
丸
山
松
幸
著

中
国
近
代
の
革
命
思
想

後

藤

延

子

丸
山
松
孝
箸
『
中
園
近
代
の
革
命
思
想
』
は
、
著
者
の
都
立
大
皐
人
文
鼠
宇
都

の
卒
業
論
文
『
季
大
剣
の
恩
想
と
そ
の
背
景
』
(
歴
史
評
論
八
七
競
一
九
五

七
年
)
以
来
の
主
要
論
文
を
一
般
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
例
に
よ
り

目
次
を
掲
げ
て
お
く
。
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ま
え
が
き

序
論
|
|
停
統
思
想
と
現
代
中
国

一
清
末
無
政
府
主
義
と
俸
統
思
想

二
劉
師
培
略
俸

三
中
園
に
お
け
る
無
政
府
主
義
と
民
族
主
義
・
共
産
主
義

*
近
代
中
閣
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
文
革

πu 

一
五
四
運
動
か
ら
園
民
革
命
へ

二
李
大
剣
の
恩
想
と
そ
の
背
景

三
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
原
型

四
陳
濁
秀
と
李
大
剣

*
民
園
初
年
の
調
和
論

五
「
社
舎
主
義
論
戦
」
に
お
け
る
中
園
初
期
社
禽
主
義
者
た

T 8 11 10 9 1 12 2 3 4 6 

ち
の
思
想

*
「
祉
曾
主
義
論
戦
」
舞
え
書

あ
と
が
き

5 
-ーーー守ー

←ーーー

ー一一→

下
欄
の
番
械
は
設
表
の
順
序
を
示
し
て
お
り
、
書
評
子
が
参
考
の
た
め
に
附

し
た
も
の
で
あ
る
。
最
下
欄
は
そ
れ
を
五
・
六

0
年
代
の
作
品
と
七

0
年
代
の

も
の
と
を
区
分
し
て
み
た
も
の
で
あ
り
、
雨
者
の
聞
に
は
、
六
九
年
の
『
五
回

運
動
』
(
紀
伊
園
屋
書
庖

γと
七

O
年
の
ス
カ
ラ
ピ
l
ノ
著
『
中
園
の
ア
ナ
キ

ズ
ム
運
動
』
の
醜
誇
ハ
向
上
〉
が
介
在
し
て
い
る
。

著
者
は
今
回
の
出
版
に
際
し
て
新
た
に
附
し
た
「
ま
え
が
き
」
の
中
で
、
本

書
の
テ
1
マ
を
三
つ
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
西
洋
の
侵
略
と
た
た
か
い

つ
つ
他
方
で
そ
の
文
明
を
掻
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
デ
ィ
レ

γ
マ
の

中
に
お
か
れ
た
中
園
の
近
代
化
に
お
け
る
惇
統
思
想
と
の
複
雑
な
葛
藤
に
光
を

嘗
て
る
こ
と
だ
と
い
う
。
二
つ
は
、
中
園
近
代
化
の
二
つ
の
方
向
の
う
ち
、
世
汁

務
運
動
か
ら
蒋
介
石
園
民
政
府
に
至
る
上
か
ら
の
園
家
統
一
の
方
向
に
射
し

て
、
太
卒
天
園
か
ら
人
民
革
命
に
至
る
下
か
ら
の
革
命
の
方
向
に
視
貼
を
す

え
、
前
者
H

「
園
家
」
を
優
位
に
置
く
思
想
に
針
し
て
後
者

U
「
人
民
」
を
霊

腕
す
る
革
命
思
想
が
革
命
の
主
睡
で
あ
る
人
民
に
つ
い
て
の
認
識
を
・
次
第
に
深

化
さ
せ
て
い
く
過
程
を
辿
る
こ
と
だ
と
い
白う
。
ゴ
一
つ
は
、
中
園
近
代
草
命
思
想

の
焦
熱
で
あ
る
民
族
主
義
と
無
政
府
主
義
、
共
産
主
義
ど
の
か
ら
み
合
い
を
明

ら
か
に
し
て
、
人
民
中
園
創
出
の
指
導
理
念
と
な
っ
た
毛
津
東
思
想
の
源
流
を

探
る
こ
と
だ
と
い
う
。

以
上
の
う
ち
、
ま
ず
第
一
の
テ
l
マ
は
、
臨
戦
後
竹
内
好
が
後
進
園
の
近
代
化

の
タ
イ
プ
に
は
二
つ
あ
り
、
日
本
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
中
園
の
そ
れ
と
は

全
く
異
質
マ
は
な
い
か
と
の
仮
設
を
提
起
し
、
そ
の
下
に
隻
方
を
封
比
し
説
明

-139ー
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し
て
き
た
中
園
の
近
代
化
と
俸
統
と
の
閥
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
考
え
方
を
引

