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中国
は
変
わっ
たω
八
年ぶ
りの
第一
印
識
は

た
し
か
に
そ
う
だ
が、
新
体制
i！
周・
都
路
線

が
内部ι
か
か
え
る
問題
はい
ま
だ
に
根深
く
て

大
きい。

あ

る

そ

の

風

訟

は

、

万

民

の

長

裁

の

城h

慌

が

絞

殺

に

見

え

か

く

れ

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

汽

取

が

八

達

前

を

過

ぎ

よ

う

と

し

て

い

る

こ

と

を

知

ら

せ

て

、

、
－

o

’V品’わ

北京での感始以

ーーそのこつの表情

三

日

間

に

わ

た

る

長

途

の

汽

車

旅

で

は

あ

っ

た

が

、

こ

こ

ま

で

く

れ

ば

北

京

は

も

う

近

い

。

部;1J 

，， 

や

包

政

へ

行

く

列

車

に

山

会

う

た

び

に

小

さ

な

駅

で

持

つ

た

め

か

、

1

北

京

駅

に

計

く

ま

で

に

な

お

三

時

間

を

要

し

た

が

、

お

一

陰

で

北

京

近

郊

の

朝

の

長

去

る

一

月

八

日

、

’

・・

・
・

輔

、

〉、4M
モンゴル訪問をれ

えて中華人民共和国内モンゴル自治医ヘ汽
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、

。「宅沢京以後Jへの�（�1«�と安らさ？

村
氏
訟
を
満
喫
す
る
こ
と
が
で・
き
た 。

境
し
て
か
ら 、

中
国
へ
入

即座に法必でき・にことだが 、

あ
の
八
年
前
の
一
九
六
六
年
晩
駄 、
紅
街丘ハ
が
い

相川ハ
車
の
な
か
に
も

彼
ら
が
満
載
さ
れ
て
い
た
当
時
の
H

紅
々
烈
々
M

たるところに大群
を成
し 、

たる雰凶気
に
く
らべ
た
ら 、

今
日

の
中
国
は
な

ん
と
前
か
で
務
ち
つ
い
て
い
る
こ
と
か

。

Jhyと干仇

、hHゾ
文
革
当
時
の
よ
う
に 、
訳一
拐
で
も
卒
中
で
も

「
毛
語
録」

や
毛
沢
東
讃
歌
が
款
と
新
り

入
り
で

繰
り

返
さ
れ
る
こ
と
な
ど
は
ま
っ
た
く
な
い

。
一一一

日
間

二刊
だ
っ

た
車
内
の
中
国
人
服
務
員
に 、

「
中
間
に
現
わ
れ
出
た
り

毛
沢
一見・・・・・・
あ
あ
佐
こ

そ
は
人
民
の
偉
大
な
設
い
の
星」
の
歌
詞
で
知
ら

を
い
ま
で
も

歌・フ
の
か 、

い
て
み
る
と、「
会
を
聞
く
と
き
に
メ
ロ
デ
ィ
ー

を

・れる
「一
見
方
紅
」

と
前i

旋すだけ
だ」
という 。

毛
沢
東
讃
歌
と
い
え
ば 、
約一
週
間
の
今
回
の

中
凶
滞
在
中 、
テレピやラジオを
のぞい
て
そ

れ
を一
位
も
附
か
な
か
っ

た
し 、
駅
頭
で
は
銀 山田γ

の
ホ
l

ム
で
ほ
ん
の
一
眠 、
時
報
が
わ
り
の「
大
海

の航行・じ舵手に
よ
る」
の
メ
ロ

を デ
読 ィ
ん l
だ を
り耳

し
た
だ
け
で
あ
っ

た 。「
毛
話
録」

「
批
林
批
孔」
運
動
の
詩
文
猷
を
学
習
し
た
り
し

て
い
る
光
景
に
も
ま
っ

た
く
出
会
わ
な
か
っ

た 。

． 

、

か
つ
て
は 、

長
付
の
土
壁
に
あ
れ
ほ
ど
目
立
っ
た

司ハ
ロ
l

w
ン
も
め
っ・
き
り

少
な
く
な
っ
て
お
り、

明
ら
か
に
そ
こ
を
注
リ

脱
し
た
あ
と

さ

え

見
え

可ハV 。

市
内
の
故
富
山川
物
院
な
ど
も
阿

こ
の

占…
は 、

様
で 、

旧
紫
械が
域
内

の
長
大
な
城
野誌

の
一

角
な
ど

は 、
上
塗
り
に
ず
か
し
て
文
革
時
の
ス
ロ
ー

ガ
ン

が見
え・に
り
もす
る 。

朝
の
北
京
郊
外
は 、
こ
れ
か
ら
一

日
が
は
じ
ま

当
然

の
こ
と
な
が
ら
感
じ

る
あ
わ
た
だ
し
さ
を 、

踏
切
り
を
待
つ
A
ラ
ッ

ク
や
軽
自
動

北
京
郊
外
に
特
有

の
能
川聞

の
並’
木
造
を

走
る
耕
訟
法
等
々 、

こ
れ
ら

の
現
象
も
八
年
前
に

さ
せ
る
が 、

車
の
列 、

はまったく見かけた
か
っ・たも

の
で
あ
る 。

北
京
市
内
の
変
化
も
大
き
か
っ
た。

市
民
の
足

と
し
て
知
ら
れ
る
自
転
車
は
新
し

も
の
が
多

く

（
コ
ロ
ナ
が

ホ
テ
ル

の
ま
え
に
は ・
タ
ク
シ

ー

も
の
が
目
立
ち 、

人
民
脱
も
小
続
一民
な

少
女
た
ち
は
色
と
り
ど
り

の
久

多
い〉
が
待
機
し
て
い
る 。

カ
i
フ
で
お
し
ゃ

れ
を
し
て
い
る 。

東
風
出
場
や

荒川
阜
の
市
場
に
コ
野
菜
や
雑
貨
が
訟
お
に
並
び 、

よ 若
う，港

7ごの。 間
貸�＇と
司
ハ
中
国
系
百
貨
店〉

を
思
わ
せ
る

日
限
日

の
問問
和
問
や
故
宮
は
遊
覧
答
で

阪
わ
い 、
カ
メ
ラ
も一
寸
し
た
新
流
行
に
な
っ
て

い
て
、

昆
明
湖
で
は
子
供
た
ち
が
治
水
〈
久
ケ
1
ト〉

·， ， • 

． 

． 
、 ． ． 4’ 

