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巴
金
と
晩
年
魯
迅
に
関
す
る
走
り
書
き
的
覚
書

─
胡
愈
之
・
呉
克
剛
・『
三
田
文
学
』
に
触
れ
て1

長
堀
　
祐
造

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
︑
魯
迅
研
究
の
立
場
か
ら
︑
関
連
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
︑
晩
年
の
魯
迅
と
巴
金
の
関
係
︑
互
い
の
評
価
を
︑
国
防
文
学
論
戦

時
期
の
事
跡
か
ら
確
認
す
る
︒
ま
た
︑
魯
迅
と
巴
金
が
知
り
合
う
経
緯
に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
探
り
︑
魯
迅
︑
巴
金
共
通
の
知
人
︑

胡
愈
之
が
実
務
を
取
り
仕
切
っ
た
魯
迅
の
葬
儀
に
お
け
る
中
共
の
関
与
と
巴
金
の
立
場
や
︑
魯
迅
生
前
の
信
条
に
反
し
て
棺
に
か
け
ら
れ
た
﹁
民

族
魂
﹂
の
旗
の
意
味
を
吟
味
し
つ
つ
︑
巴
金
が
魯
迅
か
ら
聞
い
た
と
言
う
﹁
私
を
忘
れ
な
さ
い
﹂
と
い
う
﹁
遺
言
﹂︑﹁
勧
告
﹂
の
意
味
を
考
え

る
︒
次
い
で
最
後
に
︑
巴
金
の
友
人
︑
ア
ナ
キ
ス
ト
呉
克
剛
が
魯
迅
の
死
に
際
し
て
書
い
た
追
悼
文
を
︑
奥
野
信
太
郎
に
よ
る
﹃
三
田
文
学
﹄
へ

の
訳
載
と
あ
わ
せ
て
紹
介
す
る
︒

一
、
魯
迅
の
棺
を
担
い
だ
巴
金
─
晩
年
魯
迅
の
巴
金
評
価

　

魯
迅
最
晩
年
の
一
九
三
六
年
夏
︑
中
国
の
左
翼
文
壇
で
は
︑
国
防
文
学
論
戦
と
呼
ば
れ
る
論
争
が
起
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
抗
日
民
族
統
一
戦
線
の
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路
線
を
め
ぐ
る
文
芸
界
に
お
け
る
論
争
で
あ
り
︑﹁
国
防
文
学
﹂
と
﹁
民
族
解
放
戦
争
の
大
衆
文
学
﹂
と
い
う
二
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
対
立
し
た

が
︑
そ
こ
に
は
世
界
史
的
背
景
が
あ
っ
た
︒
ド
イ
ツ
で
の
ナ
チ
ス
の
権
力
掌
握
︵
一
九
三
三
年
一
月
︑
ヒ
ト
ラ
ー
首
相
就
任
︶
と
い
う
事
態
を
受

け
︑
一
九
三
五
年
七
～
八
月
︑
モ
ス
ク
ワ
で
開
催
さ
れ
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
七
回
大
会
は
︑﹁
資
本
主
義
の
第
三
期
論
﹂
に
基
づ
く
﹁
中
間
勢
力

主
要
打
撃
論
︵
社
会
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
︑
つ
ま
り
主
要
な
敵
は
ナ
チ
ス
︑
ヒ
ト
ラ
ー
で
は
な
く
︑
社
民
勢
力
で
あ
り
︑
こ
れ
を
叩
け
︑
と
い
う
主

張
︶﹂
と
い
う
極
左
方
針
か
ら
一
転
し
︑
社
会
民
主
主
義
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
勢
力
と
の
連
係
を
求
め
る
﹁
人
民
戦
線
﹂
戦
術
を
打
ち
出
し
た
︒

こ
れ
を
受
け
︑
王
明
ら
駐
モ
ス
ク
ワ
の
中
共
指
導
部
︵﹁
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
﹂︶
は
︑
中
華
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
府
︵﹁
中
国
蘇
維
埃
中
央
政
府
﹂︶

と
名
目
上
連
名
で
十
月
︑
パ
リ
発
行
の
﹃
救
国
報
﹄
に
八
・
一
宣
言
を
発
表
し
︑
内
戦
停
止
と
国
防
政
府
︑
抗
日
連
合
軍
樹
立
等
を
呼
び
か
け

た
︒
こ
れ
は
反
蔣
抗
日
の
立
場
で
あ
っ
た
が
︑
翌
一
九
三
六
年
五
月
に
は
︑
中
共
は
﹁
反
蔣
抗
日
﹂
か
ら
﹁
逼
蔣
抗
日
﹂
と
へ
と
さ
ら
に
舵
を
き

り
︑
蔣
介
石
主
導
下
に
あ
る
国
民
党
と
の
抗
日
統
一
戦
線
結
成
を
明
確
に
志
向
す
る2

︒
こ
れ
に
と
も
な
い
︑
左
翼
文
壇
で
は
︑﹁
国
防
文
学
﹂
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
が
優
位
に
立
っ
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
こ
の
統
一
戦
線
方
針
の
障
害
に
な
る
と
し
て
︑
一
九
三
〇
年
三
月
に
中
共
の
要
請
で
魯
迅
が
常

務
委
員
に
就
任
し
て
結
成
さ
れ
た
左
翼
作
家
連
盟
は
︑
周
揚
︑
夏
衍
ら
中
共
党
員
の
主
導
に
よ
り
︑
魯
迅
の
強
い
反
対
に
も
関
わ
ら
ず
︑
一
九
三

五
年
末
に
は
解
散
へ
と
到
る
︒

　

魯
迅
は
徹
底
し
た
階
級
論
者
︑
国
際
主
義
者
で
あ
り
︑
四
・
一
二
ク
ー
デ
タ
で
の
裏
切
り
や
︑
教
え
子
と
も
い
え
る
青
年
作
家
た
ち
を
多
数
殺

害
し
た
国
民
党
に
対
し
て
強
烈
な
怒
り
を
抱
い
て
い
た
た
め
︑
こ
の
統
一
戦
線
政
策
の
あ
り
方
に
強
い
不
満
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
︑
側
近
の

文
学
者
︑
胡
風
︑
馮
雪
峰
ら
と
協
議
の
上
︑
胡
風
が
起
草
し
て
発
表
し
た
文
章
が
︑﹁
人
民
大
衆
は
文
学
に
何
を
要
求
す
る
か
︵
人
民
大
衆
向
文

学
要
求
什
麼
︶﹂︵﹃
文
学
叢
報
﹄︑
一
九
三
六
年
六
月
︶
で
あ
っ
た
︒
胡
風
は
︑
階
級
協
調
的
な
﹁
国
防
文
学
﹂
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
﹁
民
族
革
命
戦

争
の
大
衆
文
学
﹂
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
対
置
し
た
︒
国
防
文
学
派
は
中
国
文
芸
家
協
会
を
設
立
し
て
宣
言
を
発
し
︑
一
方
魯
迅
ら
は
︑
こ
の
協

会
に
未
加
入
の
文
学
者
を
主
体
に
中
国
文
芸
工
作
者
宣
言
を
出
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
国
防
文
学
論
戦
は
︑
最
終
的
に
は
中
共
上
層
部
が
調
停
に

の
り
出
し
︑
双
方
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
矛
盾
し
な
い
と
さ
れ
︑
事
態
は
収
拾
に
動
き
︑
論
戦
終
結
と
ほ
ぼ
同
時
に
魯
迅
は
他
界
し
た
︒
こ
の
論
戦
に

際
し
て
︑
巴
金
は
魯
迅
の
側
に
立
ち
︑
上
記
の
文
芸
工
作
者
宣
言
を
友
人
の
作
家
・
編
集
者
︑
黎
烈
文
と
起
草
し
︑
魯
迅
は
こ
れ
に
同
意
し
た
の
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で
あ
っ
た3

︒

　

さ
て
︑
こ
の
論
戦
の
最
中
に
魯
迅
名
で
発
表
さ
れ
た
の
が
﹁
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
に
答
え
る
手
紙
﹂︵
一
九
三
六
年
七
月
発
表
︶︑﹁
現
在
の
わ
れ
わ

れ
の
文
学
運
動
に
つ
い
て
﹂︵
同
前
︶︑﹁
徐
懋
庸
に
答
え
︑
併
せ
て
抗
日
統
一
戦
線
問
題
に
つ
い
て
﹂︵
同
年
八
月
発
表
︑
以
下
本
稿
で
は
﹁
徐
懋

庸
に
答
え
﹂
と
略
す
︶︑
で
あ
る
︒
前
二
編
は
︑
病
気
の
魯
迅
に
代
わ
り
︑
馮
雪
峰
が
起
草
し
︑
魯
迅
は
公
刊
前
に
は
草
稿
を
見
る
機
会
す
ら
な

か
っ
た
こ
と
が
︑
今
で
は
わ
か
っ
て
い
る4

︒﹁
徐
懋
庸
に
答
え
﹂
も
﹃
魯
迅
全
集
﹄
注
に
よ
れ
ば
︑
魯
迅
起
草
の
文
章
で
は
な
く
︑
魯
迅
の
考
え

に
基
づ
い
て
馮
雪
峰
が
起
草
し
︑
魯
迅
が
そ
の
後
︑
加
筆
修
正
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
︒
魯
迅
の
国
防
文
学
論
戦
で
の
基
本
的
立
場
を
表
す

も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
三
編
の
う
ち
︑
魯
迅
が
実
際
に
原
稿
に
手
を
入
れ
︑
手
稿
が
現
存
す
る
の
は
︑
こ
の
﹁
徐
懋
庸
に
答
え
﹂
の
み

で
あ
る
が
︑
こ
の
文
章
で
魯
迅
が
引
く
徐
懋
庸
の
魯
迅
宛
原
信
に
は
以
下
の
よ
う
な
巴
金
批
判
が
書
か
れ
て
い
た
︒

　

︙
ま
し
て
先
生
の
お
側
に
集
ま
っ
て
い
る
﹁
戦
友
﹂
は
︑
巴
金
や
黄
源
な
ど
の
連
中
が
含
ま
れ
る
以
上
︑
ま
さ
か
先
生
は
︑
す
べ
て
﹁
文

