託
さ
ず
直
接
奇
跡
が
敍
営
さ
れ
る
の
は
こ
の
物
語
の
み
で
あ
り
︑
中
共
の
許
容
し
う
る
民
閒

信
仰
の
表
現
の
範
圍
を
超
え
て
い
た
た
め
︑
修
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

毛
澤
東
の
物
語
は
︑
四
〇
年
以
影
︑
そ
の
權
威
の
�
�
�
形
成
に
�
い
�
第
に
形
成
さ
れ
︑
元
紅
軍
幹
部
の
證
言
に
よ
る
人
閒
味
あ
ふ
れ
る

物
語
が
生
ま
れ
る
一
方
で
︑
傳
記
の
成
立
と
步
v
を
合
わ
せ
て
︑
共
產
黨
員
の
基
本
�
德
目
と
し
て
の
﹁
民
衆
の
學
生
に
な
る
﹂︑﹁
人
民
に
奉

仕
す
る
﹂
精
神
を
自
ら
實
踐
す
る
︑
自
己
犧
牲
の
精
神
と
民
衆
へ
の
慈
愛
に
滿
ち
た
指
b
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
B
易
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
發

展
し
て
い
っ
た
︒
黨
員
幹
部
・
兵
士
・
靑
少
年
な
ど
敎
育
を
F
け
る
G
境
に
あ
る
人
々
は
︑
特
に
整
風


動
以
影
︑
こ
の
よ
う
な
物
語
を
�
じ

て
毛
に
學
び
︑
自
ら
も
模
範
と
し
て
毛
の
精
神
を
實
踐
す
る
よ
う
敎
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
毛
に
よ
る
人
民
の
K
志
の
解
釋
權
と
決
定
權
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は
こ
の
よ
う
な
形
で
︑
組
織
�
敎
育
を
F
け
る
人
々
に
よ
っ
て
荏
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
に
は
人
民
の
K
志
を
�
も
知
り
體

現
し
た
英
邁
な
指
b
者
が
人
民
の
K
志
を
囘
收
し
て
い
く
L
M
が
確
l
さ
れ
る
︒
そ
の
L
M
は
︑
善
な
る
天
の
K
志
に
よ
っ
て
瓜
治
す
る
眞
命

天
子
が
︑
民
K
を
天
K
に
囘
收
す
る
N
O
に
も
�
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
N
O
の
下
︑
毛
の
恩
德
を
父
母
の
慈
愛
に
例

え
て
そ
の
權
威
を
正
當
�
す
る
﹁
忠
孝
一
致
﹂
の
物
語
が
成
立
︑
�
�
し
て
い
く
︒
こ
の
L
M
に
お
い
て
︑
人
民
の
生
死
に
關
心
を
>
く
同
時

代
の
毛
の
e
を
擬
制
�
血
緣
關
係
に
よ
っ
て
表
現
し
︑
そ
の
權
威
の
說
a
を
發
展
さ
せ
る
重
T
な
轉
機
を
作
っ
た
の
は
︑
中
共
を
自
由
=
義
�

な
立
場
か
ら
批
�
し
續
け
て
い
た
王
若

で
あ
っ
た
︒

小
論
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
人
民
に
奉
仕
す
る
革
命
﹂
の
た
め
に
犧
牲
を
厭
わ
な
い
精
神
が
︑
ど
の
M
度
社
會
に
Ô
Õ
し
た
か
に
つ
い
て
檢

討
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
精
神
を
社
會
に
定
着
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
政
權
の
=
b
す
る
社
會
改
O
が
人
々
の
生
命
財
產
を
保
證
し
︑
兵

士
の
�
族
や
傷
痍
軍
人
に
對
す
る
補
償
が
閏
實
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
こ
の
點
に
つ
い
て
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
て
お
き
た
い
︒

中
國
各
地
の
治
安
・
思
想
狀
況
や
海
外
の
報
�
等
の
:
報
に
關
す
る
中
共
の
內
部
�
料
﹃
內
部
參
考
﹄
に
よ
る
と
︑
五
三
年
六
\
頃
︑
蘇
北

南
部
で
は
復
員
兵
が
生
活
難
に
陷
っ
て
お
り
︑
揚
州
專
署
と
各
縣
政
府
に
は
每
日
數
十
人
の
傷
痍
軍
人
が
物
乞
い
を
し
︑
部
C
や
北
京
に
ま
で

