
モ
ス
ク
ワ
H
ウ
ラ
ン
パ

1、

北
京
行
き
の
国
際
列
車
は
ウ
ラ
ン
パ
ー
ト
ル
を
午
前
十一

時
に
発っ
た
｜｜
三
自
に
め
た
る
縦
断
の
旅
か
ら
私
は、

中
ソ・
中
豪
関
係
の
現
実
を
身
を
もっ
て
知っ
た
の
だ
l

I 

三都縦貫所感

去
る
十二
月
下
旬、
海
外
学
術
調
査
計
両の一
環
と
し
て
単
身
H
本

を
発っ
た
私
は、
一
研
究
者
と
し
て
ソ
連、
モ
ンゴ
ル、
中
国
とい
う

こ
つ
の
社
会
主
義
国の
首
都に
そ
れ
ぞ
れ
約一
週
間
ずつ
滞
花
す
るこ

と
が
で
き、
と
の一
月
中
仰
に
帰
国し
た
ば
か
り
で
あ
る。
今
岡の
旅

行
は、
「
中
ソ
対立の
歴
史
的
構
造」
に
か
ん
す
る
私
自
身の
研
究
課

題
を
裏づ
け
る
た
め
の
もの
で
も
あっ
たの
で、
ζ
れら一一一ヵ
国
を同

ー
ト
レ

11

7ノ
日

北
京

中2
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g雄和

時
期に
必
問で
き
た
ζ
と
は、
そ
れ
だ
け
に
例
外
的
な
事
巡
で
あっ
た。

四
年
下
ぶ
り
に
訪
れ
たモ
ス
ク
ワ
で
は、
科
学
ア
カ
デミ
ー
の
中
国

研
究
者と
の
交
流に
日
程の
大
半
を
さい
た。
そ
し
て、
ス
タ
1
9
ン

式ゴ
シッ
ク
建
築の
体
谷
を
誇
るモ
ス
ク
ワ
大
学
本
館
が引の
深
夜の

綴
寂の
恋
か
に
オレ
ンジ
色の
イ
Hノユ
ミ
ネl
シヨ
シ
を
点
滅
さ
せ、

新
し
き年の
到
来
を
竹
げ
る
鈍の
音
を
響
か
せ
た
その
瞬
間の
幻
想
的

な
光
対を
必
憶に
と
ど
め
たの
ち、
元日一
早
朝の
飛
行
機で
私
はシ
ベ

リ
ア
に
向っ
た。
厳
寒の
シベ
リy
ア
は
必
天
候の
た
め、
バ
イ
カル
湖
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北
凶二
五
0
キロ
の
プ
ラ
l
ツ
ク
で
凍て
つ
く一
夜
を
過
ご
し、
翌自

イル
ク
l
ツ
ク
経
由
でモ
ンゴ
ル
人
民
共
和
問の
首
都
ウラ
ンパ
1
ト

ル
に
到
泊し
たの
で
あ
る。

況に
蔽
わ
れ
た
車
原の
都
市
ウラ
ン
バ
l
ト
ル
もシベ
リ
ア
以
上の

寒
さ
で、
日
中で
も
零
下
十
五
度
前
後、
夜
間の
戸
外
町本
下
回
十
度

に
も
達
し、
その
う
え
流
感
が
猛
威
を
ふ
るっ
てい
て、
すべ
て
の
公

式
行
事
が
中
止
さ
れ
て
い
た
が、
その
よ
う
な日の一
日、
第一一
次大

戦の
犠
牲
者と
し
て
昭
和二
十
年か
ら二
十二
年の
あい
だ
に、
い
わ

ゆ
る
外
法の
地で
果
て
た
約一一一
千
名の
日
本
人
抑留
者の
濯
場
を、
郊

外の
勺の
丘
陵の
た
だ
な
か
に
ジ
i
プ
で
訪
れ
たと
き、
その
澗
米
な

数
多の
高
石
は
勺に
理
も
れ
て
い
た
け
れ
ど
も、
い
ま一
人
の
刊
本
人

が、
旅
行
者と
し
て
と
の
寒
さに
耐
え
る
と
と
など
は
あ
ま
りに
も
易

き
責
務
で
あ
る
と
感
ぜ
ずに
はい
ら
れ
な
かっ
た。

ウ
ラ
ン
バ
I
トル
か
ら
北
京
ま
で一
八
0
0キロ
の
旅
蒋
は、一t
u

が
か
りの
汽
棋の
旅
で
あっ
た。
AF，
u
の
厳
し
い
・中ソ
関
係、

小公
開

係の
も
と
で、
その
国
境
地
帯
を
汽
亦で
越
える
とい
うと
と
付、
数

数の
ペフ
ニ
ン
グ
に
出
会っ
た
と
と
と
と
も
に、
ま
と
と
に
厳
しい
も

の
で・は
あっ
た
が、
そ
れ
だ
けに
私に
とっ
て
は
印
象
深
い
旅
と
念

り、
広
大
なゴ
ピ
の
砂
漠
そ
し
て
内
議
古の
地
平
を
越
え
て、
集
寧、

大
問、
張
筑ロ
とい
っ
た、
地
図の
う
え
で
の
い
わ
ば
垂
誕の
的の
よ

う
を
駅
名
を
現実の
も
の
と
し、
待
望の
北
京に
た
ど
り
つ
くと
と
が

で
き
た
の
で
ある。

北
京
は、
一
九六
六
年
駄の
文
化
大
都
命の
激
動
期に
そ
ζ
を
訪
れ

毛スタワヂウラyバートルー�t)j(

て
以
米、
八
年ぶ
り
で
あっ
た。
文
化
大
革
命
期の
北
京
は、
い
た
る

とζ
ろ
を
紅
衛
兵の
熱
狂
的
な大
鮮
が
占
拠
し
て
お
り、
私
が
AA，削
降

り
必っ
た
北
京
駅
前
広
場
な
ど
は、
各
地
か
ら
集まっ
た
鍋・
笠ス
タ

イル
の
長
絞
隊で
時
まっ
て
い
た。
その
と
きの
強烈
念
印
象
が
後
像

と
なっ
て
い
る
た
め
か、
あ
るい
は
中
閣の
公
式
紙
誌
が
伝
え
る「
批

林批
孔」
運
動の
高
拐
を
つ
い
文
革
イ
メ
ー
ジ
に
だぶ
ら
せ
て
考
えて

い
た
た
め
か、
北
ぷの
今日
は
あ
ま
り
に
も
平
静に
感じ
ら
れ
た。
乙

う
し
て
北
京
で
は、
八
年
間の
時
間的へ
だ
た
り
が
も
た
ら
し
た
変
化

の
大
き
さに
驚
か
さ
れ
た
が、
同
時に
懸
案のAK
同
人
民
代ぃ次
大
会
が

す
で
に
開
必
も
し
く
は
その
直
前
で
あ
る
状
出
を、
い
く
つ
か
の
状
況

証
拠
に
よっ
て
具体
的に
実
感
す
る
と
と
も
で
き、
と
れ
ま
た
私に
と

っ
て
資
毛
な
休
験で
あっ
た。

その
よ
う
な私に
とっ
て
の一
つ
の
感
惣
は、
と
の
三
つ
の
社
会
主

持
凶を
同
時
期に
訪
れ
て、
同
じ
く
社
会
主
義とい
い
な
が
ら、
その

投
出火が
あ
ま
り
に
も
大
きい
反
師、と
れ
らの
社
会
占
義
社
会
が、
社
会

トドい
お的
市γ
匂
ない
L
は
均
一
化
傾
向が
も
た
ら
す
諸
示
盾、
あ
る
意
味

で
の
忠
平
等の
矛
盾と一
部
階
胞の
特
権
化と
いっ
た
問
題
で
の
共通

性を
露
宅
し
つ
つ
あ
る
ζ
と
で
あっ
て、
ζ
の
点
は、
「
批
林批
孔」
運

動
が
叫
ば
れ
て
い
る
中
国
社
会に
・お
い
て
も
例
外で
は
ない
よ
う
だ。

ま
さに
そ
れ
ゆ
えに
と
そ
「
批
林批
孔」
運
動
が
唱
え
ら
れ
る
の
だ
と

も
？え
よ
う
が、「
批
林
批
孔」
運
動
が、
文
化
大
本
命の
よ
う
な
然

民
的
大
衆
運
動に
なっ
て
い
ないと
と
だ
け
は
た
し
か
で
ある。

＋れの
よ
う
な
社
会
で
義
社
会の
現
実
が
私
に
も
た
・り
し
た
感
地
は、
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ユ
ー
ラ
シ
ア
大陸の
ζ
れ
ら
三つ
の
社
会
七
島
社
会
が
もっ
イ
デ
オロ

ギ
ー
上、
生
活
上の
厳
し
さ
や
そ
し
て
旅
行
者と
し
て
感じ
る
緊
張
感

や
拘
束
感
と
と
もに、
か
つ
て一
九
七
O
停にレ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
を
ふ

り
だ
し
に
ポ
ー
ラン
ド、
チェ
コ、
ハ
ン
ガ
リ
ー、
ュ
lゴ
ス
ラ
グイ

ア
と
東欧
各
国
を
順
次
南
下
し
た
と
き
に
は
ほ
と
ん
ど
感じ
ら
れ
ない

もの
で
あっ
た。
と
の
対
照
は
た
んに
気
候
や
風
土の
厳
し
さに
由
来

す
る
もの
で
あ
る
ば
か
り
か、
あ
るい
は
西
欧的
社
会
主
義と
アジ
ア

的
社
会
主
義の
相
違と
い
う
文
明
的
尺
度に
そ
れ
を
求
め
るべ
き
で
あ

るの
か
もし
れ
ない。

私に
とっ
ての
も
う一
つ
の
大
き
な
感
想は、
と
れ
ら
三
つ
の
社
会

主
義
国
を
形
成
し
てい
る
主
休
と
し
て
の
ロ
シ
ア
民
放、
モ
ンゴ
ル
民

族、
漢
民
族とい・ぅ、
い
ず
れ
も
世
界の
歴
史に
巨
大
な
足
跡
を
残
し

て
き
た
三
民
族の
強
烈
な
民
族
性と
そ
れ
ら
に
同
省の
文
明の
差
異に

か
ん
す
る
もの
で
あ
り、
その
民
族
的・
文
明
的
な
階
肢の
大い
さと

いっ
た
問
題で
あ
る。
そ
し
て、
こ
の
よ
う
な差
異
を
有
す
る
三つ
の

民
線
国
家がユ
ー
ラ
シ
ア
大
陪
を
縦
貫
し
て
併
存
し
て
い
る
と
と
自
体

が
もっ
歴
史
的
意
味
の
大
き
さ
は、
わ
れ
わ
れ
日
本人
に
理
解
し
が
た

い
もの
で
あ
る
よ
う
な
気が
す
る。

今
日、
一
口
に
中ソ
対
立
とい
うが、
・中ソ
両
同
はモ
y
ゴ
ル
国
境

を
含め
七四
0
0
キロ
に
近い
世
界
最
長の
国
境
線
を
は
さ
ん
で
対
峠

し
て
い
る
と
はい
え、
そ
れ
ぞ
れの
国
家
を
形
成
する
主
体
と
し
て
の

拠
民
族とロ
シ
ア
民
族
は
決
し
て
背
中
あ
わ
せ
に
居
住
し
て
き
た
わ
け

で
は
な
く、
そ
れ
ぞ
れ
の
首
都
は
地
球
儀
を
三
分
割で
き
る
程の
遠
距

離に
位
置
し
て
い
る。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
お
よ
そ
近一一．
μ
年
米の
浅
い民