芸
家
協
会
﹂
に
参
加
し
た
人
々
の
︑
一
人
一
人
が
︑
巴
金
や
黄
源
よ
り
劣
る
と
は
お
考
え
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒
僕
は
︑
新
聞
雑
誌
に
よ

っ
て
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
ス
ペ
イ
ン
の
﹁
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
﹂
の
反
動
が
︑
連
合
戦
線
を
破
壊
し
た
の
は
︑
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
と
同
じ
な
こ
と
を
知
っ

て
お
り
ま
す
︒
中
国
の
﹁
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
﹂
の
行
為
は
さ
ら
に
卑
劣
で
す
︒
︙
︵
学
研
版
﹃
魯
迅
全
集
﹄
第
八
巻
の
今
村
与
志
雄
訳
に
よ

る
︒
︙
は
省
略
部
分
を
表
す
︒
以
下
同
︶

　

こ
れ
に
対
し
て
︑
魯
迅
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
巴
金
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
︒

　
　

︙
巴
金
は
︑
情
熱
の
あ
る
︑
進
歩
し
た
思
想
を
持
つ
作
家
だ
︒
︙
彼
は
︑
な
る
ほ
ど
﹁
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
我
々

の
運
動
に
反
対
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
︑
文
芸
工
作
者
の
連
名
し
た
戦
闘
的
宣
言
に
名
を
連
ね
て
い
た
︒
黄
源
も
署
名
し
て
い
た
︒
こ
う

い
う
翻
訳
者
と
作
家
が
抗
日
の
統
一
戦
線
に
参
加
す
る
こ
と
を
︑
我
々
は
歓
迎
す
る
︒
わ
た
し
は
︑
徐
懋
庸
や
そ
の
同
類
が
︑
な
ぜ
︑
彼
ら
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を
﹁
卑
劣
﹂
だ
と
言
う
の
か
︑
本
当
に
わ
か
ら
な
い
︒
︙
ス
ペ
イ
ン
の
﹁
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
﹂
の
革
命
破
壊
ま
で
も
︑
巴
金
に
責
任
を
負
わ
せ

よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
の
魯
迅
は
︑
文
芸
工
作
者
宣
言
が
実
は
巴
金
と
黎
烈
文
の
起
草
に
な
る
こ
と
に
は
触
れ
ず
︑
自
分
が
起
草
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
丸
山
昇
は
︑﹁
徐
懋
庸
に
答
え
﹂
の
馮
雪
峰
に
よ
る
草
稿
と
魯
迅
の
修
訂
後
の
手
稿
テ
キ
ス
ト
を
比
較
し
た
上

で
︑
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
︒

　

︙
﹁
文
芸
工
作
者
宣
言
﹂
は
︑
巴
金
と
黎
烈
文
が
相
談
し
起
草
し
て
魯
迅
の
同
意
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
巴
金
自
身
も
後
に
明
言

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
馮
雪
峰
︹
の
草
稿
─

長
堀
注
︺
は
事
実
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
の
だ
ろ
う
が
︑
魯
迅
は
巴
金
が
発
起
し
た
と
い
う

の
を
名
を
連
ね
た
と
改
め
た
︒﹁
文
芸
工
作
者
宣
言
﹂
が
巴
金
の
発
起
に
な
る
と
す
る
こ
と
が
ま
た
無
意
味
な
紛
糾
を
引
き
起
こ
す
の
を
避

け
る
た
め
に
︑
敢
え
て
自
分
が
前
面
に
出
た
の
だ
ろ
う
︒︵﹃
魯
迅
・
文
学
・
歴
史
﹄
一
八
八
頁
︶

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
こ
に
は
魯
迅
の
巴
金
評
価
︑
擁
護
の
姿
勢
が
明
確
で
あ
る
︒
国
防
文
学
論
戦
で
は
︑
魯
迅
は
周
揚
た
ち
か
ら
共
産
党
の
指
導

に
従
わ
な
い
﹁
統
一
戦
線
の
破
壊
者
﹂︑﹁
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
﹂
と
非
難
さ
れ5

︑
巴
金
は
徐
懋
庸
か
ら
﹁
卑
劣
な
ア
ナ
キ
ス
ト
﹂
と
非
難
さ
れ
た
の
だ

が
︑
こ
う
し
た
﹁
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
﹂
や
﹁
ア
ナ
キ
ス
ト
﹂
と
い
う
反
対
者
へ
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
対
し
て
︑
魯
迅
は
反
発
を
示
し
て
い
る
︒
も
ち

ろ
ん
︑
巴
金
自
身
も
徐
懋
庸
の
ア
ナ
キ
ス
ト
が
ス
ペ
イ
ン
人
民
戦
線
の
破
壊
者
だ
と
い
う
非
難
が
デ
マ
だ
と
反
論
し
て
い
る6

︒
ス
ペ
イ
ン
の
そ
の

後
の
敗
北
は
︑
ス
タ
ー
リ
ン
︑
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
日
和
見
主
義
︑
セ
ク
ト
主
義
に
一
因
が
あ
る
こ
と
は
今
日
で
は
歴
史
学
の
常
識
で
あ
ろ
う
︒　

　

こ
の
国
防
文
学
論
戦
は
︑
お
そ
ら
く
は
病
身
の
魯
迅
の
寿
命
を
縮
め
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
上
述
の
と
お
り
︑
中
共
が
介
入
し
て
の
論

戦
収
拾
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
︑
一
九
三
六
年
十
月
十
九
日
の
早
朝
︑
魯
迅
は
逝
去
し
た
の
で
あ
る
︒
魯
迅
の
遺
体
は
そ
の
日
の
う
ち
に
︑
万

国
殯
儀
館
に
移
さ
れ
︑
翌
二
十
日
の
午
前
か
ら
︑
二
二
日
の
昼
ま
で
遺
体
告
別
の
儀
が
行
な
わ
れ
た
︒
内
山
完
造
に
よ
れ
ば
約
一
万
の
人
々
が
魯



─ 5─（200）

迅
に
別
れ
を
告
げ
る
た
め
に
訪
れ
た
と
い
う7

︒
実
際
︑
半
世
紀
後
の
﹃
上
海
魯
迅
研
究
︵
3
︶﹄︵
上
海
魯
迅
紀
念
館
編
︑
一
九
八
九
年
二
月
︶
掲

載
の
﹁
送
殯
者
︹
葬
送
参
列
者
︺
登
記
簿
録
﹂
に
付
さ
れ
た
﹁
瞻
仰
魯
迅
遺
体
名
単
統
計
︹
遺
体
告
別
者
名
簿
統
計
︺﹂
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
三
日

間
で
魯
迅
に
別
れ
を
告
げ
た
人
々
の
数
は
個
人
だ
け
で
も
一
〇
︑
四
二
九
人
に
上
る
こ
と
が
確
認
で
き
る8

︒

　

こ
の
魯
迅
の
葬
儀
に
は
巴
金
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
出
席
し
て
い
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
巴
金
は
魯
迅
の
棺
を
担
い
だ
十
二
人
と
も
︑
十
六

人
と
も
言
わ
れ
る
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
︒
茅
盾
夫
人
孔
徳
沚
の
弟
で
魯
迅
と
も
交
流
の
あ
っ
た
作
家
︑
編
集
者
︑
孔
另
境
の
長
女
︑
孔
海
珠
の

著
﹃
魯
迅
─
最
後
的
告
別
﹄︵
人
民
文
学
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
︒
初
版
は
﹃
痛
別
魯
迅
﹄
上
海
社
会
科
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
︶
は
魯
迅
の

葬
儀
の
詳
細
を
考
証
し
て
い
て
興
味
深
い
本
だ
が
︑
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
魯
迅
の
棺
は
告
別
の
た
め
安
置
さ
れ
た
万
国
殯
儀
館
の
ホ
ー
ル
か
ら
霊
柩

車
へ
移
さ
れ
る
と
き
と
︑
霊
柩
車
か
ら
下
ろ
さ
れ
埋
葬
さ
れ
る
と
き
の
二
度
︑
関
係
者
に
よ
っ
て
担
が
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
と
き
︑
巴
金
は

二
度
と
も
魯
迅
の
棺
を
担
い
で
い
た
の
で
あ
る
︒
最
初
の
方
は
︑
魯
迅
の
棺
を
先
頭
で
担
い
で
お
り
︑
そ
の
写
真
と
映
像
が
残
っ
て
い
て
︑
筆
者

も
上
海
魯
迅
紀
念
館
で
こ
の
映
像
を
見
た
こ
と
が
あ
る
︒
一
方
︑
埋
葬
の
際
の
映
像
や
写
真
は
残
っ
て
い
な
い
の
だ
が
︑
巴
金
自
身
が
こ
の
と
き

も
棺
を
担
い
で
い
た
こ
と
を
回
想
す
る
文
章
を
書
い
て
い
た
︒

　

墓
地
に
つ
き
︑
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
と
︑
十
三
︑
四
人
が
棺
を
持
ち
上
げ
た
︒
あ
の
紀
念
堂
で
弔
辞
を
読
ん
だ
友
人
が
突
然
︑
人
群
れ

の
中
か
ら
跳
び
だ
し
て
き
て
︑
棺
の
底
面
に
手
を
置
い
て
支
え
持
っ
た
様
子
に
︑
私
は
痛
く
感
動
さ
せ
ら
れ
た
︒
︙
棺
を
墓
穴
に
運
ぶ
途

中
︑
棺
は
ど
ん
ど
ん
重
く
な
っ
て
い
っ
た9

︒

さ
ら
に
︑
半
世
紀
近
く
を
経
て
︑
巴
金
は
再
び
こ
う
書
い
た
︒

　

も
う
四
十
五
年
に
な
る
が
︑﹁
私
を
忘
れ
な
さ
い
﹂
と
い
う
声
が
︑
私
の
耳
も
と
に
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
︒
︙

　

