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J

二
大
政
策
ψ

と
黄
捕
軍
校

狭

閲

直

樹

五四三二一

は

じ

め

に

『
賀
補
潮
』
に
み
る
多
三
大
政
策
。

黄
捕
向
感
舎
の
創
立

北
伐
と
資
埼
の
共
産
'
終

お

わ

り

に
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は

め

じ

中
園
は
、

一
九
二

0
年
代
の
な
か
ば
に
世
界
政
治
の
ひ
と
つ
の
焦
貼
と
な
っ
た
。
孫
文
の
率
い
る
中
園
園
民
業
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
を
後
楯
と

す
る
中
園
共
産
黛
と
合
作
し
、
反
一
帝
一
園
主
義
・
反
軍
閥
の
大
旗
を
か
か
げ
た
園
民
革
命
が
猛
烈
な
い
き
お
い
で
展
開
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
帝

園
主
義
H
殖
民
地
睦
制
を
ゆ
る
が
す
中
園
の
革
命
運
動
の
こ
の
高
揚
は
、
欧
洲
大
戦
・
ロ
シ
ア
革
命
以
後
の
世
界
の
将
来
に
開
心
を
も
っ
す
ベ

て
の
人
び
と
の
関
心
を
ひ
か
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

リ
フ
の
山
中
か
ら
中
園
へ
と
足
を
む
け
た
V
・
シ
ー
ン
は
そ
の
恰
好
の
一
例
で
あ
る

が、

B
・
シ
ョ
ウ
の
い
わ
ゆ
る
「
病
め
る
良
心
」
は
、
た
し
か
に
こ
こ
中
閣
の
地
に
新
た
な
祉
曾
的
胎
動
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
と

(

l

)

 

っ
た
の
で
あ
っ
た
。

園
民
革
命
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
北
洋
軍
闘
の
政
擢
に
代
え
る
に
園
民
禁
の
政
権
を
以
っ
て
す
る
、
と
い
う
形
で
い
ち
お
う
の
結
着
が
つ
い



た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
嘗
初
に
革
命
の
原
動
力
と
な
っ
た
園
共
合
作
の
牢
途
崩
壊
と
い
う
挫
折
を
内
包
し
て
の
結
着
な
の
で
あ
っ
た
。

合
作
崩
援
後
の
園
共
商
黛
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
生
死
を
か
け
た
闘
争
を
展
開
し
て
共
産
黛
が
勝
利
す
る
。
か
つ
て
同
じ
陣
経
間
に
あ
っ
た
も

の
が
敵
H
味
方
に
わ
か
れ
た
ば
あ
い
、
嘗
初
の
協
力
時
代
の
歴
史
事
象
に
た
い
す
る
評
債
・
解
轄
に
も
劃
立
後
の
立
場
・
翻
貼
が
ふ
か
く
影
響

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
九
二

0
年
代
の
園
共
合
作
に
と
っ
て
象
徴
的
と
も
い
う
べ
き
一
意
味
を
も
っ
有
名
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
、

な
る
新
名
詞
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
問
題
性
を
色
こ
く
お
び
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
ニ
大
政
策
。

三
大
政
策
と
は
、

「
聯
俄
・
聯
共
・
扶
助
農
工
」
の
三
政
策
に
冠
せ
ら
れ
る
統
稽
で
あ
る
。
共
産
議

の
ち
に
毛
浮
東
が
も
ち
い
た
よ
う
に
、

の
側
は
、
そ
れ
こ
そ
孫
文
の
革
命
的
三
民
主
義
の
一
核
心
で
あ
る
と
し
、

立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
あ
つ
か
う
。

ふ
つ
う
そ
れ
を
一
九
二
四
年
の
園
民
議
一
全
大
舎
に
お
い
て
す
で
に
確

一
方
園
民
黛
の
側
は
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
は
顧
孟
徐
の
瑳
言
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
孫
文
思
想
と
ま