，， 

に興じ
ている
。

五〉

交
通
撃
裂
の
民
皆
（
路

一

方、

の
努
力
も
空
し
く 、
い
か
に
も
中
国
人
ら
し

いこ
と
だ
が 、
路
上

の
交
泊

の
乱
れ
は
託
く
ば
か．

り
で
あ
る 。

、ノに、

絞
ら
に
と
っ
て
は
歩
道
も
車
道
も
な

自
動恥
が
い
く
ら答笛を鳴
らそ
う
とも 、

一
切
「
馬
耳
東
風」
な
の
で
あ
る
か
ら 、
円以
近
は

交
通
事
故
が
め
つ

き
り

梢
え
て
い
る
と
い
う 。

手

砕
を
か
ん
だ
り

談
を
吐
く

人
が
多
く
な
っ
て
い
る

こ
と
も
新
し
い
発
見
の
一
つ
だ
っ
た 。

こう
し
て北
京は 、

街頭
的
な印象か
らする

か
ぎ
り、
すベ
て
が
平
常
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て 、
あ
た
り
ま
え
の
中
間
を
そ
こ
こ
こ
で
感
ず
る

こ
と
がで
き、
八
年前
の北京
と
く
らべ
た
ら 、

まる
で別
世界
のよ
う
で
あ
っ

た 。

京
を

八
年
前
の
北

と形容する
とし
た
ら、

今

f・ー！？
， れ

hN
Lべ
・が…

ム ベ
HH

ま
さ
に
HH

孜
版
摂
抱
HH

と

い
っ

た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か 。
こ
の
よ
う
な
北
京
の

表
情
は 、

も
と
よ
り 、

た
ん
な
る
街
頭
以
卦
だ
け

に
あ
る
の
で
は
な
い。
『人
民日報』や
『紅

の
論
調
か
ら
予
想
さ
れ
る
「
批
林
批
孔」

述

「
批
林
批

・
日
の
北
京
の
表
情
は
、

－r，、a，
4門凶ysJlE

 
劫

の
荷
揚
と
は
ま
っ
た
く
別列
な
っ
て 、

孔」

運
動

の
大
衆
的
尚
扱
や
そ

の
学
習
風
訟
な
ど

を
私
は
つ
い
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た 。
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列
車
の
服
務
長
も
ホ
テ
ル
の
服
務
員
も
般
を
も
て

、

，， 

． 
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あ
ま
し
気
味
に
錯
誤に
興
ず
る
ほ
か
は
ト
ラ
ン
プ