赴
く
者
も
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
︑
政
府
は
我
々
を

し
て
﹁
立
功
﹂
さ
せ
た
と
罵
り
︑
天
下
を
手
に
入
れ
る
と
︑
障
碍
を
²
っ
て
も
一
生
生
活
の

面
倒
を
見
る
と
い
う
f
束
を
反
故
に
し
た
と
不
B
を
営
べ
て
い
た
︒
毛
宴
を
背
²
っ
て
物
乞
い
を
す
る
傷
痍
軍
人
も
い
て
︑
彼
ら
は
︑
あ
な
た

は
昔
我
々
に
革
命
の
指
b
を
し
た
が
︑
今
日
は
物
乞
い
の
指
b
を
し
て
も
ら
お
う
と
言
っ
た

(﹃
內
部
參
考
﹄
第
一
四
一
號
︑
五
三
年
六
\
二
一
日
)
︒

円
國
後
四
年
]
く
が
た
っ
て
も
︑
傷
痍
軍
人
の
一
部
は
生
活
に
大
き
な
困
難
を
>
え
て
お
り
︑﹁
人
民
に
奉
仕
す
る
﹂
洩
大
な
領
袖
の
イ
メ
ー

ジ
は
︑
そ
の
背
後
で
社
會
の
�
底
邊
か
ら
の
嚴
し
い
批
�
を
F
け
續
け
て
い
た
︒

民
閒
信
仰
の
枠
組
み
を
利
用
し
て
成
立
し
た
毛
澤
東
に
關
す
る
革
命
の
傳
說
は
︑
毛
を
直
接
神
格
�
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
物
語
の
中
の
民

衆
の
言
動
を
�
じ
て
閒
接
�
に
そ
の
神
�
な
威
力
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
書
物
上
の
物
語
も
神
仙
を
深
く
信
じ
る
基
層
大
衆
を
直
接
の

對
象
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
︑﹁
大
衆
に
學
び
︑
大
衆
と
と
も
に
步
む
﹂
大
衆
路
線
の
論
理
に
照
ら
せ
ば
︑
指
b
者
を
崇
拜
す
る
民
衆
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の
言
動
は
︑
一
旦
は
í
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
ら
毛
の
物
語
は
︑
民
衆
の
名
を
借
り
た
壓
力
に
よ
っ
て
毛
の
神
格
�
を
促
�
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
一
方
で
円
國
初
�
の
中
共
權
力
は
︑
�
基
層
の
民
衆
に
革
命
へ
の
獻
身
を
强
い
る
だ
け
の
十
分
な
社
會
保
障
を
實
施

で
き
る
段
階
に
は
m
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
民
閒
信
仰
の
�
Ó
に
よ
っ
て
指
b
者
を
崇
敬
す
る
こ
れ
ら
�
基
層
の
民
衆
に
と
っ
て
︑

毛
の
權
威
は
現
世
利
益
�
で
多
神
敎
�
な
信
仰
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑﹁
天
﹂
の
下
で
相
對
�
さ
れ
る
危
險
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば(77

)
︑
權
力
が
敎
育
感
�
で
き
る
範
圍
に
あ
る
人
々
へ
の
壓
力
こ
そ
が
毛
澤
東
崇
拜
を
園
底
さ
せ
る
上
で
︑
�
も
緊
T
な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
︒

�(1
)

丸
田
孝
志
﹃
革
命
の
儀
禮
︱
︱
中
國
共
產
黨
根
據
地
の
政
治
動

員
と
民
俗
﹄
Ê
古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︒

(2
)

石
川
禎
浩
﹁﹃
中
國
の
赤
い
星
﹄
再
讀
﹂︑
石
川
禎
浩
R
﹃
現
代
中

國
�
�
の
深
層
N
O
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
~
︑
二
〇
一
五
年
︑

一
四
～
一
六
頁
︒

(3
)

三
品
英
憲
﹁
一
九
四
〇
年
代
に
お
け
る
中
國
共
產
黨
と
社
會
﹂

﹃
歷
�
科
學
﹄
第
二
〇
三
號
︑
二
〇
一
一
年
︒

(4
)