族とロ
シ
ア
民
族と
の
出
会い
が、
き
わ
め
て
摩
療の
多い
もの
で
あ

っ
た
ζ
と
の
大
き
な
原
因
と
し
て
ζ
そ、
ま
さに
両
省の
中間に
依
田

し
て
き
たモ
ン
ゴ
ル
民
族の
存
在
を
指
摘
する
ζ
と
が
で
き
よ
う。
つ

ま
り、
漢
民
族
もロ
シ
ア
民
族
も、
い
ず
れ
か一
方
が
他
方
を
完
令に

制圧
し
た
と
と
は
なかっ
た
の
で
あ
る
が、
H
田駅
史の
恋
夢’H
と
し
て

の
歴
史
的
イ
メ
ー
ジ
の
い
た
ずら
と
で
もい
うべ
き
か、
両
民
厳に
た

い
す
るモ
シゴ
ル
帝
国の
制
覇とい
う
歴
史
的
体
験が、
両
民
燥の
民

族
感
情
を
宿
命的に
刺
激
し
て
き
た
よ
うに
思
わ
れ
る。

そ
し
て、
漢’民
族に
とっ
て
は
強
大
なロ
シ
ア
民
族
国
家の
存在
が

そ
シゴ
ル
帝
国の
イ
メ
ー
ジ
と
だ
ぶっ
た
「
北
か
らの
約
成」
と
し
て

つ
ね
に
感
ぜ
ら
れ、
ロ
シ
ア
民
族に
とっ
て
は、
「
南
東
か
ら
の
脅

威」
を
避
け
る
ため
に、
強
固に
統一
さ
れ
た
模
民
族
国
家の
存犯
を

欲
し
ない
とい
う
感
情
を
か
きた
て
て
き
たの
で
あ
り、
と
の
点
は、

ζ
れ
ら
両
民
族が
社
会
主
義
国
家
を
形
成
し
たの
ちに
も一
貫
し
てい

る
よ
うに
思
わ
れ
る。
そ
れ
ゆ
えに
ζ
そ、
モ
ンゴ
ル
民
燥
が
弱
体
化

し
た
近
代
以
降
は、
漢
民
族
国
家とロ
シ
ア
民
朕
国
家と
の
中
間に
存

在
し
たモ
y
ゴ
ル
民
族の
広
汎
な
居
住空
間（それは
今円のモンゴ
ル

人
民
共
和
問、
中
国領
内モ
ン
ゴ
ル
自
治
町内、
ソ
述飼プ
リ
ヤ
1
ト
自
治社
会

主
義
共
和
国の
み
なら
ず、
東
は
中
国領
黒
竜
江
省の
旧ホロ
ン
パ
イル
地
方

から
西は
新揮にい
たる広大な
地域で
ある〉
が、
両
抗告の
あい
だの
中

間
地
帯
・ない
し
は
緩
衝
地
帯と
し
て、
し
ば
し
ば
中ソ
以
点の
ナショ

ナ
リズ
ム
や
国
家エ
ゴ
イズ
ム
の
激突の
場
と
な
り、
勢
刈
角
遂の
舞
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台
と
なっ
て、
中ソ
関
係の
歴
史
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
形
成
し
て
き
た

の
で
あ
ろ
う。
今
回の
旅
行
を
通
じ
て
現
地で
確
認
する
と
と
ので
き

た
問
題
点の一
つ
は、
以
上の
よ
う
なと
と
で
あっ
た。

第二
の
問
題
点
も、
や
は
り
中ソ
両
国の
中
間
地
帯
と
し
て
の
毛
ン

ゴ
ル
民
族の
居
住
qA
問に
か
ん
する
もの
で
あ
る
が、
そ
れ
は
と
く

に、
と
の
広
大
念モ
ン
ゴ
ル
民
族の
居
住
空
間
が
歴
史
的に
き
わめ
て

流
動
的
な
状
況に
あっ
た
と
と
の
もつ
意
味に
つ
い
て
で
あ
る。
今

回、
モ
ンゴ
ル
人
民
共
和
国と
し
て、
い
わ
ゆ
る
外モ
ンゴ
ル
の
地に

限
定
さ
れ
た
主
梅
田・家を
形
成
し
て
い
るモ
ン
ゴ
ル
が、
辛
亥
革
命
期

の
独
立
宣
言の
時
代か
ら一
九一一一
年の
モ
ン
ゴ
ル
革
命
を
経て
中ソ

対放
下の
今
日
にい
た
る
ま
で、
つ
ね
に
中ソ
双
方の
利
害の
犠
牲に

供さ
れ
よ
う
と
し
て
き
たと
と
に
つ
い
て
は、
すで
に
知
ら
れ
て
い
る

と
と
ろ
で
あ
る。
ま
たと
の
中
間
地
帯の
流
動
的
な
状
況に
乗じ
て、

かつ
て
の
満
蒙
独
立
運
動・
満
蒙
領
有
論や
大モ
ンゴ
ル
統一
運
動
が

日
本の
関
与の
も
と
に
生
じ
たと
と
も
周
知の
と
と
ろで
あ
る。
すも弘

わち、
川
島
浪
速・
芳
チ
父
子の
活
臨や
関
東
軍の
石
原
発
爾の
構
想

念ど
を
は
じ
め、
俊一
雄
作
『
夕日
と
祭
銃』
で
知
ら
れ
る
伊
達
順
之

助
や
尚
岡地
東と
と
小
日
向
白
朗
な
ど
有
名
恋
罵
臓や
大
陸
浪
人
の
跳
梁

す
る
山
中
裕
太
郎
鏑
く
とと
ろの
『
実
録
亜
細
亜の
曙』
的
世
界
が
か

つ
て
は
軍
国
臼
本の
汀
年の
夢
想
を
か
き
た
て
て
き
たの
で
あっ
た。

と
の
よ
う
なモ
ンゴ
ル
の
世
界は、
連
綿
と
果て
し
な
く
続くゴ
ピ

の
砂
棋や
東
原
地
帯
が
凶
境
といっ
て
も
境
な
く、
もつ
ば
ら
遊
牧
騎

馬
民
族の
自
由
な
穆
動
空
間で
あっ
た
と
と
と
と
もに、
た
え
ず
その

境
界
さ
え
慌
動
的
な
中
間
地
帯と
し
て
存
伝
し
つ
づ
け
て
き
たの
で
あ

り、
と
の
流
動
的
な
中
間
地
帯の
宗
主
権
を
め
ぐっ
て、
中ソ
両
国
は、

近く
は
辛
亥
革
命の
時
期
以
来
た
え
ず
争っ
て
き
たの
で
あっ
た。

一
九三
六
年に
毛
沢
東
がエ
ド
ガ
1・
スノ
！
と
の
対
談の
なか
で、

「
中
国
で
人
民
革
命
が
勝
利
す
る
と
き、
外モ
ン
ゴ
ル
は
自
動
的に
中

華
述
郊の一
部
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う」（『中国の
赤い
昼』）
と
語っ

た
と
と
は、
今
日
で
もモ
ン
ゴ
ル
側
とソ
連
を
強く
刺
激
し
て
い
る
言

葉で
あ
る
が、
外モ
yゴ
ル
の
宗
主
権を
め
ぐ
る
問
題は一
九四
五
年

の
ヤ
ル
タ
密
約、
同
年の
ス
タ
1
9ン
と
鵜
介
石
と
の
中ソ
友
好
同
盟

条
約、
五
O
年の
ス
ター
リ
ン
と
毛
沢
東と
の
中ソ
友
好同
盟
相
互
援

助
条
約を
経
て
五
四
年の
フ
ル
シ
チョ
フ
訪
中
時の
中ソ
会
設
に
い
た

る
まで
つ
ね
に
中ソ
双
方の
イ
シュ
ー
と
な
り、
今日
で
も
台
湾政
権

はモ
ンゴ
ル
に
お
け
る
自
己の
主
権
を
主
張
し
つ
づ
け
てい
る。
ζ
の

よ
うに
現
代モ
ンゴ
ル
は
た
んに
中ソ
両
国の
谷
聞に
存
在
す
る
国

家
で
あ
る
ば
か
り
か、
歴
史
的に
も
き
わ
め
て
流
動
的
なと
の
中間
地

帯と
そ、
あ
た
か
も
漢
民
族
とい
う
巨
人
とロ
シ
ア
民
族
とい
う
巨
人

の
あい
だ
に
広
げ
ら
れ
た一
枚の
誠
種の
よ
う
な
存
在
で
あ
りつ
づ
け

て
き
たの
で
あ
り、
ζ
の
紙
謹
を
今日、
ソ
連
が
自
己の
側
に
引
き
寄

せ
て
し
まっ
て
い
る
が
ゆ
え
に、
中
国の
反
援
は、
ま
た
深
まっ
て
い

る
の
で
は
なか
ろ
う
か。
私
は
約二
日
間に
わ
たっ
て
窓
外に
続くゴ

ピ
の
砂
漠の、
し
ば
し
ば
視
界に
人
る
騎
駐や
羊の
放
牧
以
外に
変
化

の
乏
し
い
坦々
た
る
地
平
線
を
あ
か
ず
な
が
め、
壮
烈
な
夕
日
の
美し

さ
を
険に
穆
み
と
ま
せ
念が
ら、
と
の
広
大
念
地
域の
地
政
学
的
意
味
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を
以
上の
よ
うに
直
感
せ
ざ
る
を
得
な
かっ
た。