をやっ
て
い
る
し、そ
こここ
の
的同（出丁〉

で
は「
紅
衛
兵」
の
腕
誌
をつ
け
た
少
年た
ち
が
コ

・マ
に
夢
中
に
なっ
て
い
る 。
い
ま
中
国
を
絞っ
て

い
る
の
は、「
政
治
釘
こ
の
社
会
的
雰間
気で
は

， 

なく
し
て、

「
脱
政
治」
な
い
しは
「
政

治
的
ア
パ
シ
！

」

で
は
な
か
ろ
う
か 。

文
化
大
草

・
命 、

林
・彪
兵
変 、

そ
じ
て
「
批
件
批
孔」

述
勤
と

相
次
ぐ
激
動
と
曲
折
の
あ
と
に
民
家
が
見
出
し 、．

期
待
し
た
も
の
こ
そ 、

「
政
治
」

よ
り
も
「
生
活
」

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ、

こ
の
よ
う
な
方

向
こ
そ、

今
日
の
中
国
の
大
衆
的
潮
流
で
あ
る
よ

う
な
試
が
す
る。

だ
が同
時
に、以七阜の
表
情だ
けが
北
京
な
の

で
は
な
い 。
い
う
ま
で
も
な
く、
も
う一
つ
の
北

京
が
そこ
に
は
あり 、
それ
こそ 、

党中
央で
あ

・

り、

全
開
人
民
代
表
大
会
で
あ
り、

中
南
海
ハ
中

間首脳
の
店宅の
あ
るとこ
ろ〉
で
あ
る
の
で
あ
っ

て、
以しく
も
放しい
政
治
的ドラマ
の世
界
が

それ
であ
る 。ホテル
の
服

務員
でも
明
ら
か
に

幹部
らし
き
服
務
只は、
「
内部
刊物・
注
意
保

存」
と
記さ
れ
てい
る
は
ず
の
『参
放
消
息』

（吋
参
考
消
息』）

を
託
ん
で
い
た
の
を
弘
は
た
ま

た
ま
目
諒
し
た
が

まさに

．ー－－一一一一一

（「本考消息」については間前
， 

「『人民白銀もと『参考消息E 、

一九七

四
年
十
一

月
号、
ち
閉
じ
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
内

部
刊
物
・

注
志
保
存」、

も
し
く
は、

こ
れ

ら
の

μ
密
教
的
メ

デ
ィ
ア
HH

に
し
ば
し
ば
容
き
こ
ま
れ

る「
不
得
外伝」
の
世
界
が、

も
う一

つ
の
北京

とし
て
必
然と
存在
する
の
で
あ
る。
そ
して 、

こ
の世
界に
つ
い
て
は一
般
市
民も
外
関
人
も同

様
に 、
そこでの
出
来事
を
つねに事
後に
知
ら

される
の
み
な
ので
ある 。

円払
は
今
回
の
北
京
滞
在
中 、

す
で
に
全
国
人
民

代
表
大
会
の
開
催
が
迫
っ
て
い
る
状
況
を
い
く
つ

か
突
怒
で
き
た
の
で
（
詳
し
く
は 、

部町制
「
モ
ス
ク

ワ
・
ウ
ラ
ン
パ
l
ト
ル
・

北
京」 、
『

中
央
公
論』
一
九

七
究
年
三
月
号 、

か
照）

、

人
民
大
会
設
に
と
く
に

注目
し
て
い
た
が、
やは
り
払の
滞
在
中
ーー
そ

の
問に、
令一
副人
民代
表
大
会は
凶
作和し
て
い
た

ll
人
民
大会
笠には
そ
の堂内
の
か
なりの
部
・

分
に
た
え
ず
定
位
が
と
も
り 、

番
兵
の
数
も

多
か

．
っ

た 。
今
回
の
全
国
人
民
代
表
大
会で
も

二
八
六

回
名
も
の
代
表が 、
一
堂
に
参
集
し
た
の
に 、
北

京に
数
多い
ウォッ
チ
ャ
ー
た
ち（在外公館
只や

特庶民〉
に
まっ
た
く
気づ
か
れ
ずに
務
む
秘
密

は、
い
ま
や、
今回の
全
国
人
民
代
表
大
会の
す

べ
て
の
文
献
や
報
告
が
引
用
し
て
い
た

『諮怠ノ・』「毛主席

、

、

． 
． 、

の
泌
く
地
下
道
を
拘
り
：
：
：
と
い
う
万
針」

表
た
ち
が
忠
実
に
従
っ
て
地
下
道
を
利
用
す
る
以

．
外
に
は
あり仰げ
ない
と
思
わ
れ
る。

こ
の
点
に
関
連し
て 、

｛℃ 

聡
明
に
も

啓一史
な
特
派

れ
尚
氏
が
ほ
と
ん
ど
伝
え
て
く
れ
ない
が
災
だ
け

今
日の
北京
で
は、

を勺山
せ
ば 、

有
名
な
革
命
MM

物
船山 、
原
史
博
物
館 、
人
民
革
命
軍
事
問
物
的 、

中
国
美
術
館 、
北
京
悶
科
館
な
ど
が
依
然
と
し
て

T行
内
随・

す
べ
て
閉館の
ま
ま
で
ある
ほ
か
に、

の
跳
裂
が
楽
し
め
る
小
山
い
丘
と
し
て
知
ら
れ
る

その協の
有
名
な
北伽
公

故
直一供の
景
山
公
川問 、

問
は、
すべ
て一
般の
立入り
禁
止
な

の

る 。

北
海
に
か
か
る
橋
も
厳
唱
な
鉄
摘
で
関
わ
れ

て
い
て
番
兵
が
ほ
ぼ一
ニ
0
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
立
つ

．

て
お
り 、

鉄
栂
か
ら
一

メ
ー
ト

ル

以

内
へ

近
寄

で

あ）

つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
なっ
て
い
る 。

.r.：・
111 
んk
""' 

関
や
北
海
公
開
が
中
南
海に
近い
た
め
で
あ
る
こ

中
市
海
を
わ

が
悶
の
息
胞
に
た
と
え
れ
ば、

丸
の
内
の
ピ
ル
街

や
パ
レ
ス
・
サ
イ
ド
ピ
ル
が
一

切
立
入
り
禁
止
で

外
堀
や
日
比
谷
公
開
も
立入
り
桃川
止
で
あ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い