四
十
五
年
前
の
秋
の
あ
る
晩
と
夜
明
け
方
︑
万
国
殯
儀
館
︹
国
際
葬
儀
所
︺
の
霊
堂
で
︑
私
は
先
生
の
霊
柩
の
前
に
静
か
に
立
ち
︑
上
半
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分
が
ガ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
る
棺
の
蓋
を
通
し
て
先
生
の
や
さ
し
い
顔
︑
固
く
閉
ざ
し
た
両
眼
︑
真
っ
黒
な
口
ひ
げ
を
見
て
い
た
︒
︙
私
は
ど

ん
な
に
か
︑
先
生
が
生
き
返
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
こ
と
か
！
︙

　

あ
の
秋
の
日
の
午
後
︑
私
は
先
生
に
告
別
し
た
︒
私
は
七
︑
八
千
の
大
衆
と
と
も
に
︑
先
生
の
お
伴
を
し
て
墓
地
へ
行
っ
た
︒
暮
色
蒼
茫

た
る
中
で
私
は
︑﹁
民
族
魂
﹂
と
書
い
た
旗
に
包
ま
れ
た
棺
が
︑
墓
穴
の
中
へ
降
ろ
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
た10

︒　

魯
迅
の
巴
金
へ
の
信
頼
は
︑
最
晩
年
の
国
防
文
学
論
戦
を
同
志
と
し
て
戦
う
中
で
強
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
巴
金
の
魯
迅
へ
の
敬
慕
の
念
に

も
深
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
︑﹃
巴
金
全
集
﹄
に
残
さ
れ
た
魯
迅
を
記
念
す
る
こ
れ
ら
二
十
編
ほ
ど
の
心
の
こ
も
っ
た
文
章
か
ら
容
易
に
見
て
と

れ
る
︒

　

ま
た
︑
巴
金
が
聞
い
た
と
言
う
魯
迅
の
﹁
私
を
忘
れ
な
さ
い
﹂
と
い
う
言
葉
も
非
常
に
意
味
深
長
で
あ
る
︒
筆
者
は
魯
迅
が
共
産
党
の
ス
タ
ー

リ
ン
主
義
的
抑
圧
的
体
質
に
対
し
て
危
惧
を
持
っ
て
き
た
と
別
著
で
書
い
た
が11

︑
魯
迅
は
自
分
自
身
が
共
産
党
と
相
容
れ
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と

を
自
覚
し
て
お
り
︑
そ
れ
を
巴
金
が
受
け
継
げ
ば
︑
共
産
党
に
弾
圧
さ
れ
る
こ
と
を
予
期
し
︑
遺
言
と
し
て
﹁
私
を
忘
れ
な
さ
い
﹂
と
巴
金
に
伝

え
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
巴
金
も
そ
れ
は
重
々
承
知
し
て
い
た
が
︑
中
共
政
権
下
で
は
︑
そ
こ
ま
で
書
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
︒

　

魯
迅
は
中
共
政
権
の
成
立
を
見
る
こ
と
な
く
逝
き
︑
巴
金
は
中
共
統
治
下
で
︑
つ
い
に
民
国
時
代
の
自
作
を
凌
ぐ
新
た
な
小
説
を
書
く
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
が
︑
著
名
な
作
家
と
し
て
生
き
︑
文
化
大
革
命
を
経
験
し
た
︒
魯
迅
の
言
葉
の
意
味
を
︑
魯
迅
生
前
も
︑
ま
た
新
中
国
で
も
︑
よ

く
理
解
し
た
に
違
い
な
い
︒
共
産
党
員
で
は
な
く
︑
ア
ナ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
巴
金
に
対
し
て
は
︑
魯
迅
も
自
由
に
も
の
が
言
え
る
面
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
︒
そ
う
し
た
意
味
で
も
魯
迅
と
巴
金
︑
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
い
う
テ
ー
マ
は
︑
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
べ
き
研
究
課
題
で
あ
る
︒

　

つ
い
で
な
が
ら
︑
魯
迅
と
巴
金
は
実
は
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
翻
訳
と
い
う
点
で
も
共
通
点
が
あ
っ
た
︒
魯
迅
が
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
﹃
文
学
と
革
命
﹄
の

一
部
を
翻
訳
し
た
こ
と
や
李
霽
野
・
韋
素
園
訳
の
同
書
中
国
語
版
出
版
に
尽
力
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
別
著
に
譲
る
が12

︑
巴
金
が
ト
ロ
ツ
キ
ー

の
﹁
ト
ル
ス
ト
イ
論
﹂
を
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
敢
え
て
ひ
と
こ
と
触
れ
て
お
き
た
い
︒
こ
れ
は
一
九
二
八
年
十
月
に
﹃
東
方
雑
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誌
﹄
に
訳
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る13

︒
ト
ル
ス
ト
イ
の
政
治
思
想
と
は
別
に
︑
そ
の
文
学
的
格
闘
を
評
価
し
た
文
章
で
あ
る
︒
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
立
場

は
魯
迅
の
ト
ル
ス
ト
イ
論
と
も
共
通
し14

︑
そ
し
て
そ
れ
は
巴
金
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
巴
金
は
こ
の
翻
訳
の

﹁
は
し
が
き
﹂
で
︑﹁
最
近
ち
ょ
う
ど
︑
ト
ル
ス
ト
イ
の
﹃
戦
争
と
平
和
﹄
を
読
み
終
え
た
が
︑
非
常
に
感
動
し
︑
今
ま
た
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
文
章
を

読
ん
で
︑﹃
わ
が
意
を
得
た
り
﹄
の
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
︑
時
間
を
や
り
く
り
し
て
訳
出
し
た
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
ト
ロ
ツ
キ
ー
は
レ
ー
ニ
ン

死
後
の
一
九
二
五
年
に
ソ
連
閣
僚
の
座
を
追
わ
れ
る
ま
で
︑
世
界
の
左
翼
の
間
で
は
疑
い
な
く
レ
ー
ニ
ン
と
な
ら
ぶ
ロ
シ
ア
革
命
の
英
雄
だ
っ
た

が
︑
ア
ナ
キ
ス
ト
巴
金
が
︑
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
ト
ロ
ツ
キ
ー
を
訳
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
︒
無
論
︑
そ
れ
は
文
学
的
共
感
に
基
づ
く
も
の
で

あ
ろ
う
が
︑
一
九
二
七
年
に
ソ
連
共
産
党
を
除
名
さ
れ
た
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
政
治
的
地
位
の
変
動
が
巴
金
の
こ
の
と
き
の
ト
ロ
ツ
キ
ー
評
価
に
影
響

を
与
え
た
の
か
否
か
も
興
味
を
引
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
︒
そ
し
て
︑
巴
金
は
こ
の
翻
訳
の
﹁
は
し
が
き
﹂
末
尾
に
﹁
ト
ロ
ツ
キ
ー
は
今
シ
ベ
リ
ヤ
に

追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
付
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
答
え
は
推
し
て
知
る
べ
し
だ
ろ
う
︒

二
、
巴
金
と
魯
迅
と
の
邂
逅

　

さ
て
︑
時
を
魯
迅
生
前
に
戻
そ
う
︒
編
集
者
と
し
て
の
手
紙
な
ど
に
よ
る
間
接
的
接
触
は
別
と
し
て
︑
巴
金
は
い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
︑
い
か
に

し
て
魯
迅
と
直
接
知
り
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
諸
説
あ
る
が
︑
編
集
者
・
王
仰
晨
に
巴
金
自
身
が
語
っ
た
言
葉15

や
巴
金
文
学
館
・
巴
金
研
究

会
・
巴
金
故
居
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
ア
ッ
プ
し
て
い
る
著
名
な
巴
金
研
究
者
︑
李
存
光
編
﹃
巴
金
年
表
﹄
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
一
九
三
四
年
八
月

五
日
の
こ
と
と
い
う
︒
こ
れ
は
巴
金
自
身
が
﹃
魯
迅
日
記
﹄
の
記
載
を
見
て
︑
よ
く
吟
味
し
た
調
査
結
果
で
あ
り
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
︒
当
日

の
﹃
魯
迅
日
記
﹄
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

生
活
書
店
よ
り
招
か
れ
覚
林
で
飲
む
︒
保
宗
と
と
も
に
行
く
︑
同
席
者
八
名16

︒

保
宗
と
は
茅
盾
の
こ
と
︒
学
研
版
﹃
魯
迅
全
集
﹄
訳
注
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
場
で
︑
生
活
書
店
が
魯
迅
提
案
の
翻
訳
雑
誌
﹃
訳
文
﹄
の
刊
行
に
つ
い
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て
魯
迅
と
相
談
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
︒
こ
こ
の
﹁
同
席
者
八
名
﹂
の
中
に
巴
金
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹃
訳
文
﹄
に
は
茅
盾
の
ほ

か
︑
巴
金
の
親
し
い
友
人
︑
黄
源
や
黎
烈
文
ら
が
関
わ
っ
て
お
り
︑
巴
金
が
こ
の
席
に
い
た
蓋
然
性
は
確
か
に
高
い
︒

　

つ
い
で
︑﹃
魯
迅
日
記
﹄
に
巴
金
の
名
が
記
さ
れ
︑
会
見
が
明
確
に
証
明
さ
れ
る
の
は
︑
こ
の
二
ヵ
月
後
の
十
月
六
日
の
こ
と
で
あ
る
︒﹃
魯
迅

日
記
﹄
は
言
う
︒

夜
︑
南
京
路
飯
店
で
巴
金
の
送
別
会
︑
保
宗
と
と
も
に
行
く
︑
同
席
者
八
人
︒

巴
金
が
日
本
に
留
学
す
る
こ
と
と
な
り
︑
友
人
た
ち
が
開
い
た
送
別
会
に
魯
迅
も
参
加
し
た
わ
け
だ
が
︑
そ
こ
に
は
巴
金
に
対
す
る
魯
迅
の
評
価

が
表
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
︒
一
九
二
九
年
﹃
滅
亡
﹄
で
上
海
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
︑
こ
の
前
年
の
一
九
三
三
年
に
は
﹃
家
﹄
を
出
版

