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開
顕
」
第

号
71

再
建
は
宿
直
室
の
雑
魚
寝
か
ら（
巻
頭
言
）

森

信
三

校
長
の
研
修
会
な
ど
の
際
、
私
は
「
宿
直
室
の
夜
具
は

少
な
く
て
二
人
前
、
で
き
れ
ば
三
人
前
揃
え
て
ほ
し
い
」

と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
私
に
は
教
育
の
真
の

再
建
は
若
い
先
生
達
が
、
授
業
後
、
事
務
や
、
成
績
の
点

検
を
終
え
る
と
、
誰
言
う
と
な
く
宿
直
室
に
集
ま
っ
て
、

教
育
談
義
を
始
め
、
そ
の
う
ち
に
う
ど
ん
で
も
食
べ
な
が

ら
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
話
が
弾
み
、
と
う
と
う
皆
が
宿
直

室
に
雑
魚
寝
を
し
な
が
ら
な
お
話
が
止
ま
ぬ
と
い
う
よ
う

な
雰
囲
気
か
ら
で
な
く
て
は
、
で
き
ぬ
も
の
だ
と
信
ず
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
宿
直
の
夜
具
は
ど
う
し
て

も
三
組
が
欲
し
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
外
が
暗
く
な
り

出
す
と
家
へ
帰
り
た
く
な
っ
て
尻
を
も
じ
も
じ
さ
せ
る
よ

う
な
人
間
に
は
、
事
は
や
れ
っ
こ
な
い
の
で
あ
る
。
私
な

ど
あ
ち
こ
ち
の
学
校
を
見
て
回
っ
て
常
に
物
足
り
な
く
思

う
の
は
、
校
長
室
や
応
接
室
で
、
校
長
や
首
席
や
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
役
員
な
ど
と
い
う
人
々
と
話
を
す
る
だ
け
で
、
肝
心
の

そ
の
学
校
で
中
心
と
な
っ
て
、
ハ
ン
ド
ル
を
回
し
て
い
る

よ
う
な
中
堅
級
の
若
い
人
々
と
逢
わ
し
て
も
ら
え
な
い
こ

と
だ
。
本
当
を
言
え
ば
そ
う
し
た
人
々
と
た
だ
会
う
だ
け

で
は
、
ま
だ
足
り
ぬ
。
や
は
り
一
緒
に
宿
直
室
に
泊
ま
り

込
ん
で
、
そ
う
し
た
若
手
の
張
り
切
っ
て
い
る
人
々
と
雑

魚
寝
を
し
な
が
ら
、
夜
の
更
け
る
ま
で
話
し
込
む
の
で
な

け
れ
ば
駄
目
で
あ
る
。
こ
の
間
名
古
屋
の
牧
野
小
学
校
で

は
久
し
ぶ
り
に
そ
う
し
た
快
味
を
味
わ
っ
た
。
五
人
ほ
ど

の
若
い
人
た
ち
と
話
し
て
、
寝
た
の
は
午
前
の
２
時
半
頃

だ
っ
た
。
だ
が
こ
の
調
子
で
な
く
て
は
本
当
の
こ
と
は
始

ま
ら
ぬ
も
の
だ
と
思
う
。

共
産
主
義
へ
の
驚
き
二
つ

森
信
三

周
知
の
よ
う
に
「
共
産
党
宣
言
」
の
書
き
出
し
は
「
一

個
の
怪
物
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
徘
徊
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

共
産
主
義
と
い
う
怪
物
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
語
で
始

ま
っ
て
い
る
。
確
か
に
共
産
主
義
は
当
時
一
般
の
人
々
に

と
っ
て
は
一
大
怪
物
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
だ
が
そ
れ

は
ひ
と
り
当
時
の
人
々
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
代
の
時
代

に
あ
っ
て
も
、
あ
る
意
味
で
は
怪
物
性
は
消
滅
し
て
い
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
は
実
に
巨
大
な
る
怪
物
で

あ
り
、
絶
大
な
る
怪
物
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

最
も
今
日
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
感
懐
を
素
直
に
表
白
す

る
と
、
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
な
人
々
か
ら
は
「
今
時
何
を
寝