縫
ぐ
も
の
と
見
て
よ
い
。
本
書
で
は
主
と
し
て
、
序
論
、
I
の一

、
こ
が
そ
う

し
た
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

第
二
の
テ
l
マ
は
、
西
順
誠
氏
の
「
中
園
近
代
思
想
の
な
か
の
人
民
概
念
」

(
講
座
近
代
ア
ジ
ア
思
想
史
中
園
篇

一
一
九
六

O
年
弘
文
堂
〉
の
見
方
に

大
き
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
天
下
王
朝
鰻
制
下
の
人

民
概
念
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
盤
迫
の
下
で
康
有
魚
、
牽
幅
削
麟
、
孫
文
ら
を

通
じ
て
徐
々
に
解
位
さ
れ
つ
く
り
繁
え
ら
れ
、
つ
い
に
李
大
剣
に
至
っ
て
「
ひ

と
り
ひ
と
り
が
主
鱒
的
に
思
想
を
も
っ
と
こ
ろ
の
人
民
総
鰻
」
と
い
う
観
念
に

ま
で
到
達
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
針
抗
し
う
る
中
園
の
「
近
代
」
園
家
形

成
を
可
能
に
す
る
道
が
開
か
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
書
で
は
主

と
し
て
、
序
論
、

E
の
一
が
こ
れ
に
基
づ
く
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

三
つ
め
の
テ
l
マ
に
基
づ
く
成
果
は
、
主
と
し
て
I
の
一、

二
、
三
、
*
で

あ
り
、
著
者
が
ア

ナ
キ
ズ
ム
に
関
心
を
寄
せ
、
こ
う
し
た
テ
l
マ
を
自
究
的
に

設
定
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
前
述
の
『
五
回
運
動
』
執
筆
中
に
起
っ
た
、

文
化
大
革
命
と
大
皐
紛
争
と
に
よ
る
「
衝
撃
」
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る。
さ
て
以
上
の
如
き
理
解
と
整
理
と
が
あ
る
程
度
正
鵠
を
射
た
も
の
と
す
れ

ば
、
「
ま
え
が
き
」
は
、
「
そ
の
と
き
ど
き
の
関
心
の
ま
ま
に
、
あ
る
い
は
編
集

者
の
注
文
に
腹
じ
て
執
筆
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
」
だ
と
い
う
論
文
を
一
加
の

本
に
編
む
に
際
し
て
の
必
要
の
た
め
に
後
か
ら
振
り
返
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う

性
格
が
強
く
、
し
か
も
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
七

0
年
代
の
作
品
に
安
嘗
す
る
も

の
が
多
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
の
批
評
と
紹
介
に
蛍
っ

て
、
本
書
の
構
成
に
も
、
「
ま
え
が
き
」
に
も
あ
ま
り
と
ら
わ
れ
す
ぎ
な
い
方

が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
従
っ
て
今
回
は
愛
表
順
序
に
そ
っ
て
紹
介
し
コ
メ

ン
ト
を
附
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
だ
が
慈
の
な
い
や
り
方
を
採

り
た
い
と
思
う
。

ま
ず
著
者
の
慮
女
論
文
「
李
大
剣
の
思
想
と
そ
の
背
景
」
は
、
丁
度
相
前
後

し
て
設
表
さ
れ
た
星
井
彦
七
郎
「
李
大
剣
の
出
褒
」
(
史
林
四

O
|
三
)
と
と

も
に
、
季
大
剣
思
想
研
究
に
劃
期
的
意
義
を
も
っ
論
文
で
あ
り
、
我
々
後
進
に

は
か
り
知
れ
な
い
皐
患
を
輿
え
て
く
れ
た
業
績
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
革
命
先
烈

の
顕
彰
、
あ
る
い
は
人
民
中
園
の
思
想
的
原
黙
の
確
定
を
主
目
的
と
す
る
が
ゆ

え
に
、
李
大
判
か
既
に
日
本
留
皐
中
に
「
社
曾
主
義
を
皐
ん
で
い
た
な
ど
と
す

る
無
責
任
な
研
究
態
度
」
を
示
す
中
園
で
の
公
式
主
義
的
研
究
を
打
破
し
て
、

日
本
人
研
究
者
と
し
て
の
粗鋼
自
的
・
自
主
的
立
場
を
指
し
示
し
た
こ
と
で
あ

る。
そ
し
て
『
李
大
剣
選
集
』
も
、
ま
た
恐
ら
く
張
静
如
の
『
李
大
剣
同
志
革
命

思
想
的
設
展
』
も
入
手
不
可
能
で
資
料
的
に
非
常
に
困
難
な
時
期
で
あ
り
な
が

ら
、
並
々
な
ら
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
能
う
か
ぎ
り
の
資
料
を
集
め
、
そ
の
個
性
的