。

従っ
て、

あ
り、

税
問
栃
あ
た
り
は
鉄
摘
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て

い
る
と
考
え
K
ば
妥
当
で
あ
る
う 。、

八
年
目
の
北
京
の
変
化
の
大
き
さ
に
鷲

っ
て、私

は、

‘ 

－ ． 

． 

． 
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。「毛沢京以役」への焦！むと公らぎ

き
な
が
ら 、

北
京
の
な
か
日
存
在
す
る
平
静
な
市

曲
折
の
の
ち
L
た
ど
り
つ
い
た
内
政
上
の
結
節
点

民
の
表
的
と 、
「
内
山
刊
物・
注
意
保
存」
ら
し

で
あっ
た
だ
け
に 、
そ
れ
は
き
わ
め
て
問
到
な
幣

くt主
「
不
待
外
伝
」

の
世
界
と
い

う
μ
ニ
つ
の
北

備
の
の
ちに実現
し
たも
の
であっ
た
こ
と
が
う

a
か
が
われる 。

の
依
然
た
る
存
在
に 、

両
者
の
あ
い

大
会
に
先
立っ
て 、
こ
の一
月
初

旬
か
ら
全
国
人
民
代
表
大
会
の
予
備
会
議
が
閃
か

そ
しJ

だ
の
断
絶
の
大
き
さ
に 、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
多
く

の
広
慨
を
悦
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た 。

れ 、

大
会
出
前
に
は
中
国
共
産
党
十
期
ニ
中
全
会

が
開
催
さ・
孔
て
大
会
で
の
認
．泊
や
人
事 、

と
く
に

お
小
平
の
地
位
の
著
し
い
再
上
昇
な
ど
が
決
め
ら

そ
の
よ
うに

問
到
な
状
況
を
物
語

こ
の

つ
のμ
北
京
の
内
部
で
中
同
は

十
年
ぶ
り
の

全
国
人
長
代
表
大
会
を
聞
き 、

後
者
の

HH
も
う
一

新
立

訟
を
掠
伏
し
て 、
新
し
い
悶
家
件
制
を
設
え
た
の

れ
た
こ
と
も 、

・
でhのっ
た 。

っ
て
い
よ・
フ 。

2 

歴
史
的
移
行
期
を
担
う

こ
う
し
て
出
現
し
た
今
回
の
新
し
い
同
家
桁
与

体
制
の
性
陥
を
分
析
し
て
み
る
と 、

そ
こ
に
は
次

の
よ・
フ
な
ニ
つ
の

特
散
が
明
白
に
浮
か
び
あ
が
っ

て
く
る
。

ま
ず
第
一

に
は 、

林
彪
兵
変
の
教
訓
を

学
ん
だ
中
闘
が 、

文
革
以
後 、
一

九
六
九
年
の
九

全
大
会
を
頂
点
に
し
て
形
成
さ
れ
た
一

級
の
「
兵

新体制

十
年
ぶ
り
に
間
信・
さ
れ
た
第
四
期
全
国…
人
民
十・

表
大
会
鈴
一

中
国
が
文
化
大
革
命 、

回会該
は 、

－rp・541 ．、 ．rt
P
R
P
5
 
「
批
休
批
孔」
運
動
と
い・フ
激
動
と

こ
こ
に
ほ
ぼ
完
全
に
脱
却

営
画
家」
体
制
を 、

し 、
同
時
に
党・
原・
政
を
行
ぬ
く

中
国
共
皮
党

の一
元
的
指
得
体
制
を
形
成
し
た
こ
と
で
あ
る 。

従
っ
て 、形
式
上
は 、
新
鋭
法
が
明
白
に
し
て
い
る

党
主
附
に
す
べ
て
の
統
帥
縦
が
与－vん
ら

，
れ
た
の
で
あ
る 。
同
時に
文
字
通
り
の．一
党
独
裁

体
制
が
凶
家
体
制
を
も
包
み
こ
ん
で
確
立
さ
れ 、

全
国
人
民
代
表
大
会
は
い
ま
や
倒
家
権
力
の
政
尚

よ
う
に 、

で
は
な
く
し
て 、

指
一ω
ほ
山川
（
旧
説
法〉

住
党
指
川市
下
の
附－Mか
段
別
に
な
っ
た
の
で
あ
り・

・ドAqt一、
Egt’J」〆

ハ｝山川ぷ
法
部ニ
Hhh

お
よ
び
第
十六
条）

、
中
央
人
氏
政

府
と
し
て
の
同
務
院
は
党の一一判
的
お
む
下
の
行

．

政
法
聞
に
なっ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う 。

こ
の
よ
う
な
政
治
伎
れ
ハ
mr去にの乞
〉FVUUH ・pl

－ もZ
�t( � 
{11] (i. 
を比
な
し、
も
Q) 
で
.). 
の
くJ

い
か
な
る
社
会
主
義
判
家
に

（日本弁三士連合会話）

－Jパω
「山J

－浅
野
義
治

山ay引幻…1一勺月三PRhAW…－A

日正予ゴ
／工戸・F
戸
、γ＼一J
J、にェお

－－ノ一 宇
コ

乙・
3コhp

十 千
代剖
文
は 、

地
方
公
務
UH
法一回一
七
糸
の
人H
芯
誌
の
辺
助
か・り
V刺
殺
相刊
行
役
小
川口
同

日決
を
友
利
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り ‘

間
判
決
め
村
み
に
武
大
な
れ
%
の
あ
ワ
た

最
高
廷
の
Aft
遊
中 山
鈴
本
件
判
決
お
よ
び
v
w
数
級
別
事
事
件
判
決
を
む

併
せ
批
判
し
な

が
ら ．

公
務
以
の
ス
ト

MM
止
説
法
の
A白
押一
位
を
前
例
し
ょ・
？
と
す
る
も
の
で
ん
る ．

B6判・

上製箱入

相wjt3
Ld 明・444一

h
V

1
14
宅

円

＼，耳目

九一 tつ
けd

yに・
い
に

・3・・
’
j
－ゅ

捻せんのことぱ

tv決ht44H川
市
川
忍

こ
の

た

び

に

ま

た

お

・好

速
の

手

で
『

先

ι

と

引…
似

合
』

そ
山山．
泌

さ

九
・
9

J』

と
h

っ

た
の
は 、

三
二
と
に
う
れ
し
く ．

こ
の
開
討
の
町内
任
者
は
ら
ち
ら
ん 、

こ
れ
円

心
を
H叶
っ
て
い
る一
む
の
か
た
が
た
に
も
定
非
J山叫
ん
で
い
た
だ
会
た
い
と
怠
い
ま

？jhJ
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、

は
、

「
マ
ル
ク
ス
主
袋
・

レ
l
ニ
ソ
主
義
・

毛
沢
東

問心
却
は
わ
が
悶
の
思
想
を
浮
く

忠
治
的
基
礎
で
あ

る
」

と
明
記
さ
れ
た
も
の
の

、

伝
え
ら
れ
た
臼
家

元
首
の
規
定
も
な
く 、

毛
沢
京
間
人
の
名
前
も
明

記
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は 、

時
代
へ
の
一

「
毛
沢
京
以
後
」

の

つ
の
配
応
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
記
応
は 、

入。I
M
の
新
体
制
の

人
事

耐
に
も

随所に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が 、

作店法
を
み
る
かぎ
り 、

以
上
の
よ
う
な形
式

上・
仏
机
上
の
間
短
と
し
て
の
み
な
ら
ず、
い
わ
ゆ

る
毛
沢
京
路
線
が 、

た
ん
に
理
論
・

思
想
面
ば
か

り
か
れ
神
的
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
や
は
り
注
目
せ
ざ
る
を
待
な
い 。
ヲ
て、
μ
に・
た

と
え
ば 、

般
信
杭
に
か
ん
し
て
「
前一
大
な
反
本
命

刑
事
事
件
に
対
し
て
は 、

大
衆
を
動

只
し
て
討

芯
と
批
判
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

〈第二十五糸〉
とさ
れ 、

ま

さに
文
革
方戎
が

と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と 、

張
者一
前
の
ん訟
法
改

定
以
行
に
あ
る
よ
う
に 、

「
毛
主
ぃ加
の
提
笑
に
も

と
づ
い
て 、

改
正
集
第
二
十
八
条
に 、

公
民
は
罷

栄
の
自由が
あ
る
と
いう
内容
を加
え
た」こ‘と

か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う 。

こ
の
「
龍
栄
町り
自
由」

、

つ
ま
り
ス
ト
ラ
イ
キ

椛
の
問
題
は 、「治反市恕
」

の
制度
化
だ
と
い

， 

． 

っ
て
よ
い

。

な
ぜ
な
ら 、

中
国
に
お
け
る
ス
ト
ラ

イ
キ
と
は 、

政
治
的
プ
ロ
テ
ス
ト
と
い
っ
て
も 、

毛
沢
東路約
を阻止
し
よう
と
し

た
突
な
派
二
た
い
す
る
造
反
を
上
か
ら
指
辺
し
た

こ
れ
ま
で
は 、

結
局山市
住
力
者
の
慾
怠
に

よ
っ
て
発
動
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
’