っ
た
く
無
縁
の
も
の
、
と
主
張
す
る
。

〈

2
〉

に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
な
る
一
文
を
提
出
し
た
。
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。
①
園
民
革
命
の
進
展
の
な
か
で
、
し
だ
い
に
孫
文
の
革
命
的
政

こ
の
問
題
を
解
明
す
ベ
く
、

わ
た
し
は
昨
年
秋
の
孫
中
山
研
究
園
際
問
学
術
討
論
曾
に
つ
三
大
政
策
。
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策
を
ゥ
聯
俄
タ

。曲演
工
φ

の
三
項
に
集
約
、
強
調
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
②

一
九
二
六
年
一
一
月
七
日
附

『
人
民
週
刊
』
で
中
共
慶

東
区
委
宣
停
部
長
任
卓
宣
が
そ
れ
ら
三
政
策
の
統
稽
と
し
て

J
ニ
大
政
策
。
な
る
語
を
創
出
(
ま
た
は
公
開
使
用
)
し
た
。
③
ゆ
え
に
そ
れ
は
ま

さ
し
く
園
民
革
命
の
寅
践
の
な
か
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
歴
史
的
産
物
な
の
で
あ
る
。

ゥ
聯
共
。

討
論
舎
に
出
て
み
る
と
、
魯
振
鮮
氏
が
や
は
り
三
大
政
策
を
と
り
あ
げ
て
、
中
共
中
央
の

一
一
月
四
日
舎
議
で
の
陳
濁
秀
の
報
告
中
の
用
例

(
3
)
 

を
指
摘
さ
れ
た
。
も
し
陳
報
告
を
う
け
て
任
が
用
い
た
の
な
ら
、
先
後
問
題
は
簡
単
で
あ
る
が
、
嘗
時
、
上
海
か
ら
慶
州
ま
で
数
日
で
文
献
が

と
ど
く
と
は
考
え
に
く
い
。
陳
報
告
の
全
文
を
讃
み
た
か
っ
た
が
、
内
部
護
行
資
料
ゆ
え
、
訪
華
中
に
は
つ
い
に
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

の
ち
、
幸
運
に
も
讃
む
機
舎
を
え
た
と
こ
ろ
、
陳
濁
秀
の
報
告
は
ど
う
み
て
も
、
資
埼
軍
校
で
の
共
産
業
員
の
活
動
報
告
を
う
け
て
の

も
の
な
の
で
あ
る
。
江
田
憲
治
氏
と
そ
れ
に
つ
い
て
話
題
に
し
た
と
こ
ろ
、
氏
は
北
京
大
泉
裁
の
『
賀
補
潮
』
の
な
か
の
多
数
の
事
例
を
教
示

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
本
来
な
ら
そ
れ
ら
新
資
料
を
も
と
り
こ
ん
で
討
論
舎
の
論
文
集
の
原
稿
を
修
改
す
べ
き
だ
っ
た
の
だ
が
、
賀
補
軍
校
に
つ

っ
た
。
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い
て
の
知
識
に
絞
け
る
わ
た
し
に
は
、
興
え
ら
れ
た
時
間
内
に
そ
れ
だ
け
の
仕
事
を
こ
な
す
力
量
が
ま
る
で
な
か
っ
た
の
で
、
補
論
の
形
で
そ

の
事
買
に
つ
い
て
言
及
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
さ
い
別
稿
を
準
備
す
る
と
殻
告
し
た
も
の
が
本
稿
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
未

熟
で
誤
り
も
あ
ろ
う
が
、
大
方
の
御
教
示
を
お
願
い
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。

『
賀
補
潮
』
に
み
る
。
三
大
政
策
。

ク
聯
俄
ク

(
4〉

潮
』
週
刊
第
一
一
期
(
一
九
二
六
年
一

O
月
一
一
一
日
)
の
臭
善
珍
の
文
章
で
あ
る
。
『
黄
埼
潮
』
は
黄
埼
軍
校
の
貰
堵
向
島
平
舎
の
機
関
誌
、
同
舎
の

宣
博
科
編
輯
股
の
編
刊
に
か
か
る
。
黄
埼
寧
校
は
中
園
園
民
黛
が
自
前
の
軍
隊
を
創
り
だ
す
べ
く
一
九
二
四
年
六
月
一
六
日
に
、
慶
州
の
東
方