な
思
想
形
成
過
程
を
思
想
の
内
在
的
論
理
に
即
し
て
跡
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
二
貼
が
い
か
に
新
鮮
な
感
動
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
文
革
後

の
今
日
、
中
園
の
貧
情
に
つ
い
て
か
な
り
正
確
な
情
報
が
停
え
ら
れ
、
且
つ
資

料
の
洪
水
に
嬉
し
い
悲
鳴
を
あ
げ
て
い
る
若
い
研
究
者
に
は
、
と
て
も
想
像
で

き
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

通
常
、
庭
女
論
文
は
著
者
の
以
後
の
研
究
方
向
の
全
て
の
萌
芽
を
潜
在
さ

せ
、
将
来
の
展
開
を
預
言
す
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
が
も
し
員
相
を
衝

い
て
い
る
と
す
る
と
、
確
か
に
こ
の
論
文
の
中
に
著
者
の
以
後
の
研
究
に
一
貫

す
る
こ
つ
の
特
徴
が
既
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
の
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
は
一
つ
は
、
李
大
剣
の
思
想
の
設
展
を
促
し
、
中
園
で
最
初
に
マ
ル
ク
ス

主
義
を
受
容
さ
せ
た
要
因
と
し
て
、
彼
の
思
想
の
根
抵
に
流
れ
る
貧
践
へ
の
意

-140-
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欲
や
姿
勢
に
注
目
し
、
そ
れ
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
汁
そ
こ
に
は
、
五

五
・
六
年
営
時
の
日
本
の
「
主
桂
性
論
」
流
行
の
思
想
朕
界
僅
に
あ
っ
た
著
者

の
問
題
意
識
の
強
烈
な
時
代
性
が
看
一
取
で
き
る
と
と
も
に
、
自
己
嬰
草
の
問
題

を
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
皐
習
に
解
消
す
る
嘗
時
の
日
本
の
知
識
人
の
安
易
な

愛
想
に
糾
問
す
る
著
者
の
著
者
ら
し
い
純
粋
な
反
援
が
讃
取
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
時
給
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
は
「
不
完
全
」
で
あ
れ
、
中
園
の
大
衆
に

寅
践
方
向
お
指
し
示
す
べ
き
理
論
を
摸
索
じ
て
い
た
人
と
し
て
李
大
剣
は
高
く

評
領
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
六

0
年
代
の
末
の
よ
う
に
、
寅
践
へ
の
意
欲
や
姿
勢

の
重
-
喝
か
直
ち
に
心
情
や
衝
動
を
重
視
す
る
、
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
讃
美
へ

と
連
な
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

二
つ
は
、
里
弁
論
文
が
「
言
治
」
期
に
的
を
し
ぼ
り
、
極
め
て
紋
密
に
寅
設

的
に
嘗
時
の
情
勢
と
そ
の
中
に
生
き
、

t

悩
む
李
大
剣
の
思
索
の
跡
と
を
克
明
に

辿
っ
た
の
に
削
到
し
、
著
者
の
場
合
は
、
「
言
治
」
期
、
日
本
留
皐
時
代
、
盟
問
図

後
と
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
に
至
る
彼
の
前
牟
生
を
辿
っ
た
が
ゆ
え
に
、
嘗
時
の

資
料
的
制
約
も
作
用
し
て
論
文
と
し
て
は
き
め
が
粗
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

と
れ
は
青
年
で
あ
っ
た
著
者
の
盛
ん
な
意
欲
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
し

か
し
他
面
、
数
少
な
い
資
料
で
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
と
も
言
え
な
い
こ
と
は
な

い
。
そ
し
て
資
粍
か
か
な
り
入
手
で
き
、
且
つ
研
究
も
格
段
に
進
ん
だ
今
日
、

呈
井
論
文
が
そ
の
堅
牢
な
寅
誼
性
の
ゆ
え
に
、
民
園
初
年
の
李
大
剣
を
見
る
上

で
必
子
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
文
と
し
て
、
今
な
お
そ
の
存
在
意
義
を

誇
っ
て
い
る
の
に
劉
し
、
著
者
の
こ
の
論
文
は
そ
の
歴
史
的
使
命
を
ほ
ぼ
果
し

終
え
た
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
ο

次
に
「
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
原
型
」
に
移
ろ
う
。
こ
れ
は
一
九

一
九
年
の
李
大
剣
の
大
ア
ジ
ア
主
義
に
反
封
す
る
こ
つ
の
文
章
を
取
上
げ
て
、

民
族
主
義
と
祉
舎
革
命
の
結
合
を
特
徴
と
す
る
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が

い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
作
品
で
あ
る
。
二
十
一
箇
篠
反
劉
闘

争
時
貼
の
中
歯
一
園
に
の
み
視
野
が
限
ら
れ
て
い
た
狭
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か