－G。 も
のに
ほ
かな
ら
ず 、

唯
一

の
例
外
は 、

か
つ
て
一

九
五

七

年

六
・
月

の
「
百
花
斉
放
・

百
家
争
明
」

期
に
お
け
る
税
問

お
一

中
学
の
教
員
・

学
生
ス
ト
ラ
イ
キ
事
件
で
あ

っ
・に
。

こ
の
と
き
に
は
約
一

O
O
O
名
の
学
生
と

一

部
教
師
が 、

上
級
学
技
へ
の
進
学
問
題
に
端
を

発
し
て
不満
を限発
させ 、

共産
党員
の校
長
と

そ
の

他
五
名
の
党
民
教
師
の
昨
殺
を
裂
求
し
て
戸

ト
ライキ
とデモ
を
お
こ
な
い

、

や
が
て激
し
い

共
産
党
批
判
を
展
開
し・
た
の
だ
が 、
ま
も
な
く
H

中

国
の
ハ
ン
ガ
リ
ー

市
件
μ

を
恐
れ
た
党
中
央
は 、

反
右
派
闘
争
へ
と
方
向
を
急
転
さ
せ 、

こ
の
事
件

の
主
践
者
と
し
て
副
校
長
以
下
数
名
の
教
μ
が
述

補
さ
れ
た
の
ち 、

や
が
て
主
犯
三
名
の
死
刑
執
行

が
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た 。

こ
の
よ
う
な
中
国

に
お
い
て
新
沼
法
の
「
起
業
の
自
由」

は 、

社
会

主
義
的
民
主
主
義
鉱
大
の
一

環
と
し
て
そ
れ
を
考

え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る 。

． ． 

． 

． 

， 

、、

以上
に見
ら
れ
る
党
の一元
化指導体
制
の確

立
と
「
毛
沢
京
路
線」

の
打
微
に

も
か

か
わ
ら

ず 、

こ
う
し
た
タ
テ
臨
却
に
た
い
し
て 、

尖
務
派

官
僚
体
制
の
再
編
成
と
い
う
厚
い
ヨ
コ
庄
棋
の
定

訴
が見
ら
れ
るこ
と
が人守回
のおこ
の特徴
で

あ

ろ
う。こ
の第一
の特徴
と
第二
の特徴
と
は 、

明
ら
か
に
矛
応
す
る
こ
つ
の
方
向
性
を
示
し
て
お

り 、

こ
こ
に
中
間
新
体
制
の
大
き
な
矛
盾
と
問
題

点
があ
る
こ
と
は
明白
で
あ
るう 。
そ
し
てお
ニ

の特徴
が示す
方向
は 、

新
しい倒
務院体制な

はじ
め
とす
る今回
の
人事
にお
い
て
と
くに著

し
く 、

王
洪
文 、

江
守 、

李
徳
生 、

挑
文
元‘ 、

在

来興
ら
の
い
わ
ゆ
る文
革
ラ
ディ
カ
ル
な
い
し
は

、

文
革
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
は 、

新
し
い
同
家
体
制
に
ま

っ
た
く

位
犯
を
占
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る 。

在
来

興
に
い
た
っ
て

は 、

名
前
さえ出
て
い
ない

。

も

っ
と
も 、

こ
の点
の汗仰
に
か
ん
し
て
は議論
の

分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ・
て 、

張
者
扱
を
文
革
ラ
デ

ィ
カ
ル
の・
災
力
者
と
み
な
し 、

帯
同
杭叫
が
副
総
迎

兼
任
の
公
安
部
長 、

革
命
校
総
刷
で
知
ら
れ
る
江

宥
グ
ル
ー
プ
の
子
会
泳
が
文
化
部
長
に
新
任
し
て

い
る
な
ど 、

訟
要
な
部
署
を
文
部
ラ
デ
ィ

カ
ル
が

依
然
占
め
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
が 、

し
か
・

張
帯
栃
を
合
め
総
じ
て
災
務
派
行

。0．，4
、
司4、， 

． 

‘ 

， 

！J 、

却山叩
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片山〈
務
派
党
官
仰い
が
人
事
国
で
伎
位
を
占

め
た
と
い
う
印
匁
は
ぬ
ぐ
え
な
い 。

政
抗
出品 、

こ
の
山…
を
山北
関
す
る
前 ．
訣
な
間
短
こ
正 、

て
十
全
大
会
の
正
洪
文
川ポい
が
あ
れ
ほ
ど
波
放

し 、
「
乱
れ
批
孔」
辺
助
の
以
広・
お
州げ
で
も
め
っ

た
は
ずの
「
反
川崎
流」 、「
反
彼
昨
ハ
反
税納）
」
の

司ハ
ロ
l

ガ
ン
が 、

〈J
例
は 、

新
制
公
認
か
ら
も

訟

山市
桁
報
告 、
周
恩
来
政
府
活
動
報
告
か
ら
も
完
全

に
消
波
し 、「
反
潮
流」
と
い
う一一
u
奨
さ
え
ま
っ
た

台、
つ

流」

「
反
渇

「
批作
批
孔」迩
動
の挫
折

は
じ
め
て
今
阿
の
笥
体
制
が
出
現
し

そ
の
位
以 、
た
ん
に
同
妨
院
人

人
民
奴
放
軍
の
詩
人
事
に
い
た

く
HA
山
せ
な
い
こ
と
で
あ
る 。
つ
ま
り 、

迩
助
と
し
て
の

の
あ
と
に 、

削げ
た
の
で
あ
り 、

事
の
み
な
ら
ず 、

い
わ
ゆ
る
従
拡
幹
部
が
そ
の
大
叫ん・
を
占

こ
う
し
て
「
反
U
M」
も
ま
？
に
く
空
し
い

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
化
し
て
し
ま
っ・
に
の
で
あ
っ
た 。

私
は
い
ま 、

「
批
枠
拡
孔」
淫
到
の
挫
折
と
い

っ
た
が 、
「
批
料
治
孔」
迩
引
は 、

昨
年
以
以

米 、
当
初
の
椛
力
政
治
的
な
い
し
は
路
線
闘
争
的

性
仰
を
大
き
く・
変
幻
む
せ
て
今
日
ι
い
た
っ

て
い

る
ま
で 、

＼
J、‘，‘

 

仲朴
必
品
交
に
関
連
し
た

ー「 ... � 

〈 よ
?Ii. う
’じl’

！ど．
；仁 ：�）
詰� . �I, 
V る
!..--i ・

芸�
L-

の
な
か
の
ニ
つ
の
刺

h丸
山
k

＼訳、

JF1tf句tadEB’H
す
な
わ
ち
毛
沢
来
日

専
制
訟
お
と

． 

し
て
の
奈
始
皇
信 、

毛
沢
東
日マ

ル
ク
久・
ν
i

ニ
ン
主
おの
・衣
な
か
ぶ
り
な
が
ら
災
は
孔 ・4
の
追

を歩む者
と
い
う刺設
的
な文脈
を合むこ
の文

討
を
大
衆
的
に
広
布
さ
せ
た
ぷ
任
は 、

十
余
大
会

の
別
思
米
誌
告
が
路一ポ
ず
る
よ
うに
別
思
米
自
封

だ
と忠
わ
れ 、

下
の
非
毛
沢
京
化」

「
毛
沢
京
作
制

へ
の
法
大
な
別
思
米
何
時
で

そ
れ
は
あ
る
い
は

>-
� 

し つ
'/J ＇，た
し の、 か

も
し

.? I, 
�－ 
人L

L、。

周
恩
来
の
こ
の
戦
略
は 、
彼
が
主一
刻

流
L-グ
ル
ープ
の
反按
を招き 、

「
反
問

十
全
大
会
前
後

し
て
き

た
脱
文
革へ
の
川
流
と
と
も
に

かう
「
反刈
流」
を政印
に
「
批
林
批孔」述品川

が
ま
ず
始
主
命
保
の
イ
メ
ー
ジ
転
娩
を
白
指
す
約

五
沼
引
と
し
て 、

次
い
で
毛
沢
京
こ
そ
孔
誌
の
遊

を
打一
否
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
孔
チ

批
判
辺
効
と
し
て
長
則
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た ．
こ

の
時
期
以
後 、
「
批
林
批
孔」
運
動
は
胡
ら
か
に

問
問中
宋
批
判
を
合
芯
し
て
い
た
が 、
昨
山市
米
の
壁

新聞批判
が中断
し
た
あ
たり
か
ら、

来的近体
制
へ
の
批
判
，目、

て
の
ft 
ヨと

史浮6・i ピ
ヵ： えよ
回u'