(

5

)

 

約
二

0
キ
ロ
の
黄
捕
の
地
に
開
設
し
た
も
の
で
、
正
式
名
稽
は
中
園
圏
民
策
陸
軍
軍
官
四
学
校
と
い
っ
た
。

。
聯
共
タ

。
農
工
。
の
三
政
策
に
。
三
大
政
策
。
な
る
統
稽
を
冠
し
て
活
字
に
し
た
最
初
の
も
の
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、

『
糞
埼

-128ー

臭
善
珍
の
文
章
は
「
わ
れ
わ
れ
は
線
理
の
聯
俄
聯
共
政
策
に
疑
問
を
も
つ
の
か
?
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
経
理
第
一
隊
の
園
民
蛍
町

議
部
の
同
志
た
ち
が
慶
州
市
で
の
賓
地
演
習
の
さ
い
に
宣
俸
の
た
め
に
か
か
げ
た
標
語
を
題
目
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
呉
は
湖
北
金
山

(

6

)

 

の
人
、
軍
校
第
四
期
生
、
経
理
科
大
陵
第
一
陵
の
属
で
あ
る
か
ら
、
自
陵
の
演
習
に
素
材
を
と
っ
た
わ
け
だ
が
、
「
綿
理
の
聯
俄
聯
共
政
策
」

な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
責
埼
の
聞
学
生
の
あ
い
だ
で
は
、
お
そ
く
と
も
一
九
二
六
年
九
月
の
こ
ろ
に
は
公
然
と
か
か
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

呉
善
珍
は
標
題
に
即
し
て

じ
た
あ
と
、

「

1
、
聯
俄
政
策
の
精
神
を
擁
護
す
る
」
、
「
2
、
聯
共
政
策
の
精
神
を
擁
護
す
る
」
の
二
簡
を
も
う
け
て
論

「
以
上
の
雨
政
策
ー
ー
そ
の
ほ
か
に
ま
だ
農
工
政
策
が
あ
る
ー
ー
こ
そ
本
黛
改
組
後
の
特
別
の
精
神
で
あ
り
、
本
校
が
こ
れ
ま
で

に
享
有
し
た
光
栄
あ
る
護
審
と
こ
れ
か
ら
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
偉
大
な
創
拳
の
線
根
源
で
あ
る
」
と
承
け
る
。

そ
し
て

線
理
が
つ
聯
俄
。

。
聯
共
。

ク
農
工
。
三
大
政
策
」
を
決
定
し
て
か
ら
、

「
議
内
の
新
蓄
の
右
波
:
:
:
西
山
曾
議
・
上
海
偽
中
央
・
孫
文
主
義
皐
舎
な
ど
は
:
:
:

こ
の
三
大
政
策
に
反
劃
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
い
る
」
が
、
責
捕
の
畢
生
は
「
こ
の
三
大
政
策
の
精
神
を
擁
護
し
て
こ
れ
を
革
命
と
反
革
命

を
排
別
す
る
根
援
と
せ
よ
」
と
の
ベ
、
最
後
に
「
わ
れ
わ
れ
は
黛
〈
園
民
簸
〉
の
翻
黙
に
立
っ
て
こ
の
三
大
政
策
1
1
0聯
俄
タ

。
聯
共
。

。
農



ヱ
ク
ー
ー
を
擁
護
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
、
と
む
す
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
三
大
政
策
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
右
涯
に
劉
抗
し
て
革
命
を
推
進
せ
ん
が
た
め
に
、
園
民
黛
改
組
後
の
孫
文
精
神
の
核
心
を
一
括
し

て
提
示
す
る
新
名
詞
と
し
て
創
ら
れ
た
こ
と
を
疑
問
の
徐
地
な
く
明
白
に
物
語
っ
て
く
れ
る
文
重
で
あ
る
。
呉
善
珍
が
共
産
黛
員
で
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
は
詳
か
で
な
い
が
、
新
奮
の
右
涯
に
た
い
す
る
き
わ
め
て
挑
戦
的
な
筆
鋒
か
ら
し
て
、
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
と
り