と
の
よ
うに
し
て
存
在
し
て
き
た
ソ
述、
モ
ン
ゴ
ル、
中
同の
国
際

関
係
は、
だ
か
らレ
！ニ
ン
主
義
的
念
国際
主
義の
精
神
を
経
く
押し

出し
て
今
日
にい
たっ
て
い
るの
で
あ
り、
今日の
中
ソ
関
係、
中
蒙

関
係
は、
と
の
よ
う
な
歴
史の
う
えに
形
成
さ
れ
た
必
然
だ
と
もい
え

る
の
で
あ
る。
も
し
も、
その
よ
う
な
必
然を
揖
り
動
か
す
力
を
探し

求
め
よ
う
と
す
る
なら、
その
力
乙
そ、
流
動
す
る
国
際
関
係
全
体の

動
き
で
あ
り、
ま
た、
そ
れ
ぞ
れの
社会
主
持
園
内
郊のい
わ
ば
「
深

部の
力」
に
ほ
か
な
ら
ない
よ
うに
思
わ
れ
る。

且

ソ
連
社
会の
潮
流

と
の
点
で四
年
半
ぶ
り
に
訪
れ
た
ソ
述は、
い
う
ま
で
も
な
く
世
界

の
超
大
圏、
社
会
主
義の
最
先
進
国
で
あ
り
なが
ら、
い
わ
ゆ
る
西
欧

化へ
の
民
意の
流
れ
が
さ
ら
に
進
ん
でい
る
よ
うに
感じ
ら
れ
た。
と

く
に、
わ
れ
わ
れ
先
進工
業
民
主
主
義
闘の
内
部
で
批
判の
対
象
と
な

りつ
つ
あ
る
物
質
的
な
富の
豊
か
さ、一日同
皮
な
消
費
生
活へ
の
憧
慌

は、
もは
や
と
め
ど
も
ない
潮
流
で
あ
る
よ
う
だ。

と
の
点で
は、
東
欧
諸
国へ
の
コ
カ・
コ
1
ラ
の
が
侵入d
が
西
欧

化へ
の一
つ
の
指
標で
あっ
た
よ
うに、
y
述市1
局
が
昨
年、
ア
メ
リJ

カ
か
らの
チュ
ー
イン
ガ
ム
輸入
を
認め
たと
と
は、
将米、
意
外に

大
き
な
意
味
を
も
っと
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
モ
ス
ク
ワ
に

滞
復し
て
い
て、
ル
ー
ブル
の
実
勢がい
か
に
弱い
か、
外人
向
けの

ドル・
ショ
ッ
プ
lペ
リョ
l
ス
カ
で
は
高
級ロ聞
が
比
較
的
服
怖で
買

’
え
る
ζ
と
も
あっ
て一
般
民
衆
が
い
か
に
ドル
を
入
手
し
た
がっ
て
い

る
か
は、
い
か
が
わ
し
い
ャ、、
：
ドル
買い
に
出
会
う
まで
も
な
く、

た
ち
ど
と
ろに
歴
然と
す
る。
ドル
危
機や
石
油ショ
ッ
ク
以
来の
資

本
主
義
経
済の
体
制的
危
機
を
説
く
ソ
連
政
府
や
ソ
連
共
産
党の
公
式

見
解
がい
か
に
歯の
浮
く
よ
う
な
もの
で
あ
る
か
を、
ソ
連
市
民
は
実

践
的に
熟
知
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。

ζ
のト同一に
関
連
し
て
幣い
た
と
と
の一
つ
は、
ニ
ュ
1・
ィ
ャ
l
の

前
後
で
あっ
た
た
め
か、
日
本製の
椅
麗
なカ
レ
ン
ダ
ー
が
大
変
な
人

気
を
呼
ん
でい
る
ζ
と
で
あっ
た。
ソ
述とい
え
ば
ωon
E一mg
r同

君主一
認
の
固で
あ
る
か
ら、
今
回
の
私の
仲旅
行に
際
し
て
の
イン
ツ

l
p
ス
ト
の
接
待ぶ
り
もと
の
例
に
も
れ
ず、
じっ
と
攻
俊し
て
待っ

て
い
な
け
れ
ば
なら
ない
と
と
が
多
かっ
た
が、
日
本
製の
カ
レ
ン
ダ

ー
が
あ
れ
ば、
事
は
まζ
と
にス
ム
ーズ
に
運ぶ
よ
うで
あ
る。
さ
す

が
エ
コ
ノ
ミッ
ク・
アニ
マ
ル
と
い
わ
れ
る
だ
け
あっ
て、
日
本の
ピ

ッ
グ・
ピ
ジ・不ス
は
各
社と
もソ
辿
向
けの
大
き
な
美しい
カ
レ
ン
ダ

ー
を
大
量
に
送
りと
ん
でい
る
よ
う
で
あ
り、
私
が
た
ま
た
ま
空
港
で

目
撃し
た
場
面で
も、
某
有
名
商
社の
出
強
員
がセ
ミ・
ヌ
ー
ド
の
大

版の
カレ
ン
ダ
ー
を
大
量に
持
ち
と
ん
でい
た。
そ
し
て
空
港の
待
時

間の
あい
だじゅ
う、
その
出
強
員は
グ
ラ
ウン
ド・
ホ
ス
テス
に
取

り
固
ま
れ
てカ
レ
ン
ダ
ー
を
所
望
さ
れつ
づ
けて
い
たの
で
あ
る。

と
と
に
示
し
た
通
俗
的
な
事
例
に
も
明ら
か
な
よ
うに、
今日
の
ソ

連
社
会
は、
い
ま
中
国の
批
判
を
その
ま
ま
受
けい
れ
るζ
と
は
し
な

い
に
し
て
も、
「
資
本
主
義の
復
活」
と
見ら
れ
る
よ
う
な傾
向
を、
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現
象
的に
は
随
所で
示
し
てい
る。
と
の
よ
う
な
潮
流の
な
か
で、
イ

デ
オロ
ギ
ー
か
ら
の
解
放
が
む
し
ろ
社
会
的
進
歩へ
の
階
黙
の
合
志に

さ
え
な
りつ
つ
あ
る
よ
うで
あ
り、
プレ
ジ
ネフ
演
説
が
始ま
る
と
市

民
は
T
V
を
消し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
現
象
も、
も
は
や
驚
くに
値
し

ない
よ
うで
あ
る。
と
うし
た
西
欧
化へ
の
志
向と
脱
イデ
オロ
ギ
ー

傾
向
が
底
流
す
る
が
ゆ
え
に、
今
日、
ソ
述の
指
埠
者は
タ
テマ
エ
と

本
音の
議
離
を
感
じ
と
り
な
が
ら
も、
タ
テマ
エ
と
し
て
の
イ
デ
オロ

ギ
ー
的
教
化
を
強め
つ
つ
あ
る
よ
うに
思
わ
れ、
軍
部や
クレ
ム
uyン

内
部の
タカ
派
が
勢
力
を
増し
つ
つ
あ
る
ら
し
い
とい
う
クレ
ム
ノ
ロ

ジ
ス
ト
の
分
析
は、
と
の
点で
的
を
射
てい
る
の
か
もし
れ
ない。

その
よ
う
な
状
況の
な
か
で、
知
識人
の
昔
悩や
戸惑い
が
大
きい

と
と
はい
う
ま
で
も
ない。
だ
か
ら
海
外で
発
表
さ
れ
たソル
ジエ
ニ

l
ツイン
の
作
品
が、
モ
ス
クワ
大
学の
多くの
学
生
たち
の
あい
だ

を
順
回し
て
読
ま
れ
てい
る
ζ
と
も、
い
わ
ば
必
然の
趨
勢
だ
と
い
え

よ
う。
反
体
制知
識人
に
つ
い
てい
え
ば、
今H
の
体
制を
社
会
主
義

の
必
然と
み
なし、
十
九世
紀
的ロ
シ
ア
の
古
き
よ
き
時
代へ
の
回
婦

を
期
待し
たソル
ジェ
ニ
1
ツ
イ
ン
の
立
場
を
強
く
批
判し
て
い
る
科

学
者
サρ
ロ
フ
ゃ、
反
体
制マ
ル
ク
ス
主
義の
立
場
か
らソ
連
社
会の

内
部
的
変
革を
俳
え
てい
る
歴
史
家ロ
イ・
メ
ド
グェ
l
デフ
な
ど、

厳し
い
締
め
つ
け
の
な
か
で
ソ
述に
と
ど
まっ
て
い
る
と
れ
ら
反は
制

知
識人へ
の
共
感
も、
意
外に
幅
広い
もの
が
あ
る
よ
う
だ。

も
と
よ
り、
ソル
ジェ
ニ
l
ツ
イ
ン
に
せ
よ、
サハロ
フ
博士
に
せ

よ、
ロ
イ・
メ
ド
グェ
l
デフ
に
せ
よ、
ζ
れ
ら
反
体
制知
品
人
に
共

通
し
て
い
る
の
は、
と
れ
ら
ソ
述の
反
体
制知
識人
に
共
鳴しつ
つ
他

方で
は
中
岡の
今
日
の
発
展
方
向に
社
会
主
義
社
会
救
済の
道
を
見
出

そ
う
と
す
る
わ
が
国の一
部
知
議
人
と
は
決
定
的に
異
なっ
て、
彼
ら

は、
今
日の
中
国
を、
ま
さに
彼
ら
が
もっ
と
も
激
し
く
批
判し
よ
う

と
するス
タ
l
p
y
時
代の
中
国
版
だ
と
み
なし
て
い
る
ζ
と
で
あ

る。
と
の
よ
う
な
見
方は、
ソ
辿の
中
国
研
究
者に
とっ
て
も
共
通
し

た
もの
で
あ
る
と
と
はい
う
ま
で
も
ない
が、
ソ
述の
中
国
研
究
者の

・な
か
に
も、・
現
体
制
擁
護の
立
場に
立つ
体
制的、な
中
国
批
判の
潮
流

と、
ソル
ジエ
ニ
i
ツ
イ
ン
事
件
や
チェ
コ
事
件に
つ
い
て
の
ソ
連
政

府の
立
場に
批
判的で
あ
る
と
と
もに、
よ
り
uyペ
ラ
ル
で
ア
カ
デ
ミ

ッ
ク
な
中
同
批
判に
徹
し
よ
う
と
す
る
潮
流と
が
分
離し
て
作
必
し
て

い
る
ζ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う。

直
モンゴル社会主義の現実
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中ソ
両
大
国の
は
ざ
まに
位
置
す
るモ
ンゴ
ル
社
会の
状
況
は、
草

原と
包と
か、
遊
牧
社
会
主
災
凶
家と
かい
う
円
本
人の
ロ
マ
ン
チッ

ク
な
幻
想に
も
か
か
わ
ら
ず、
生
活の
商で
も、
イ
デ
オ・ロ
ギ
l
の
面

で
も、
き
わ
め
て
厳
し
い
もの
が
あ
る
よ
うに
思
わ
れ
た。
日
本人
の

モ
ンゴ
ル
像
が
か
な
り
あい
まい
な
もの
で
あ
る
と
と
は、
あ
る
程
度

や
む
を
え
ない
と
し
て
も、
州
国
後、
あ
る
新
聞
社の
老
純
記
者
か
ら

「モ
ンゴ
ル
は
ソ
連
領で
す
か」
と
質
問
さ
れ
たの
に
は、
い
さ
さ
か

驚い
た。
日
本と
モ
ンゴ
ル
と
が一
九
七二
年二
月に
国
交を
樹
立
し

た
と
と
念
どに
つ
い
て
は、
当
時の
円
中
国
交ブ
Iム
の
な
か
で
ほ
と



ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
てい
る
事
実
で
は
あ
る
まい
か。
一
方
で
わ
れ
わ
れ

目
本人
は、
かつ
て
の
山
中
峯
太
郎の
作
品の
世
界や
「
月の
沙
漠」

の
イメ
ー
ジ
に
よっ
て
の
みモ
ンゴ
ル
を
考
え
や
すい
と
同
時
に、
一

部に
おい
て
は
草
原の
革
命
国
家とい
うζ
れ
ま
た
か
な
り
主
観
的
な

イ
メー
ジ
に
と
ら
わ
れ
てい
る
よ
うに
思
わ
れ
る。
その
い
ず
れ
も

が、
日
本人
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
満
足
させ
る
対
象と
し
て
の
毎
ン