ら
、
第
一
次
大
戦
・
ロ
シ
ア
十
月
革
命
を
経
て
、
一
切
の
抑
摩
関
係
か
ら
の
解

放
運
動
の
一
環
と
し
て
大
ア
ジ
ア
主
義
に
封
し
て
新
ア
ジ
ア
主
義
を
封
置
し
た

こ
と
は
、
李
大
剣
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
質
的
進
歩
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

従
っ
て
著
者
の
論
の
展
開
に
基
本
的
に
異
議
を
さ
し
は
さ
む
徐
地
は
な
い

が
、
た
だ
こ
れ
ら
の
論
文
の
裂
表
時
期
は
李
大
剣
の
思
想
裂
展
過
程
の
中
で
J

「
種
界
・
園
家
を
完
全
に
打
破
」
し
て
「
世
界
大
同
」
を
求
め
る
無
政
府
主
義

的
色
影
が
色
濃
く
表
面
を
彩
っ
て
い
た
「
過
渡
期
」
(
書
評
子
の
「
李
大
剣
に

お
け
る
過
渡
期
の
思
想
」
参
照
日
本
中
園
皐
曾
報
二
十
二
集
〉
の
産
物
で
あ

る
と
い
う
事
寅
を
ど
れ
ほ
ど
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
か
と
い
う
黙
に
疑
問
が
残

ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
前
の
庭
女
論
文
と
ち
が
い
既
に
『
李
大
剣
選
集
』
は

入
手
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
し
て
、
李
大
剣
の
そ
の
後
の
思
想
の
褒
展
を

見
通
し
た
上
で
、
そ
の
中
で
ど
れ
が
縫
承
さ
れ
ど
れ
が
否
定
さ
れ
た
か
を
お
さ

え
て
問
題
を
も
う
一
度
ふ
り
返
っ
て
頂
き
か
っ
た
と
思
う
。

ま
た
著
者
が
李
大
剣
の
門
個
性
の
解
放
」
の
主
張
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
は
中

圏
構
皮
革
の
寅
践
主
鐙
創
出
を
一
意
味
し
た
。
解
放
さ
れ
た
個
性
と
は
、
常
に
現
在

を
超
越
し
、
未
来
の
立
場
か
ら
現
黙
を
出
現
草
す
る
精
一
例
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
」
な
ど
と
さ
れ
る
の
は
、
李
大
剣
の
文
意
か
ら
離
れ
た
讃
み

こ
み
す
ぎ
主
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
素
直
に
讃
む
か
ぎ
り
で
は
、
被
摩
迫
考
か

そ
れ
ぞ
れ
の
濁
自
性
・
主
観
性
を
回
復
す
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
次
に
「
陳
濁
秀
と
李
大
剣
」
に
限
を
鱒
じ
よ
う
。
こ
れ
は
五

回
新
文
化
運
動
の
指
議
者
で
且
つ
中
園
共
産
黛
の
創
立
者
、
初
期
指
導
者
と
し

て
著
名
な
陳
濁
秀
と
李
大
剣
を
、
「
自
舞
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
、
「
新
奮
」
に
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制
到
す
る
態
度
、
「
革
命
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
と
民
衆
運
動
の
評
僚
の
三
黙
に

わ
た
っ
て
封
比
・
検
討
し
て
、
雨
者
の
思
想
の
質
的
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
陳
・
李
雨
者
の
思
想
方
法
の
相
異
が
明
快
に
且
つ
説
得
的
に
論
謹

さ
れ
て
い
る
好
論
文
で
あ
る
。
た
だ
李
大
剣
と
の
比
較
の
上
か
ら
陳
濁
秀
を
そ

の
貧
燈
よ
り
も
庭
向関
す
る
傾
き
が
些
か
気
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
マ

ル
ク
ス
主
義
理
解
に
お
い
て
陳
の
方
が
よ
り
正
統
的
だ
と
し
て
「
務
働
者
」
と

い
う
概
念
の
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
資
料
を
明
示
し
て
い
な
い
の
で
具
値
的
な

反
論
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
ニ

O
年
か
ら
一
一
一
年
の
枇
舎
主
義
論
戦
、

無
政
府
主
義
論
戦
時
期
の
陳
濁
秀
の
「
第
働
者
」
の
概
念
の
理
解
は
、
著
者
の

言
う
の
と
は
全
く
正
反
針
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

次
に
「
民
園
初
年
の
調
和
論
」
に
移
る
。
こ
れ
は
第
二
革
命
後
日
本
に
亡
命

し
て
『
甲
寅
』
雑
誌
を
出
し
て
い
た
牽
士
剣
、
十
七
年
三
月
創
刊
の
『
太
卒
洋
』

雑
誌
に
操
る
李
剣
農
、
及
び
季
大
剣
の
=
一
人
を
中
心
に
、
民
園
初
年
の
論
壇
で

一
つ
の
有
力
な
政
治
理
論
と
な
っ
て
い
た
「
調
和
論
」
の
性
格
、

意
義
、
及
び

そ
の
後
展
過
程
を
追
跡
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
既
に
魔
女
論
文
で
李
大
剣