わ
け
、
孫
文
主
義
皐
舎
を
名
指
し
で
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
責
捕
同
率
舎
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

孫
文
主
義
皐
舎
と
中
園
青
年
軍
人
聯
合
舎
の
樹
立
衝
突
を
解
消
す
べ
く
創
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

お
な
じ
『
黄
堵
潮
』
第
一
一
期
に
は
三
ニ
大
政
策
。
を
提
唱
し
た
論
文
が
も
う
二
篇
、
載
っ
た
。

一
一
は
余
酒
度
、
他
は
瀞
歩
調
の
も
の
で
あ

「
賀
補
同
皐
舎
の
首
面
の
重
要
工
作
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
文
章
で
、
余
は
二
簡
を
た
て
て
「
付
中
山
主
義
の
理

論
を
把
握
す
る
こ
と
」
、
「

ω線
理
の
革
命
に
つ
い
て
の
念
天
政
策
|
|
聯
俄
・
聯
共
・
擁
護
農
工
利
益
ー
ー
ー
を
確
と
守
る
こ
と
」
を
丁
寧
に
の

る
。
余
は
湖
南
卒
江
の
人
、
軍
校
第
二
期
生
、
共
産
議
員
で
は
あ
っ
た
が
蒋
介
石
と
の
関
係
は
よ
く
、
責
捕
同
皐
曾
創
立
に
さ
い
し
宣
停
科
長

(

7

)

 

に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。

べ
た
あ
と
、

「
前
者
が
わ
れ
ら
の
革
命
の
理
論
で
あ
り
、
後
者
が
革
命
の
方
法
で
あ
る
」
と
い
う
。
農
工
の
項
が
不
釣
合
に
な
が
く
、

-129-

ス
ロ

l

ガ
ン
と
し
て
は
未
成
熟
で
は
あ
る
が
、
三
大
政
策
が
提
示
さ
れ
、
し
か
も
主
義
と
政
策
の
開
係
に
、
理
論
と
方
法
の
関
係
、
と
の
説
明
を
あ
た

え
て
い
る
貼
で
、
注
目
さ
れ
る
。
革
命
の
方
法
と
し
て
の
三
大
政
策
は
、
さ
ら
に
「
組
理
這
甥
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
後
述
す
る
。
そ
し
て
、
総
理
の
こ
の
革
命
の
理
論
お
よ
び
方
法
の
縫
承
者
は
、
余
に
よ
れ
ば
、
蒋
校
長
に
ほ
か
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は

線
理
の
意
志
の
韓
現
者
で
あ
る
「
校
長
の
意
志
を
意
志
と
す
る
」
こ
と
に
よ
り
「
総
理
の
員
の
信
徒
」
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る

の
で
あ
る
。

は
よ
ほ
ど
の
文
章
好
き
だ
っ
た
よ
う
で

(

8

)

 

も
う
一
人
の
瀞
は
、
湖
南
賓
慶
の
人
、
軍
校
第
一
期
生
、
賀
補
同
盟
宇
舎
創
立
時
の
総
務
科
文
書
股
長
で
、
共
産
黛
員
だ
っ
た
と
い
う
。
か
れ

『
黄
埼
潮
』
誌
に
ほ
ぼ
毎
競
、
と
き
に
二
篇
、
そ
れ
も
か
な
り
の
字
数
の
文
章
を
の
せ
て
い
る
。
第

359 

一
一
期
に
も
署
名
論
文
五
篇
の
う
ち
二
篇
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、

三
大
政
策
に
言
及
し
て
い
る
の
は

「
孫
文
主
義
と
レ
l

ニ
ン
主
義
の
比
較
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(
未
完
)
と
い
う
園
共
合
作
に
と
っ
て
の
最
重
要
事
を
論
じ
た
文
章
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
孫
文
主
義
の
信
徒
」
を
自
稽
す
る
滋
に
よ
れ

観
L. 