れさ・日・2h句光明日誌h
七円
年
七
月二
十三日
付の

mf．’
「
りわ川許
子・
仁
川h
沢法」
口
文であろう〉
も

交錯
し
つ
つ、曲折
をた
ど
っ

た
の
で
あ
る ＠
そ

し
て
昨
秋
来
戦
終
の
統一
と
全
民
族
の
蒋
問
結
が

.,, 

． 

． 

・
叫
出
れ 、

「
批
林
批
孔」
運
動
は
当
初

の
性
的
を
変
え 、
今
日
で
は
き
わ
め
て
久
コ
ラ
哲

学
的
な
政
米
主
ぷ
の
傾
向
を
結
び
つ
つ 、
一
段
の

イ
デ
オロ
ギ
ー－
キャ
ン
ベ
i
y
に
たっ
て
い
る

こ
う
し
て

の
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
な
経
れ
の
の
ち
に
迎
え
ら
れ
た
今一
回

人
民

代京
大会
は 、
や
は
り一極
の
政治
的妥協

の
う
え
に
成
っ
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
が 、
結
集
約

に
文
革
ラ
デ

ィ
カ
ル
は
訟
法
に
「
毛
沢
見
路
線」

を
定
治
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
を
と
り 、

山〈，
M

派
官
僚
は
人
事
を
主
税
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
笑
を

と
っ
た
と
も
い
え
よ
う ．

－－Ea，、局、
ふれ占H
毛
以
来
向
・持 、

τ日
トf、‘，
ah

r
・4
とL
t－

「
川悦
木
的
大

法

だ
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に 、

Aq日
の 、
そ
し

て
将
米
の
中
同
に
お
い
て
は
新
神
や
み引
H
よ
り
も

宗
利
的
苅
現
尖
の
方
が
は
る
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

を
も
つ
で
あろ
う 。
こ
の
占…
で
「
反
潮
流」
運
動’