行
論
の
都
合
上
︑
丸
田
�
揭
著
と
同
﹁
民
閒
信
仰
と
﹁
革
命
の
傳

說
｣
︱
︱
祈
雨
︑
變
天
︑
神
水
・
神
藥
を
ø
る
円
國
初
�
中
國
の
民

衆
と
權
力
﹂︑
笹
川
裕
�
R
﹃
戰
時
秩
序
に
巢
H
う
﹁
聲
｣
︱
︱
日

中
戰
爭
・
國
共
內
戰
・
Ä
鮮
戰
爭
と
中
國
社
會
﹄
創
土
社
︑
二
〇
一

七
年
の
內
容
と
若
干
の
重
複
が
あ
る
こ
と
を
お
斷
り
し
て
お
く
︒

(5
)

石
川
禎
浩
﹃
赤
い
星
は
如
何
に
し
て
昇
っ
た
か

知
ら
れ
ざ
る
毛

澤
東
の
初
�
イ
メ
ー
ジ
﹄
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
六
年
︑
八
六
～
一
一

一
頁
︒﹁
毛
澤
東
傳
略
﹂
は
﹃
黨
�
�
獻
﹄
一
九
九
二
年
第
二
�
に

揭
載
︒

(6
)

王
政
a
﹃
蕭
三
傳
﹄
北
京
圖
書
館
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
︑
二
五

二
～
二
五
四
頁
︒﹃
不
可
征
^
�
中
國
﹄
收
錄
の
傳
記
の
中
國
語
譯

は
﹃
黨
�
�
獻
﹄
一
九
九
一
年
第
三
�
︑
第
四
�
に
揭
載
︒
こ
の
他
︑

蕭
三
に
よ
る
毛
澤
東
傳
の
執
筆
L
M
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を
參
照
︒

高
陶
﹃
蕭
三
﹄
中
國
靑
年
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︑
周
一
B
﹃
毛
澤

東
生
B
硏
究
�
﹄
中
央
黨
�
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
葉
介
甫
﹁
蕭

三

第
一
個
爲
毛
澤
東
寫
傳
�
人
﹂﹃
黨
�
縱
橫
﹄
二
〇
一
二
年
第

一
一
�
︒
こ
れ
ら
は
四
三
年
以
�
の
蕭
三
に
よ
る
傳
記
執
筆
を
彼
の

自
發
�
な
行
爲
と
し
て
描
き
︑
中
共
の
組
織
�
關
與
に
は
言
�
し
て

い
な
い
︒

(7
)

高
華
﹃
紅
太
陽
是
怎
樣
升
}
�

�
安
整
風


動
�
來
龍
去
Ó
﹄

中
�
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
六
一
～
一
七
一
頁
︒

(8
)

｢中
國
共
產
黨
在
民
族
戰
爭
中
�
地
位

一
九
三
八
年
一
〇
\
在

擴
大
�
六
中
q
會
�
報
吿

(論
怨
階
段
�
第
七
違
)﹂︑
毛
澤
東
�
獻
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�
料
硏
究
會
R
﹃
毛
澤
東
集
﹄
第
六
卷

(第
二
版
)︑
蒼
蒼
社
︑
一

九
八
三
年
︑
二
四
五
頁
︒

(9
)

｢在
�
安
�
藝
座
談
會
上
�
®
話
﹂
(一
九
四
二
年
五
\
)
で
は
︑

﹁
民
衆
の
學
生
と
な
っ
て
こ
そ
︑
民
衆
の
先
生
と
な
る
こ
と
が
で
き

る
﹂
(﹃
解
放
日
報
﹄
(一
九
四
三
年
一
〇
\
一
九
日
)
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
︒

(10
)

王
政
a
�
揭
書
︑
二
五
二
～
二
五
三
頁
︒

(11
)

德
田
敎
之
﹃
毛
澤
東
=
義
の
政
治
力
學
﹄
慶
應
�
信
︑
一
九
七
七

年
︑
六
四
～
八
七
頁
︒

(12
)

丸
田
�
揭
書
︑
一
六
五
～
一
六
六
頁
︒

(13
)

收
錄
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
毛
澤
東
︑
朱
德
の
他
︑
徐
特
立
︑
周
恩

來
︑
劉
伯
承
︑
賀
龍
︑
周
保
中
︑
粟
裕
︑
王
震
の
記
事
で
︑﹃
人
民

日
報
﹄﹃
群
衆
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
も
の
が
多
い
︒

(14
)