の
調
和
論
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
以
来
の
問
題
意
識
が
も
う
一
度
調
和
論

そ
の
も
の
の
検
討
を
促
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
書
評
子
と
し
て
は
、
著
者
の

調
和
論
を
中
園
の
大
同
思
想
と
関
連
づ
け
る
抱
え
方
、
及
び
李
大
剣
に
つ
い
て

十
八
年
七
月
に
調
和
論
は
乗
り
越
え
ら
れ
た
が
、

「
物
心
雨
面
の
改
造
」
の
主

張
の
中
に
調
和
と
い
う
観
念
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
の
見
解
に
は
残
念
乍
ら
承

服
で
き
な
い
。

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
言
う
と
、

書
評
子
は
嘗
て

「
康
有
篤
の
大
同
世
界
像
」

〈
信
州
大
皐
人
文
科
皐
論
集
十
五
時
抗
〉
で
板
野
長
人
民
の
大
同
思
想
理
解
に
重

大
な
疑
義
を
呈
し
た
が
、
従
っ
て
著
者
が
板
野
氏
の
論
に
依
接
し
て
調
和
論
を

大
同
思
想
の
調
和
思
想
的
機
能
を
受
け
つ
い
で
い
る
と
す
る
黙
に
は
、
に
わ
か

に
質
成
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
本
書
一
一
一
頁
で
犬
同
思
想
に

つ
い
て
板
野
氏
と
は
別
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
だ
と
す
る
と
一
般
の
本
に

編
む
に
嘗
っ
て
少
な
く
と
も
矛
盾
や
喰
い
遠
い
の
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
頂

き
か
っ
た
と
思
う
。

後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
が
慮
女
論
文
で
、
「
李
大
剣
が
『
調
和
論
』

を
通
じ
て
求
め
た
も
の
は
何
よ
り
も
、
暴
力
に
よ
ら
ぬ
進
歩
、
中
園
に
お
け
る

民
主
主
義
の
確
立
に
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
に
異
存
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

思
う
に
李
大
剣
の
調
和
論
は
、
新
奮
の
相
到
抗
的
進
化
を
宇
宙
の
普
遍
的
法
則
と

見
る
考
え
方
に
由
来
し
、
そ
れ
は
漸
準
主
義
・
非
暴
力
主
義
の
論
擦
で
あ
り
、

ま
た
徹
底
的
に
自
由
な
言
論
戦
に
よ
り
「
員
理
の
権
威
」
が
自
ら
を
開
示
す
る

と
す
る
、
自
由
主
義
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
論
擦
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し

そ
れ
は
他
面
、
新
奮
を
固
定
的
・
紹
射
的
に
封
立
さ
せ
て
歴
史
を
分
断
す
る
、

五
四
新
文
化
運
動
の
指
導
者
た
ち
の
啓
蒙
主
義
的
歴
史
観
に
針
し
、
今
の
新
も

い
つ
か
は
醤
と
し
て
よ
り
新
し
い
も
の
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、

新
奮
を
相
針
腕
し
、
歴
史
の
漣
繍
性
を
重
視
す
る
見
方
を
可
能
に
し
た
と
も
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
漸
進
主
義
・
非
暴
力
主
義
の
論
議
と
し
て
の
調
和
論
は
、
『
民
鼻
奥

政
治
』
の
中
で
萌
穿
的
に
提
出
し
た
抵
抗
権
・
革
命
権
の
是
認
が
前
面
に
躍
り

出
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
の
表
面
か
ら
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
の

一意
味
で
著
者
の
言
う
如
く
調
和
論
は
十
八
年
七
月
に
は
確
か
に
乗
り
越
え
ら
れ

た
と
し
て
よ
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
物
心
雨
面
の
改
造
」
の
主
張
の
中
に
調

和
と
い
う
概
念
で
残
存
し
た
の
で
は
な
く
、
書
評
子
の
見
通
し
に
よ
る
と
、
彼

の
民
主
主
義
論
と
濁
自
の
歴
史
観
の
中
に
生
き
繍
け
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
書

評
子
と
し
て
は
嘗
て
「
初
期
李
大
剣
の
思
想
」
(
日
本
中
園
皐
曾
報
二
十
六
集
〉

の
中
で
ふ
れ
た
李
大
剣
の
調
和
論
的
思
考
に
つ
い
て
の
考
察
を
更
に
褒
展
さ
せ
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て
、
い
ず
れ
近
い
機
禽
に
褒
表
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

さ
て
次
に
「
『
祉
曾
主
義
論
戦
』
に
お
け
る
中
園
初
期
社
舎
主
義
者
た
ち
の

思
想
」
「
『
枇
曾
主
義
論
戦
』
究
え
書
」
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
れ
は
一
九