ば
、
孫
文
主
義
と
レ

I
ニ
ン
主
義
と
は
反
一
帝
一
の
戦
線
に
お
い
て
聯
盟
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
反
一
帝
一
戦
線
の
瑳
展
、
園
民
革
命
運
動
の
完

成
の
た
め
に
は
「
孫
文
主
義
と
孫
中
山
先
生
手
定
の
今
聯
俄
。

ぷ
反
エ
ク
の
三
政
策
」
を
繕
承
寅
践
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。

。
聯
共
。

手
定
の

。
聯
俄
φ

一
九
二
六
年
八
月
二

O
日
に
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
う
一
箇
所
「
孫
中
山
先
生

ゥ
農
工
。
の
三
政
策
」
と
あ
る
が、

同
時
に
「
中
園
園
民
黛
の
農
工
運
動
の
重
親
、

ク
聯
俄
ク
ゥ
聯
共
。
の
主

ク
聯
共
タ
三
箇
偉
大
政
策
」
と
も

」
の
文
章
は
、
文
末
の
日
附
に
し
た
が
う
な
ら

。
聯
共
。

張
」
と
い
う
表
現
も
み
え
る
。
こ
の
論
文
の
績
編
(
第
一
八
期
〉
で
は
、

ま
た
べ
つ
に
つ
農
工
。

ク
聯
俄
。

書
い
て
い
る
。
こ
の
績
編
に
は
日
附
が
な
い
が
、
お
そ
ら
く
八
月
二

O
日
に
仕
上
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
携
は
ほ
か
に
、
九
月
二
五

(

9

)

 

日
附
の
文
章
で
「
孫
組
理
手
訂
の

。
聯
俄
。

。
聯
共
。

ク
農
工
。
三
箇
政
策
」
(
第
三
一
期
)
と
い
い
、

一
O
月
九
日
附
の
も
の
で
は
「
農
工
政

策
に
賛
成
し
、
孫
中
山
先
生
の
。
聯
俄
ク

ク
聯
共
。
政
策
を
擁
護
す
る
」
(
第
一
一
一
期
)
と
い
っ
て
い
る
。
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八
月
末
か
ら
一

O
月
初
に
か
け
て
の

携
の
文
章
を
み
る
と
、
も
と
も
と
農
工
の
一
項
が
ひ
と
つ
、
聯
俄
・
聯
共
の
二
項
が
ひ
と
つ
と
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
こ
の
こ
ろ
に
ワ
ン

セ
ッ
ト
の
革
命
的
政
策
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
三
項
に
コ
ニ
政
策
」

「
三
箇
政
策
」

「
三
箇
偉

大
政
策
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
統
稽
を
試
用
し
て
み
た
の
ち
に
、

一
O
月
一
六
日
附
の
文
書
を
引
用
し
た
第
一
四
期
の
文
章
に
お
い
て
瀞
は

臭
善
珍
の
も
ち
い
た
コ
ニ
大
政
策
」
な
る
名
詞
を
始
め
て
使
用
し
、
第
一
五

・一

六
期
合
刊
の
も
の
で
は
そ
れ
を
頻
用
す
る
に
い
た
っ
て
い

るは
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、

「
三
大
政
策
」
な
る
語
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
そ
の
四
字
句
と
し
て
の
安
定
感

お
そ
ら
く
三
民
主
義
の
封
語
と
し
て
の
ひ
び
き
の
よ
さ
が
決
定
的
だ
っ
た
ろ
う
。

い
ろ
い
ろ
な
名
稽
を
使
っ
た
あ
と
、
携
が
結
局

そ
う
い
え
ば

孫
文
の
民

族
・
民
権

・
民
生
の
三
主
義
も
嘗
初
は
コ
ニ
大
主
義
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上

『
黄
埼
潮
』
第
一
一
期
の
三
篇
の
文
章
を
出
護
黙
と
し
、
三
大
政
策
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
成
立
の
一
側
面
を
瀧
歩
覇
の
文
章
を
お
い

(

ω

)

 