や
は
り

時
代
の．
安

の川阿佐
は
あ

の
削
減
に
み
ら
れ
る
よ
う
に 、

お
へ
の
対
応
引
を
も
っ
た
「
潮
流」

ら
そ
え
な
い
よ
う
に
忠、
三

大
栄
の．
脱

政
治
化
状
況
の
な
か
で 、
生
活
の
向
上
と
れ
ば引
先

設
が
ま
ず
ま
ず
術
史
な
A
MU
に
な
りつ

つ
あ
る
中

周
恩
来
設
告が
強
調
し
た
経
涜
計

と
く
に 、

国
に
お

い
て 、

同
と
そ
の
諸
体
系
の
m
到
な
述
成
こ
そ 、’
い
ま
や

． 
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． 

／ 治
在
的
な
大
然
的
合
主に
な
りつ
つあ
るか
のふ

Fノ 日』。M，
 
以
上の
よ
うに

見て
くる
と 、
中
国の
新しい

方
向
は
全
体
と
し
て
明
白
で
あるにもかか
わら

ず 、
そこ
に
は
こ
つ
の
矛
盾し
た
政
治の
緋
造と

実
態
が
な
お
残
っ
て
お
り 、

形
式
上
の
党
の
絶
対

的
権
限の
強
化は 、
その
頂
点に
た
つ
党主席
を

「
毛
沢
京
以
後
」

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
っ
た
ら
〆

よ
い
の
か
と
い
う
点
で
か
え
っ
て
大
き
な
不
安
を

将
来に
残
し
て
しまっ
た 。
同
時
に 、
い
わ
ゆ
る ．

ジ
エ
ロ
ン
ト
ク
ラ
ジ
l

（
老
人
支
配
体
制〉

か’
ら
の

脱
却
は
ま
だ
ま
だ
述
庶
さ
れ
て
お
ら
ず 、
結
局
は 、

・
長
老
政
治
家
が
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ス
ト

を
占

め
た
の
で
あっ
た 。

こ
う
し
て
中
国
は
い
ま 、

「
毛
沢
東
以
後」

の

時
代
へ
の
移
行
期
に
対
応
す
べ
き
体
制
を
よ
う
や

くに
して
形
成
し
お
えた
とい
う

安
ら
ぎの
な
か

に
も 、

将
来
へ
の
大山
ぎ
な
焦
点
を
そ
こ
に
残
し
て

い
る
の
で
あ
る 。

． 

， 

3 

毛
j尺

ど東
う の一
見搾

る威

かを

私
が
今
問
の
北
京
滞
在
中
に
節
感し
た
こ がと
の

一
つ
は 、
毛
沢
東イメ
ー

ジに
か
ん
し
て
中国
内

部
と
外
部
世
界
と
の
あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
ま

りに
も
大
き
す
ぎる
とい
う問

題
で
あっ
た 。
少

な
くとも
北
京
に
い
る
かぎり 、
毛
沢
京
の
権
威

に
窃りが
ある
といっ
た
兆
候は
まっ
た
く

感じ

ら
れ
な
い

。

そ・
れ
は
い
う
ま
で
も
な

ノヘ
一

時
の

よ
う
な
毛
沢
東
個
人
崇
拝
の
馬
鹿
げ
た
街
路
は
な

い
に
せ
よ 、
依
然と
してい
た
る
とこ
ろに
毛沢

東の
偉大
さ
を
示
す
表
監が
あ
り
す
ぎる
た
めで

あ
る
うし 、

斥沢
東の
指導
力へ
の
懐
疑その
も

の
が
タ
ブ
ー

で
あ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う 。

こ
の
点

に
関
連
し
て
は 、

今
回 、

北
京
で
倍
認
で
き
た
こ

と
の
一
つ
で
あ
る
が 、

新
話
出
店
な
ど
を
の
ぞ
い

て
み
る
と 、
かつ
て
文
化大
革
命の
時
期に
は 、．

毛
沢
東
の
著
作
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

だ
け
が
説
び 、

私
は
つ
い
に
一

間
し
か
買
う
べ
き
本
が
な
か
っ
た

の
に
く
ら
べ
て 、

今
回
は 、

中
図

版
の
マ
ル
ク

ス 、

エ
ン
ゲ
ル
ス 、

レ
l
ニ
ン

、

ス
タ
ー
リ
ン
の

．

著
作作却をは
じ
め 、
「批
林
批
孔」
運
動に
か
ん

し
て
も 、また
小
説、

雑
誌
却に
し
て
もき
わ
め

て
豊
富
な
径
須
の
書
籍
が
あ
ふ
れ
て
い
た
こ
と
を

記
さね
ば
なる・まい ．

雑
誌では
新た
に
創
刊さ
れ
た
『
歴
史研
究』

や
『
北
京
大
学
学
報
』

、

明
学
習
と
批
判
』

な
ど

わ
が
国
で
は
入
手
し
に
く
い
刊
行
物
を
は
じ
め 、

． 

． － 

．・

． 

百
給
額
以
上
の
本
や
小
冊
子
を
私
自
身
購
入
し
な

い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も 、

そ
れ
は
反

映
し
て
い
よ
う 。

． 

一

方 、

こ．
う
し
て
毛
沢
東
個
人
の
相
対
化
が
す
・

すみつ
つ
ある
反 ．泊 、
天
安
門は
い
うに
お
よ
ば

止
3 、

主
要
な
建
造
物
の
す
べ
て
に
毛
沢
東
の
肖
像

が
か
か
げ
ら
れ
て
お
り 、

「
毛
語
録」

の
あ
の
赤

い
本
は
誰
も
持
ち
歩
い
て
は
い
な
い
も
の
の、

い

た
る
と
こ
ろ
に
「
毛
主
席
語
録」

の
看
板
が
存
在

す
る
こ
と
な
ど
は 、

当
然
の
こ
と
な
が
ら 、

毛
沢

東
の
権
威
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る

。

一

方 、

外
部
世
界
で
は 、

今
例
の
全
同
人
民
代

、
表
大
人討
をめ
ぐっ
て
も 、
モ・以
来の
地
位の
後
退

が
一

部
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
る 。

と
く
に
『
ニ
ュ

ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
』

誌
が
一

月
六
日
号
以
来 、

昨

私
の
武
漢
郊
外
・

束
期
究
館
に
お
け
る
HH

毛
沢
京

の
三
十
七
項
目
に
わ
た
る
自
己
批
判
淀
川川

を 、

今・

回
の
全
同
人
民
代
表
大
会
へ
の
毛
沢
東
の
欠
席
に

関
述さ
せて
紹
介し
て
以
来、こ
の
点
につい
て

の
多く
の
関
心
を
呼ぶこ
ととなっ
た 。も
とよ

．
り 、

HH
毛
沢山
氏
自
己
批
判
説
HH
の
真
偽
は
定
か
で

な
く 、

そ
も
そ
も
こ
の
情
報
自
体 、

す
で
に
昨
年

末、

若
泌で
流
作
て
い
たもの
で
あ
る
し 、

かっ

「
八五
七一
工
程〉
紀安」・ ・
や

て
の

「
窓
法
草

、

． 
． 

． 
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の
よ
う
に
文
占
で
主
付
け
ら
れ
た
も

の
で
は

小小ん」

． 
-
，』

。弘のけ午日似た印上京か

． 

な
い
の
で 、

nu
の
伐・
を
出
る
も

の
で
は・
な
い
で
あ
る
う 。

こ
れ
だ
け
で
は
や
は
り ，，

 
．．
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い
こ
と
に
校
史
況
で
き
る
が 、

市怖を伊期待す
るこ
とよ 、

し
か
し 、

金
問
人

‘ 

． 

． 

uy．
代
ぷ
大
人以
は
U
K
的
に
は
%
の
一

似
品
と
化
し

前
例
も
－M
ムヘ
別
も
名

・ま
す
ま
す
て
主
な
く
な
っ

・一九、
フ・
二
に 、

モ－
r
京
自
身 、

て
ゆ
く
で
あ
る・
λ

． 

お
に
名J4 ・
辿
れ
て
い
る
だ
け
で、

、
、

£’hd
αHh 1

1V4ueJ芳、，qft

． 

し
か
し 、

そ
の
よう
な

も
い仏rvJ
三
で』
な
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら 、

欠
・航
・日

比・
は
と
くhh

大
き
な
立
味
を
も
つ
も
の
と

， 

行
政
的
指

一立M
N
の
低
下

が 、

径
の
旬
以
的・
カ
リ

”戸、
の

． 

． 

＋h
f
h

v
フ
L

P品
、
．

，‘．H 引’・吟4・噌44I・hv

久
マ
的
位
攻
の
択
下
に
ま

そ
の
老

・b
化
と
絶
対
的
拡
威
の
ゆ
え
に
す
べ
て

を
ま
か
せ
て
北
京
を
経
れ 、

悠
々
と
弘、
の
保
廷
に

で
つ
な
が
る
と
見
る
の

よ 、

い
さ
さ
か
短
治
的
で

． o r毛沢以J·1， 法 J へ の：... : ＇.ぷと安うざ

つ
と
め
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
な
く
は
な

ゐ
り
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
り

い
の
で占ゆ
る 。

む
し
ら 、

毛
沢
東
の
行
政

「
反
引い
託」

一

方 、

巡
到
の
山内
折
は 、

た
し
か

に
毛
沢
京
の
指
U
力
の
限
界
を
示
す
が 、

し
か

し 、
H
て
の
こ
と
が
毛
沢
京
の
ぽ
践
を
苦
し
く
・似
つ

的指忠能
力
のほ
下を補

や
が
て
来
た

認
し
つ
つ 、

、

る
で
・
み
ろ
う
「
毛
沢一
以
以

け
る
二
で一い
な
っ
て
い
る
と
も
い
い
が
た
い
よ
う

説
L-. 