二

O
年
秋
か
ら
一
年
有
徐
に
わ
た
り
行
な
わ
れ
た
「
粧
品
閏
主
義
論
戦
」
と
「
無

政
府
主
義
論
戦
」
を
取
上
げ
た
日
本
最
初
の
論
文
で
あ
る
。
著
者
の
問
題
意
識

は
、
中
園
共
産
業
結
成
準
備
期
の
こ
れ
ら
の
論
戦
を
遁
じ
て
、
陳
濁
秀
ら
が
論

一
敵
の
提
出
す
る
問
題
を
受
け
と
め
て
よ
り
高
次
の
理
論
含
構
築
す
る
に
ど
の
貼

で
失
敗
し
た
か
、
彼
ら
の
思
想
的
弱
黙
は
ど
こ
に
あ
り
、
そ
れ
が
初
期
の
中
園

共
産
黛
に
ど
の
よ
う
な
弱
慰
を
も
ち
こ
ん
だ
か
等
々
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
依

陪
を
克
服
し
て
生
ま
れ
る
べ
き
具
に
中
園
革
命
を
指
導
し
う
る
理
論
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
裏
側
か
ら
検
誼
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。従

っ
て
張
東
務
ら
の
意
図
的
な
祉
舎
主
義
攻
撃
に
必
死
に
防
戦
し
、
中
園
に

資
本
主
義
的
未
来
は
不
可
能
で
祉
曾
主
義
以
外
に
出
路
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を

論
設
し
℃
、
極
め
て
不
完
全
な
が
ら
も
中
圏
第
草
の
初
歩
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提

出
し
た
陳
濁
秀
ら
の
努
力
は
、
員
の
中
園
製
革
の
理
論
H
毛
津
東
思
想
の
卓
越

性
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
否
定
的
評
債
し
か
輿
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し

た
親
貼
に
立
っ
か
ぎ
り
、
張
東
擦
の
問
い
か
け
の
方
が
、
「
現
肢
の
リ
ア

ル
な
分

析
と
革
新
運
動
を
成
立
せ
し
め
る
傑
件
の
検
討
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
評

債
さ
れ
、
例
え
ば
営
時
の
農
民
の
質
情
に
つ
い
て
、
地
主
の
取
り
分
が
五
割
な

い
し
四
割
で
、
農
民
は
さ
ほ
ど
苦
痛
を
受
け
て
い
な
い
〈
『
現
在
輿
将
来
』
〉
な

ど
と
の
張
東
索
の
褒
言
は
見
遇
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
専
ら
陳
濁
秀
ら
の
マ

ル
ク
ス
主
義
の
公
式
主
義
的
理
解
の
み
が
指
摘
さ
れ
、
「
彼
ら
の
視
界
に
は
、

農
村
に
お
け
る
封
建
的
搾
取
と
そ
の
下
に
苦
し
む
医
倒
的
多
数
の
農
民
の
問
題

は
全
く
入
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
」
と
決
め
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

社
禽
主
義
論
戦
に
お
い
て
示
さ
れ
る
中
園
の
初
期
共
産
主
義
者
の
マ
ル
ク
ス

主
義
理
解
は
、
中
園
入
が
自
ら
の
思
想
的
停
統
の
上
に
自
力
で
到
達
し
た
、
中

園
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
認
識
の
原
型
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ぞ
し

て
そ
れ
が
原
型
で
あ
る
以
上
、
い
か
に
否
定
・
批
剣
さ
れ
よ
う
と
も
繰
返
し
そ

れ
が
再
生
産
さ
れ
る
思
想
的
基
盤
が
康
範
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
の
岡
県
賓
の
姿
を
見
温
め
る
と
と
は
以
後
の
中
園
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理

解
を
辿
る
上
か
ら
も
重
要
た
手
が
か
り
と
な
る
筈
で
あ
る
。
書
評
子
と
し
て

は
、
毛
津
東
理
論
の
出
現
の
必
然
性
と
そ
の
正
嘗
性
と
を
癖
詮
す
る
た
め
に
粧

品
閏
主
義
論
戦
を
眺
め
る
と
い
う
、
結
論
が
既
巴
前
提
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
研
究

が
果
し
て
研
究
と
呼
べ
る
の
か
と
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

勿
論
、
「
売
え
書
」
の
方
を
見
る
と
、
著
者
が
必
ず
し
も
最
-
初
か
ら
そ
う
し
た

問
題
意
識
を
も
っ
て
着
手
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
著
者
の
使
用

し
た
資
料
が
『
祉
曾
主
義
討
論
集
』
枚
録
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
の
は
、
論

争
を
全
面
的
に
把
え
る
上
で
、
や
は
り
不
十
分
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
せ