王
政
a
�
揭
書
︑
二
八
五
～
二
五
三
頁
︑
高
陶
�
揭
書
︑
二
五
七

～
二
五
八
頁
︒

(15
)

｢我
~
知
�
�
毛
澤
東
同
志
�
少
年
時
代
﹂
は
︑
蕭
三
が
執
筆
を

�
め
て
い
た
傳
記
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
記
事
に
お
い
て
內
容

な
ど
に
つ
い
て
特
に
說
a
は
さ
れ
て
い
な
い
︒

(16
)

周
一
B
�
揭
書
︑
七
〇
頁
︒

(17
)

王
政
a
�
揭
書
︑
三
四
〇
頁
︒

(18
)

周
一
B
�
揭
書
︑
七
〇
～
七
一
頁
︒

(19
)

高
華
�
揭
書
︑
二
六
一
～
二
七
一
頁
︒

(20
)

丸
田
�
揭
書
︑
一
六
七
頁
︒

(21
)

“T
he
A
utobiography
of
M
ao
T
se-T
ung,
as
T
old
to

E
dgar
Snow
”,A
sia,July-O
ctober,1937.

(22
)

王
政
a
�
揭
書
︑
三
二
四
頁
︒

(23
)

“B
O
Y
H
O
O
D
O
F
A
C
H
IN
A
R
E
D
T
he
A
utobiography
of

M
ao
T
se-T
ung,as
T
old
to
E
dgar
Snow
”,A
sia,July,1937.

pp.482-483.
日
本
語
譯
は
︑
松
岡
葉
子
譯
﹃
中
國
の
赤
い
星
﹄

(增
補
改
訂
版
)︑
一
九
七
二
年
︑
筑
x
書
5
︑
八
七
頁
に
よ
る
︒

(24
)

｢對
﹃
毛
澤
東
故
事
Ï
﹄
�
點
T
¹
正
﹂﹃
北
方
�
�
﹄
第
一
卷
第

六
�
︑
一
九
四
六
年
五
\
一
六
日
︒
こ
の
�
料
は
石
川
禎
浩
氏
よ
り

提
供
を
F
け
た
︒

(25
)

“B
O
Y
H
O
O
D
O
F
A
C
H
IN
A
R
E
D
”,p.483.
�
揭
﹃
中
國
の

赤
い
星
﹄︑
八
七
頁
︒

(26
)

實
際
に
毛
は
一
五
歲
の
時
に
母
の
病
氣
囘
復
を
願
っ
て
︑
南
嶽
衡

山
に
願
掛
け
に
赴
い
て
い
る
︒
中
共
中
央
�
獻
出
版
社
硏
究
室
R
・

金
冲
�
=
R
﹃
毛
澤
東
傳

一
八
九
三

−

一
九
四
九
﹄
中
央
�
獻
出

版
社
︑
一
九
九
六
年
︑
三
頁
︒

(27
)

“B
O
Y
H
O
O
D
O
F
A
C
H
IN
A
R
E
D
”,p.483.
�
揭
﹃
中
國
の

赤
い
星
﹄︑
八
九
頁
︒

(28
)

王
政
a
�
揭
書
︑
三
二
四
頁
︒

(29
)

王
若

の
生
涯
に
つ
い
て
は
︑
王
若

﹃
自
我
感
覺
良
好

王
若


自
傳
﹄
第
一
卷
︑
第
二
卷
︑
a
報
出
版
社
︑
一
九
九
一
︑
一
九
九

二
年
を
參
照
︒

(30
)

王
若

�
揭
書
︑
第
二
卷
︑
三
三
五
～
三
三
六
頁
︒

(31
)

『東
北
日
報
﹄
一
九
四
五
年
一
一
\
一
〇
日
に
お
い
て
六
i
が
ま

と
ま
っ
た
形
で
確
l
で
き
る
が
︑
作
者
名
は
記
載
さ
れ
ず
︑
後
営
す

る
よ
う
な
若
干
の
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
︒

(32
)

『解
放
日
報
﹄
一
九
四
二
年
三
\
一
〇
日
︑
6
海
﹁
張
浩
：
毛
澤
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東
爲
其
擡
棺
�
人
﹂﹃
黨
�
縱
覽
﹄
二
〇
〇
六
年
第
一
二
�
︑
三
一