し
た
巴
金
の
実
力
は
疑
い
な
か
っ
た
︒
魯
迅
も
当
然
な
が
ら
こ
れ
ら
を
読
ん
で
い
た
︒
こ
の
席
で
日
本
留
学
の
先
輩
で
あ
る
魯
迅
は
﹁
日
本
の
風

俗
人
情
︑
言
葉
が
通
じ
な
か
っ
た
た
め
に
お
き
た
中
国
人
留
学
生
の
笑
い
話
を
し
た
と
い
う17

﹂︒
こ
の
と
き
の
巴
金
の
日
本
留
学
と
は
︑
一
九
三

四
年
十
一
月
か
ら
一
九
三
五
年
七
月
ま
で
の
こ
と
︒
短
期
間
な
が
ら
巴
金
は
日
本
に
あ
っ
て
︑
東
京
外
語
支
那
語
部
出
身
で
横
浜
高
商
助
教
授
の

武
田
武
雄
宅
に
下
宿
し
︑
そ
の
後
︑
東
京
に
住
ん
だ
︒
特
高
に
検
挙
さ
れ
た
経
験
も
あ
る
︒
こ
の
あ
た
り
の
詳
細
は
︑
藤
井
省
三
著
﹃
東
京
外
語

支
那
語
部
﹄︵
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
九
二
年
︶
を
参
照
願
い
た
い
︒

　

日
本
留
学
か
ら
帰
国
後
︑
巴
金
は
友
人
の
呉
朗
西
が
戧
立
し
た
文
化
生
活
出
版
社
の
主
編
と
な
っ
た
︒
魯
迅
最
後
の
小
説
集
﹃
故
事
新
編
﹄
は

文
化
生
活
出
版
社
か
ら
巴
金
編
の
﹁
文
学
叢
刊
﹂
の
一
冊
と
し
て
一
九
三
六
年
一
月
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
同
書
は
魯
迅
生
前
に
七
版
を

重
ね
た18

︒
巴
金
の
日
本
行
以
前
か
ら
取
り
結
ば
れ
た
魯
迅
と
の
絆
は
﹃
故
事
新
編
﹄
で
も
生
か
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
上
述
の
よ
う
に
︑
こ
の
こ

ろ
︑
魯
迅
が
戧
立
︑
活
動
に
尽
力
し
た
左
連
は
︑
中
共
自
身
の
手
に
よ
っ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
︑
そ
の
半
年
後
に
巴
金
は
中
国
文
芸
工
作
者
宣
言
を

起
草
す
る
の
で
あ
っ
た
︒

　

さ
て
こ
こ
で
︑
魯
迅
と
巴
金
と
の
仲
介
者
的
役
割
を
果
た
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
︑
胡
愈
之
に
注
目
し
て
お
き
た
い
︒
胡
愈
之
は
一
九
一
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〇
年
代
初
め
︑
魯
迅
が
日
本
留
学
か
ら
帰
国
し
︑
故
郷
の
紹
興
府
中
学
堂
で
先
生
を
し
て
い
た
と
き
の
生
徒
で
︑
の
ち
に
︑
上
海
の
商
務
印
書
館

に
入
り
︑
当
時
の
中
国
を
代
表
す
る
総
合
雑
誌
﹃
東
方
雑
誌
﹄
の
編
集
者
︑
さ
ら
に
は
そ
の
寄
稿
者
︑
作
家
と
し
て
も
活
躍
し
た19

︒
胡
愈
之
は
ま

た
中
国
に
お
け
る
最
初
期
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
で
あ
り
︑
実
は
一
九
二
〇
年
に
四
川
に
い
た
巴
金
は
上
海
の
胡
愈
之
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
関
す

る
こ
と
で
教
え
を
請
う
べ
く
手
紙
を
書
い
て
い
る20

︒
ま
た
︑
中
国
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
の
公
式
歴
史
書
と
も
い
う
べ
き
﹃
世
界
語
在
中
国
︵
中

国
に
お
け
る
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト21

︶﹄
が
掲
げ
る
﹁
中
国
世
界
語
運
動
年
表
︵
1
8
9
1
─

1
9
8
3
︶﹂
に
は
︑
巴
金
と
胡
愈
之
ら
は
一
九
二
〇
年

八
月
に
﹁
上
海
世
界
語
学
会
再
建
を
発
起
し
た
﹂︵
二
七
頁
︶
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
巴
金
と
も
親
交
の
あ
っ
た
日
本
の
巴
金
研
究
者
山
口

守
氏
の
ご
教
示
よ
れ
ば
︑
上
述
の
よ
う
に
巴
金
は
一
九
二
〇
年
に
は
上
海
に
出
て
お
ら
ず
︑
巴
金
と
胡
愈
之
が
直
接
対
面
し
て
﹁
再
建
発
起
﹂
し

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
︒
お
そ
ら
く
︑
一
九
二
〇
年
の
巴
金
の
胡
愈
之
宛
書
簡
が
こ
の
﹁
再
建
発
起
﹂
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
と
も

あ
れ
︑
一
九
二
〇
年
の
段
階
か
ら
す
で
に
巴
金
と
胡
愈
之
は
文
通
に
よ
っ
て
知
り
合
っ
て
い
た
わ
け
で
︑
胡
愈
之
に
は
そ
の
後
の
巴
金
と
魯
迅
の

仲
介
者
に
な
り
う
る
資
格
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
上
記
﹃
魯
迅
日
記
﹄
一
九
三
四
年
八
月
五
日
と
十
月
六
日
の
記
す
宴
席
に
は
︑
魯
迅
は
茅
盾

と
出
か
け
て
い
る
が
︑
茅
盾
は
胡
愈
之
と
同
じ
く
商
務
印
書
館
の
編
集
者
で
同
僚
先
輩
で
も
あ
っ
た
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
魯
迅
自
身
も
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
は
縁
が
深
く
︑
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
組
織
の
会
員
に
名
を
連
ね
た
り
︑
寄
付
を
し
た
り
︑
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
の
学
校
で
教
え
た
り
し
て
い
る22

︒
な
か
で
も
有
名
な
の
は
︑
大
正
時
代
︑
日
本
に
や
っ
て
き
た
ロ
シ
ア
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
で
盲
目
の
詩
人

エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
と
の
交
友
で
あ
る
︒
藤
井
省
三
著
﹃
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
の
都
市
物
語23

﹄
に
よ
れ
ば
中
村
彝
の
絵
で
も
有
名
な
こ
の
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ

は
︑
一
九
二
一
年
の
東
京
で
の
メ
ー
デ
ー
集
会
︑
さ
ら
に
直
後
の
社
会
主
義
同
盟
第
二
回
大
会
に
参
加
し
て
検
挙
さ
れ
︑
好
ま
し
か
ら
ぬ
外
国
人

と
し
て
日
本
政
府
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
こ
で
︑
上
海
に
渡
る
の
だ
が
︑
こ
れ
を
助
け
た
の
が
日
本
と
中
国
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
た
ち

で
あ
っ
た
︒
日
本
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
か
ら
連
絡
を
受
け
た
胡
愈
之
は
か
つ
て
の
先
生
で
あ
り
︑
す
で
に
小
説
で
文
名
を
上
げ
つ
つ
あ
っ
た
北

京
在
住
の
魯
迅
に
︑
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
の
世
話
を
頼
ん
だ
︒
魯
迅
は
北
京
大
学
に
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
の
仕
事
を
見
つ
け
︑
し
ば
ら
く
自
宅
に
ひ
き
と

り
︑
生
活
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
と
き
︑
上
海
か
ら
北
京
へ
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
の
通
訳
と
し
て
同
行
し
︑
魯
迅
宅
で
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ

と
し
ば
ら
く
一
緒
に
住
ん
で
世
話
を
し
た
の
が
︑
李
克
剛24

と
い
う
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
で
あ
っ
た
︒
李
克
剛
は
そ
の
後
ア
ナ
キ
ス
ト
と
な
り
︑
一
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九
二
〇
年
代
末
の
パ
リ
で
留
学
生
活
を
送
る
巴
金
と
親
交
を
結
ぶ
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
介
し
て
巴
金
︑
胡
愈
之
︑
エ
ロ
シ
ェ
ン

コ
︑
さ
ら
に
こ
の
李
克
剛
が
連
鎖
し
て
い
く
︒
そ
し
て
魯
迅
は
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
と
な
る
わ
け
だ
︒
直
接
対
面
し
た
こ
と
の
な
っ
た
胡

愈
之
と
巴
金
は
パ
リ
で
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
る25

︒
巴
金
は
一
九
二
七
年
一
月
︑
留
学
の
た
め
︑
パ
リ
に
向
か
い
︑
胡
愈
之
は
こ
の
年
の
四
・
一
二

ク
ー
デ
タ
後
︑
蔣
介
石
弾
劾
の
文
書
を
書
い
て
︑
国
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
危
険
と
な
り
︑
一
九
二
八
年
初
め
に
パ
リ
に
亡
命
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
︑
す
で
に
手
紙
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
知
り
合
い
だ
っ
た
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
の
同
志
二
人
は
︑
文
通
八
年
に
し
て
よ
う
や
く
︑
パ
リ

で
対
面
を
果
た
す
︒
巴
金
は
当
地
で
最
初
の
長
編
小
説
﹃
滅
亡
﹄
を
執
筆
す
る
が
︑
胡
愈
之
は
こ
れ
を
古
巣
︑
商
務
印
書
館
の
﹃
小
説
月
報
﹄
に

紹
介
し
︑
一
九
二
九
年
一
月
か
ら
の
連
載
が
実
現
し
た26

︒

　

巴
金
と
こ
の
魯
迅
の
文
字
通
り
愛
弟
子
で
あ
る
胡
愈
之
と
の
交
友
も
︑
魯
迅
と
巴
金
の
邂
逅
を
必
然
な
ら
し
め
る
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
︒

三
、
魯
迅
の
葬
儀
と
胡
愈
之
、
巴
金

　

さ
て
︑
こ
こ
で
再
び
︑
一
九
三
六
年
十
月
二
十
日
か
ら
二
十
二
日
の
魯
迅
の
葬
儀
に
立
ち
か
え
ろ
う
︒
魯
迅
の
葬
儀
は
抗
日
民
族
統
一
戦
線
結