ぼ
け
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
。
そ
れ
こ
そ
痴
人
の
寝

言
と
い
う
も
の
だ
」
と
嘲
笑
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

だ
が
私
は
、
そ
う
し
た
感
懐
が
、
現
在
の
私
に
と
っ
て
事

実
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
素
直
に
表
白
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
た
と
え
幾
十
万
の
人
々
か
ら
嘲
笑
せ
ら
れ
よ
う
と
構

わ
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
構
わ
ぬ
と
い
う
よ
り
も
そ
れ
が

私
と
い
う
人
間
の
正
味
で
あ
る
な
ら
仕
方
な
い
で
は
な
い

か
。

一
そ
こ
で
い
っ
た
い
共
産
主
義
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
、

私
が
驚
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
う
ち
第
一
に
学
ぶ
べ
き
は
現
実
に
対
す
る
分

析
が
鋭
く
て
か
つ
確
か
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
う
し
て

こ
の
点
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
資
本
論
」
に
始
ま
り
、
レ
ー

ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
経
て
毛
沢
東
に
至
る
ま
で
、
全
く

一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
「
よ
う
に
思

わ
れ
る
」
な
ど
ハ
ッ
キ
リ
し
た
物
言
い
を
し
な
い
の
は
、

私
自
身
こ
の
点
に
関
す
る
研
究
が
極
め
て
幼
稚
未
熟
で
あ

っ
て
、
こ
れ
を
確
言
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
た
め
で

あ
る
。
こ
れ
故
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
私
は
今
後
で
き
る

だ
け
研
究
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
何
分
に
も
マ

ル
キ
シ
ズ
ム
は
膨
大
な
世
界
観
体
系
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
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の
日
こ
れ
が
た
と
え
あ
る
程
度
に
せ
よ
、
果
た
し
得
る
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
我
な
が
ら
ま
っ
た
く
心
も
と
な
い
次

第
で
あ
る
。
だ
が
も
と
も
と
私
は
愚
直
な
性
質
ゆ
え
、
年

齢
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
切
忘
れ
て
、
今
後
微
力
の
及
ぶ

範
囲
内
の
研
究
は
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

が
、
そ
れ
に
し
て
も
今
言
っ
た
と
こ
ろ
の
、
共
産
主
義

の
現
実
に
対
す
る
分
析
が
、
冷
厳
か
つ
正
確
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
人
々
が
、
も
っ
と
驚
い
て

よ
い
で
は
な
い
か
と
思
う
。
だ
の
に
何
故
、
一
般
の
人
々

は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
に
驚
か
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
私
に
は
こ
の
点
が
近
頃
不
思
議
で
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
レ
ー
ニ
ン
に
も
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
も
全

然
誤
謬
が
な
か
っ
た
と
は
私
は
思
わ
な
い
。
「
ス
タ
ー
リ

ン
に
誤
謬
な
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
し
か
し

人
間
で
あ
る
以
上
ス
タ
ー
リ
ン
に
も
誤
謬
は
な
か
っ
た
と

は
言
え
ま
い
。
毛
沢
東
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
は
や

は
り
言
え
る
で
は
な
い
か
と
思
う
。

だ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
現
実
分

析
が
大
体
に
お
い
て
的
確
で
あ
っ
て
、
著
し
い
根
本
的
な

誤
謬
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
詳
し
い

専
門
的
な
研
究
を
し
な
く
て
も
、
ソ
連
邦
が
今
日
の
強
大

を
致
し
、
ま
た
隣
邦
中
国
が
四
千
年
来
初
め
て
の
諸
民
族

の
大
統
一
を
実
現
し
た
と
い
う
一
事
を
以
て
十
分
だ
と
思

う
。
こ
の
事
実
の
前
に
は
、
一
切
の
議
論
は
一
挙
に
し
て

吹
っ
飛
ん
で
し
ま
う
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

二
私
は
誌
友
諸
氏
も
つ
と
に
御
存
知
の
よ
う
に
、
学
問
の

本
義
は
現
実
の
徹
底
的
分
析
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
者
で

あ
る
。
私
が
よ
く
「
真
理
は
現
実
の
唯
中
に
あ
り
」
と
い

う
の
も
、
之
で
あ
る
。
お
こ
ろ
で
私
を
し
て
、
こ
の
偉
大

な
る
真
理
に
開
眼
せ
し
め
て
く
れ
た
最
大
の
恩
人
は
、
誰

あ
ろ
う
に
二
宮
尊
徳
そ
の
人
で
あ
る
。
今
こ
の
点
に
つ
い

て
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
と
に
か
く
こ
れ
は

私
に
と
っ
て
終
生
忘
れ
が
た
い
重
大
な
事
実
で
あ
る
。

し
か
る
に
最
近
に
至
っ
て
わ
た
く
し
は
、
前
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
、
毛
沢
東
と
い
う