頁
︒

(33
)

｢爲
人
民
^
務
﹂
の
物
語
の
成
立
と
軌
を
一
に
し
て
︑
晉
察
冀
邊

區
で
は
﹃
毛
澤
東
Ï
集
﹄
の
初
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
(﹃
晉
察
冀
日

報
﹄
一
九
四
四
年
九
\
一
六
日
)︒

(34
)

劉
少
奇
﹃
修
改
黨
違
�
報
吿
﹄
東
北
書
店
︑
一
九
四
七
年
︑
七
～

八
頁
︒

(35
)

張
聞
天
﹁
在
中
國
共
產
黨
第
七
�
代
表
大
會
�
發
言
﹂
(一
九
四

五
年
五
\
二
日
)﹃
中
共
黨
�
�
料
﹄
第
五
三
輯
︑
中
共
黨
�
出
版

社
︑
一
九
九
五
年
︑
一
五
頁
︒

(36
)

上
営
の
徐
特
立
の
�
違
に
も
﹁
毛
=
席
の
民
衆
と
下
A
幹
部
へ
の

對
應
は
︑
母
親
の
子
供
に
對
す
る
態
度
で
あ
り
︑
實
に
粘
り
强
い
﹂

と
い
う
敍
営
が
あ
る
が
︑
物
語
に
お
い
て
血
緣
の
比
喩
を
�
用
し
た

の
は
王
の
作
品
が
�
初
で
あ
る
︒

(37
)

岸
本
美
緖
﹁
中
國
の
﹁
家
﹂
と
社
會
團
體
﹂︑
岸
本
美
緖
・
宮
嶋

8
�
﹃
a
淸
と
李
Ä
の
時
代
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
︑
四
六

九
～
四
八
二
頁
︒

(38
)

た
だ
し
戰
後
の
比
�
�
早
い
段
階
で
︑
父
の
嚴
し
さ
と
い
う
表
現

は
︑
醫
者
の
患
者
に
對
す
る
嚴
し
さ
と
い
う
表
現
に
替
え
ら
れ
て
い

る

(﹃
東
北
日
報
﹄
一
九
四
五
年
一
一
\
一
〇
日
)︒

(39
)

｢孫
澤
東
﹂
で
は
︑
母
親
が
毛
の
恩
德
を
記
念
し
て
︑
息
子
に
澤

東
と
い
う
名
�
を
つ
け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
(﹃
戰
友
報
﹄
一
九

四
四
年
六
\
三
〇
日
)︑
同
年
九
\
の
大
衆
日
報
刊
﹃
毛
澤
東
�
故

事
﹄
の
廣
吿
に
お
い
て
題
目
は
﹁
毛
澤
東
愛
護
小
孩
﹂
と
さ
れ
て
お

り
︑
一
九
四
五
年
一
一
\
一
〇
日
の
﹃
東
北
日
報
﹄
揭
載
の
﹁
毛
澤

東
愛
護
小
孩
﹂
で
は
子
供
の
名
�
を
變
え
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
<
除
さ

れ
て
い
る
︒﹁
在
戲
院
裏
﹂
で
は
︑
子
供
に
﹁
虱
が
い
る
じ
ゃ
な
い

か
﹂
と
話
し
か
け
る
箇
~
が
円
國
�
後
に
<
除
さ
れ
て
い
る

(﹁
毛

=
席
在
戲
院
裏
﹂﹃
春
季
始
業
用
初
A
小
學
國
語
課
本
﹄
第
七
册
︑

華
北
怨
華
書
店
︑
太
原
初
版
一
九
五
一
年

[一
九
四
八
年
初
版
]︑

四
～
五
頁
)︒

(40
)

丸
田
�
揭
書
︑
第
四
違
︑
第
五
違
︒

(41
)

一
九
四
五
年
に
は
︑
冀
察
軍
區
政
治
部
︑
東
北
怨
華
書
店
か
ら

﹃
毛
澤
東
�
故
事
﹄
が
︑
怨
華
書
店
晉
察
冀
分
店
か
ら
蕭
三
﹃
毛
澤

東
故
事
Ï
﹄
が
刊
行
さ
れ
︑
�
年
に
は
呂
梁
�
�
敎
育
出
版
社
か
ら

﹃
毛
澤
東
�
故
事
﹄
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒

(42
)

