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と
そ
の
思.:aユ、

味

中
嶋
嶺
雄

、

中
国
の
政
治
情
勢
は 、
文
化
大
革
命 、

H
林
彪
異
変。

だ
し
て
い
た
者
に
とっ
て
は 、
決
し
て
予
測
で
き
念
い
と

を
経
過
し
て 、
な
お
今
日
き
わ
め
て
流
動
的
で
あ
る
よ
う

と
で
は
－な
か
っ
た 。

に
思
わ
れ
る 。
去
る
四
刀
十二
日 、
文
化
大
革
命
の
時
期

私
円
身
は 、
す
で
に
咋
年
七
月 、
中
国
当
局
が
林
彪
副
主

に 、
「
資
本
主
義
の
道
を
歩
む
第
二
の
実
権
派」
と
し
て

席
の
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
死
の
筋
書
き
を
公
表
し
た
と
き 、

激
し
く

批
判
さ
れ 、
一
九
六
六
年
十
二
月
以
降 、
消
息
を

と
く
に
グ

林
彪
異
変d
以
後
の
中
国
の
政
治
的
潮
流
の
変

絶っ
た
ま
ま 、
九
全
大
会
（一
九
六
九
年
四
川）
で
は
党

化
を
指
摘
し
な
が
ら 、
郷
小
平
復
摘の
可
能
性
に
つ
い
て

中
央
委
員
に
さ
え
も
選
出
さ
れ
なか
っ
た
部
小
平
党
総
書

本
誌
に
次
の
よ
う
に
記
し
た
と
と
が
あ
る 。
す
な
わ
ち 、

記
（
六
六
年
当
時）
が
国
務
院
副
総
理
の
周
智
き
を
維
持・
当
時
か
ら 、
周
恩
来
総
型
が
進
め
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
旧

し
て
北
京
の
政
治
的
鉾
台
に
復
柿
し
た
こ
と
は 、
と
の
よ

幹
－W
の
救
済
な
い
し
は
彼
前
政
策
に
ふ
れ
て 、
「
と
の
傾

う
な
政
治
の
流
動
性
を
如
実
に
示
し
た
も
の
と
い
わ
な
く

向
が
さ
ら
に
進
む
な
ら 、
中
国
の
大
衆
に
悪
の
代
名
詞
と

で
は
な
ら
な
い 。

し
て
教
え
込
ま
れ
た
人
物
以
外
は 、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
斡

今
回
の
郡
小
．千
彼
織
は 、
わ
が
国
に
お
い
て
も 、
文
化

泌
が
今
耐の

P
林
彪
興
変d
に
無
関
係
で
あ
る
の
な
ら 、

大
革
命
に
お
け
る
毛
沢
東
主
席
の
勝
利
と
成
功
を
信
じ
て

た
と
え
文
革
期
に
激
し
く

批
判
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
ろ

い
た
人々
に
とっ
て
は 、
予
測
し
が
た
い
事
実
で
あっ
た

う
と
も 、
思
わ
ぬ
人
物
の
復
権
が
さ
ら
に
進
む
か
も
し
れ

よ
う
で
あ
り 、
そ
れ
だ
け
に 、
大
き
な
簡
慢
と
さ
ま
ざ
ま

な
い 。
つ
ま
り 、

劉
少
奇
の
復
権
は
あ
り

如何
ず
と
も
郷
小

な
波
紋
を
投
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る a
だ
が 、
文
革
の
論

．平
の
復
権
が
あ
り

得
ない
と
は 、
も
は
や
断
言
し
に
く
く

理
の
挫
折
と
中
国
の
政
治
的
潮
流
の
変
化
を
直
視
し 、
そ

なっ
て
い
る」
（一
林
彪の
死
と
そ
の
謎」 、
本
誌
七
二
年

ζ
に
脱
文
革
｜｜

文
革
否
定
の
方
向
を
い
ち
は
や
く
見
い

八
月
二
十
九
日
号 。
拙
耕
「
中
国
像の
検
証」
〈
中
央
公

・
ta－－

，． 
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論
社〉
に
収
録）
と
述べ
た
の
で
あっ
た 。