よ
う
な
一
連
の
人
々
が
、
徹
底
し
た
現
実
の
大
分
析
家
で

あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
驚
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
て
，
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
一
般
の
人
々
が
何
故
こ

の
点
に
関
し
て
驚
か
な
い
か
に
、
実
は
驚
い
て
い
る
次
第

で
あ
る
。

私
は
共
産
主
義
者
で
は
な
い
。
多
分
今
後
も
そ
う
で
は

な
い
か
と
思
う
。
す
く
な
く
と
も
私
が
公
式
的
な
共
産
主

義
者
に
な
る
日
は
来
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
だ
が

同
時
に
私
は
共
産
主
義
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
真
実
な
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
虚
心
に
こ
れ
を
認
め
た
い
と
思
う
し
、

さ
ら
に
は
頭
を
下
げ
た
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
現
在
私
の

共
産
主
義
に
対
す
る
考
え
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

何
よ
り
も
ま
ず
驚
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

驚
き
は
、
レ
ー
ニ
ン
以
後
毛
沢
東
に
至
る
人
々
の
現
実
に

対
す
る
分
析
の
冷
厳
に
し
て
的
確
な
る
点
に
つ
い
て
で
あ

る
。

三
だ
が
私
の
以
上
の
言
葉
に
対
し
て
、
「
だ
が
一
国
を
率

い
る
大
政
治
家
で
、
そ
の
施
策
の
方
向
が
誤
ら
な
か
っ
た

者
は
必
ず
し
も
ひ
と
り
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
、
毛
沢

東
だ
け
に
限
ら
ず
、
史
上
に
に
は
無
数
に
あ
る
」
と
言
っ

て
例
示
せ
ら
れ
る
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
私
と
い
え
ど
も

そ
う
し
た
事
柄
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

だ
が
こ
こ
に
一
つ
の
注
意
す
べ
き
事
柄
は
、
そ
う
し
た

大
政
治
家
と
も
い
う
べ
き
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
卓
越

せ
る
天
禀
（
て
ん
ぴ
ん
）
に
よ
っ
て
よ
く
誤
り
な
き
を
得

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
レ
ー
ニ
ン
以
後
の
人
々
の
場
合
に
は
、
そ

の
功
を
な
し
得
た
ゆ
え
ん
が
、
主
と
し
て
現
実
の
冷
厳
な

る
分
析
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
大
切
な
点
は
、
そ

う
し
た
現
実
の
分
析
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
一
つ
の
思

想
体
系
を
基
準
と
し
て
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
の
相
違
は
実
に
重
大
だ
と
私
は
思
う
。

も
ち
ろ
ん
私
と
し
て
も
レ
ー
ニ
ン
以
後
の
人
々
が
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
天
資
に
お
い
て
卓
越
せ
る
も
の
の
所
有
者
で
あ

る
こ
と
も
拒
も
う
と
す
る
意
思
は
な
い
。
だ
が
注
意
を
要

す
る
点
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
場
合
、
今
は
そ
の
政
策
施

策
が
重
大
な
る
誤
謬
を
犯
さ
な
か
っ
た
の
は
、
た
だ
そ
れ

ら
の
人
々
の
天
性
の
素
質
の
卓
越
性
の
み
に
よ
る
の
で
は

な
く
て
、
そ
こ
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
っ
て
資
本
主
義

社
会
と
い
う
巨
大
な
る
現
実
に
対
す
る
冷
厳
な
る
分
析
に

よ
っ
て
創
建
せ
ら
れ
た
学
的
体
系
が
、
そ
の
指
導
的
原
理

と
し
て
働
い
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

私
は
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
、
毛
沢
東
と
い
う
よ
う

な
一
連
の
人
々
が
、
一
貫
し
て
あ
の
よ
う
な
功
を
収
め
た

と
い
う
こ
と
は
、
全
く
こ
の
点
に
基
因
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
単
な
る
個
人
的
資
質
の
卓
越

性
の
み
に
帰
し
が
た
い
も
の
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
私
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
、
個
人
的