蕭
三
等
著
﹃
毛
澤
東
故
事
﹄
東
北
書
店
︑
奧
附
な
し
︒

(43
)

�
揭
蕭
三
等
著
︑
三
五
～
三
九
頁
︒

(44
)

『毛
澤
東
故
事
﹄
東
北
書
店
︑
一
九
四
八
年
︒

(45
)

｢我
們
看
到
了
毛
=
席
︱
︱
記
中
央
團
校
第
一
�
畢
業
典
禮
一
個

場
面
﹂﹃
中
國
靑
年
﹄
第
一
八
�
︑
一
九
四
九
年
九
\
︒

(46
)

｢朱
總
司
令
多
麽
愛
小
孩
�
！
﹂
同
上
第
八
�
︑
一
九
四
九
年
五

\
︒

(47
)

C
H
.JX
﹃
作
�
;
﹄
太
行
山
�
書
︑
邯
鄲
學
院
藏
︒

(48
)

L
.JS
﹃
日
記
﹄
(一
九
四
九
年
一
一
\
三
日
)
太
行
山
�
書
︑
邯

鄲
學
院
藏
︒
學
校
~
在
地
の
特
定
は
︑
喬
福
錦
﹁
太
行
�
獻
專
題
敍

錄
﹂﹃
邯
鄲
學
院
學
報
﹄
第
二
七
卷
第
四
�
︑
二
〇
一
七
年
に
よ
る
︒

(49
)

｢去
了
一
塊
心
病
﹂﹃
初
A
怨
課
本
﹄
第
七
册

(表
紙
・
奧
附
缺
)︑

六
三
頁
︒

(50
)

｢D
神
歌
﹂︑
華
北
人
民
政
府
敎
育
部
審
定
﹃
國
語
課
本
﹄
初
A
小
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學
=
用
第
七
册
︑
怨
華
書
店
︑
一
九
四
八
年
︑
七
～
九
頁
︒﹁
中
國

靑
年
代
表
在
國
外
﹂︑
楊
少
違
﹃
初
A
幹
部
國
語
課
本
﹄
太
行
怨
華

書
店
︑
一
九
四
九
年
︒
福
林
﹁
Ë
毛
=
席
到
我
家


﹂﹃
中
國
靑

年
﹄
第
四
�
︑
一
九
四
九
年
二
\
︒
晉
察
冀
邊
區
行
政
委
員
會
敎
育

廳
審
制
﹃
國
語
課
本
﹄
初
A
小
學
=
用
第
六
册
︑
晉
察
冀
怨
華
書
店
︑

一
九
四
八
年
再
版
︑
四
三
頁
︑
お
よ
び
円
國
後
の
テ
キ
ス
ト
で
は

﹁
叩
頭
﹂
が
﹁
揖
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

(51
)

｢家
裏
吃
>
不
作
難
︑
只
盼
一
張
報
功
單
﹂﹃
戰
友
報
﹄
一
九
四
七

年
一
一
\
二
三
日
︒

(52
)

楊
昊
成
﹃
毛
澤
東
圖
宴
硏
究
﹄
時
代
國
際
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
︑

八
八
～
九
〇
頁
︒

(53
)

霄
ß
﹁
毛
=
席
能
治
精
神
病
﹂﹃
怨
大
衆
﹄
一
九
四
七
年
第
三
三

�
︒

(54
)

王
旦
林
﹁
毛
=
席
比
我
¹
辛
苦
﹂﹃
怨
大
衆
﹄
一
九
四
七
年
第
三

七
�
︒

(55
)

｢做
毛
=
席
�
小
學
生
﹂﹃
初
A
幹
部
國
語
課
本
﹄
第
三
册
︑
一
九

五
〇
年
增
訂
版

(一
九
四
九
年
初
版
)︑
五
五
～
五
六
頁
︒

(56
)

西
北
局
宣
傳
部
R
﹃
黨
員
課
本
﹄
晉
南
工
作
委
員
會
複
製
︑
一
九

四
九
年
︑
五
八
頁
︒

(57
)