「
最
近
宣
俸
大
綱
」
な
る
連
載
物
が
あ
る
。
第
一

O
期
で
「
農
工

な
が
ら
簡
皐
に
迩
づ
け
て
み
た
。

ほ
か
に
、
無
署
名
の
重
要
論
文
と
し
て
、



政
策
」
を
、

第
一
一
期
で
は

「
線
理
手
訂
の

ク
聯
俄
。

ク
聯
共
。
政
策
」

そ
し
て
第
一
二
期
で
コ
聯
俄
。

(

江

〉

一
O
月
四
日
卒
業
の
第
四
期
生
を
祝
う
文
に
は
、

を
と
り
あ
げ
、

ク
聯
共
。

農

エ
ク
三
大
政
策
」
が
か
な
り
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

め
た
「
。
聯
共
。

ク
聯
俄
。

一
全
大
舎
で
綿
理
が
さ
だ

(

ロ

)

。
農
工
。
一
一
一
箇
偉
大
的
政
策
」
と
の
一
句
が
み
え
、
第
一
五
・
一
六
期
合
刊
の
余
世
怖
の
文
章
で
も
っ
聯
俄
ク

。
聯
共
。

。
農
工
。
三
大
政
策
」
と
い
っ
て
い
る
。

上
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、

す
な
わ
ち
、
①
一
九
二
六
年
八
J
九
月
の
こ
ろ
に
、
責
埼
箪
校
に
お
い

つ
ぎ
の
三
黙
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

て
、
聯
俄
・
聯
共
・
農
工
の
三
つ
の
政
策
を
セ

γ
ト
に
し
て
、
孫
文
の
革
命
的
政
策
と
と
ら
え
る
観
黙
が
確
立
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
、
②

嘗
初
の
表
現
方
法
の
ば
ら
つ
き
か
ら
み
て
、
名
稽
上
の
統
一
よ
り
も
、
概
念
上
で
の
共
通
認
識
が
先
行
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
③
名
稽
と
し
て

は
「
三
大
政
策
」
な
る
名
詞
が
し
だ
い
に
普
及
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
複
数
の
文
章
が
い
っ
せ
い
に
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
推
し
て
、
三
大
政
策
な
る
ス
ロ

I
ガ

ン
の
登
場
の
背
景
に
、

一
定
の
意
園
を
も
っ
た
集
国
的
な
営
篤
の
影
を
よ
み
と
っ
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
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そ
も
園
共
合
作
は
、
孫
文
の
強
力
な
イ
一
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
右
汲
の
反
針
を
お
さ
え
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
孫
文
の
逝
世

後
に
右
涯
の
ま
き
か
え
し
が
お
こ
り
、
そ
れ
に
共
産
窯
の
側
が
封
抗
す
る
と
い
う
事
態
が
嘗
然
の
こ
と
と
し
て
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
共
産
禁
が
と
っ
た
の
は
園
民
業
内
の
左
涯
を
結
集
し
て
右
涯
に
封
抗
す
る
と
い
う
方
策
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
年
五
月
に
す
で
に
察
和
森

(

日

)

は
左
汲
の
僚
件
を
四
つ
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
「
蘇
俄
と
捕
手
す
る
」
「
工
農
の
利
盆
を
保
護
す
る
」
の
二
項
は
ま
さ
に
聯
俄
・
農
工
で

あ
り
、
ま
た
「
右
涯
と
決
絶
す
る
」
が
の
ち
の
聯
共
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
表
現
で
あ
る
こ
と
も
見
や
す
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
同
年
末
の
陳

(

U

)

 

調
秀
の
文
章
で
は
、
左
涯
は
「
蘇
俄
と
聯
合
し
ヘ
「
工
農
階
紐
お
よ
び
共
産
禁
と
聯
合
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
な
ど
三
大
政
策
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
ほ
と
ん
ど
直
接
的
な
淵
源
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
先
行
す
る
前
史
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、