政
治
的
潮
流
の

変
化

私
が
右
の
よ
う
に
予
測
し

得
た
の
は 、
文
革
の
挫
折
と

中
国
の
政
治
的
潮
流
の
変
化
と
い
う
文
脈の
な
か
に
・お
い

て
で
あ
り 、
し
た
がっ
て 、
今
回
の
郷
小
平
復
糊
に
つ
い
て

も 、
今
臼
の
中
固
に
・お
い
て
部
小
平の
復
栴
を
必
要
と
せ

ざ
る
を
得
念
い
政
治
的
要
因
が
あ
れ
ば
と
そ 、
今
日
の
時

点
で
郷
小
平
が
復
権
し
た
の
だ
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る

が 、
し
か
し一
方 、
今
回
の
事
態
を
もっ
ぽ
ら
中
国の
政

治
的
安
定
化
を一万
す
指
標
と
し
て 、
し
た
が
っ
て 、
文
革
の

成
功
の
ゆ
え
に
郡
小
平の
復
摘
が
成っ
た
の
だ
と
し
て
と

ら
え
る
見
方
が 、
一
部
に
は
か
な
り

支
配
的
で
あ
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る 。
そ
の
よ
う
な
論
者
は 、
だ
か
ら 、
郡

小
平の
復
椀
は 、
「
病
を
治
し
て
人
を
救い 、
前の
誤
り

を
後
の
戒
め
と
す
る一
毛
沢
東
主
席
の
暖
か
い
幹
部
政
策

に
よっ
て
可
能
に
なっ
た
の
だ
と
い
い 、
ま
た 、
文
革
が

「
闘
争・
批
判・
改
革」
と
い
う
深
ま
り
を
示
し 、
今
日
1973.5.8 

鄧小平復権の背景とその意味　世界週報-1973.05.08



I 
、

の
改
革
段
階
に
あっ
て
は 、
非
を
悔
い
改
め
な
い一
握
り

の
「
劉
少
脊
裏
切
り
者
集
団」
や
「
劉
少
奇
の
た
ぐ
い
の

ペ
テ
ン
師」
以
外の
幹
部
と
は
「
団
結
i

批
判
l

団
結」

と
い
う
政
策
に
よっ
て
再
団
結
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
い
う 。
ま
た 、
あ
る
人
k
は 、
部
小
平
は 、
も
と
も
と

重
要
な
誤
り
を
犯
さ
な
かっ
た
の
で
あ
り 、
し
か
も 、
す

ぐ
に
誤
り
を
認
め
た
の
で 、
決
定
的
に
は
失
脚
し
て
い
な

かっ
た
の
だ 、
と
見
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る 。
だ
が 、
果

た
し
て 、
部
小
平
復
権
の
政
治
的
背
景
は 、
そ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
か 。