成
に
向
け
た
中
国
共
産
党
の
一
大
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
な
っ
た27

︒
こ
の
葬
儀
の
実
務
を
実
質
的
に
取
り
仕
切
っ
た
の
が
胡
愈
之
で
あ
っ
た
︒
胡
愈
之

は
一
九
三
三
年
に
中
共
の
秘
密
党
員
に
な
っ
て
い
た28

が
︑
当
時
は
国
民
党
か
ら
も
︑
国
民
党
か
ら
独
立
の
民
族
主
義
者
か
ら
も
︑
非
共
産
党
系
の

人
物
と
見
な
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
胡
愈
之
は
魯
迅
の
教
え
子
も
あ
っ
た
か
ら
︑
魯
迅
側
近
で
あ
っ
て
も
中
共
党
員
で
あ
っ
た
馮
雪
峰
な
ど
よ
り
︑

葬
儀
を
取
り
仕
切
る
の
に
は
適
任
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︵
馮
雪
峰
は
幕
後
で
胡
愈
之
と
協
力
し
た
︶︒
と
い
う
の
は
︑
共
産
党
員
馮
雪
峰
に
は
国

民
党
に
よ
る
逮
捕
・
殺
害
の
危
険
が
あ
り
︑
安
全
上
︑
前
面
に
出
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た29

う
え
︑
こ
の
当
時
の
中
共
の
戦
術
転
換
が
背
景
に
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
︒
本
文
前
述
の
と
お
り
︑
中
共
は
反
蔣
抗
日
つ
ま
り
蔣
介
石
に
反
対
し
つ
つ
日
本
と
戦
う
と
い
う
路
線
か
ら
︑
蔣
介
石
に
反
対
す

る
の
で
は
な
く
︑
蔣
介
石
に
抗
日
を
逼
る
と
い
う
逼
蔣
抗
日
に
路
線
を
転
換
し
て
い
た
︒
魯
迅
の
葬
儀
も
そ
う
し
た
路
線
転
換
に
従
っ
て
︑
中
共
は

一
歩
退
い
て
民
族
派
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
で
彼
ら
の
抗
日
の
要
求
を
国
民
党
に
見
せ
つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
魯
迅
の
葬
儀
に
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は
蔣
介
石
の
当
時
の
政
策
︑
安
内
攘
外
政
策
を
批
判
す
る
民
族
派
で
︑
魯
迅
葬
儀
の
一
个
月
後
に
は
︑
国
民
党
に
逮
捕
さ
れ
︑
抗
日
七
君
子
と
し
て

名
を
挙
げ
る
︑
章
乃
器
︑
沈
鈞
儒
ら
の
救
国
会30

が
前
面
に
出
た
の
で
あ
る
︒
救
国
会
の
活
動
は
当
時
の
中
共
の
路
線
・
方
針
と
も
一
致
す
る
も
の

で
︑
胡
愈
之
は
前
年
の
同
会
成
立
後
か
ら
︑
中
共
党
員
の
身
分
を
秘
し
て
︑
こ
の
救
国
会
運
動
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る31

︒
ま
さ
に
胡

愈
之
は
︑
魯
迅
の
葬
儀
の
実
務
責
任
者32

に
は
最
適
の
人
物
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
葬
儀
の
現
場
で
甲
斐
甲
斐
し
く
働
き
︑
棺
を
担
い
だ

な
か
に
巴
金
︑
黄
源
︑
黎
烈
文
初
め
︑
胡
風
や
蕭
軍
ら
党
外
の
比
較
的
若
い
文
学
者
が
多
か
っ
た
の
も
そ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

胡
愈
之
は
若
干
の
矛
盾
は
あ
っ
た
が
︑
晩
年
の
魯
迅
と
は
近
し
い
関
係
に
あ
り
︑
一
九
三
二
年
末
に
中
共
主
導
で
設
立
さ
れ
た
中
国
民
権
保
障

同
盟
に
も
二
人
は
と
も
に
参
加
し
て
お
り
︑
ま
た
胡
愈
之
が
秘
密
党
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
魯
迅
は
知
っ
て
い
た33

︒
つ
ま
り
︑
巴
金
が
晩
年
の
魯
迅

と
主
と
し
て
文
学
活
動
を
介
し
て
交
際
し
て
い
た
時
期
︑
胡
愈
之
も
魯
迅
の
近
く
に
い
て
︑
中
共
の
秘
密
活
動
に
従
事
し
て
い
た
わ
け
だ
︒
表
面

上
︑
巴
金
と
魯
迅
は
文
化
生
活
出
版
社
な
ど
の
出
版
社
や
編
集
者
ル
ー
ト
で
接
近
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
︑
胡
愈
之
と
巴
金
と
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

学
会
以
来
の
縁
︑
パ
リ
時
代
の
縁
が
︑
晩
年
の
魯
迅
と
巴
金
を
つ
な
ぐ
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

さ
て
︑
民
族
派
の
救
国
会
が
前
面
に
出
た
魯
迅
の
葬
儀
で
は
︑
魯
迅
の
棺
に
は
﹁
民
族
魂
﹂
と
い
う
旗
が
被
せ
ら
れ
た
︒
魯
迅
は
徹
底
し
た

国
際
主
義
者
︑
階
級
論
者
で
あ
り
︑﹁
民
族
魂
﹂
な
ど
と
書
か
れ
た
旗
が
自
分
の
棺
に
掛
け
ら
れ
よ
う
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
︒
生
前
そ
ん
な
計
画
を
魯
迅
が
知
っ
た
ら
︑
拒
否
し
た
に
違
い
な
い
︒
実
際
︑
こ
の
葬
儀
の
際
も
︑
魯
迅
直
系
の
文
学
者
︑
胡
風
︑
蕭
軍
は
救

国
会
が
魯
迅
の
葬
儀
の
主
役
に
な
る
こ
と
や
︑
そ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
の
﹁
民
族
魂
﹂
の
旗
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
︒
救
国
会
の
章
乃

器
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
︒

　

当
時
︑
お
そ
ら
く
は
︹
中
共
︺
地
下
党
の
段
取
り
で
許
広
平
さ
ん
が
出
て
来
て
︑
沈
鈞
儒
︑
鄒
韜
奮
︑
史
良
そ
れ
に
私
の
四
人
で
棺
を
担

ぐ
よ
う
に
指
定
し
︑
そ
し
て
棺
は
﹁
民
族
魂
﹂
と
書
か
れ
た
大
旗
で
覆
わ
れ
て
い
た
︒
そ
の
と
き
︑
胡
風
︑
蕭
軍
が
出
て
き
て
反
対
し
た
︒

我
々
が
み
な
民
族
主
義
者
で
︑
国
際
主
義
者
で
国
際
的
地
位
も
あ
る
魯
迅
の
棺
を
担
ぐ
資
格
は
な
い
と
考
え
た
の
だ
︒
許
広
平
さ
ん
が
頑
張

っ
て
く
れ
︑
原
案
ど
お
り
に
執
り
行
わ
れ
た
︒
︙
︵
章
乃
器
﹁
我
和
救
国
会
﹂
一
九
六
七
年
十
二
月
十
七
日34

︶
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自
前
の
思
考
力
を
持
っ
た
胡
風
︑
蕭
軍
ら
の
新
中
国
で
の
悲
劇
は
こ
の
と
き
に
は
す
で
に
決
ま
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
人
民
共
和

国
で
は
魯
迅
の
衣
鉢
を
継
ぐ
文
学
者
は
一
人
と
し
て
無
傷
で
生
き
延
び
た
も
の
は
い
な
い35

︒
し
か
し
︑
い
さ
さ
か
慰
め
が
な
い
で
は
な
い
︒
胡
愈

之
は
共
産
党
員
と
し
て
任
務
を
遂
行
し
つ
つ
も
︑
自
ら
の
魯
迅
理
解
を
曲
げ
る
こ
と
は
な
く
︑
魯
迅
逝
去
直
後
︑
葬
儀
の
実
務
で
忙
し
い
十
月
二

十
日
付
で
︑
民
族
主
義
者
に
と
ど
ま
ら
な
い
国
際
主
義
者
と
し
て
の
魯
迅
を
追
悼
す
る
文
章
を
残
し
て
い
た36

︒
魯
迅
の
近
く
に
い
た
も
の
は
魯
迅

の
真
実
を
し
っ
か
り
見
据
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
巴
金
は
こ
の
魯
迅
の
棺
に
か
け
ら
れ
た
﹁
民
族
魂
﹂
を
ど
う
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
ア
ナ
キ
ス
ト
巴
金
の
思
想
か
ら
し
て
も
こ
の

旗
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
先
に
引
い
た
﹃
真
話
集
﹄
で
は
︑﹁
暮
色
蒼
茫
た
る
中
で
私
は
︑﹁
民
族
魂
﹂
と
書
い
た
︑
旗

に
包
ま
れ
た
棺
が
墓
穴
の
中
へ
降
ろ
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
﹂
と
客
観
的
事
実
の
み
を
記
し
︑
直
接
感
想
を
記
し
て
は
い
な
い
︒
し
か
し
︑

巴
金
が
本
書
で
﹁
私
を
忘
れ
な
さ
い
﹂
と
い
う
魯
迅
の
言
葉
を
し
き
り
に
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
を
︑
こ
こ
で
思
い
出
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
︒
お
そ
ら
く
︑
漠
然
と
で
は
あ
れ
︑
巴
金
に
は
の
ち
の
運
命
が
見
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
中
共
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
文
学
︵
者
︶
が
利

用
さ
れ
︑
政
治
的
必
要
の
た
め
に
︑
国
際
主
義
者
が
民
族
主
義
者
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
捏
造
が
行
な
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
︒

そ
し
て
︑
こ
の
一
九
三
六
年
十
月
︑
人
民
中
国
成
立
の
十
三
年
前
に
魯
迅
は
逝
き
︑
一
方
︑
巴
金
は
二
十
一
世
紀
ま
で
生
き
て
︑
魯
迅
が
生
き
て