に
も
そ
れ
ぞ
れ
卓
越
せ
る
稟
質
の
保
持
者
で
あ
っ
た
こ
と

は
寸
毫
も
こ
れ
を
疑
お
う
と
は
思
わ
な
い
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
思
想
が
、
資
本
主
義

が
帝
国
主
義
時
代
に
入
っ
た
時
代
の
レ
ー
ニ
ン
に
よ
っ

て
、
一
段
の
展
開
を
見
、
さ
ら
に
こ
の
点
は
ス
タ
ー
リ
ン

に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
ら

れ
、
毛
沢
東
に
至
っ
て
は
、
複
雑
極
ま
り
な
き
中
国
の
事

態
に
適
応
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
せ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
全
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
卓
越
性
は
、
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
を
そ
の
形
式
的
公
式
主
義
よ
り
解
放
し
つ
つ
、

自
己
の
民
族
の
新
た
な
る
現
実
に
適
用
し
た
点
に
あ
る
と
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言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
と
こ
ろ
で
共
産
主
義
に
つ
い
て
、
最
近
私
の
驚
い
て
い

る
い
ま
一
つ
の
点
は
、
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
、
毛
沢

東
ら
の
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
巨
大
な
る
著
述
を
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
だ
け
で
も
翻
訳
で

巻
23

ぐ
ら
い
は
あ
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
で
も

巻
前
後
は
あ
り
、

10

毛
沢
東
選
集
も
、
最
初
５
巻
の
予
定
だ
っ
た
の
が
、
さ
ら

に
数
巻
増
補
せ
ら
れ
る
模
様
で
あ
る
。
単
に
そ
の
分
量
だ

け
か
ら
言
っ
て
も
、
誠
に
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
と
言
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
が
我
々
日
本
人
は
こ
う
し
た
事
柄
に
対
し
て
、

た
い
し
て
驚
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
や
私
自
身
す

ら
最
近
に
至
る
ま
で
驚
か
な
か
っ
た
一
人
で
あ
る
。
し
か

し
ご
く
最
近
に
至
っ
て
、
私
は
こ
の
事
実
に
つ
い
て
非
常

な
驚
嘆
と
驚
愕
を
感
じ
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

普
通
の
政
治
家
の
場
合
で
も
あ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
著
述

を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、

ま
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
当
面
し
克
服
し
た
事
態
は
、
世

界
史
上
に
全
く
そ
の
類
例
を
見
な
い
重
大
に
し
て
か
つ
深

刻
な
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
そ
う
し
た
史
上
空
前
の

難
局
に
対
処
し
な
が
ら
、
よ
く
あ
れ
だ
け
の
膨
大
な
る
著

述
が
で
き
た
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
純
粋
に
学
問
を

専
門
と
す
る
学
者
や
思
想
家
で
も
、
あ
れ
だ
け
の
膨
大
な

分
量
の
著
述
を
す
る
人
は
少
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

で
は
ど
う
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
に
は
そ
れ
が
可
能
だ
っ

た
の
か
。
こ
の
辺
の
こ
と
私
に
も
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、

と
に
か
く
に
新
た
な
る
人
類
の
理
想
に
対
す
る
こ
れ
ら
の

人
々
の
情
熱
が
こ
れ
を
敢
え
て
せ
し
め
た
と
言
う
ほ
か
あ

る
ま
い
。

こ
の
点
か
ら
し
て
近
頃
私
の
感
じ
る
こ
と
の
一
つ
は
、

こ
れ
人
々
こ
そ
実
は
人
類
が
多
年
そ
の
イ
デ
ー
と
し
て
求

め
て
き
た
「
哲
人
政
治
家
」
と
い
う
言
葉
の
該
当
す
る
人

々
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
言
え
ば

多
く
の
人
々
は
さ
ぞ
か
し
意
外
と
驚
か
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
は
私
が
こ
の
種
の
こ
と
を
い
う
の
を
好
ま
ぬ

向
き
も
あ
る
か
と
思
う
。
だ
が
私
は
、
そ
う
い
う
人
々
に

対
し
て
言
い
た
い
事
は
、
「
す
べ
て
真
理
の
探
求
に
あ
た

っ
て
は
、
お
互
い
に
旧
い
感
情
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
」
と
。

現
に
私
自
身
も
「
哲
人
政
治
家
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
か
つ
て
の
日
想
像
し
て
き
た
の
は
、
決
し
て
レ
ー
ニ
ン