「
批
修
」

と
い
う
路
線
闘
争

私
は
ま
ず
第一
に 、
一
方
で
郡
小
平が
復
権
し
・な
が

ら 、
他
方
で
は 、
陳
伯
達
を
初
め
と
す
る
文
革
の
先
進
的

な
p
l

ダ
ー

た
ち
の
大
部
分
が
江
育 、
挑
文
元 、
張
春
橋

ら
を
除
き
す
で
に
相
次
い
で
失
脚
し 、
林
彪
ら
軍
首
脳
が

最
悪
質
の
反
革
命
分
子
と
し
て
す
で
に
処
断
さ
れ
て
き
た

と
と
の
政
治
的
意
味
を 、
今
回の
事
態
に
つ
い
て
も
不
可

分
な
も
の
と
し
て
重
ね
あ
わ
せ
て
考
え
ね
ば
去
ら
な
い
と

思
う 。そ

し
て 、
も
し
も
今
日
の
中
凶
が 、
政
治
的
安
定
度
を

「
毛
沢
東
思
想」
の
勝
利
と
い
う

文
脈の
な
か
で
ま
す
ま

す
成
熟
さ
せつ
つ
あ
る
の
な
ら 、
最
近
の
「
人
民
日
報」

や
「
紅
旗」
の
主
潮が
つ
ね
に一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る

「
劉
少
奇
の
た
ぐ
い
の
へ
テ
ン
師
の
反
革
命
修
正
主
義
路

‘
線」
の
打
倒
を 、
な
ぜ
と
の
よ
う
に
執
勘
に
唱
え
ね
ば
な

ら
念い
の
で
あ
ろ
う
か 。
と
と
で
「
劉
少
脊
の
た
ぐ
い
の

ペ
テ
ン
師」
が
林
彪
を
指
し
て
い
る
と
と
に
つ
い
て
は 、

い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く 、
権
力
中
枢
に
お
け
る
き
わ

め
て
異
質
な
「
予
防
ク
ー

デ
タ
ー」

的
事
件
と
し
て
す
で

に一
年
前
に
解
決
さ
れ
た
は
ず
の

グ
林
彪
異
変d
の
直
接

的
な
余
波
が
ま
だ
広
範
に
残っ
て
い
る
と
も 、
わ
れ
わ
れ

に
は
恩
わ
れ
な
い
の
で
あ
る 。

ま
た 、
咋
年
十一
月 、
「
紅
旗」
第一
O
号
の
侃
志
福

（
党
中
央
委
員）
論
文
「
経
験
主
義
の
克
服
｜｜レ
lニ

ン
の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論』
を
学
習
し
て」
が
階
級

闘
争
と
路
線
闘
争
に
つ
い
て
述べ
て
い
た
「一
つ
の
矛
盾

が
解
決
す
れ
ば 、
さ
ら
に
新
し
い
矛
盾が
発
生
し 、
一
つ

の
戦
闘
に
勝
利
す
れ
ば 、
さ
ら
に
新
し
い
峨
闘
を
迎
え
な

け
れ
ば
・な
ら
ない」
と
い
う
表
現
は
な
に
を
・意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か 。
私
は 、
と
の
表
現の
合
意
は
か
念
り

大
き

な
も
の
で
は
な
ヤ
か’
と
思
う 。

一
九
七
O
年
九
月
の
中
国
共
産
党
九
期
二
中

全
会
以
来
進
め
ら
れ
て
き
た
「
批
修
整
風」
（
修
正
主
義

批
判
と
整
風）
の
闘
争
に
つ
い
て 、
本
年
元
旦
の
三
紙
誌

共
同
社
説
「
年
頭
の一言
葉」
は 、
ζ
の
闘
争
が
当
面 、
もっ

と
も
重
要
で
あ
り 、
し
か
も「
批
修
整
風」
に
つ
い
て
は 、

「
批
修」
が
第一
で
あっ
て 、
盤
風
は
第
二
で
あ
り 、
ζ

の
両
者
の
違い
を
厳
密
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
優
先
順
位
を
明
確
化
し
た
の
は 、
な
に
を
意
味
す
る

の
で
あ
ろ
う
か 。

そ
し
て 、

1973.5.8 

平

と
れ
ら
の
点
を 、
よ
り

具
体
的
に
論
じ
て
い
る
の
が 、

「
紅
旗」
一
九
七
三
年
第
二
号
巻
頭
の
論
形
署
名
論
文

「
党
の
建
設
は
党
の
政
治
路
線
と
密
接
に
つ
な
が
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

ll
〈「
共
産
党
員」
発
刊
の
辞〉
を
学

習
せ
よ」
で
あ
る 。
と
の
論
文
は 、
最
新
の
諸
論
調
に
し

ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
表
現で
は
あ
る
が 、
「
毛
主
席
が

み
ず
か
ら
発
動
し 、
み
ず
か
ら
指
導
し
た
プ
ロ
レ
タ
9
ア

文
化
大
革
命
お
よ
び
今
回の
批
修
整
風
運
動」
（
傍
点 、

引
用
者）
と
い
う
表
現
を
とっ
て 、
今
回
の
「
批
修
整
風」

運
動
が
文
化
大
革
命
と
区
別
さ
れ
る
闘
争
の
新
し
い
段
階

で
あ
る
と
と
を一不
し 、
同
時
に 、
文
化
大
革
命
の
収
束
を

中
国
の
指
埠
者
自
身が
認
め
て
い
る
と
と
を
示
唆
し
な
が

ら 、
と
と
で
は
さ
ら
に 、
「
ま
ず
第一
が
批
修
で
あ
り 、

そ
の
次が
初
め
て
盤
風
で
あ
る 。
批
修
と
は 、
劉
少
奇
の

た
ぐ
い
の
ペ
テ
ン
師の
修
正
主
義
路
線
と
そ
の
反
革
命の

罪
行
を
批
判
す
る
と
と
で
あ
る」
と
述べ
て 、
「
批
修」

と
い
う
路
線
闘
争
が
い
か
に
差
し

迫っ
た
課
題
で
あ
る
か

を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る 。
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一
方 、
先
の
元
旦
共
同
社
説
以
米 、
毛
主
席
の
新
し
い円