大
衆
報
=
R
・
溥
白
蘆
R
寫
﹃
大
衆
政
治
課
題
本
﹄
第
一
册

(中

國
共
產
黨
)︑
湖
南
�
俗
讀
物
出
版
社
︑
一
九
五
一
年
︑
二
八
～
三

〇
頁
な
ど
︒
た
だ
し
︑
中
國
人
民
解
放
軍
東
北
軍
區
R
印
﹃
黨
員
課

本
﹄
第
一
册

(中
國
共
產
黨
)︑
一
九
四
九
年
︑
六
～
八
頁
で
は
︑

毛
が
人
民
の
勤
務
員
で
あ
り
︑
黨
の
規
律
に
從
う
と
い
っ
た
表
現
は

<
除
さ
れ
て
い
る
︒

(58
)

｢井
崗
山
上
人
民
�
囘
憶
﹂﹃
怨
華
\
報
﹄
第
一
卷
第
三
�
︑
一
九

五
〇
年
一
\
︒

(59
)

｢路
�
傷
兵
﹂﹃
毛
澤
東
�
故
事
和
傳
說
﹄︑
八
～
九
頁
︒

(60
)

｢
�
重
T
�
是
工
作
﹂﹁
u
才
是
紅
軍
�
戰
士
﹂﹃
毛
=
席
�
故
事
﹄

黑
龍
江
人
民
出
版
社
︑
一
九
五
八
年
︑
一
一
～
一
八
頁
︒

(61
)

｢孩
子
︑
拿
}
槍
保
衞
毛
=
席
！
﹂︑
王
橋
R
寫
﹃
毛
=
席
在
�
安

�
時
候

−

�
安
農
民
®
�
故
事
﹄
陝
西
人
民
出
版
社
︑
一
九
五
七
年
︑

一
〇
～
一
四
頁
︒

(62
)

｢鐵
脚
團
長
﹂﹃
高
A
小
學
國
語
課
本
﹄
六
年
A
用
︑
東
北
書
店
重

印
︑
一
九
五
三
年

(
怨
華
書
店
︑
一
九
五
二
年
初
版
)︑
三
六
～
三

七
頁
︒
毛
の
言
葉
は
中
共
七
�
二
中
q
會
の
﹁
中
國
共
產
黨
第
七
屆

中
央
委
員
會
第
二
�
q
體
會
議
上
�
報
吿
﹂
(一
九
四
九
年
三
\
五

日
)﹃
毛
澤
東
Ï
集
﹄
第
四
卷
︑
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︑
一

四
三
八
頁
で
営
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

(63
)

｢L
橋
﹂﹃
高
A
小
學
國
語
課
本
﹄
六
年
A
用
︑
怨
華
書
店
︑
二
七

～
二
八
頁
︒

(64
)

『革
命
b
師
�
故
事
﹄
上
海
越
聯
書
店
︑
一
九
五
〇
年
︒

(65
)

｢黨
委
會
�
工
作
方
針
﹂
(一
九
四
九
年
三
\
一
三
日
)﹃
毛
澤
東

Ï
集
﹄
第
四
卷
︑
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︑
一
四
四
三
頁
︒

(66
)

『一
九
五
三
年
農
曆
�
書
﹄
劉
德
記
書
局
︑
一
九
五
三
年
︑﹃
一
九

五
四
年
中
華
民
國
中
華
人
民
共
和
國
農
曆
�
書
﹄
興
華
書
局
︑
一
九

五
四
年
︒

(67
)

高
華
�
揭
書
︑
六
四
五
頁
︒

(68
)

李
衞
國
﹁
一
部
怨
發
現
�
紅
軍
長
征
稿
本
﹃
二
萬
五
千
里
』
︱
︱

A
淸
稿
本
�
獻
價
値
初
探
﹂﹃
黨
�
�
獻
﹄
二
〇
〇
六
年
第
六
�
︒
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(69
)

李
季
﹃
毛
澤
東
同
志
少
年
時
代
�
故
事
﹄
中
南
人
民
�
學
藝
Þ
出

版
社
︑
一
九
五
四
年
︑
陳
子
君
﹃
毛
=
席
少
年
時
代
�
故
事
﹄
天
津

人
民
出
版
社
︑
一
九
五
六
年
︒

(70
)

丸
田
�
揭
論
�
︒

(71
)