ゴ
ル
像
で
し
か
念い
とい
うの
が
私の
実
感
で
あっ
た。

そ
し
て、
生
活
面と
イ
デオ
ロ
ギ
ー
商
で
の
厳
し
さの一
つ
の
背
景

は、
毛
沢
東
を
は
げ
し
く
非
難しプ
レ
ジ
ネフ
礼
讃に
努
め
る
今日の

モ
ンゴ
ル
の
基
本
的
外
交
方
針（L－
HY
チン
外相の
論文「人民モy

ゴ
ル
の
対外政策」『国際
生活』一
九七四
年十二
月号、
参照）
に
ホ
か
か

わ
ら
ず、
と
の
固に
ソ
連の
穆
透
力
が
あ
ま
りに
も
大
き
す
ぎ
る
と
と

に
由
来
し
よ
う。
市
内
を
歩
く
外人
が
ほ
と
ん
ど
すべ
てロ
シ
ア
人
で

あ
る
と
と
は
もと
よ
り、
モ
ンゴ
ル
に
進
駐
し
てい
る
ソ
連
兵
が
あ
ま

りに
も
目
立
ち
すぎ
る。
と
の
点で
は「モ
ンゴ
ル
はソ
連
領
で
す
か」

と
い
う
質
問
は、
皮
肉
に
も
正
鵠
を
射て
い
る
と
もい
え
る
わ
けで、

た
と
え
ば
中
央アジ
ア
の
ウズ
ペ
ッ
ク
共
和
国
念どと
比
較
し
て
み
て

も、
よ
くい
わ
れ
る
ζ
と
だ
が、
「モ
ンゴ
ル
はソ
連の
第十
六釆
自

の
共
和
国
だ」
とい
う
評
価
は、
す
く
な
く
と
も
現
象
的に
と
れ
を
見

る
か
ぎ
り
首
肯せ
ざ
る
を
得
ない。
そ
も
そ
も、
長
期に
わ
た
る
漢人

支
配
に
も
か
か
わ
ら
ず、
漢
字
文
化
聞に
導
き
入
れ
ら
れ
る
と
と
を
頑

念に
拒
否
じ
て
き
たモ
ンゴ
ル
人
が、
今
日、
モ
ンゴ
ル
文
字
を
棄て

てロ
シ
ア
文
字の
世
界に
い
と
も
簡
単に
はい
っ
て
し
まっ
た
かに
思

わ
制作
る
現
実
を、
どの
よ
うに
考
え
た
ら
よい
の
で
あ
ろ
う
か。

と
れに
たい
し
て、
現
在、
中
国の
影
は、
ウラ
ンパ
l
ト
ル
に
約

六
千
人
住
ん
でい
る
とい
わ
れ
る
中
国人（
旅袋議僑）
以
外に
は
皆
無

に等しく（なおモンゴル全土には一万二千ないしは二万の・中国人が

居住してい
る
というて
あ
と
は
中
国
大
使
館
と、
と
れ
ら
中
国人
の
た

めの
週」
回
発
行の
中
国
語
新
聞
『家
古
消
息
報』
が
存
在
し
て
い
る，

惟
か
は、
ワ
ラ
シ
パ
Iトル
市
内の
数
少
ない
本
屋の一
つ
が、
モ
ン

ゴ
ル
語、
ロ
シ
ア
語、
英
語、
中
国
語
で
その
看
板
を
表
示
する
と
き

に
「
書」
とい
う
字
を
使っ
てい
る
の
が
自
に
つ
く
だ
け
で
あ
る。
一

方、
歴
史
時
物
館に
は
泊
朝
統
治の
暴
虐ぶ
り
を一不
す
生々
しい
絵
が、

首
伽や
足
棚と
と
もに
展
示
し
て
あ
り、
市
民
は
中
国
が
建
設
途
中で

援
助
を
中
止
し
た
デパ
ー
ト
を
指
さし
て、
中
国の
裏
切
り
を
非
難
す

る。
い
わ
ば
独
立
以
来の
反
消
反
漢
感
情
が
中ソ・
中
議
対
立
以
降の

今日
の
中
国へ
の
反
援
と
重
なっ
てい
るの
で
あ
る
が、
と
う
し
た
状

況の
な
か
で
在
留
中
国人
に
たい
する
感
情
は
冷
や
か
で
あ
る
よ
う
で

あ
り、
中
国人
の
多
く
は、
最
下
照の
生
活
を
強い
ら
れ
て
い
る。

と
う
し
た
対
中
国人
感
情
は、
同
時に、
今
回、
中
国
領
内に
あ
る

内モ
ン
ゴ
ル
の
同
胞へ
の
同
情と
なっ
て
表
出
する。
内モ
ンゴ
ル
の

モ
ンゴ
ル
人
を
中
国人
が
抑圧
し
てい
る
とい
う
非
難
は、
モ
ンゴ
ル

の
公
式
見
解
と
し
て
も
し
ば
し
ば
散
見
さ
れ
る
もの
で
あ
る
が
（たと

えばオ・
チュ
ル
ウン
「モンゴ
ル・
中国関係発展の二つの
路線」『極東

の
諸問題』
第三巻第三
号て
そ
れ
だ
けに
解
放
後の
中
固に
お
い
て
中

国

共産党の
内モ
ンゴ
ル
で
の
代
表
者と
なっ
たモ
ンゴ
ル
人
指
噂
者
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ウ
ラ
ン
フ
（
文
革
仰
の
内モ
ンゴ
ル
自
治
区
主
席で
文
背中で
失
脚
し
たが、

のちに
復概した）
に
たい
する
感
情
も
よ
く
ない。
内モ
シ
ゴ
ル
出
身

だ
とい
う
あ
るモ
ンゴ
ル
人
は
ねに、
「
ウラン
フ
は
内モ
ンゴ
ル
人

か
ら
浮
き
上っ
た
老
八
路
だっ
た」
と
語っ
てい
た。

と
と
ろ
で、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
ソ
連の
影
響
力
が
接
透し、
昨
年
十

一
月の
建
国
五
十
周
年
祝
賀に
はプ
レ
ジ
ネフ・
ソ
連
共
産
党
書
記
長

を
迎
え
て
ソ
涼
友
好
を
再
確
認し
あっ
た
ば
か
りの
モ
ン
ゴ
ル
に
おい

て、
一
般
民
衆の
対ソ
観
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か。
と
の
よ
う
な
質
問を

一
旅
行
者
が
院
媛モ
ンゴ
ル
人
に
向
け
て
み
て
も、
そ
ζ
に
個
性
的
な

答
を
期
待
す
ると
と
は
で
き
ない。
だ
が、
一
般
民
衆
が
必
ずし
も
対

ソ
好
感
情を
もっ
て
い
ない
で
あ
ろ
う
ζ
と
は、
た
と
え
ば、
ソ
連の

イシ
ツ
1
9ス
ト
と
提
携し
てい
る
は
ずの
国
営
旅
行
社
ゾ
l
ル
チン

の
オフ
ィ
ス
に
行っ
て、
と
と
ソ
速
に
関
係
す
る
喰
務
を
たの
む
と
た

ち
どζ
ろ
に
「
拒絶
反
応」
を
示
さ
れ
る
と
と
や、
税
関
吏
も
ソ
迎
兵

に
対
す
る
点
検
をモ
ン
ゴ
ル
人
と
あ
か
ら
さ
まに
差
別し
て
厳
し
く
し

て
み
せ
る
と
と
な
どに
よ
っ
て
も
推
察
で
き
る
よ
う
・な
気
が
す
る。

ま
た、
と
の
国
で
日
本
に
たい
す
る
関心と
期
待が
と
み
に
高
ま

り、
ア
メ
リ
カ
に
たい
す
る
関
心
も
増大
し
つ
つ
あ
る
と
と
か
ら
も
あ

る
程
度は
推
測で
き
よ
う。
中ソ
両
国の
は
ざ
まに
あ
る
ζ
と
の
厳
し

い
宿
命
をモ
ン
ゴ
ル
の
民
衆
は、
と
う
し
た
方
向に
・お
い
て
打
開し
よ

うと
する
の
で
あ
ろ
う
か。
赤
裸k
－な
対
中
悪
感
情に
救
わ
れ
てい
る

点
も
あ
ろ
う
が、
対
日
感
情
は
大
き
く
好
転し
てい
る
よ
うで
あ
り、

ノモ
ン
ハ
ン
事
件（一
九三
九年〉
の
恵
夢
を
彼ら
は
慎
重に
も
語ろ
う

モスクワ＝ウラ＂.／，！ぐートル��ヒ五て

と
は
し
ない。
あ
るモ
ンゴ
ル
の
イン
テ
リ
女
性は、
「モ
ン
ゴ
ル
人

は
日
本
をア
ジ
ア
の
p
l
ダ
ー
だ
と
思っ
て
い
る。
その
日
本と
の
経

済・
文
化
交
流
を
強く
望
んでい
ま
す」
と
語っ
て
い
た。
その
よ
う

な
風
潮
を
反
映
し
て
か、
若
者の
あい
だ
に
は
白
本
語
熱
が
た
か
まっ

てい
る
よ
う
だ。
ア
メ
リカ
は、
と
い
え
ば、
夏の
京
原
を
求
め
て
例
外

的に
ζ
の
同
を
訪
れ
る
団
体
観
光
客が
あ
る
程
度
だ
そ
う
だ
が、
ウラ

ンパ
l
ト
ル・
ホ
テル
で
の一
夕、
が
ら
ん
と
し
た
食
堂の
ホ
lル
に

客は
十
名に
も
充た
ない
の
に、
舞
台に
バ
シ
ド
が
あ
ら
わ
れ
てジャ

ズ
ば
か
り
を
演
炎し
て
い
た
の
に
は
鰐い
た。
も
し
もと
の
国
が
日
本

と
の
窓を
さ
ら
に
聞
き、
ア
メ
リカ
と
の
交
流
も
始まっ
た
と
き、
そ

と
に
どの
よ
う
なHパ
ー
カ
ッ
ショ
ン
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か。

も
と
よ
り、
現段
階
で
は
西
側
と
の
交流の
窓は
狭い。
い
わ
ゆ
る

西側の
外
国
人
が
と
の
国
を
品
れ
ると
と
自
体、
国
交
が
樹
立
さ
れ
た

わ
が
国
や
東南アジ
ア
諸
国
か
らの
場
合
で
も
そ
う
簡
単
で
は
ない。

ねは、
モ
ス
ク
ワ
でモ
ンゴ
ル
入
国
査
証
を
取得
す
る
際、
数
多い
質

問
項同
の
な
か
に
「
あ
な
た
はモ
ンゴ
ル
に
つ
い
て
なに
か
占い
たと

と
が
あ
る
や
否
や。
い
つ、
ど
ん
な
出
版
物に
お
い
て」
とい
う
項
目

が
あ
る
の
を
完て、
人
的
往
来の
亙い
酔
を
あ
る
程
度
予
想
は
し
てい

た
が、
つ
ね
に
番
兵
が
立っ
て
い
るホ
テル
の
机の
上
に
は、
な
んと

二
十二
項
目
に
お
よぶ
注
窓
事
項
が
芯
か
れ
て
い
る
の
を
知っ
た。

ζ
の
よ
う
な
状
況で
あ
る
た
め
か、
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
は、
ま
た
絡

別に
厳
しい。
払
自
身
も
ま
ず入
国
時の
税
関
か
ら
カ
メ
ラ
の
ト
ラブ

ル
に
出
会っ
た
が、
との
よ
う
な
厳
し
さ
は
私に
か
ぎ
ら
ず、
モ
ン
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ゴ
ル
政
府に
招
か
れ
た
外
国人
記
者の
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
ら
し

く、
ま
た、
モ
ン
ゴ
ル
の
紹
介
者と
し
て
著
名
なオ
1エ
シ・
ラ
ティ

モ
ア
教
度で
さ
え、
市
内の
日
限
肯空
市
場
や
市の
周
辺
に
密
集
す
る

包の
集
落
な
ど
H
ぷ
顔の
モ
ン
ゴ
ルd
を
写
すと
と
は
で
き
ない
よ
う

で
あ
る。
そ
し
て、
と
の
臼
曜
占空
市
場ζ
そ、
モ
ン
ゴ
ル
人の
生
活

を
その
ま
ま
映し
て
い
る
の
だ
が、
空
瓶、
靴の
片
方、
古い
ラ
イ

住43・e

タl、
手
づ
く
りの
待
や
小
道
具
類
な
ど
が
古
板の
う
え
に
数
点の
せ

ら
れてい
る
だ
けの
誕
店
が
並ぶ
と
の
市
場に
は、
京
空
に
人
が
鮮
れ

てい
た。
市
内に
唯一
の
デパ
ー
ト、
そ
し
て
肉
屋や
八
百
屋
をの
ぞ

い
て
み
て
も、
と
の
国の
消
費
生
活の
厳
し
さ
が
う
か
が
え
る
が、
準

原の
牧
民
で
あっ
た
彼
ら
に
たい
し
て
の
私の
悲
舶の
方に
そ
もそ
も

問題
が
あ
るの
か
も
し
れ
ない。
もっ
と
も
生
活の
物
質
的
豊か
さ
を

保証
す
る
と
と
に
もっ
と
も
怠
惰
で
あ
るの
が、
東
西
を
問
わ
ず、
現

実の
社
会
主
義
で
も
あ
ろ
う。

もっ
と
も、
と
の
よ
う
な
生
活
面
での
厳
し
さに
つ
い
て
は、
中国

側
が、
C
O
M
E
C
O
N
傘
下の
モ
ン
ゴ
ル
を
ソ
辿
が
H
搾
取H
し
て

い
る
か
ら
だ
と
し
ば
し
ば
非
難し
て
い
る
と
と
ろ
で
も
あ
る。
との
点

に
つ
い
ての
評
価
は
さて
お
い
て、
だ
展
途
上の
モ
ン
ゴ
ル
に
とっ
て

の
深
刻
な
問
題
の一
つ
は、
わ
が
同の
倒
土の
ほ
ぼ四・
五
倍の
面
前

に
約
百
三
十
万の
総
人
口
し
か
存在
し
ない
と
と
が
もた
ら
す
労働
力

不
足の
問
題
で
あ
る。
徹
底し
た
人口
抑
制
策
を
とっ
て
い
る
中
凶と

は
対
照
的に
との
国は、
社
会
福
祉の
地
強
や
勲爺と
奨
励
金
に
よっ

て、
人
口
増
加政
策に
懸
命の
よ
う
だ。
そ
の
多く
が
日
本人
抑
留
者

の
手に
よっ
て
建
設
さ
れ
た
市
内の
主
要
建
築に
加
えて
徐々
に
都
市

づ
く
りが
す
すみ、
教
育に
力
が
注が
れて
学
生
や
教師
が
優
遇
さ
れ

て
い
る
姿
な
ど
は、
た
し
か
に
ζの
国の
将
米
に
明
るい
希
望
をつ
な

が
せ
るで
あ
ろ
う。

モ
ン
ゴ
ル
につ
い
て
素
人の
私
が
知
り
たい
と
思っ
た
と
との一
つ

は、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
に
たい
す
る
府
側
ない
し
は
汎モ
ン
ゴ
リズ
ム
に