と
か
ス
タ
ー
リ
ン
と
か
毛
沢
東
と
か
言
う
種
類
の
人
々
で

は
な
か
っ
た
。
そ
の
か
み
私
が
「
哲
人
政
治
」
と
い
う
言

葉
で
連
想
し
た
人
々
と
い
え
ば
、
孔
子
と
か
聖
徳
太
子
と

か
プ
ラ
ト
ン
な
ど
と
言
う
人
々
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
う

ち
プ
ラ
ト
ン
は
周
知
の
よ
う
に
理
想
の
国
家
で
は
「
哲
人

こ
そ
ま
さ
に
為
政
者
た
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
を

し
た
に
と
ど
ま
っ
て
、
彼
自
身
は
何
ら
現
実
の
政
治
家
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
孔
子
に
つ
い
て
も
、
な
る
ほ

ど
孔
子
は
あ
る
意
味
で
は
、
「
哲
人
政
治
家
」
と
い
う
言

葉
が
当
た
ら
ぬ
人
間
で
は
な
い
と
思
う
。
た
だ
問
題
は
彼

は
現
実
の
政
治
家
と
し
て
は
、
そ
の
局
に
当
た
っ
た
期
間

が
短
く
、
か
つ
政
治
家
と
し
て
は
失
敗
し
た
人
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
哲
人
政
治
家
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
程
度
当
て
は
ま
る
の
は
古
い
時
代
に
あ
っ
て
わ
ず

か
に
聖
徳
太
子
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
レ
ー
ニ
ン
以
下
の
人
々
は
、
い
ず
れ
も
最
近

の
人
々
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
毛
沢
東
は
現
に
そ
の
活
動
の

最
盛
期
に
あ
る
人
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
も
没
し
て
、
ま

だ
半
年
と
は
経
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
の

著
述
は
、
そ
の
根
底
に
雄
大
な
る
世
界
観
的
体
系
を
具
え

つ
つ
、
常
に
困
難
な
る
国
際
的
政
局
の
間
に
お
い
て
、
自

ら
の
民
族
を
ど
の
よ
う
に
導
い
て
行
こ
う
か
と
い
う
、
現

実
必
至
の
問
題
の
解
決
に
腐
心
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ

来
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
毛
沢
東
の
著
述
を
読
む
時

は
っ
き
り
す
る
。
そ
れ
は
彼
が
そ
の
全
精
魂
を
傾
け
て
取

り
組
ん
だ
の
が
日
本
の
軍
閥
だ
っ
た
が
故
に
、
我
々
に
も

い
っ
そ
う
身
に
し
み
て
わ
か
る
の
で
あ
る
。

五
こ
う
は
言
っ
て
も
私
は
、
レ
ー
ニ
ン
以
後
の
人
々
の
演

じ
つ
つ
あ
る
役
割
は
、
人
類
文
化
の
上
で
は
テ
ー
ゼ
の
立

場
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

の
色
彩
を
お
び
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
拒
む
訳
で
は
な

い
。
そ
し
て
私
が
こ
れ
ら
の
人
々
を
一
種
の
「
哲
人
政
治

家
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
対
し
て
も
、
も
し
異
様
な
驚
き
な
い

し
は
反
感
が
あ
る
と
し
た
ら
、
元
々
そ
れ
は
我
々
の
今
日

ま
で
の
通
念
と
し
て
は
「
哲
人
政
治
家
」
と
言
う
こ
と
ば

は
、
人
類
文
化
の
テ
ー
ゼ
的
具
体
現
者
の
意
に
解
せ
ら
れ

て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

最
近
の
読
書
か
ら

森
信
三

最
近
の
私
は
何
を
読
ん
で
い
る
か
。
人
に
よ
っ
て
は
こ

う
し
た
こ
と
に
興
味
を
持
つ
人
も
あ
る
か
と
思
う
。

専
門
…
…
と
い
う
の
も
お
か
し
な
話
で
あ
る
け
ど
、
私

が
自
ら
の
知
業
を
果
た
す
た
め
の
中
心
的
課
題
と
し
て
は

デ
ユ
ー
イ
を
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
媒
介
と
し
て
立
体
的
に
…

…
自
分
な
り
に
喰
い
抜
け
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
改
め
て
一
文
を