指
示
だ
と
し
て 、
最
近
の
公
式
見
解
の
な
か
に
頻
出
し
て

い
る
一

深
く
地
下
道
を
掘
り 、

い
た
る
と
こ
ろ
で
食
糧
を

貯
え 、
開
権
を
求
め
な
い」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
も
わ

れ
わ
れ
は
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い 。

と
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
は
「
戦
争
に
そ
な
え 、
災
害
に
そ
な

え 、
人
民
の
た
め
に」
と
い
う
九
全
大
会
当
時
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
よ
り

具
体
化
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
お
り 、

文
字

ど
お
り 、
対
y
臨
戦
体
制
の
強
化
を
誕っ
た
も
の
で
あ
る

と
向
時
に 、
伝
え
ら
れ
る
食
料
危
機へ
の
対
応
を
指
示
し

た
も
の
で
は
あ
る
が 、
ζ
と
で
の
「
覇
権
を
求
め
・な
い」

は 、
明
ら
か
に
路
綿
闘
争 、
つ
ま
り

党
内
闘
争
の
な
か
で 、

い
た
ず
ら
に
叛
旗
を
撫
し
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
ζ
と
を

意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
ζ
の
点
で 、
米
中
共
同コ

ミュ
ニ
ケ
や
日
中
共
同コ
ミュ
ニ
ケ
の
な
か
の
「
ア
ジ
ア

に
お
い
て
崩
権
を
求
め
な
い」
と
の
文
意
と
は
異
な
る
の

で
あ
る）。現

実
主
義
路
線
へ
の

批
判

と
の
よ
う
に
み
て
く
る
と 、
問
題
の
所
在
は
か
な
り
は

っ
き
り

す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。つ
ま
り 、

今
日
の
中
国

の
政
治
情
勢
の
な
か
に
は 、
依
然
と
し
て
か
な
り

大
き
な

問
題
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
あ
り 、
そ
の
問
題
を
い
か
に

克
服
す
る
か
が
当
面
の
課
題
に
なっ
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
し
て 、
全
般
的
に
問
題
を
考
慮
す
る
な
ら
ば 、
文
革
小