か
ん
する
問
題
で
あ
り、
も
う一
つ
は
ラ
マ
教の
現在の
姿に
つ
い
て

で
あっ
た。
ソ
連は
今日、
あ
ら
ゆ
る
意
味
でモ
ン
ゴ
ル
に
ナ
ショ
ナ

リズ
ム
が
雄
頭
し
ない
よ
う
指
導し
てい
る
かの
よ
う
で
あ
り、
ジ
ン

ギ
ス
カ
ン
に
つ
い
て
は
まっ
た
く
否
定
的
な
評
価
を
お
と．
なっ
て
い

る。
と
の
点
は
現ツエ
デン
パ
ル
政
措
も
同
様
で
あ
り、
一
九
六
二
年

に
は、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
生
誕
八
百
年祭
を
め
ぐっ
て
ト
ム
ル
オ
チル
人

民
革
命
党
政
治
局
員ら
が
民
族
主
義
者と
し
て
追
放
さ
れ
たζ
と
も
あ

っ
た。
私
は、
ウラ
ンパ
！
ト
ル
大
学の
学
生
に
背
年た
ち
の
ジ
ン
ギ

ス
カン
像
を
聞
き
出
し
て
み
よ
う
と
試み
た
が、
「
他
民
族
を
抑圧
し

た
支
配
者」
と
い
う
答し
か
得ら
れ
な
かっ
た。
「
中
国
で
は
今日、

家
始
皇
を
礼
讃し
て
い
る
ば
か
り
か、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
を
中
国の
歴
代

炎
維
と
し
て
た
た
え
て
い
る
で
は
ない
か」
と
H
挑発H
し
て
み
て
も

答は
同じ
で
あっ
た。
雄
大
なロ
マ
ン
と
美しい
韻
文、
そ
し
て
モ
ン

ゴ
ル
民
族の
道
徳
律
で
も
あっ
た
とい
わ
れ
る
民
族
的
古
典
『
元
朝
秘

史』
に．つ
い
て
質
し
て
み
て
も、
「嵐
官
知
新」
ど
と
ろ
か、
当
時の

社
会
構
造
を
分
析す
る
史
料と
し
て
放っ
て
い
る
とい
う
無
味
乾
燥
な

答が
返っ
て
き
た。
ζの
よ
う
な、
い
か
に
も
公
式
的
な
反
応につ
い
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て
は、
と
の
国の
革
命
史
を
ひ
もとい
て
み
た
と
き、
「モ
ン
ゴ
ル
人

民
革
命
党は
コ
ミン
テル
ン
の
共
鳴組
織で
あっ
た」
（ア・
イ・カルト

P
ノ
ワ
ほ
か
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
先」
『
減
点
の
諸
問
題』

掲ニ
巻第四
号）
とい
う
ソ
連
側
の
最
新の
定
義
づ
けに
も
か
か
わ
ら

ず、
人
民
革
命
党その
もの
がつ
ね
に
大
国の
犠
牲に
供
さ
れ・な
が

ら、
革
命
主
体
内
部に、
その
出
発の
当
初
か
ら
チョ
イパ
ル
サン
独

政
時
代
を
経
て
今円
の
ツエ
デン
パ
ル
体
制
に
い
た
る
ま
で、
た
え

ず
激
しい
党
内
闘
争と
粛
消
を
く
り
か
え
し
て
き
た
経綿
に
つ
い
心
が

閉唱さ
さ
れ
て
し
ま
うの
と
同
媛、
わ
れ
わ
れ
外
部の
者に
は
理
解
し
が

たい
もの
で
あ
る。
私
は、
市の
中
火
部に
あ
る
科
学
ア
カ
デミ
ー
の

点派
な
建
物の
正
面に、
巨
大
なス
タ
！
日ン
の
銅
像が
聾
え
立っ
て

い
る
の
を
知っ
て
強い
衝
師事
を
受け
た
（お
そらく、
と
の
よ
うにス
タ

ー
リ
ン
像
が
依
然
と
し
て
鋒
え
て
い
る
の
は
ア
ル
バ
ニ
ア
と
モ
ン
ゴ
ル
だ
け
で

はなかろうかゴ
モ
シ
ゴ
ル
革
命の
町民
放
ス
フ
メ
ー
トル
と
並
ぶべ
き

本
命
家の一
人
で、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
源
流
を
創
出し
た
学
究
で
も

あっ
たプ
リ
ヤ
l
ト・
モ
ン
ゴ
ル
人の
ジ
ャ
ム
ス
ラ
ズ
（A－
1・K・サ

シ
ダ
l

ズ
『
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国』
参
照 。

な
お
ジ
ャ

ム
ス
ラ
ン
〈
ジ
ャ

ム

ツ
ア
ラ
l
ノ
〉
の
生
涯
に
つ
い
て
は 、
問
中
克
彦『
草
原
の
都
命
家
た
ち』
参
照）

が
今日
で
も
民
族
主
義
者の
レ
ッ
テル
を
は
ら
れ
て
批
判さ
れ
てい
る

の
と
対
照
的に、
その
科
学
ア
カ
デミ
ー
の
正
面に
い
ま
なお
ス
タ
ー

リン
像が
聾
え
てい
る
と
と
に
つ
い
て
は、
ζ
れ
ま
で
私
が
接
し
た
わ

が
国の
モ
ン
ゴ
ル
紹
介
書
か
ら
は
注
意
深
く
割
愛さ
れ
てい
る。
と
も

か
く、
モ
ン
ゴ
ル
に
とっ
て
い
ま
求め
ら
れ
るべ
き
もめ
ζ
そ、
ま
さ

に
新
しい
ナ
ショ
ナ
リズ
ム
だ
と
はい
え
ない
だ
ろ
う
か。

ラ
マ
教に
つ
い
て
は、
状
況
が
少
し
異
なる
よ
うで
あ
り、
庶
民の

葬
儀に
は
や
は
りラ
マ
僧
が
立
ち
会
うよ
うで
あ
る。
私
は
イル
ク！

ツ
ク
か
らの
機
内
でモ
ン
ゴ
ル
人
背
年
か
ら
友
好の
印に
とい
っ
てモ

ン
ゴ
ル
仏
教
協
会一
九六一
年
発
行の
有
名
なラ
マ
踊ガ
ン
ダ
ン
テ
チ

ン
pン（慶
寧寺）
の
写
真
集と
ラ
マ
教の
極
彩
色の
ho
札
を
差
し
出
さ

れ
た
が、
と
の
行
年
は
敬
躍
なラ
マ
教
徒
なの
で
あ
ろ
う。
n
昭
日に

市
内の
ガ
ン
ダ
ン
崩
を訪
れ
て
み
る
と、－フ
マ
附
た
ち
は
チベ
ッ
ト
諸

の
教
典
を
ひ
ろ
げ
て
無心
に
読
経
をつ．つ
け
て
お
り、
中
年の
女
性
が

独
得の
礼
拝
用
鉄
板の
うえ
に’井
を
伏し
て
は
立っ
て
強
か
れ
た
よ
う

に
持ん
でい
た。
もと
よ
り、
現
代の
モ
ン
ゴ
ル
は
社
会
主
義
国
で
あ

っ
て
ラマ
教の
世
界
で
は
ない。
だ
が、
ラマ
教
が
そ
と
で
死
滅し
て

い
ないζ
と
だ
け
は
た
し
か
な
よ
うで
あ
る。
私
はガン
ダン
廟の
小

高い
丘
か
ら
地
平の
彼
方
を
見
や
りつ
つ、
と
の
地と
チベ
ッ
ト
と
の

交
流の
歴
史と
い
うその
偉
大
な
過
去に
つ
い
恕い
を
馳せ、
今日
で

は
その
消
息
さ
え
伝
え
ら
れ
る
と
と
の
少
ない
チベ
ッ
ト
を
内
部に
収

め
て
い
る
中
国へ、
こ
れ
か
ら
旅
立
と
うと
し
て
い
る
わ
が
身
を、
し

ば
し
寒
風
に
さ、り
し
たの
で
あっ
た。

ー－ (j7
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中
ソ
対
立
下
の
国
境
を
越
え
て

北
京
行きの
国
限
列
車は
ウ
ラ
ンバ
1
ト
ル
を
午
前十一
時に
発っ

た。
八つ
の
コ
ン
バ
ー
ト
メ
ン
ト
か
ら
成
る一
等
寝
台
車（軟臥
車）
の

乗
苓は、
私と
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
外
交官の
二
人
だ
け。
と
の
列
車は
中



国
製で
S
L
フ
ァ
ン
が
客引ひ
そ
う
念
蒸
気
機
関
車
κ
牽
引
さ
れ、
三
人

の
中
国人
服
務
員
が
乗
車
し
てい
る。
二
等
寝
台
車の
方に
はモ
シゴ

ル
人
やロ
シ
ア
兵
が
多い
が、
す
く
な
くと
も
外
国人
の
た
め
の
寧
輔

は、
こ
うし
て
最
初か
ら
H
中
国の
世
界H
K
入
る
の
で
あ
り、
と
の

と
と
は
私に
とっ
て
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
救い
で
あっ
た
が、
モ
ン
ゴ
ル