書
い
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
ゆ
え
こ
こ
に
は
触
れ
な
い

で
お
く
。

そ
こ
で
そ
う
し
た
意
味
で
の
専
門
の
仕
事
を
別
に
す
れ

ば
、
最
近
私
の
読
ん
だ
書
物
の
う
ち
で
、
最
も
深
い
感
銘

を
与
え
ら
れ
た
の
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
竹
内
好
氏

の
書
物
だ
と
い
っ
て
良
い
。
氏
の
名
前
は
二
、
三
年
前
か

ら
は
知
っ
て
は
い
た
が
、
し
か
し
最
近
に
至
る
ま
で
私
は

氏
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
と
こ

ネットで 森信三先生と修身教授録 と検索
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ろ
が
最
近
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
氏
の
著
書
を
読
ん
で
、
こ

の
人
は
現
在
の
我
が
国
に
お
い
て
最
も
貴
重
な
存
在
の
一

人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

氏
は
信
州
出
身
で
、
お
会
い
し
た
事
は
な
い
が
、
も
ち

ろ
ん
そ
の
思
想
の
上
で
は
な
く
て
、
人
柄
に
つ
い
て
い
う

の
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
金
原
省
吾
氏
な
ど
に
通
ず
る
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
う
気
が
す
る
。
書
物
は
、
４

冊
ほ
ど
の
著
述
と
数
冊
の
中
国
文
学
の
翻
訳
と
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
が
、
年
齢
は

の
前
半
く
ら
い
ら
し
く
、
ど
ち

40

ら
か
と
い
え
ば
寡
作
の
方
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
最
近
ま

で
慶
応
の
講
師
を
し
て
い
て
、
こ
の
４
月
か
ら
都
立
大
学

の
教
授
に
な
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
専
門
は
中
国
文
学
。

で
は
私
が
何
ゆ
え
に
氏
を
推
重
し
、
氏
の
存
在
が
現
在

の
我
が
国
に
お
い
て
貴
重
だ
と
す
る
か
と
い
う
に
、
氏
は

魯
迅
の
研
究
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
処
女
作
「
魯
迅
」
（
創

元
文
庫
）
は
、
心
あ
る
人
々
か
ら
わ
が
国
近
来
の
名
作
の

一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
「
近

代
中
国
文
化
の
母
」
と
い
う
べ
き
巨
人
と
取
り
組
ん
で
、

こ
れ
を
文
字
通
り
自
己
の
血
肉
と
し
て
描
い
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
氏
は
こ
の
一
人
の
巨
人
を
読
み
抜

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生
き
方
を
確
立
し
た
と
言
っ

て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
氏
の
「
魯
迅
」
一
巻
を
読
む

こ
と
に
よ
っ
て
心
あ
る
人
な
ら
何
人
に
も
容
易
に
感
受
で

き
る
事
柄
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、
文
学
を
政
治
に
隷
属
せ
し
め

ず
、
あ
く
ま
で
文
学
の
主
体
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
か
え
っ
て
民
族
生
命
の
巨
大
な
る
変
革
に
貢
献
し
た

魯
迅
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

文
学
を
容
易
に
政
治
の
手
先
に
し
な
い
で
、
あ
く
ま
で
文

学
と
し
て
の
本
道
を
堀
り
抜
く
こ
と
を
通
し
て
、
…
…
そ

れ
が
や
が
て
そ
の
置
か
れ
て
い
る
民
族
の
危
機
的
境
位
の

故
を
も
っ
て
民
族
生
命
の
変
革
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
る

と
い
う
立
場
で
あ
る
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
新
し
い
中
国
の
基
本
的
な
骨
格
を