組
組
長
兼
党
政
治
局
常
務
委
員
の
要
職
に
あっ
た
陳
伯
遥

が
失
脚
し
た一
九
七
O
年
九
月
の
二
中
全
会
以
来
と
く
に

( 

鈎
少
奇

の
な
か
で
と
ら
え
る
と
と
が
で
き
よ
う
し 、
最
近
の
公
式

品
調
の一
部
に 、
今
日
の
主
流
を
な
す
岳
調
と
は
明
ら
か

に
ト
i
ン
の
異
なっ
た
「
左
翼
的
詩
調」
も一
方
で
は
存

在
し 、
現
実
主
袋
路
線へ
の
批
判
さ
え
し
ぼ
し
ぼ
散
見
さ

れ
る
の
も 、
山市
態の
主
要
性
を
か
な
り

明
白
に
物
諸っ
て

顕
著
に
なっ
て
き
た
脱
文
革
化
の
過
程
が 、
翌
七一
年
九

月
の

グ
林
彪
異
変。
を
縫
て 、
ま
す
ま
す
明
確
に
な
り 、

対
外
的
に
は
米
中
接
近 、
日
中
復
交
の
過
程
に
み
ら
れ
た

よ
う
に 、
「
革
命
外・交」
か
ら
「
国
家
外
交」
へ
の
転
換

が
進
み 、
戦
略
的
に
も 、
六
0
年
代
前
半
に
劉
少
脊
ら
実

権
派
が
推
進
し
た
「
中
間
地
帯」
論
が 、
今
回
は
反
y
世

界
戦
略
の
形
を
と
っ
て
復
活
し
（一
九
七
二
年
十
月一
日

の
三
紙
詑
共
同
社
説
「
新
し
い
勝
利
を
奪
取
し
よ
う」
参

照
て
そ
う
し
た
過
程
を
買い
て
周
恩
来
総
型
が
主
噂
す

る
現
実
主
義
路
線
が
ま
す
ま
す
大
き
な
潮
流
に
なっ
て
き

て
い
る
ζ
と
は 、
も
は
や
否
定
で
き
な
い
現
実
な
の
で
あ

る
。

「
毛
沢
東
体
制
下
の
非
毛
沢
東
化」
と

し
て
も
意
味
づ
け
ら
れ
よ
う
が 、
と
の
よ
う
な
中
国
の
内

政・
外
交
の
両
面
に
わ
た
る
大
き
な
変
化
に
対
し
て
は 、

そ
れ
が
ま
す
ま
す
確
固
た
る
潮
流
に
な
り

つ
つ
あ
る
と
は

い
え 、
一
方
に 、
依
然
と
し
て
根
強
い
抵
抗
が
あ
る
ζ
と

を
も
以
上
の
事
例
は
示
唆
し
て
い
る。
「
覇
権
を
求
め
な

い」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
意
味
も 、
こ
の
よ
う
な
状
況

と
の
こ
と
は 、
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い
ヲhu。七

三
年一
月
十
四
U
付
け
「
人
民
n
報」
の
蘇
刊
署
名

愉
文
つ
現
実
主
義
深
化d
論
を
批
判
せ
よ」
が
「
現
実

主
義」
と
い
う
言
葉
を
も
ちい
て
文
革
期
の
よ
う
な
ト
ー

ン
で
明
ら
か
に
当
面
の
潮
流
を
批
判
し 、
ま
た
「
紅
旗」

七
三
年
第一
号
の
辛
永
銘
署
名
論
文
「
決
し
て
階
級
と
階

級
闘
争
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い」
が 、
「
和
平
麻
州
思

恕」
と
い
う
言
葉
を
も
ちい
て 、
明
ら
か
に
「一
部
の
同

志
の」
平
和
共
存路
線
を
批
判
し
て
い
る
と
と
は 、
と
の

よ
う
な
抵
抗
の
存
在
を
示
し
て
い
よ
う 。
に
も
か
か
わ
ら

ず 、
最
近
の
中
閣で
は
「
毛
主
席
の

江背
夫
人
へ
の
手

紙」
が
学
問
資
料
と
し
て
伝
達
さ
れ 、
ζ
の
手
紙
の
な
か

で
毛
沢
東
は
か
ね
て
か
ら
林
彪へ
の
不
信
を
もっ
て
い
た

と
と 、
文
革
さ
え
も 、
不
本
意
な
が
ら
開
始
し
た
と
と
を

述べ
て
い
る
と
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が 、
と
の
手
紙
の

内
容
の
真
偽
に
つ
い
て
の
検
討
は
さ
て
お
き 、
ζ
の
よ
う

な
手
紙
の
伝
達が
都
実
だ
と
す
れ
ば 、
今
日
毛
沢
東
自・封 、

と
の
よ
う
な
立
場
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
支
配

的
に
なっ
て
き
た
と
と
を 、
そ
れ
は
暗
示
し
て
い
る
と
も

い
え
る
の
で
あ
る。
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と
の
よ
う
な
背
長
を
考
え
た
と
き 、
郡
小
平
復
権の
意