側
か
ら
み
れ
ば、
自
国の
領土
を
H
中国H
が
走
る
よ
うに
思
え
る
の

で
あ
ろ
う。
と
の
点に
と
そ、
の
ち
に
出
会っ
た
ρ
プエ
ン
グ
の
そ
も

そ
もの
背
景
が
あっ
た
よ
うに
思
わ
れ
る。

どと
ま
で
もつ
づ
く
緩や
か
な
起
伏の
丘
陵
と
草
原。
夏
か
ら
秋
に

か
け
て
は
さ
ぞ
か
し
美しい
だ
ろ
う
と
思
う
が、
そ
うし
た
窓
外の
風

景を
観
る
た
め
に
は、
太
陽
が
ふ
りそ
そ
ぐ
日
中
だ
とい
うの
に
二
重

窓の
外
窓の
内
側
に
で
き
る
氷
を
た
え
ず手
で
落
さ
ね
ば
なら
ない。

約一
時間
も
走
る
と
左
手に
無
線アン
テ
ナの
基
地
が
見
え、
以
後、

国
境
までパ
ラ
ボ
ラ・
ア
ン
テ
ナの
基
地やレ
ー
ダー
法
地、
各
種
軍

用
基
地が
あ
ちと
ち
に
あっ
て、
い
た
る
と
と
ろに
ソ
述
兵
が
進
駐し

て
お
り、
中ソ
軍
喫
関
係の
現
笑の一
端
を
感“し
さ
せ
る。
ま
た、
ナ

ラ
イ
ぺ
マ
ニ
ト、
チョ
イル、
サ
イン
シ
ャ
ン
デ
と
い
っ
た
比
較
的

大
き
な
駅の
周
辺
ゃ、
と
きに
は
草
原の
た
だ
な
か
を
ソ
迎
製の
軍
用

ト
ラッ
ク
が
走
り、
ゴ
ピ
の
砂
漠の
上
空
を
小
型
飛
行
機が
旋
回
し
て

い
る
と
と
も
し
ば
し
ば
で
あっ
た。
北
京へ
到
指
し
て
か
ら
手に
す
る

と
と
の
で
き
た
新
刊雑
誌
『
歴
史
研
究』
創
刊
号に
絞っ
て
い
た
中ソ

関
係に
つ
い
て
の
論
文、
史
字
新
コアマ
製
造
者へ
の
反
駁

lil中ソ

国
境の
若
干の
問
題に
つ
い
て
11」
に
よ
る
と、
モ
Yゴ
ル
駐
留
ソ

連
軍の
撤
退、
中
国へ
の
ス
パ
イ
送
りこ
み
の
中
止
念
ど
を
中
国
側
は

強
く
訴
え
て
い
る
が、
私
が
目
撃し
た
現
実
か
ら
し
て
も、
ζ
の
点
で

の
中
国
側の
主
張
に
は
線
拠
が
あ
る
よ
うに
恩
わ
れ
る。

だ
が、
右の
よ
う
な
現
実に
も
か
か
わ
ら
ず、
三
日
間の
旅
を
通
じ

て、
モ
ンゴ
ル
国
境
で
中ソ
が
最
近
軍
事紛
争
を
演じ
た
よ
う
な
緊
張

感
は
ほ
と
ん
ど
な
かっ
た
とい
っ
て
よ
く、
右の
よ
う
な
状
況
は
す
で

に
恒
常
的
な
現
実で
あ
ると
と
が
よ
く
わ
か
る。
も
と
よ
り
私
は
長
大

な
国
境
地帯の一
一線
を
あ
る一
日
通
過し
たに
す
ぎ
ない
の
だ
が、
す

く
な
く
と
も、
し
ば
し
ばセ
ン
セ
ー
ショ
ナル
な
報
道
を
お
と
な
う
イ

ギ
リス
の
『
デ
I
P
－－
テレ
グ
ラ
フ』
紙（七四
年十二
月十七日
付）

が
昨
年十一
月に
・中・
議
国
境
で
五
回の
軍
事
衝
突
が
あっ
た
と
伝
え

た
報
道に
つ
い
て
は、
中ソ
双
方
が
そ
れ
を
た
ち
どと
ろに
否
定
し
た

と
お
り、
意
を
含むス
ペ
キュ
レ
1
ショ
γ
で
は
念か
ろ
う
か。
ζ
の

点に
つ
い
て
は、
私
が
ウラ
ン
パ
l
ト
ル
で
意
見
を
交し
た
新
華
社
記

者
も
きっ
ぱ
り
と
否
定
し
て
い
た。
ま
た、
い
わ
ゆ
る
辺
境
防
衛が
叫

ば
れ
て
い
る
中
園に
おい
て、
内モ
ン
ゴ
ル
自
治
区の
沿
線に
おい
て

は
人
民
解級
車の
隊
列や
生
産
建
設
兵
団の
盗
を
まっ
た
く
見
か
け
な

かっ
たと
と
も
記
し
て
お
くべ
き
で
あ
ろ
う。
そ
も
そ
も、
も
し
も
国

境
地
絡が
現
実に
戦
争の
危
機に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら、

私
が
国
境
を
通
過
す
ると
と
さ
え
不
可
能
で
あっ
た
ろ
う。

私
はモ
ス
ク
ワ
で
の
ある
日、
宮の
ノ
グォ
デ
ヴ
ィ
チ
修
道
院
墓
地

を
訪
ね
て、
一
九
三
0
年
代
前
半の
中
国
共
産
党
最
高
指
導
者
で
あ

り、
一
貫し
た
親ソ
派
と
し
て（そ
して
中国共
産
党からは今日で
も激

一一ー 68 一一一



モスクワ・クラY〆ートル吋主家

し
く
批
判されてい
る
反党分子と
して）
昨
年三
月
に
モ
ス
クワ
で
逝っ

た
王
明の
迫体
が
要人
の
墓
地
と
し
て
有
名
なと
の
墓
地に
手
．島
く
葬

ら
れ
て
い
る
の
を
知
り、
中ソ
対
立の
似
深
さ
を
改め
て
再
認
織
せ
ざ

る
を
得
な
かっ
た
が、
だ
か
ら
とい
っ
て、
中ソ
関
係の
現
状
を
あ
ま

り
に
も
間
定
的に
考
え
る
乙
と
は
で
き
ない
よ
うに
思
う。
と
の
点
は

「
毛
沢
東
以
後」
の
中
国を
考
え
る
と
きの
決
定
的
な
ポ
イン
ト
で
あ

り、
ま
た、
今
回の
訪
ソ
で
も
ソ
連の
指
瀞
者
や
中
国
研
究
者
が
「
毛

沢
東
以
後」
の
時
代の
中ソ
和
解
に
い
か
に
大
き
な
期
待をつ
ない
で

い
る
か
を・内
確切削
す
る
と
と
が
で
き
た。

と
の
点に
関
連
し
て、
い
さ
さ
か
衡
純情
的
な
事
件
に
私
は
ウ
ラ
ン
メ

ー
ト
ル
で
出
会っ
た。
中
国入
境査
証の
件
で一
月
六
日
午
前
十
時に

中
国
大
使
館
を
訪
れ
る
と、
川政
偉
烈
中
国
大
伎
が
玄
関K
立
っ
て
い

た。
私の
中
国
人
境に
か
ん
す
る
好
意に
謝し
て
玄
関
を
入っ
た
その

瞬
間、
そとへ
ス
ミ
ル
ノ
フ・
ソ
連
大
使が二
人
の
随
員
を
伴っ
て
来

訪
し、
あ
た
ふ
た
と
奥へ
消
え
去っ
たの
で
あ
る。
ζ
の「
中ソ
会
談」

は、
お
そ
ら
く
張
大
使
前
任
後の
日
夕
l
ン・
コ
ール（表敏助問）
で

あっ
た
と
思
わ
れ
る
が、
し
か
し、
ウラ
γ
パ
！
トル
の
よ
うに、
西

側
記
者
が
存
花
し
ない
H
孤
島d
の
よ
う
な
均
所と
そ、
中ソ
交渉の

絶
好の
舞台
に
な
り
得る
の
か
も
し
れ
ない。

山れ
車
が
ドル
ノ・
ゴ
ピ
の
砂
陣
地
帯に
述
す
る
ま
で
に
は
三
時
間
半

オIa噌ガ

を
要
し
た。
点
什位
す
る
駐
駐や
篤
捕
悼を
脇に
し
た
牧
民の
姿は、
さ

す
が
に
情
緒
を
さ
そ
う
が、
そ
れ
以
外
は
単
調
な
光
景
がつ
づ
く。・
中

国人
服
務
員
は
ト
ラ
ン
プ
に
興
ず
る
か
雑
談、
と
き
た
ま
天
津人
民
出

版
社
刊の
『
抱
擁
的
務
色』
と
題
ナ
る
小
説を
読
ん
で
い
て、
文
革
時

の
深
別
｜広
州
問の
市
中と
は、
あ
ま
り
に
も
対
照
的で
あ
る。
林
彪

が
反
毛
陰
謀を
企
て
て
失
敗
し、
ソ
連に
逃
亡の
途
中で
墜死
し
た
と

い
わ
れ
る
ウン
デル
ρ
ン
は、
と
の
あ
た
り
か
ら
東
方二
0
0キロ
の

地
点
で
あ
る
の
で、
の
ち
に
巾
ソ
関
係、
臼
中
関
係、
「
批
林
批
孔」

運
動
な
どに
つ
W
て
すっ
か
り
打ち
と
け
て
話し
合
うζ
と
の
で
き
た

中
凶
人
服
務貝に
と
と
で
質
問
し
て
み
る
と、「
その
と
お
り。
反
賊・

林
彪
は
ウン
デル
ハ
ン
で
死
ん
だ」
と
左の
彼
方
を
指
さ
す。
もっ
と

も、
林
雌
市件に
つ
い
て
は、
モ
ン
ゴ
ル
側
は、
墜
死
者の
念か
に
林

彪
は
い
なかっ
た
とい
うモ
ン
ツ
ア
メ
通
伝の
公
式
見
解
を
主
強
し、

林
彪
が
北
ぷ
で
死
んで
い
る
ζ
と
を
に
お
わ
せ
よ
う
と
し
てい
る。
今

岡
も、
その
よ
う
な
セ
雌
を
何
回
か
聞い
た。
女
性のρ
イヒ
1ル
が

あっ
た
勺々
の
話
も
か
ね
て
耳に
し
て
い
た
と
お
り
で
あっ
た。
世墜
落

機の
銭
骸は
今刊
で
も
砂
棋の
な
か
に
散
ら
ばっ
た
ま
ま
で
あ
り、
中

国
側の
遺
体
引
波
し
要
求に
たい
し
て、
モ
γ
ゴ
ル
側
が
遺
体の
名
前

を
質
し
た
と
と
ろ、
中
附
側
は
引
渡
し
要
求
を
ひつ
と
め
て
し
まっ
た、

と
の
と
と
も
現
地で
聞い
た
が、
も
と
よ
り
真相
は
謎
で
あ
る。
今
日

の
的
報
化
時
代に
お
い
て、
林
彪
事
件
ほ
ど
謎の
残
さ
れ
た
事
件
も
少

ない
が、
同
時に、
事
件
に
たい
す
るモ
ンゴ
ル・
ソ
連
側
と
中
国
側

と
の
見
解
は、
ζ
う
し
て一
八
O
度
くい
ち
がっ
て
い
る
の
で
あ
る。

と
の
点
は、
中
国を
訪
れ
る
と、
一
九六
O
年の
ソ
連の
援
助
停
止
と

技
術
者
引
錫
げ
を
ソ
連の
裏
切
り
と
し
て
強く
訴
え
ら
れ
る
の
に
たい

し、
モ
ンゴ
ル
に
行
く
と一
九六
四
年の
中
間の
対モ
ン
ゴ
ル
控
助
停
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止
と
技
術
者
引
揚
げ
を
中
国の
無
慈
悲
な
仕
打ち
と
し
て
強く
訴
え
ら

れ
る
と
と
と
同
様、
や
は
り
多く
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
と
ろ
で
あ
る。