…
…
し
か
も
そ
れ
を
常
に
我
が
国
と
の
対
比
に
お
い
て
描

い
た
も
の
が
「
現
代
中
国
論
」（
河
出
書
房
「
市
民
文
庫
」）

で
あ
っ
て
、
こ
の
書
も
ま
た
現
代
の
我
が
国
に
お
い
て
は
、

実
に
得
易
か
ら
ざ
る
良
書
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
な

ど
こ
の
書
物
を
幾
た
び
も
店
頭
で
目
に
し
な
が
ら
、
氏
の

思
想
的
な
立
場
と
そ
の
人
と
な
り
を
知
ら
ぬ
た
め
に
、
長

い
間
読
ま
ず
に
来
た
こ
と
が
今
に
し
て
悔
や
ま
れ
る
。
敢

え
て
一
読
を
お
す
す
め
す
る
所
以
で
あ
る
。

以
上
の
二
書
を
踏
ま
え
て
、
日
本
の
現
代
を
批
判
し
た

も
の
が
、
「
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
筑
摩
書
房
の
一
書
で

あ
る
。
「
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
戦
後

左
翼
の
人
々
が
旧
日
本
主
義
的
思
想
家
に
対
す
る
批
判
に

お
い
て
、
盛
ん
に
用
い
た
言
葉
で
あ
る
が
、
氏
の
場
合
に

は
正
逆
と
も
い
う
べ
き
一
種
独
特
な
用
法
で
使
わ
れ
て
い

る
。
初
め
は
私
に
も
よ
く
真
意
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、

結
局
「
日
本
的
に
歪
曲
せ
ら
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
で

も
言
う
意
味
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
に

入
っ
て
く
る
と
す
べ
て
の
思
想
が
、
日
本
的
に
病
的
に
、

歪
曲
せ
ら
れ
て
、
そ
の
健
全
な
る
力
を
喪
失
す
る
と
い
う

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
も
同
様
で
あ
り
、

そ
の
最
も
顕
著
な
る
現
れ
が
日
本
共
産
党
だ
と
氏
は
い
う

の
で
あ
る
。

か
く
し
て
こ
の
書
の
最
後
の
４
章
は
「
日
本
共
産
党
論
」

と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
氏
は
そ
の
透
徹
し
た
批
判
の
刃

を
日
本
共
産
党
に
向
け
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
の
「
日
本
共

産
党
論
に
対
す
る
私
の
不
満
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
そ

れ
は
結
局
日
本
共
産
党
が
日
本
の
革
命
を
主
願
に
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
に
行
き
着
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」

と
い
う
一
句
は
こ
の
長
大
論
文
を
貫
く
氏
の
立
場
を
最
も

端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
具
眼
の
人
々
の
間
に
問

題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

日
本
共
産
党
に
対
す
る
批
判
は
、
こ
れ
ま
で
右
翼
の
人

々
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
転
向
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
が
常

で
あ
っ
て
、
未
だ
か
っ
て
進
歩
的
立
場
に
立
つ
人
に
よ
っ

て
、
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
か
く

ま
で
に
徹
底
的
な
る
批
判
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
わ
が
民
族
の
前
進
に
対
し
て

有
す
る
意
義
は
け
だ
し
絶
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
。

以
上
氏
の
三
つ
の
書
物
を
、
私
は
こ
こ
に
記
し
た
の
を

全
く
逆
の
順
序
で
、
読
ん
で
行
っ
た
が
、
最
初
に
は
や
は

り
そ
の
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
最
後
に
婆
言
を
一
つ
。

そ
れ
は
教
師
と
し
て
の
誌
友
諸
氏
が
氏
の
書
物
を
読
ま
れ

る
に
唯
一
の
「
鍵
」
は
氏
が
「
文
学
」
と
書
い
て
い
ら
れ

る
と
こ
ろ
を
「
教
育
」
と
言
う
文
字
に
置
き
換
え
て
読
ん

で
い
か
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
昭
和

年
７
月

日
発
行
「
開
顕
」
第

号
７
月
号
）
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あ
と
が
き
に
替
え
て

共
産
主
義
に
つ
い
て
森
信
三
ら
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で

あ
ろ
う
か
と
思
う
。
愚
生
は
頭
か
ら
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
が
、

広
い
視
野
で
物
事
を
見
て
、
良
い
と
こ
ろ
は
評
価
す
る
と
い
う

基
本
姿
勢
は
さ
す
が
に
、
一
流
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
る

に
ふ
さ
わ
し
い
。
加
え
て
新
進
気
鋭
の
竹
内
好
氏
の
著
書
を
正

面
か
ら
捉
え
て
論
評
さ
れ
る
辺
り
は
流
石
だ
と
思
う
。
愚
生
に

は
出
来
ぬ
。
こ
う
し
て
一
読
を
奨
め
ら
れ
て
も
多
分
読
ま
な
い

だ
ろ
う
。
興
味
関
心
の
あ
る
分
野
の
み
触
手
を
動
か
す
人
な
の

で
あ
る
。
御
免
！
（

日
二
繁
）
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ネットで 森信三先生と修身教授録 と検索
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