味
は 、
き
わ
め
て
重
大で
あ
る。



関文
す�
るの
（高
左潮
か時
b

、

）
天

毛安
j尺門
東様、

上
林て彪 革工、 海f
周兵
思 ・

匂
際大
イ自衆
遠の
b大
中.
国会
首を
脳観

有
能
な
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー

と
と
で 、
郷
小
平
の
指
導
者
と
し
て
の
イ
メ
ー

ジ
を
か

え
り
み
る
な
ら
ば 、
今
回 、
彼が
副
総
理
と
し
て
復
縮
し

た
と
は
い
え 、
彼
は
明
ら
か
に一
貫
し
て
党
官
僚
と
し
て

の 、
き
わ
め
て
有
能
な
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー

で
あ
り 、

理
論

家
で
あ
り 、
そ
し
て
精
力
的
な
党
務
処
理
者で
あっ
た 。

私
は一
九
六
六
年
十一
月 、
北
京
の
人
民
大
会
主
で
符
な

わ
れ
た
孫
文
生
誕
百
周
年
記
念
大
会
に
出
席
し
た
際 、
彼

が
公
式
の
場
面
に
姿
を
現
わ
し
た
最
後
の
機
会
と
もい
え

る
そ
の
舞
台
で 、
劉
少
脊
と
と
も
に
彼が
明
ら
か
に
マ
ー

ク
さ
れ
て
い
な
が
ら 、
終
始
平
然
た
る
素
振
り
を
示
し
て

い
た 、
そ
の
と
き
の
彼
の
強
制
か
つ
不
能
の
間
貌
を
鮮
明

に
記
憶
し
て
い
る。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て 、一
時
は 、

毛
沢
東
主
席
に
「
郡
小
平
は
五
九
年
以
来 、
六
年
間 、
私

に
工
作
報
告
を
し
て
い
な
い 。
岳
記
処
の
仕
事
も
彰
良
に

や
ら
せ
た」
（
六
七
年一
月
八
日
の
北
京
大
学
物
理
学
部

紅
衛
兵
の
大
字
報）
と
批
判
さ
れ 、
六
五
年
二
月
か
ら
三

月
に
か
け
て
は 、
北
京
で
反
革
命
の
陰
謀
会
議
を
い
く
た

び
か
聞
き 、
五
六
年・
の
y
辿
共
産
党二
O
聞
大
会
に
際
し

て
は 、
フ
ル
シ
テョ
フ
に
合
唱
し
て
個
人
袋
持
に
反
対
し 、

ζ
う
し
て
毛
主
席
に
そ
む
い
た
等々
の
罪
状
を
造
反
派
か

ら
激
し
く

告
発
さ
れ
な
が
ら
も
（
六
六
年
十一
月
の
北
京

大
学
の
森
元
梓
以
下一
O
名
辿
記
の
大
字
報） 、
今
回 、

見
事に
復
権
し
た
彼
の
政
治
力
を 、
わ
れ
わ
れ
は
い
さ
さ

か
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う 。

と
の
よ
う
な
郵
小
平
の
実
力
の
ゆ
え
に 、
お
そ
ら
く

彼

の
復
権
に
つ
い
て
は 、
さ
ま
ざ
ま
念
低
抗が
あっ
た
で
あ

ろ
う
ζ
と
も
推
察
さ
れ
る。
部
小
平
復
権
に
先
立
つ
三
月

中
句 、
周
恩
来
総
理
が
約
二
週
間
に
わ
たっ
て
公
式
の
場

か
ら
姿
を
消
し 、
党
中
山火
政
治
局
安
口
お
よ
び
同
候
補
委

員
全
員
が
三
月
十
八
日
か
ら
二
十一
日
ま
で
の
四
日
間 、

同
じ
く
姿
を
消
し
て
い
た
と
い
う

小
さ
な
謎
に
つ
い
て

は 、
部
小
平
復
権
と
も
関
連
し
た
重
要
会
議
が
北
京
で
聞

か
れ
た
た
め
だ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い 。

と
も
か
く 、
郡
小
平
は
劇
的
に
復
櫛
し
た 。
し
か
も
彼

は
復
権
早々

、
臨
承
志
訪
日
団
を
北
京
空
港
に
見
送っ
た

り 、
訪
中
し
た
メ
キ
シ
コ
大
統
領一
行
と
会
見
す
る
な

ど 、
い
ち
は
や
く

精
力
的
な
活
動
を
開
始
し
て
い
る。
そ

し
て
当
面 、
彼
は 、
各
地
に
い
ま
再
建
さ
れ
つ
つ
あ
る
共

産
主
義
青
年
団の
全
国
的
な
再
組
織
化
や
遼
寧
省 、
北
京

市 、
上
海
市
に
す
で
に
再
建
さ
れ
た
総工
会
の
再
建
に
つ

い
て
も
大
き
な
役
割
り
を
演
ず
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

と
う
し
て 、
周
恩
来
総
理
の
主
導
下
に
郡
小
平
と
の
協

力
体
制
を
固
め
て
「
毛
沢
東
体
制
下
の
非
毛
沢
東
化」
が

今
後
も
す
す
み 、
文
革
の
似闘
が
全
般
的
に
癒
さ
れ
て
ゆ
く

な
ら
ば 、
や
が
て
い
つ
の
日
か 、
郡
小
平
が
再
び
有
力
な

「
後
継
者」
候
補
に
な
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か 。
周
思
来
は 、
い
ま
同
家
的
な
使
命
感
に

立
脚
しつ
つ
彼
の
「
遠
大
な
梢
想」
を
酒々
と
進
め
て
い

る
の
か
も
し
れ
ない
が 、
い
ず
れ
に
せ
よ 、
中
国
の
政
治

情
勢
は 、
な
お
し
ば
ら
く 、
き
わ
め
て
流
動
的
で
あ
る
よ

う
に
恩
わ
れ
る。
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