と
の
よ
う
なと
と
を
反
御
し
つ
つ、
一
種の
臨
場
感に
と
ら
わ
れ
な

が
ら
六
時
間
後に
は
チョ
イル
に
泊い
た。
ζ
と
の
駅
頭に
もソ
述
兵

が
多
かっ
た
が、
私
は
ひ
た
す
ら、
砂
漠の
地
平
線に
沈
む
タ
Hの
歯

色と
は
と
の
よ
うに
美し
く
荘
厳
な
もの
か
と
感
嘆
し
つ
つ、
雄
大
な

庁幹
色の
変
化
を
約一
時
間に
わ
たっ
て
楽
し
み、
や
が
て
瞬
時の
陪
閣

の
あ
と
に
蹄
き
はじ
め
た
星の
光の
強
さに
我
を
忘
れ
たの
で
あ
る。

すっ
か
り
仲
良し
に
なっ
た
中
国人
服
務
員
は、
乎，つ
く
り
の
水
般
チ

を
山
盛
りに
し
て
持っ
て
きて
く
れ
た。
国
境
ま
で
三
分の
二
の
行
程

を
走っ
て
基
地の
街
サ
イ
ン
シャ
シ
ド
に
活い
たの
は
夜
九
時。
モ
ン

ゴ
ル
兵と
ソ
連
兵
が
あ
わ
た
だ
し
く
荷
物の
つ
み
お
ろ
し
を
し
て
お

り、
荷
を
満
載し
た
軍
用
ト
ラ
ヌ
ク
が
闘の
な
かに
消
え
て
ゆ
く。

翌
朝
は
六
時
半に
起
さ
れ
た。
窓
外に
は
ま
だゴ
ピ
が
続く
が、
ま

も
な
く
国
境
か
ら二
キロ
の
駅ザ
ミ
ン
ク
デに
到
加
す
る。
ザ
ミ
ン
ウ

デ
駅は
国
境の
駅
だ
け
あっ
て
立
派
で
あ
り、
モ
ンゴ
ル
語と
中
国
・必

で
駅
名
が
表
示
し
て
あ
る。
約二
時
間
を
要
し
た
国
境
での
税
関の
検

査
は、
伝
え
聞い
てい
た
と
お
り、
ま
と
と
に
厳
しい
も
の
で
あっ

た。
乗
谷の
他の一
人
は
外
交官
で
あ
り、
検
貨の
対
象に
なる
の
は

私一
人
で
あ
る
た
め
か、
その
厳
し
さ
は、
官
舌に
尽
く
し
が
たい
ほ

ど
で
あっ
た。
や
は
り
フ
ィ
ル
ム
の
件
を
追
及
さ
れ
た
が、
結
局
ひ
と

ま
ず
は
所
持し
て
い
た
中
園
地
阿
を
没
収
さ
れ
た
だ
け
で
済
ん
だ。
も

’っ
と
もユ
ーモ
ラ
ス
な
遺
漏
も
あ
る
もの
で
あ
る。
中
ソ
関
係に
つ
い

て
の
私の
貨
電
な
論
文
脈
稿
を
携
裕
し
て
い
た
た
め、
そ
れ
を
没収
さ

れ
は
し
ない
か
と
恐
れ
た
が、
見る
と
何
本
文の
原・耐
を
上
下
逆
さに

し
て
読
ん
でい
る
で
は
ない
か。
と
と
ろ
が、
そ
ん
な
場
面
が
あっ
て

ホッ
と
し
たの
も
束の
問、
も
う
出
発時
刻
だとい
うの
に、
今
度
は

小
同州川の
通
・ぷ
を
含
む
七
人
の
税
関
史
が
あ
わ
た
だ
し
く
乗
りと
んで

き
て、
部
屋の
ド
ア
を
閉
め、
手
持ち
外
貨の
厳
し
い
検
査に
は
じ
ま

っ
て
中
凶
行
きの
見
出の
訊
問
な
ど、
さ
ら
に
約・
時
間に
わ
たっ
て

倹
資
さ
れ
たの
で
あ
る。
その
態
度た
る
や
敵
地に
采
り
込
む
誕
凶
り

者
を
倣
う
か
の
よ
うで
あっ
た
が、
最
後に
は
日
必
友
好の
必
要
悦
を

諒々
と
説
く
と、
結
局
は、
臼
京
友
好の
た
め
に
特
別に
出
境
さ
せ
る

といっ
て
許
さ
れ、
七
人
の
官
主と
次々
に
握
手
を
し
た
次
第で
あ
る。

い
わ
ば
「
小
国の
大
国
主
義」
と
い
っ
た
もの
が
そと
に
は
露
呈
し
て

い
た
が、モ
ンゴ
ル
の
厳
し
い
現
実
と
その
歴
史の
経
緯
を
考
え
れ
ば、

そ
れ
ば
か
り
を
非
難
する
わ
けに
は
ゆ
か
ない
の
か
もし
れ
ない。

同
境に
は
訂
燃
が
あ
り、
小
さ
な
小
屋に
自
動
小
銃
を
もっ
た
兵
士

が二
人
警
備し
てい
た
が、
もち
ろ
ん
境
界
線
が
め
ぐら
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
ない。

アル’zy

ζ
う
し
たρ
プニ
ン
グ
の
の
ち
中
凶
側の
凶
境
駅・
二
述の
駅一叫
に

降
り
立っ
た
と
きに
は、
ま
さに
如γd刈の
稀
却
な
世
界
か
ら
大
気の
な

かへ
戻っ
て
き
た
感じ
で
あっ
た。
モ
ン
ゴ
ル
側
と
は
その
胤
最も
異

なっ
て、
駅の
周
辺
に
は
丹
念に
航
休
が
し
て
あ
り、
送
電線の
市
住

も
すっ
か
り
立
派
に
なっ
て
い
る。
街の
絞
，十
も
活
気に
充
ち
て
い
る

う
えに、
土
墜に
カ
ワ
ラ
屋
根の
中
凶
式
住
射が軒
を
連
ね
てい
る。
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駅
長や
辺
防
鰐
察
官の
手
陣い
歓
迎
を
受
け、
モ
ンゴ
ル
側
と
の
あ
ま

りに
大
き
な
対
照
に
い
ま
さ
ら
念が
ら
深い
安
堵
感
を
覚
え
たの
で
あ

っ
た。
中
国
領
内モ
ンゴ
ル
は、
あ
ら
ゆ
る
点で
漢
人
化
が
進んでい

て、
ζ
の
点でモ
ン
ゴ
ル
を
グ
分断
固
家d
と
み
念
すと
と
は
も
は
や

不
可
能
だ
と
い
え
よ
う。
漢
入
品
民の
入
植
と
放
牧
地の
民
地
化に
は、

すで
に
歴
史の
重い
軌
跡
が
刻
み
と
ま
れ
て
い
る
感じ
で
あっ
た。。

と
う
し
て
私
は、
八
年ぶ
りに
中国
を
訪
れ
ると
と
が
で
き
たの
で

あ
る。
中
凶人
服
務
員
は、
ね
が
モ
ンゴ
ル
税
関で
調べ
ら
れ
て
以

来、
なお一一周
親
切
に
し
て
く
れ、
汽
車
は二
連
駅に
二
時
間
半
ほ
ど

停
車し
た
の
ち
正
午
に
そと
を
出
発し
た。
と
れ
か
ら
明
朝
ま
で
．持び

砂
漠
を
走っ
て一
路北
京へ
向
うの
で
あ
る。
北京
ま
で
の一
目、
半

外の
光
景
や
駅
頭の
雰
間
試を
見
て
も、
文
革
時の
よ
う
な
緊
迫
感は

まっ
た
く
・なく、
毛
沢
東
語
録の
朗
読、
毛
沢
東
讃
歌の
か
ま
び
す
し

さに
は一
度
もぶ
つ
か
ら
なかっ
た。
朱
日
和、
内
銀
陥
爾
を
過
ぎ
る

と
低い
山
が
見
え
て
く
る。
土
木
原
台
あ
た
りに
く
る
と
ト
ラ
ク
タ
ー

に
よ
る
農
地
化の
跡
が
見
え、
再び
科
色を
機
能し
た
の
ち、
集
出mr
泊

は
夜八
時
半で
あっ
た。
深
夜に
大
岡、
午
前四
時に
張
家口
を
通
過

し、
万
里の
長
減の
八
述
舗
で
朝
を
迎
え、
北
京
郊
外の
冬
の
農
村
風
景

を
久
し
ぶ
りに
まの
あ
た
りに
す
ると
と
が
で
き
た。
以
前
は
まっ
た

く
見か
け
る
と
と
の
で
き
なかっ
た
耕
転
機
を
何
台
も
見
か
け、
その

か
わ
り
農
家の
壁の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
めっ
き
り
少
な
く
なっ
てい
るそ

の
変
化に
驚
き
な
が
ら
翌
朝
九
時五
十
分、
私
は
北
京
駅
頭
に
降
り
立

っ
たの
で
あ
る。

モスタワーウランパートノレz北京

v 

北京再訪

すで
に
車
中で
も
あ
る
程
度は
予
想
さ
れ
た
と
お
り、
八
年ぶ
りの

北
京
は、
まっ
た
く平
静
で
あっ
た。
そ
れ
に
し
て
も八
年
間の
変
化

は
大
きい。
モ
ンゴ
ル
経
由
で、
し
か
も
前
回の
品
中が
文
革のピ
ー

ク
時で
あっ
た
ため
か、
王
府
井の一米
胤
市
場
や
東
単の
市
場の
品
物

の
山曜
日
さ、
自
動
車の
増
加、
市
民の
人
民
版
や
自
転
卒の
多
く
が
新

し
く
締
盟に
なっ
てい
ると
と
など
は
すぐ
に
自
に
つ
く
と
と
ろ
で
あ

っ
て、
ま
さ
に
別
世
界の
よ
うで
あっ
た。
一
方、
私
が
感
じ
たそ
の

落ちつ
きぶ
り
は、
毛
沢
東
語
録
や
毛
沢
東
讃
歌
が
まっ
た
く
目
立
た

ず、
「
批
林
批
孔」
運
動の
学
習
嵐
長に
も一
週
間の
北
京
滞
在
中つ

い
に
ぶ
つ
か
ら
ず、
日
附
日
の
願
和
闘や
故
宮、
前
川
外の
街
地
な
ど

が、
ど
く
普
通の
遊
覧
客
で
賑っ
てい
たと
と
など、
文
革
期の
よ
う

な「
政
治
第一」
の
社
会
的
援
囲
気が
すっ
か
り
消
え
去っ
てい
たと

と
に
も
由
来
する
もの
で
あ
る。
「
紅
衛
兵」
「
紅
小
兵」
「
紅
哨
兵」

といっ
た
腕
章の
少
年少
女
も
見
か
け
は
す
る
が、
彼
ら
紅
衛
兵は
文

革
時の
よ
う
な政
治
的
役
割を
担
う
もの
で
は
な
く、
い
わ
ば
模
範
生

ない
し
は
ボ
ー
イスカ
ウト、
ガ
ール
ス
カ
ウト
の
よ
う
な
感じ
の
も

の
で
あ
る。
そ
れ
だ
けに、
外
賓に
たい
する
過
度の
サ
1
グィ
ス
も

念く
な
り、
手
品
を
か
んだ
り、
淡を
吐
く
人
も
多
く
見
か
け
る
な
ど、

すべ
て
が
平
常
化し
てい
た
と
いっ
て
よい。－

もと
よ
り、
政
治
家
念
どの
お
歴々
が
北
京
空
港
｜北
京
飯
店
｜犬

安
門
前
広
場
｜
中
南
海
など
を
万
慢の
いい火
城
や
明の
十三
陵といっ
た
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観
光コ
l
ス、
指
定
され
た
人
民
公
社
な
ど
と
と
もに
あ
わ
た
だ
し
く

ま
わっ
て
中
国の
現
状
報
告
を
する
の
と
ち
がっ
て、
私の
揚
合は、

単
身で
滞
在
す
る
と
と
が
で
き
たの
で、
時
間の
許ナ
か
ぎ
り
あ
ちζ

ち
を
歩
き
ま
わっ
て
み
た
が、
し
ば
し
ば
伝
え
ら
れ
る
北
京の
威
風
堂

堂の
街
頭
風
来の
反
面、
首
都
北
京と
い
え
ど
も、
一
歩
目
抜
き
通
り

か
ら
入っ
た
胡
同
や一小
町に
は、
表
向
きの
ぷ
情と
は
比
ぶべ
く
も
な

い
断
絶
が
即
座に
感じ
ら
れ
て
心
が
疹
く
思い
で
あ
り、
中
国が
ま
さ

に
発
展
途
上
国で
あ
るζ
と
を
知
ら
さ
れる
の
で
あ
る。

ま
た、
か
つ
て
は
わ
が
国の
対
中
国文
化
侵
略の
拠
点で
あ
り、
絵

元
洪
総
統
や
作
家・
胡
適の
居
宅で
も
あっ
た
東
廠
胡
同の一
角は、

現
在、
中
国
科
学
院
近
代
史
研
究
所に
なっ
て
い
る
が、
と
の
胡
同の

風
情
念ど
も、
十
本
あっ
た
と
伝
え
ら
れ
る
塊
樹
が
六
本に
減っ
てい

た
と
と
を
除け
ば、
お
そ
ら
く
往
時の
ま
ま
で
あ
ろ
うと
思
わ
れ
る。

と
と
ろ
で、
わ
が
国に
は
報
道
さ
れ
てい
ない
が、
北
京
図
書
館、
中

国科
学
院
図
書
館、
革
命
博
物
館、
歴
史
博
物
館、
人
民
革
命軍
事博

物
館、
中
国
美
術
館、
民
族
文
化
宮
な
どが
今
日
も
閉
館
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
り、
ま
た
中
南
海
を
望
見で
き
る
市
内の
名
所、
北
梅
公
園
や
m双

山
公
園が
今
日
立入
り替
主で
あ
る
と
と
な
ど
は、
日
中
国
交
樹
立
後

も日
本
人
は一
般
民
衆
と
友
達つ
き
あい
を
する
と
と
が
まっ
た
く
不

可
能で
あ
り、
食
堂、
ホ
テル、
住宅
な
ど
も
すべ
て
外
国人
専
用に

「
隔
離」
さ
れ
て
い
る
と
と
と
と
もに、
や
は
り
政
治
と
思
想の
面で

の
冷
厳
な
現
実
を
示
す
もの
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
政
治
面
で
の
あ
の
偉