い
た
ら
経
験
し
た
で
あ
ろ
う
苦
難
を
魯
迅
に
代
わ
り
経
験
し
た
の
で
あ
っ
た37

︒

　

こ
こ
で
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
は
︑
研
究
者
な
ら
ず
と
も
︑
魯
迅
愛
好
者
な
ら
一
度
は
写
真
で
見
た
こ
と
が
あ
る
あ
の
魯
迅
の
棺
の
旗
を
︑
私

た
ち
は
何
の
疑
い
も
な
く
︑
当
然
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
き
た
こ
と
で
あ
る
︒
毛
沢
東
神
話
︑
中
国
革
命
の
オ
ー
ラ
は
か
く
も
強
力
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
︒

　

筆
者
が
﹁
民
族
魂
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
国
際
主
義
者
に
し
て
階
級
論
者
で
あ
っ
た
魯
迅
が
最
も
嫌
う
で
あ
ろ
う
旗
幟
で
覆
わ
れ
た
﹂
と
書
い
た
の

は
︑
二
〇
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
以
前
は
違
和
感
は
あ
っ
た
に
し
て
も
さ
ほ
ど
不
自
然
と
も
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
︒
二
〇
〇
八

年
当
時
︑
筆
者
は
︑
演
繹
的
に
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
が
︑﹁
物
証
﹂
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
今
回
︑
章
乃
器
の
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こ
の
回
想
に
よ
っ
て
︑
筆
者
の
演
繹
的
推
理
は
裏
打
ち
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
︒
上
述
の
と
お
り
︑
魯
迅
直
系
の
胡
風
︑
蕭
軍
は
︑
こ
の
旗
に
象

徴
さ
れ
る
救
国
会
の
魯
迅
の
葬
儀
に
お
け
る
主
役
化
に
反
対
し
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
思
え
ば
︑
魯
迅
の
弟
子
と
し
て
は
当
然
の
反
応
で
あ
っ
た
と

言
え
る
︒

四
、
李
克
剛
の
魯
迅
追
悼
文
と
奥
野
信
太
郎
の
『
三
田
文
学
』
へ
の
訳
載

　

最
後
に
︑
先
に
触
れ
た
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
を
一
九
二
一
年
︑
上
海
か
ら
北
京
の
魯
迅
宅
に
連
れ
て
行
き
︑
魯
迅
︑
周
作
人
兄
弟
宅
で
し
ば
ら
く
一

緒
に
暮
ら
し
︑
そ
の
後
︑
パ
リ
で
巴
金
と
親
交
を
結
ぶ
︑
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
︑
ア
ナ
キ
ス
ト
李
克
剛
の
魯
迅
追
悼
の
文
章
を
紹
介
し
て
お
き
た

い
︒
李
克
剛
は
魯
迅
が
逝
去
す
る
と
直
ち
に
﹃
中
流
﹄
一
九
三
六
年
十
一
月
号
に
︑﹁
憶
魯
迅
並
及
愛
羅
先
珂
﹂
と
題
す
る
追
悼
文
を
書
い
た
︒

こ
れ
は
︑
す
ぐ
さ
ま
︑
奥
野
信
太
郎
に
よ
っ
て
﹁
魯
迅
と
エ
ロ
シ
エ
ン
コ
と
を
憶
う
﹂
と
い
う
題
で
翻
訳
さ
れ
︑
翌
々
月
の
﹃
三
田
文
学
﹄︵
一

九
三
七
年
一
月
号
︶
に
載
掲
さ
れ
た38

︒
奥
野
信
太
郎
の
日
本
語
訳
は
次
の
よ
う
な
名
調
子
で
始
ま
る
︒

北
国
の
盲
目
詩
人
エ
ロ
シ
エ
ン
コ
が
七
弦
琴
を
携
え
て
わ
が
﹁
沙
漠
﹂
に
漂
泊
し
て
来
た
時
の
こ
と
で
あ
る39

︒
︙
わ
た
く
し
は
こ
の
古
い
都

城
の
西
北
角
八
道
湾
に
あ
る
周
家
の
苦
雨
斎40

に
彼
と
居
を
同
う
し
日
々
魯
迅
先
生
に
見
ゆ
る
幸
運
を
得
た
の
で
あ
っ
た
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
さ
す
が
ア
ナ
キ
ス
ト
だ
け
あ
っ
て
︑
李
克
剛
は
追
悼
文
で
も
︑
魯
迅
を
最
初
か
ら
絶
賛
し
た
り
は
し
な
い
︒
魯
迅
は
陰
気
で
暗
い

感
じ
が
す
る
う
え
︑
人
力
車
な
ど
と
い
う
非
人
間
的
な
乗
り
物
を
使
う
の
で
︑
冷
や
や
か
に
見
て
い
た
が
︑
だ
ん
だ
ん
魯
迅
の
本
質
が
見
え
る
よ

う
に
な
り
︑
敬
意
を
も
つ
に
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒
こ
の
追
悼
文
を
書
い
た
時
期
に
は
︑
李
克
剛
は
巴
金
の
ア
ナ
キ
ス
ト
の
同

志
︑
個
人
的
に
も
親
友
で
あ
る
か
ら
︑
巴
金
の
当
時
の
魯
迅
観
と
も
共
通
項
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒
そ
の
点
で
も
注
目
す
べ
き
文
章
で

あ
ろ
う
︒

　

さ
て
︑
こ
の
訳
者
奥
野
信
太
郎
に
つ
い
て
は
︑
著
名
な
中
国
文
学
者
で
あ
り
︑
贅
言
は
不
要
だ
ろ
う
が
︑
念
の
た
め
︑
若
干
の
注
を
施
す41

︒
奥
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野
信
太
郎
︵
一
八
九
九
～
一
九
六
八
︶
は
︑
一
九
二
五
︵
大
正
十
四
︶
年
に
慶
應
預
科
講
師
か
ら
始
ま
り
︑
戦
中
︑
戦
後
を
通
じ
て
慶
應
中
文
の

看
板
教
授
で
あ
っ
た
︒
戦
後
は
日
本
中
国
学
会
会
長
を
十
三
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
勤
め
て
も
い
る
︒
奥
野
は
︑
魯
迅
が
逝
去
す
る
一
九
三
六
年

秋
か
ら
一
年
半
に
わ
た
り
︑
北
京
に
外
務
省
の
特
別
研
究
員
と
し
て
留
学
し
て
い
た
︒
上
海
で
魯
迅
が
亡
く
な
り
︑
雑
誌
﹃
中
流
﹄
の
追
悼
特
集

を
北
京
で
見
た
奥
野
は
︑
李
克
剛
の
文
章
を
訳
し
︑﹃
三
田
文
学
﹄
に
送
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
︒
訳
文
テ
キ
ス
ト
最
後
に
付
さ
れ
た
書
状
風
の
メ

モ
の
宛
先
が
﹁
和
気
清
三
郎
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
当
時
の
﹃
三
田
文
学
﹄
の
編
集
長
で
あ
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
興
味
深
い
の
は
︑﹁
哀

悼
魯
迅
先
生
専
号
﹂
で
あ
る
﹃
中
流
﹄
同
号
に
は
三
十
編
以
上
の
追
悼
文
や
詩
が
載
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
奥
野
は
李
克
剛
の
や
や
斜
に
構
え
た
追

悼
文
を
選
択
し
て
い
る
点
だ
︒
文
人
奥
野
の
好
み
が
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒

　

最
後
に
こ
の
文
章
の
研
究
史
的
な
価
値
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
触
れ
て
お
く
︒
筆
者
は
こ
の
奥
野
の
翻
訳
を
か
な
り
以
前
に
︑
飯
田
吉
郎
編
﹃
現

代
中
国
文
学
研
究
文
献
目
録　

増
補
版
﹄︵
汲
古
書
院
︑
一
九
九
一
年
︶
で
知
っ
た
︒﹃
三
田
文
学
﹄
が
魯
迅
逝
去
直
後
に
追
悼
文
を
載
せ
て
い
る

の
に
ま
ず
驚
い
た
︒
し
か
し
︑
佐
藤
春
夫
と
魯
迅
の
関
係
な
ど
を
考
え
れ
ば
︑
魯
迅
と
﹃
三
田
文
学
﹄
は
異
色
の
取
り
合
わ
せ
と
い
う
わ
け
で
も

な
い
︒
と
こ
ろ
で
︑
研
究
者
の
世
界
で
は
︑
こ
の
飯
田
氏
の
目
録
に
載
っ
て
い
る
文
献
・
資
料
は
︑﹁
発
見
済
み
﹂
の
も
の
で
あ
っ
て
︑
新
発
見

の
資
料
と
は
見
な
さ
れ
な
い
︒
た
だ
︑
日
本
の
魯
迅
研
究
者
や
巴
金
研
究
者
は
﹃
中
流
﹄
の
李
克
剛
の
追
悼
文
を
引
く
際
︑
み
な
︑
そ
の
原
文
を

直
接
使
っ
て
︑﹃
三
田
文
学
﹄
の
奥
野
訳
に
触
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
︒
今
回
︑
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部

125
周
年
記
念
事

業
︑
展
示
会
﹁
語
り
つ
く
せ
ぬ
思
い
─
巴
金
と
日
本
作
家
﹂
上
海
巴
金
故
居
特
別
展
に
︑
奥
野
信
太
郎
教
授
の
こ
の
文
章
を
掲
載
し
た
号
の

﹃
三
田
文
学
﹄
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
展
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
あ
る
意
味
で
再
発
見
で
あ
り
︑﹃
三
田
文
学
﹄
が
歴
史
的
に
現
代
中
国
文
学
紹
介
に

果
た
し
た
役
割
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
も
繫
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
次
第
で
あ
る
︒

　

以
上
︑
魯
迅
と
巴
金
の
関
係
︑
魯
迅
の
葬
儀
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
を
︑
先
行
論
文
と
既
発
表
の
拙
論
に
よ
り
つ
つ
︑
若
干
の
新
資
料
︑
新
視
点

を
加
味
し
な
が
ら
分
析
を
試
み
︑
こ
と
の
つ
い
で
に
李
克
剛
の
追
悼
文
の
奥
野
訳
に
触
れ
た
︒
走
り
書
き
的
覚
書
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い