の
時
代
へ
の
移
行
期

で
お
る 。

を
担
う
べ
き
作
制
が 、

と

学一
彦、
直

拠出

‘ic
’＼－
1’J
／if

qL
 

、、

一
万
十
日
の
北
京
の
テ
レ
ビ
で 、

F、・4h
h
F
JH ．、

τbiJR‘
 

も
か
く
こ
こ
に
丘
立
さ
れ

沢
../ 

中 !J
J内 ；JI�
ii I和
h lrl 
八 の
年 ミ
ぷ ン
り ト
iこ ツ

見 ｜白1

� t. '- ;r : 

？： 見刀、 し
で た
き毛

た
と見
る
べきで
は
な
か
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「

関

か

れ

た

中

国
」

へ

の
H

外

圧
ー

そ
も
そ
も 、

き
わ
め
て
政
治
的
背
対
の
色
渋
い

路
料
問
中
と
し
て
の
「
批
林
批
孔」

迩
肋
が 、

曲

折
の
の
ち
に
収
束
し
は
じ
め 、

多
く
の
矛
盾
の
う

え
に
な
お
阿
到
な
記
応
を
含
む
全
国
人
民
代
表
大

会
が
凶
仰臥
さ
れ
た
すい
尖
は 、

「
毛
沢一
見
以
後
」

の

時
代
が
す
で
に
問
詳
し
つ
つ
あ
る
こ
と
へ
の
中
国

指
辺
防
の
深
刻
な
認
誌
と
将
来
へ
の
焦
燥
が
一

種

の
政
治
的
凝
集
力
と
な
っ
て
こ
こ
に
安
出
し
た
こ

と
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
か
ろ
う
が 。

そ
の
よ
う
な
凝
集
力
は 、
い
ま
や 、
た
ん
に
中
国

内
政
上
の
安
閃
か
ら
の
み
な
ら
ず 、

外
部
世
界
か

一
ら
の
諸
要
凶
に
よ
っ
て
も 、

収一
訳
さ
れ
ざ
る
を
得

ph
、
。

J’川、LV今
日
の
中
凶
は 、

そ
の
内
却
に
依
然
と
し
て
禁

／
断
の
軟
界
を
践
し
つ
つ
も 、

中
間
を
絞
る
制
段
以

読
の
大
き
な
変
化
の
な
か
で 、

問
際
社
会
に
お
け

・

る
中
国
の
プ
レ
久
テ
ィ
l
ジ
の ．
期
大
と
比
例
し
て

的
く 、

こ
の
口
大
な
倒
家
を
「
閉
さ
さ
れ

た

中

間
」

か
ら

．「
聞
か
れ
た
中
国
」

へ
と
徐
々
に
誘
お

う
とす
る

依史
的
なHH
外圧HHに直
面し
て
い
る

の
で
あ
る
。

中
間
が
「
向
力
支
生」

を
唱
え
つ
つ

、、、

も 、

他
方
で
は 、

阿
鉱
社
会
と
く
に
日・
不
や
西
欧

諸
国
そ
し
て
や
が
て
ア
メ
リ
カ
と
も

交
流
の
窓
を

広
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は 、

対
ソ
戦
勾
を
基
本
的
な
外
交
方
針
と
し 、

工
業
化

と
制
民
経
済
体
系
の
完
成
を
訟
本
的
な
国
内
方
針

と
す
る
か
ぎ
り 、

い
ま
や
必
然
的
な

方

向
で

あ

り 、

ま
さ
に

、

こ
う
し
た
お
流
こ
そ
佳
史
的
な
性

佑
と
方
向
性
を
悦
び
た
も
の
な
の
で
あ
る 。

そ
の

よ
う
な
中
間
に
と
っ
て 、

西
側
世
界
と
の
交
流
の

拡大は一つの麻おでも・めるう ＠現にわが同

を
訪
れ
る
代
安
聞
や
初
日
中
の
各
設
久

タ
ッ

フ
．

が 、

そ
の
社
会
的
断
絶
の
大
き
さ
ゆ
え
の
街
路
に

耐
え
ん
と
し
て 、

い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
な
対

魚
に
た
い
しては
い
か
に禁欲
的
に

H一ニ訟
主

活
υ

に
設
し
よ
う
と
努
力
し
て ．
い
る
か
に
つ
い
て

は 、

す
で
ζ
知
る
人
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る 。

当
面 、

こ
う
し
た
H

外
圧
H

に
耐
え
る
力
と
倒

的
践
を
中
討
は
保
持
し
て
い
る
と
は
い
え 、

外
部

世
界
と
の
交
流
や
中
間
を
訪
れ
る
外
向
人
が
各
地

に
滞
在
す
る
健
全
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て 、

両
者

の
あ
い
だ
の
大
き
な
町
長
が
も
た
ら
す
街
京
が 、

中
間
氏
衆
の
意
識
性
を
沼
り
く
ず
し
て
ゆ
く
可
能
・

性
も

皆
無
で
は
な
い
の
で
あ
る

。

そ
れ
・ゆ
え
に 、

た
え
ず
「
批
林
批
孔」

運
動
の
よ
う
な
運
動
を
ふI

後
も
総
統
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
う

・
が 、

こ
の
よ
う
な
H

外
圧
μ

に
い
か
に
対
処
す
べ

き
か
と
い
う
長
応
も 、

ま
た
当
然 、

一
つ
の
大
き

な
接
的制
力
を
形
成
し
削げ
る
の
で
あ
る 。

中
国
へ
の
佼
客
が
滞
在
す
る
北
京
阪
店
の
新
館

は 、

そ
の
偉
容
と
い
い

、

設
備
と
い
い 、

世
界
の

一

級
ホ
テ
ル
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い

。

そ
こ
に

昨
年 、

中
国
で
故
初
の
自
動
ド

ア
ー

が
と
り
ヴ
け

ら
れ
た
と
き 、

北
京
の
市
民
は 、

自
動
ド

ア
！

を

一

目
見
よ
う
と
ホ
テ
ル
の
前
に
県
山
の
人
だ
か
り

を
つ
く
っ
た
と
い
う 。

私
は
今
回 、
こ
の
ホ
テ
ル
に
も
入
っ
て
み
た
が 、

ち
工
う
ど
夕
暮
れ
ど
き
の
王
府
井
の
人
ご
み
の
な

か
か
ら
流
れ
出
た
上
京
者
も
し
い
一

群
が
長
公
京

F街
に
附
す
る
と
の
ホ
テ
ル
に
近
づ
い
て 、

自
動
ド

ア
i

を
見
物
し
よ
う
と
や
っ

て
き
た
と
き 、

見
張

り
の
許
官
は、

不
能
嫌
に
彼
ら
を
追
い
は
ら
っ
て

し
ま
っ

た 。

わ
れ
わ
れ
外
筑
は
自
由
な
の
に 、

ど
う
し
て
一

般
市
民
は
こ
の
よ
う
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
と 、

中

同
社
会
の
政
し
い
断一
聞
の
｝
ヨ
マ
に
巡
逃
し
て、

私
は
思
わ
ず
心
を
閉
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
る 。

追
い

は
ら
わ
れ
て
い
っ

た
人
び
と
の
心
に
は
な
に
が
残

っ
た
で
あ
ろ
う
か 。

， 

． 
． 

－ ． 

． 
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