譚
吐
﹁
毛
=
席
�
故
事
︱
︱
陝
北
民
閒
傳
說
﹂﹃
�
藝
報
﹄
第
一

卷
第
八
�
︑
一
九
四
九
年
︑
二
〇
～
二
一
頁
︒

(72
)

｢湖
南
農
民


動
考
察
報
吿
﹂﹃
毛
澤
東
集
﹄
第
一
卷

(第
二
版
)︑

一
三
三
頁
︒

(73
)

華
應
申
R
﹃
p
身
﹄
怨
華
書
店
︑
一
九
四
八
年
︑
二
八
頁
︒

(74
)

丸
田
�
揭
論
�
︒

(75
)

｢草
鞋
Ø
﹂﹃
少
年
�
藝
﹄
第
六
�
︑
一
九
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Furthermore, the Wang Jingwei regime failed to develop party organizations due to

Japanese interference and lack of funding. In contrast, teachers were an important

faction supporting the Wang Jingwei regime, and the regime therefore valued the

teachers and gave impetus to the educational development.

Today, many researchers (especially Chinese researchers) believe that

education under the Wang Jingwei regime was “education for enslavement” that

served the Japanese empire. However, this paper reveals that the content of the

education and the ideology promoted by the Wang Jingwei regime was a Chinese

nationalism that might even be termed cultural nationalism. The Wang Jingwei

regime emphasized such Chinese nationalism in promoting its ideology and

legitimacy. This was on the one hand, due to the fact that the Wang Jingwei regime

aimed to gain the support of the general public, teachers and students, while on the

other hand it was an expression of a spirit of resistance within its “collaboration”.

The promotion of educational development under the Wang Jingwei regime

tended towards publicity and mobilization, and the regime ultimately failed to solve

the shortcomings of school education in the 1930s summed up by the words

“graduation mean, unemployment,” which had existed since early Republican times.

Therefore, even though the Wang Jingwei regime emphasized “Chinese

nationalism,” it could not gain the support of the majority. Furthermore, the rule of

Wang Jingwei regime could not penetrate local society. In contrast, the

contemporary Chongqing Nationalist Government was able to successfully extend

its rule through local society by linking education with its administration.

THE TALES OF MAO ZEDONG : THEIR CREATION AND

DEVELOPMENT FROM THE SINO-JAPANESE WAR TO

THE EARLY PERIOD OF THE FOUNDATION OF THE PRC

MARUTA Takashi

The tales of Mao Zedong were gradually created after 1940 with the

establishment of Maoʼs authority. Tales highlighting his humanity were created on

the bases of testimony by a former Red Army officer. In concert with the creation

of his biography, those tales were further developed, representing him in terms of

the spirit of self-sacrifice and in the image of a benevolent leader of the people who

put into practice the spirit of “a student of the people” who “served the people.”

Especially after the Yanʼan Rectification Campaign, those in educational settings,
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such as party members, soldiers, and youths, were taught to learn from Mao

Zedong by reading those tales and to practice the spirit of Mao Zedong as

exemplary members of society. In this way, Mao Zedongʼs right to interpret and

determine the “will of the people” was supported by those who had received this

systematic education. Thus we can confirm the process of the formation of the idea

of the infallible, great leader who is well acquainted with “the will of the people” and

embodies it as he has recovered it. This can be seen as confirming to the narrative

structure in which the Son of Heaven who governs by the good will of Heaven

recovers the will of the people due to the intention of Heaven. Premised on such a

structure, tales of “loyalty coinciding with filial piety,” which likened the benefits of

Mao to the love of parents and asserted the legitimacy of such authority, were

created and disseminated. In this process, Wang Ruowang, who continued to

criticize the CCP from a liberal standpoint, seized the opportunity to create tales

depicting the contemporary figure of Mao Zedong as deeply concerned with the

peopleʼs life and death, using metaphors of blood relationships.

The legend of the revolutionary Mao Zedong, which was created using the

framework of folk religion, did not directly deify Mao Zedong, but indirectly

expressed the workings of divine authority through the words and action of the

people in those tales. Although the tales in the book did not directly target the

strata who believed in such divinity, in the light of the logic of the popular slogan to

“learn from the masses and work with the masses,” the words and deeds of the

people who worshiped their leader must be respected, and those tales promoted the

deification of Mao Zedong through the pressure applied under the pretext of the

peopleʼs will.
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