が
︑
引
玉
の
瓦
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
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註1 

本
稿
は
二
〇
一
五
年
九
月
五
日
︑
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部125

周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
︑
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
北
館
一
階
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
︑

﹁
巴
金
と
日
本
︑
お
よ
び
日
中
学
術
文
化
交
流
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
の
た
め
に
準
備
し
た
口
頭
で
の
発
表
原
稿
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
︵
当

初
参
加
予
定
で
あ
っ
た
陳
思
和
復
旦
大
学
教
授
が
出
席
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
︑
筆
者
が
急
遽
登
壇
す
る
仕
儀
と
な
っ
た
︶︒

2 
 

﹃
世
界
歴
史
体
系　

中
国
史
５　

清
末
～
現
代
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︶
一
六
八
頁
︒
長
堀
﹃
魯
迅
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
﹄︵
平
凡
社
︑
二
〇
一
一

年
︶
三
三
四
頁
︑
注
48
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
た
︒

 
 

﹁
王
彬
彬
著
﹁
一
九
三
六
年
的
〝
救
国
会
〟
与
〝
民
族
魂
〟﹂︵﹃
鐘
山
﹄
双
月
刊
二
〇
〇
七
年
第
四
期
︶︑
参
照
︒
ま
た
当
時
の
中
共
の
政
治
動
静
は

﹃
中
共
中
央
文
件
選
集
﹄
第
十
一
冊
︵
中
共
中
央
党
校
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︶
参
照
︑
特
に
﹁
中
央
関
於
逼
蔣
抗
日
問
題
的
指
示
︵
中
央
の
逼
蔣
抗

日
問
題
に
つ
い
て
の
指
示
﹂︵
一
九
三
六
年
九
月
一
日
︶﹂
は
端
的
に
こ
の
転
換
を
示
し
て
い
る
︒﹂

3 

巴
金
著
・
石
上
韶
訳
﹃
探
索
集
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
三
年
︶
所
収
﹁
四
三　

烈
文
を
追
慕
す
る
﹂︑
八
六
～
八
七
頁
参
照
︵
本
編
﹁
懐
念
烈
文
﹂
は

現
行
﹃
巴
金
全
集
﹄
人
民
文
学
出
版
社
版
で
は
第
十
六
巻
所
収
︒
二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
︶︒
な
お
︑
こ
の
辺
の
問
題
に
つ
い
て
は
丸
山
昇
﹁﹃
答
徐
懋
庸

並
関
于
抗
日
統
一
戦
線
問
題
﹄
手
稿
の
周
辺
﹂︵﹃
魯
迅
・
文
学
・
歴
史
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
所
収
︒
同
編
初
出
は
﹃
中
国
─
社
会
と
文
化
﹄
８
︑

中
国
社
会
文
化
学
会
︑
一
九
九
三
年
︶︑
河
村
昌
子
﹁
巴
金
と
読
者
─
公
開
書
簡
集
﹃
短
簡
﹄
と
﹃
随
想
録
﹄
を
題
材
に
─
﹂︵﹃
千
葉
商
科
大
学
紀
要
﹄

第
四
六
集
第
一
・
第
二
合
併
号
︑
二
〇
〇
八
年
︑
の
ち
︑﹃
巴
金
─
そ
の
文
学
を
貫
く
も
の
﹄
中
国
文
庫
︑
二
〇
一
六
年
︑
に
収
録
︶
も
参
照
︒

4 

前
掲
注
２
の
長
堀
﹃
魯
迅
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
﹄
第
七
章
︵
書
誌
詳
細
は
省
く
が
︑
本
章
の
初
出
は
一
九
九
八
年
︶
参
照
︒
ま
た
︑
前
掲
注
３
の
丸
山
昇

﹁﹃
答
徐
懋
庸
並
関
于
抗
日
統
一
戦
線
問
題
﹄
手
稿
の
周
辺
﹂
も
参
照
の
こ
と
︒

5 

馮
雪
峰
著
﹁
有
関
一
九
三
六
年
周
揚
等
人
的
行
動
以
及
魯
迅
提
出
﹃
民
族
革
命
戦
争
的
大
衆
文
学
﹄
口
号
的
経
過
︵
一
九
三
六
年
の
周
揚
ら
の
行
動
及

び
魯
迅
が
﹃
民
族
革
命
戦
争
の
大
衆
文
学
﹄
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
提
出
す
る
経
過
に
つ
い
て
︶﹂
に
よ
る
︒︵﹃
新
文
学
史
料
﹄
第
二
輯
︑
人
民
文
学

出
版
社
︑
一
九
七
九
年
二
月
︒
の
ち
﹃
雪
峰
文
集
﹄
第
四
巻
︑
人
民
文
学
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
︑
収
録
︶︒

6 

巴
金
﹁
答
徐
懋
庸
並
談
西
班
牙
的
連
合
戦
線
︵
徐
懋
庸
に
答
え
併
せ
て
ス
ペ
イ
ン
の
連
合
戦
線
に
つ
い
て
︶﹂︵﹃
作
家
﹄
一
九
三
六
年
九
月
号
︑
現
行
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﹃
巴
金
全
集
﹄
で
は
第
十
八
巻
所
収
︶︒
学
研
版
﹃
魯
迅
全
集
﹄
の
本
編
の
訳
注
︵
九
︶
参
照
︒

7 
﹁
魯
迅
先
生
追
憶
﹂︵
内
山
完
造
著
﹃
魯
迅
の
思
い
出
﹄︑
社
会
思
想
社
︑
一
九
七
九
年
︑
所
収
︒
初
出
は
﹃
改
造
﹄
一
九
三
六
年
十
二
月
︶︒

8 
こ
の
紀
文
輯
﹁
送
殯
者
登
記
簿
録
﹂
全
四
冊
に
は
一
︑
〇
〇
七
名
の
個
人
名
が
あ
る
︒
そ
の
中
に
は
︑
著
名
人
も
多
く
︑
興
味
深
い
人
名
も
あ
る
︒
例

え
ば
︑
本
稿
関
係
者
と
し
て
は
徐
懋
庸
も
参
列
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
日
本
人
の
名
も
魯
迅
の
主
治
医
︑
須
藤
五
百
三
夫
妻
を
初
め
︑
東
亜
同
文

書
院
教
授
鈴
木
択
郎
や
戦
後
の
著
名
な
中
国
研
究
者
で
当
時
は
上
海
毎
日
新
聞
記
者
だ
っ
た
岩
村
三
千
夫
︑
さ
ら
に
は
魯
迅
と
親
交
の
あ
っ
た
鹿
地
亘

と
戦
後
結
婚
す
る
河
野
さ
く
ら
な
ど
十
名
以
上
が
見
え
る
︒
特
に
︑
日
本
人
名
︑
朝
鮮
人
名
の
詳
細
な
調
査
分
析
が
待
た
れ
る
︒

9 

孔
著
一
二
三
頁
が
引
く
巴
金
﹁
一
点
不
能
忘
却
的
記
憶
﹂
に
よ
る
︒
な
お
︑
本
編
は
﹃
巴
金
全
集
﹄
第
十
三
巻
所
収
﹃
短
簡
﹄ 

に
﹁
永
遠
不
能
忘
記
的

記
憶
﹂
と
タ
イ
ト
ル
を
変
え
て
収
録
さ
れ
て
い
る
︵
山
口
守
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
︒
こ
こ
は
六
〇
頁
︶︒
孔
著
と
﹃
巴
金
全
集
﹄
テ
キ
ス
ト
で
は
若
干

の
異
同
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
初
出
︵﹃
中
流
﹄
一
巻
五
期
︑
一
九
三
六
年
十
一
月
五
日
付
︶
に
基
づ
く
前
者
に
従
う
︒
な
お
︑﹃
巴
金
全
集
﹄
注
に
よ

れ
ば
﹁
弔
辞
を
読
ん
だ
友
人
﹂
と
は
胡
愈
之
を
指
す
︒

10 

巴
金
著
・
石
上
韶
訳
﹃
真
話
集
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
四
年
︶
所
収
﹁
七
十
二　

魯
迅
先
生
を
追
慕
す
る
﹂︒
同
書
八
九
～
九
〇
頁
︒
現
行
﹃
巴
金
全

集
﹄
で
は
第
十
六
巻
﹃
随
想
録
﹄
所
収
︒
三
四
〇
～
三
四
一
頁
︒
原
題
は
﹁
懐
念
魯
迅
先
生
﹂︒
な
お
︑
石
上
は
訳
注
で
︑﹁
私
を
忘
れ
な
さ
い
︵
忘
記

我
︶﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
巴
金
が
直
接
魯
迅
か
ら
聞
い
た
言
葉
と
解
さ
れ
る
が
︑
魯
迅
の
死
の
直
前
の
文
章
﹁
死
﹂︵﹃
且
介
亭
雑
文
末
編
﹄
所
収
︒
初

出
は
﹃
中
流
﹄
第
一
巻
第
二
期
︑
一
九
三
六
年
九
月
二
十
日
︶
に
あ
る
︑
家
族
へ
の
遺
言
中
の
一
条
︑﹁
私
を
忘
れ
な
さ
い
︵
忘
記
我
︶﹂
と
も
通
底
す

る
と
書
い
て
い
る
︒

11 

前
掲
注
２
の
長
堀
﹃
魯
迅
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
﹄
特
に
第
九
︑
十
章
参
照
︒

12 

前
掲
注
２
の
﹃
魯
迅
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
﹄
の
第
一
～
四
章
及
び
第
六
章
参
照
︒

13 

日
本
語
で
は
杉
村
昌
昭
・
金
井
毅
訳
﹃
革
命
の
想
像
力
＝
ト
ロ
ツ
キ
ー
芸
術
論
﹄︵
柘
植
書
房
︑
一
九
七
八
年
︶
が
こ
の
﹁
ト
ル
ス
ト
イ
論
﹂
を
﹁
詩

人
・
反
逆
者
と
し
て
の
ト
ル
ス
ト
イ
﹂
と
し
て
収
め
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
こ
で
の
巴
金
の
訳
文
テ
キ
ス
ト
は
︑﹃
巴
金
訳
文
全
集
﹄
第
五
巻
︵
人
民
文