風
や
厳
し
さと
民
衆の
生
活
実
態に
お
け
る
脱
政
治
傾
向の
著
し
さと

の
と
の
ギャ
γ
プ
ζ
そ、
つ
ね
に
主
化大
革
命や
「
批
林批
孔」
運
動

の
よ
う
なキ守
ン
ペ
lン
を
必
要と
す
る
大
き
な背
最と
な
る
もの
で

あ
ろ
うが、
ζ
の
よ
う
な
断
絶
を、
偉大
友
指
導
者に
たい
す
る
民
衆

の
信
頼の
強
さの
ゆ
え
と
み
念
すべ
き
か、
そ
れ
と
も、
中
国
民
衆に

伝
統
的
な
政
治
観、
つ
ま
り
「
帝
力い
ず
く
ん
ぞ
殺に
あ
ら
ん
や」
と

い
っ
た
特
性
に
そ
れ
を
求め
るべ
き
か、
ま
た
八
年
間の
成
長
を
文
革

と
「
批
林批
孔」
運動の
成
果
と
み
な
すべ
き
か、
そ
れ
と
も、
発
展

途
上
国の
当
然の
前進と
み
な
すべ
急か
と
い
っ
た
点に
つ
い
て
は、

や
は
り
早
急
念結
晶
を
く
だ
す
ζ
と
はで
き
ない。

と
と
ろ
で、
私
が
北
京に
綿
布
中、
懸
案の
全
国人
民
代
表
大
会
の

開
催
が
迫っ
て
いる
兆
候
は、
と
く
に
州
凶前日
の一
月
十
三
日
の
時

点
で
明
瞭で
あっ
た。
参
考
ま
で
に、
その
よ
う
な
状
況
証
拠
を
列
挙

する
と、
次の
と
お
り
で
あ
る。
て
そ
もそ
も一
月
九日に
北
京
駅

へ
到
約し
た
際、
国
境の
二
連
駅
で
は一
輔
し
か
な
かっ
た一
等
寝
台

車がニ
柄に
補
えて
お
り、
そ
の
胤・
嗣か
ら
は
地
方
幹
部ら
しい
乗
客

が
降
り
なっ
た。
・お
そ
ら
く
集
寧、
大
同
あ
た
り
か
らの
乗
客で
あ
ろ

う。
て、
北
京
滞
在
中、
し
ば
し
ば
人
民
大
会
堂の
内
部に
電光
が
点

っ
て
い
ると
と
を
自
慨し、
番
兵
が
多い
の
に
気がつ
い
た。一一一、
一

月
十竺
円
κ
は、
民
後
飯
店K
投
宿し
てい
た
日
本人
商
社
員
が
全

員、
私
が
泊っ
て
い
た
新
低飯
店へ
移
さ
れ
て
き
た。
四、
友
誼
賓
踏

に
地
方
か
らの
投
宿
客
が
増
え
た。
五、
香
港
念どの
筆
僑
代
表
が
す

で
に
到着
し
て
い
る
ら
し
い
と
と
を
ヰに
し
た。
六、
州
国の
前
日、

外
国人
が
ほ
と
ん
ど
訪れ
ない
出
放後大
街一
裕を
散
歩
す
る
と、
北
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京
で
は
私の
自
唱
し
た
か
ぎ
りと
の一
角だ
け
に
糊
あ
と
も生々
し
く

赤、
策、
緑の
ス
テッ
カ
ー
が
張
り
出
さ
れ
て
お
り、
そと
に
は
「
用

実際行動迎接聞大招開」（「実際行動によって第四期全国人民代表 ‘

大会の
開催を迎えよう」）
と
い
うス
ロ
ー
ガン
が
あっ
た。

と
う
し
て
私の
州
酎
後、
一
月
十
三
日
か
ら
十
七
日
ま
で
懸
案の
全

人
代が
十
年ぶ
り
に
開
催
さ
れ
たと
と
が、
一
月
十
八
日の
北
京
放
送

で
発
表
さ
れ
たの
で
あ
る。

は
た
し
て
今
回の
全
国
人
民
代
表
大
会
は、
ほ
ぽ
予
想
さ
れ
た
と
お

り、
「
毛
沢
東
以
後」
の
時
代へ
の
朕
史
的
診
行
期に
耐え
る
た
め
に

万
全の
休
制を
形
成
し
よ
うと
し
た
もの
で
あっ
た
と
み
な
すと
と
が

で
き
よ
う。
も
と
よ
り
党・
軍・
政
を
貫く
中
国
共
産
党の一
元
化
指

導
体
制の
確
立
は、
逆に
「
毛
沢
東
以
後」
の
時
代へ
の
大
き
な
不
安

を
残
すが、
す
く
な
く
と
も
当
面の
「
毛・
周
時
代」
の
中
国
は、
郵

小
平
l
張春
橋
と
い
う
後
継
布
陣
と
と
もに、
暫
定
的
に
はζ
と
に
よ

うや
く
政
治
的
安
定
化
を
遂
げ
た
よ
う
で
あ
る。
し
か
も
王
洪
文、
江

白、
李
徳生、
挑
文
元
ら
急
進
イ
デ
オロ
1
グ
が
同
本
体
制の
な
か
で

位
置
を
占
め
なかっ
た
と
と
に
も
示
さ
れ
る
よ
うに、
経
済
建
設
を
当

面の
最
大の
国
家
目
標と
す
る
中
国の
今日の
基
本
方
向が、
総
じ
て

実
務
型の
官
僚
体
制を
再
教
備
さ
せ
たの
だ
と
い
え
よ
う。
文
革ラ
デ

ィ
カ
ル
の
退
潮、
全人
代へ
の
毛
沢
東
の
欠
席
な
ど
か
ら
毛
沢
東
の
指

導
力
後
退を
予
測
す
る
見々
も
あ
ろ
う
が、
今
日
の
中
国に
・お
い
て
は、

すべ
て
の
人
び
と
が
「
毛
沢
東
以
後」
の
時
代へ
の
歴
史
的
務
行
期
が

す
で
に
開
必
し
た
と
と
を
深
刻に
意
品し
て
い
る
よ
うに
思
わ
れ、
そ

モスクワ ウラYバートル北京

の
ζ
と
が
「
批
林批
孔」
運
動の
当
初の
権
力
政
治
的
性
格を、
一
種

の
ス
コ
ラ
哲
学
的
思
想
キャ
ンペ
ー
ン
へ
と
変
質
せ
し
め
た
よ
う
に
｜

l
私
が
北
京
で
帥人
し
た
百
臓に
近い
「
批
林批
孔」
運
動
関
係の
煩

現
な
小
冊
チ
知も
その
と
と
を
示
し
て
い
る
｜｜ま
さ
し
く
今日の
国

家
体
制を
導
き
出
し
た
の
で
は
念か
ろ
う
か。

私
は
今
同の
訪
中
時
に、
マ
ル
タ
共
和
国の
ミ
ン
ト
フ
首
相
と
会
見

し
た
毛
主
席をT
V
を
見
た
が、
や
は
り
その
老
齢
化
は
あ
ら
そ
え
な

い
よ
うに
思
う。
そ
れ
ゆ
えの
毛
主
席の
行政
的
指
導
能
力の
後
退は

当
然の
乙
と
で
あっ
て
も、
その
ζ
と
が
宅
沢
東の
権
威の
沢
下
を
意

味
す
る
もの
と
は
必
ず
し
も
思
わ
れ
ず、
む
し
ろ、
「
毛
沢
応
体
制
下

の
非
毛
沢
点
化」
を
徐止
に
推
し
進
め
つ
つ、
毛
沢
東
個
人の
指
噂
能

力の
後
退
を
補
填
すべ
き
実
務
派
官
僚
体
制が
今
回の
全人
代に
よっ

て
整
え
ら
れ
た
と
見
るべ
き
で
は
な
か
ろ
う
か。
事
態が
一平
常
化
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
災
務
官
僚の
幣の
以
さ
が
浮
彫
り
さ
れ
る
もの
で
あ
る。

そ
し
て、
同
思
米
総
m到の
政
府
活
動
報比間に
あっ
た、
「人
口
が
八
億

近
く
も
あ
る
よ
う
な
わ
が
同で
人
民の
衣
食に
たい
す
る
必
本
的
市．安

が
保
障
さ
れ
た」
と
い
う
指
摘
乙
そ、
中
国
民
衆に
とっ
て
は
なに
よ、

り
も
重い
意
味を
もつ
の
で
あ
り、
ζ
の
点は
八
年
ぶ
りの
訪
中に
よ

る
私
の
実
感
と
も
矛
盾
し
ない。
ζ
う
し
て
「
政
治
第一」
の
中
国
社

会は、
「
批
休
批
孔」
運
動の
舷
吹
に
も
か
か
わ
ら
ず、
い
ま
や
次
第

に
過
去の
もの
に
な
りつ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
り、
北
京
再
訪に
よ
る
私

の
対
大の
鷲
見
も
ま
た
ζ
の
点
に
あっ
た
よ
う
な
気が
す
る。
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中央公論新人賞小説募集
－
選
考
委
員
：
；
：
吉
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淳
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介

丸

谷

才
一

河
野
多
恵
子

＠
賞

金
：
：
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二
十
万
円

－
当

選

作
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：
本
誌
昭
和
五
十
年
十
月
号

に
掲
載
す
る

て

応募
作
品：・
：
新
人
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未
発
表
小
説
原
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た

だ
し
非
商
業
雑
憶
に
発
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し
た

ζ
と
の
あ
る
作
品
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よ
い・

原
稿
に
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住
所、
電
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番
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年齢、
職業、
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年六月三OB

先：：
：一
T
m

東
京
都

中
央
区

京

機
ニ
l一

中央
公
蛤
社

南失

公
鈴
編
集
郡
新
入
賞
係
宛

定規ιて枚
喝て締
．
て
宛なお、・応募作品は一

切返却いたしません・
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中
央
公
論
絹
集
部

AV
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す
く
さ
い
ど

一
編

集

後
配

会一年庄一カ月ぐらい勺仰で滑りたいとe．
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え鋭げて二十年、
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アッと
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品副えてく九た・
毛のときだけ且ヰI織の気一
いう問に伝同情する、
ρlグと九の

分に滋って、
世間の策さを忘札る。
（U回国｝－
内が
波動する、
編戸内海とマラフ

合テレピ白歌醤組の占幽同事をみると、
さす一
カ泌峡が呼応する、
とうしたわれ

が流行歌好きのぼく4あき札はてる“
政調

幽77シズムだア
中年勾」家。歌にお布が
われを取り巻く状況の不可思輔副さ

，人生’を怒じるなんでいうんだから、
背一
と不安の正体は何なのか、「
特集・

街中年はA，Dうちが在，ておζう・（水口）E
UH報衝判明とw帥市の．小官民」は、そうし
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Ma題に、
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天虫舗の成屯過粍にウいて由治同情をおとど
卜・二
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けしま
え
何時な似町四”の崎市mq、
解必と怖
hMH川り作相応です。

関
2
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a
E
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ヨ
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Z
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ド
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1
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嶋
剣劇利UU
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J
対」・同の織力
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したメッセージと、
激変する状況
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が
への
適応と、
問題の瓜さ深さに対

ツク9、急に邑いを感じてしまったλ山形）

占H幅訓鮮側市中内から沼訴をかけるω
遂婦のた
応する摘がぬ川町点の硲也K努めた

め拍車棋の泊ぷが軍中して州側があかず、
十
つもりです。
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I
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おい申LKげます。
（興合）

何をなナベきかは♂え左くとも、
何を在す

べきで在いかをam的に追求できれば絡在

成功というべきでし£う．
本総製はいずれ

もそういう力作で脳集実刷でした．｛早川）

・合以厳・ゾlズyともなれば、
大学付近申コ

ピ1前段、
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年度初めに印刷物だけ配帯す

るシステムに是正てしまえば・
ゅ｛近雌闇）

－本詑の雌昨蹴圃岡山師をどお剖耳目方位左記に主

り小社販必郁へお申し込みドさい．
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