め
て
『
改
造
』
『
曙
光
』
や
『
評
論
之
評
論
』
と
い
っ
た
、
容
易
に
披
讃
で
き

る
雑
誌
に
は
首
っ
て
欲
し
か
っ
た
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
社
曾
主
義
論
戦
に

関
し
て
も
っ
と
違
っ
た
見
方
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
て
な

ら
な
い
。

と
も
あ
れ
自
分
で
手
を
汚
さ
ず
に
他
人
の
論
文
を
あ
げ
つ
ら
う
の
は
、
極
め

て
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
書
評
子
の
社
合
主
義
論
戦
に
闘
す
る
見
解
は
も

「中

閣
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
受
容
」
(
歴
史
評
論
一一
九
八
三
年
七
月
貌
〉
に

述
べ
て
あ
る
の
で
、
参
照
し
て
頂
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

さ
て
輿
え
ら
れ
た
紙
摘
も
謹
き
か
け
た
と
こ
ろ
で
、
序
論
、

I
、
E
の
一
の

諸
論
文
に
立
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
先
越
の
如
く
、
そ

れ
ら
と
今
迄
紹
介
し
て
き
た
論
文
と
の
聞
に
執
筆
さ
れ
、
且
つ
そ
れ
ら
に
決
定
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的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
が
、
『
五
四
運
動
』
と
い
う
著
作
で
あ
る
。
こ

の
本
に
つ
い
て
は
、
伊
東
昭
雄
氏
(
歴
史
皐
研
究
一
九
六
九
年
十
二
月
放
)
と

横
山
英
氏
ハ
同
一
九
七

O
年
七
月
続
)
の
書
評
が
あ
る
が
、
書
-
許
子
は
ど
ち
ら

か
と
言
う
と
横
山
氏
の
御
一意
一
見
に
賛
成
す
る
。

書
評
子
も
以
前
「
初
期
李
大
剣
の
思
想
」
で
、
こ
の
本
の
「
形
骸
化
さ
れ
た

民
主
主
義
」
に
封
す
る
闘
い
と
把
え
る
五
四
運
動
視
を
批
判
刊
し
、
ま
た
五
四
の

同
学
生
遠
の
意
識
・
心
情
に
紅
衛
兵
や
ス
テ

ι
l
デ
ン
ト
・
パ
ワ
ー
の
皐
生
達
の

そ
れ
を
オ
ー
バ
ー
・
ラ
ッ
プ
さ
ぜ
て
、
ア
ナ
ー
キ
ー
朕
態
の
中
に
努
革
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
見
出
し
、
「
抑
盤
の
機
構
す
べ
て
を
破
捜
し
て
、
民
衆
に
自
渡
的
に

み
ず
か
ら
の
秩
序
を
形
成
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
民
衆
を
創
造
し
、
み
ず

か
ら
も
そ
の
民
衆
の
一
人
と
な
る
こ
と
こ
そ
革
命
運
動
で
あ
る
」
と
の
、
「
ア
ナ

ー
キ
ス
ト
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
に
共
通
す
る
、

革
命
家
と
し
て
の
最
も
純
粋
な
信

念
」
に
、
李
大
剣
が
到
達
し
た
と
の
評
償
に
異
議
を
唱
え
た
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
著
者
は
「
こ
の
革
命
家
と
し
て
の
最
も
純
粋
な
信
念
」
が
、
中
園
近

代
革
命
史
上
の
運
動
主
穫
の
意
識
と
し
て
普
遍
的
に
検
出
さ
れ
る
と
し
、
そ
し

て
そ
れ
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
最
も
純
粋
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
と
の
見
方
か
ら
、

清
末
の
ア
ナ
キ
ス
ト
劉
師
培
の
研
究
に
向
う
と
と
も
に
、
清
末
以
来
の
ア
ナ
キ

ズ
ム
の
流
れ
の
中
に
毛
調
停
東
思
想
に
受
縫
が
れ
、
現
代
中
園
に
生
き
繍
け
て
い

る
も
の
を
探
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
作
業
の
成
果
が
大
ま
か
に

雪一
口
っ
て
、
序
論
、

I
、
E
の
一
の
内
容
で
あ
り
、
今
こ
こ
で
そ
の
い
ち
い
ち
を

紹
介
す
る
紙
一
摘
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
必
要
も
認
め
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、

そ
れ
は
あ
ま
り
に
問
題
意
識
過
剰
な
研
究
で
あ
る
と
同
時
に
、
例
え
ば
清
末
の

ア
ナ
キ
ズ
ム
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば
、

既
に
有
田
和
夫
氏
が
な
さ
れ
て
い
る
方
向

(
東
方
皐
三

O
〉
を
受
縫
い
で
、
臭
稚
陣
、
李
石
曾
や
奈
元
信
情
な
ど
ま
で
硯
野

に
入
れ
て
そ
の
全
燈
像
を
つ
か
む
と
い
う
周
到
な
用
意
を
依
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。文