学
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︶
に
よ
っ
た
︒

14 

丸
山
昇
﹁
魯
迅
と
﹃
宣
言
一
つ
﹄﹂︵﹃
中
国
文
学
研
究
﹄
中
国
文
学
の
会
︑
一
九
六
一
年
四
月
︒
の
ち
︑﹃
魯
迅
・
文
学
・
歴
史
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇

四
年
︑
に
収
録
︶
も
指
摘
し
て
い
る
︒

15 

﹃
巴
金
書
簡
─

致
王
仰
晨
﹄︵
文
匯
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︶
所
収
の
一
九
七
六
年
三
月
二
五
日
付
書
簡
に
よ
る
︒
李
存
光
も
こ
れ
に
従
っ
た
と
思
わ
れ

る
︒
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16 

訳
文
は
学
研
版
﹃
魯
迅
全
集
﹄
に
よ
る
︒
以
下
同
︒

17 
学
研
版
﹃
魯
迅
全
集
﹄
の
訳
注
に
よ
る
︒
こ
れ
は
巴
金
の
﹁
魯
迅
先
生
就
是
這
様
的
一
個
人
︵
魯
迅
先
生
は
こ
の
よ
う
な
人
︶﹂︵﹃
巴
金
全
集
﹄
第
十

五
巻
所
収
︒
こ
こ
は
二
四
四
頁
︶
の
言
葉
︒
こ
の
文
章
は
巴
金
自
身
が
魯
迅
と
の
最
初
の
会
見
を
回
想
し
た
も
の
で
︑
魯
迅
に
対
す
る
思
い
も
よ
く
出

て
い
る
︒

18 

人
民
文
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
版
﹃
魯
迅
全
集
﹄
第
二
巻
所
収
﹃
故
事
新
編
﹄
の
扉
見
返
し
に
よ
る
︒

19 

胡
愈
之
の
経
歴
は
︑
拙
論
﹁
魯
迅
と
胡
愈
之
﹂︵﹃
日
吉
紀
要　

中
国
研
究
﹄
第
五
号
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︶
参
照
︒

20 

許
善
述
﹃
巴
金
与
世
界
語
﹄︵
中
国
世
界
語
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︶︑
三
七
七
頁
︒

21 

中
国
世
界
語
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︒

22 

前
掲
注
21
の
﹃
世
界
語
在
中
国
﹄
が
掲
げ
る
﹁
中
国
世
界
語
運
動
年
表
︵
1
8
9
1
─

1
9
8
3
︶﹂
参
照
︒

23 

み
す
ず
書
房
︑
一
九
八
九
年
︒

24 

李
克
剛
︵
一
九
〇
三
～
一
九
九
九
︶
に
つ
い
て
は
︑
晩
年
の
李
本
人
と
親
交
の
あ
っ
た
︑
山
口
守
﹁
去
り
行
く
世
紀
の
記
憶
─
巴
金
と
友
人
た
ち
﹂

︵﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄
一
九
九
九
年
一
月
︶
に
よ
る
︒
呉
克
剛
は
巴
金
と
同
時
期
に
パ
リ
に
あ
っ
て
︑
と
も
に
国
際
的
な
ア
ナ
キ
ス
ト
組
織
︑
ア
ナ
キ
ス
ト
・

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
活
動
︑
帰
国
後
は
︑
巴
金
は
文
学
︑
呉
は
経
済
学
の
分
野
と
専
門
は
離
れ
る
が
︑
友
人
で
あ
り
続
け
た
︒
呉
は
日
中
戦
後
︑

台
湾
に
渡
り
︑
台
湾
大
学
教
授
を
長
く
務
め
た
︒

25 

李
樹
徳
﹁
巴
金
与
胡
愈
之
的
友
誼
：
通
信
８
年
之
後
才
見
面
﹂︵http://history.people.com

.cn/G
B

/205396/15708779.htm
l

︶
な
ど
に
よ
る
︒
こ
れ

は
の
ち
に
﹃
百
年
春
秋
﹄
の
一
冊
︑﹃
旧
聞
遺
珍
﹄︑
中
国
文
史
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
二
七
八
～
二
七
九
頁
に
収
録
さ
れ
た
と
い
う
が
未
見
︒

26 

于
友
﹃
胡
愈
之
﹄︵
群
言
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
六
八
頁
︒

27 

中
共
は
魯
迅
の
葬
儀
を
広
範
な
大
衆
の
追
悼
行
動
に
し
よ
う
と
意
図
し
た
︒
本
文
前
掲
の
孔
海
珠
﹃
魯
迅
─
最
後
的
告
別
﹄
二
九
頁
︒

28 

前
掲
注
19
に
同
じ
︒

29 

孔
海
珠
﹃
魯
迅
─
最
後
的
告
別
﹄
十
一
頁
に
︑
宋
慶
齢
が
語
る
馮
雪
峰
の
言
が
引
か
れ
て
い
る
︒

30 

救
国
会
に
つ
い
て
は
﹃
世
界
歴
史
体
系　

中
国
史
５　

清
末
～
現
代
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︶
一
六
七
～
一
六
八
頁
参
照
︒

31 

胡
愈
之
の
救
国
会
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
注
26
の
于
友
著
の
第
十
二
章
﹁
救
国
会
的
興
起
﹂
参
照
︒
ま
た
前
掲
注
19
長
堀
﹁
魯
迅
と
胡
愈
之
﹂

に
も
書
い
た
が
︑
潘
漢
年
は
胡
愈
之
に
﹁
以
後
︑
君
は
救
国
会
の
こ
と
だ
け
や
っ
て
く
れ
︑
ほ
か
の
こ
と
は
か
ま
う
な
﹂
と
指
示
し
て
い
た
︵
于
友
著

一
五
三
頁
に
も
あ
る
︶︒
救
国
会
が
中
共
に
と
っ
て
こ
の
と
き
最
重
要
の
獲
得
対
象
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
︒
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32 

ち
な
み
に
葬
儀
委
員
長
に
は
魯
迅
の
同
郷
の
親
友
︑
蔡
元
培
が
自
ら
就
任
し
た
︒

33 
前
掲
注
19
の
長
堀
﹁
魯
迅
と
胡
愈
之
﹂
参
照
︒

34 
 

孔
海
珠
﹃
魯
迅
─
最
後
的
告
別
﹄
一
一
八
～
一
一
九
頁
の
引
用
に
よ
る
︒
文
革
中
に
書
か
れ
た
章
乃
器
の
本
編
は
周
天
度
編
﹃
救
国
会
﹄︵
中
国
社
会

科
学
出
版
社
︑
一
九
八
一
年
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
当
該
部
分
は
四
三
七
頁
︑
孔
著
の
引
用
と
異
同
は
な
い
︒

35 

前
掲
注
２
﹃
魯
迅
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
﹄
第
十
章
等
参
照
︒

36 

同
前
﹁
魯
迅
と
胡
愈
之
﹂
の
注
１
参
照
︒﹁
魯
迅
─
民
族
革
命
的
偉
大
闘
士
﹂︵﹃
胡
愈
之
文
集
﹄︑
北
京
三
聯
書
店
︑
一
九
九
六
年
︑
第
三
巻
所
収
︶
を

指
し
て
い
る
︒
魯
迅
は
﹁
民
族
革
命
の
偉
大
な
戦
士
﹂
で
あ
る
と
と
も
に
﹁
国
際
主
義
者
﹂
で
あ
っ
た
と
胡
愈
之
は
記
す
︒
こ
れ
は
胡
愈
之
の
あ
る
種

の
﹁
抵
抗
﹂
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
︒

37 

巴
金
は
﹁
憶
魯
迅
先
生
﹂︵﹃
巴
金
全
集
﹄
第
十
三
巻
所
収
︶
で
︑
魯
迅
は
﹁
民
族
解
放
運
動
の
中
で
は
偉
大
な
戦
士
で
あ
り
︑
人
類
解
放
運
動
の
中
で

は
勇
敢
な
先
駆
で
あ
っ
た
﹂︵
三
三
七
頁
︶
と
魯
迅
思
想
の
根
幹
を
理
解
し
て
お
り
︑
中
共
政
権
下
で
の
苦
難
を
必
然
と
受
け
止
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒

山
口
守
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
︒

38 

こ
れ
は
の
ち
に
﹃
現
代
支
那
文
学
全
集
﹄
第
十
巻
︵
東
成
社
︑
一
九
四
〇
年
八
月
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒

39 

奥
野
信
太
郎
訳
の
冒
頭
の
一
節
︒
引
用
に
当
っ
て
は
新
字
︑
新
仮
名
遣
い
に
変
え
た
︒
二
〇
一
五
年
九
月
五
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
詩
人
の
吉
増
剛

造
氏
が
フ
ロ
ア
か
ら
発
言
し
︑
奥
野
訳
の
こ
の
冒
頭
の
一
文
を
激
賞
さ
れ
た
こ
と
を
特
記
し
て
お
く
︒

40 

周
作
人
の
書
斎
の
斎
号
︒
魯
迅
・
周
作
人
一
家
は
一
九
一
九
年
か
ら
北
京
・
八
道
湾
十
一
号
の
家
で
同
居
し
た
が
︑
一
九
二
三
年
の
兄
弟
訣
別
後
︑
魯

迅
は
こ
の
家
を
出
た
︒
そ
の
後
︑
周
作
人
は
自
ら
の
書
斎
を
苦
雨
斎
と
命
名
し
た
が
︑
や
が
て
こ
の
斎
号
は
世
上
で
は
八
道
湾
十
一
号
︑
あ
る
い
は
周

作
人
個
人
を
指
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

41 

奥
野
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
一
郎
・
丸
山
信
﹁
奥
野
信
太
郎
著
作
目
録
初
稿
﹂︵﹃
藝
文
研
究
﹄
二
七
巻
︑
一
九
六
九
年
︶︑
藤
田
祐
賢
﹁
奥
野
信
太
郎
年

譜
﹂︵
同
前
︶
参
照
︒