化
大
革
命
を
経
た
今
日
、
嘗
て
の
中
閣
に
関
す
る
情
報
の
局
限
性
に
起
因

す
る
過
剰
な
幻
想
・
思
い
こ
み
も
梯
拭
さ
れ
、
封
建
的
な
も
の
を
根
強
く
残
存

さ
せ
つ
つ
列
強
の
侵
略
に
立
向
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
中
園
近
代
の
そ
れ
ゆ
え

の
ひ
ず
み
を
引
き
ず
り
つ
つ
祉
曾
主
義
建
設
途
上
に
あ
る
現
代
中
園
に
つ
い

て
、
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
我
々
は
今
、
一
切
を
相
封
視
し
、
そ
の
歴
史
的
時
黙
に
も
う
一
度

立
返
っ
て
、
客
観
的
、
批
判
門
的
に
中
園
近
代
恩
想
史
を
眺
め
、
そ
の
全
鰻
像
を

過
不
足
な
く
把
え
る
こ
と
の
で
き
る
地
黙
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
昨
今
、
中
園
近
代
史
の
な
ま
の
資
料
が
績
々
と
入
荷
さ
れ
、
嘗
て
の

資
料
飢
餓
に
悩
み
、
且
つ
一
面
的
な
資
料
し
か
入
手
で
き
な
い
と
い
っ
た
不
利

な
欽
況
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
態
の
展
開
の
中
で
、
我
々
中
園

近
代
思
想
史
研
究
者
も
今
ま
で
の
自
己
の
研
究
を
ふ
り
返
り
、
そ
の
問
題
意

識
、
研
究
方
法
に
つ
い
て
岡
県
撃
に
再
検
討
す
べ
き
時
期
に
お
か
れ
て
い
る
。

今
回
、
「
資
料
も
乏
し
く
、
方
法
論
と
い
え
る
も
の
も
確
立
し
て
い
な
か
っ

た
」
困
難
な
時
期
に
、
中
園
近
代
思
想
史
に
取
組
ん
だ
著
者
の
研
究
の
足
跡
を

ふ
り
返
る
機
舎
に
恵
ま
れ
、
開
妬
者
と
し
て
の
著
者
の
努
力
に
深
い
敬
意
を
表

す
る
と
同
時
に
、
他
面
ま
た
非
常
に
残
念
な
思
い
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
著
者
の
、
「
中
園
の
近
代
ひ
い
て
は
ア
ジ
ア
の
近
代
を
考
え
る
こ

と
は
、
日
本
の
近
代
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
生
き
方
ま
で
含
め

て
日
本
の
進
路
を
模
索
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
」
と
い
う
嘗
て
の
「
熱
い
患
い
」

が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
今
、迄
の
研
究
の
跡
を
正
嘗
化
し
居
直
っ
て
、
「
か
つ
て

わ
れ
わ
れ
が
受
け
と
め
た
課
題
か
虚
妄
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
し
、
今
日
の

情
況
が
そ
の
課
題
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
と
は
、
ま
し
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、
現
代
の
中
園
に
背
を
向
け
て
、
そ
れ
を
不
可
解
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な
も
の
と
し
て
探
究
中
止
に
陥
っ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
穫
を
顧
み
ず

に
言
わ
せ
て
頂
く
な
ら
ば
、
倍
俄
で
あ
り
、
怠
慢
で
あ
り
、
現
役
研
究
者
で
あ

る
著
者
の
研
究
者
と
し
て
の
敗
北
宣
言
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

著
者
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
嘗
て
そ
の
論
文
に
大
い
に
啓
設
さ
れ
た
後
進
の

袋
々
に
と
り
、
ま
こ
と
に
遺
憾
の
極
み
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
撃
む
ら
く
は

そ
の
よ
う
な
虚
勢
を
は
ら
ず
、
自
己
の
研
究
の
跡
を
ふ
り
、
返
ーっ
て
必
要
と
あ
ら

ば
自
己
の
研
究
の
方
法
・
枠
組
み
を
修
正
す
る
度
量
を
も
っ
て
、
再
び
あ
の
新

鮮
な
問
題
意
識
と
シ
ャ
ー
プ
な
切
れ
味
の
分
析
と
を
示
し
て
我
々
を
魅
了
し
て

頂
き
た
い
と
思
う
。
ー先
拳
に
針
し
て
極
め
て
失
虐
な
注
文
と
思
う
が
、
著
者
の

嘗
て
の
祭
光
を
慕
う
後
進
の
切
な
る
気
持
の
表
わ
れ
と
し
て
、
御
寛
恕
を
乞
う

'
次
第
で
あ
る
。
文
中
、

書
評
子
の
未
熟
の
ゆ
え
に
理
解
不
十
分
な
勲
、
誤
解
し

た
黙
が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。

一
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