『
黄
捕
潮
』
第

一
一
期
に
突
如
と
し
て
三
大
政
策
を
盤
高
に
提
唱
す
る
三
篇
の
文
章
が
出
現
す
る
に
い
た

っ
た
歴
史
的
必
然
性
は
や
は
り
あ
き
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
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黄
埼
向
島
平
舎
の
創
立

三
大
政
策
な
る
新
名
詞
を
そ
の
誌
上
に
数
多
登
場
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
『
賀
補
潮
』
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
賀
補
同
皐
舎
の
機
関
誌

(

日

)

一
九
二
六
年
六
月
二
七
日
に
創
立
さ
れ
た
。
禽
員
は
軍
校
の

で
あ
る
。
黄
堵
同
率
舎
は
、
陸
軍
軍
官
摩
校
校
長
蒋
介
石
を
舎
長
に
い
た
だ
き
、

卒
業
生
、
在
校
生
の
全
員
を
劉
象
に
し
た
も
の
で
、
創
立
時
す
で
に

「
八
千
人
」
を
数
え
た
。
内
語
は
、
第
三
期
ま
で
の
卒
業
生
、

(

日

)

八
千
は
そ
の
概
数
で
あ
る
。

お
よ
び
在

校
の
第
四
期
生
と
や
が
て
第
五
期
生
に
な
る
は
ず
の
「
入
伍
数
育
生
」
で
あ
っ
て
、

同
事
曾
創
立
の
趣
旨
は
、

「
簡
章
」
に
よ
れ
ば
、
融
和
国
結
・
切
瑳
琢
磨
し
、
総
理
の
遺
蝿
を
遵
守
し
て
園
民
革
命
に
努
力
す
る
、

に
あ
る

と
さ
れ
る
。

し
か
し
員
の
ね
ら
い
は
、
蒋
介
石
自
身
が
い
み
じ
く
も
語
っ
た
よ
う
に
、
卒
業
生
の
「
昇
任
降
格

・
轄
任
免
職
・
結
婚
葬
儀

・
救

つ
ま
り
、
徹
底
的
な
人
事
管
理
、
さ
ら
に
い
え
ば
完
全
な
人
身
支
配
の
た
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済
補
償
な
ど
の
す
べ
て
を
き
ち
ん
と
管
理
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
。

「
筒
章
」
に
は
「
曾
務
は
す
べ
て
曾
長

の
命
令
に
従
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
曾
長
は
オ
l
ル
マ
イ
テ
ィ
で
あ
る
。
蒋
が
フ
ァ
シ
ス
ト
濁
裁
貫
徹
の
た
め
に
こ
の
機
構
を
ど
れ
ほ
ど
活
用

(

ロ

)

し
た
か
に
つ
い
て
は
、
の
ち
の
回
想
が
雄
鼎
に
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
問
〉

創
立
嘗
初
、
同
準
舎
の
構
成
は
こ
う
だ
っ
た
。
曾
長
に
直
属
す
る
秘
書
慮
と
そ
れ
に
下
属
す
る
線
務

・
組
織
・
宣
俸
の
三
科
が
あ
り
、
そ
れ

め
の
機
構
で
、

い
わ
ゆ
る
同
笛
舎
と
は
ま
っ
た
く
そ
の
撰
を
殊
に
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
賓
際
、

ら
と
は
別
に
監
察
委
員
舎
が
も
う
け
ら
れ
た
。
あ
た
か
も
政
省
市
を
思
わ
せ
る
配
置
で
あ
る
が
、
舎
長
濁
裁
の
貫
徹
を
第
一
に
考
え
る
と
そ
う
な

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
五
部
局
の
長
が
同
率
曾
の
最
高
幹
部
ポ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
そ
の
任
用
に
は
禽
長
が
直
接
に
あ
た

っ
た
。蒋

介
石
が
幹
部
に
登
用
し
た
の
は
、
秘
書
に
曾
擁
情
、
監
察
委
幹
事
に
胡
静
庵
、
そ
し
て
三
科
長
に
李
正
栢
・
楊
引
之

・
余
酒
度
、
と
い
っ

(
刊
日
〉

た
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。
曾
自
身
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
自
分
は
中
立
、
胡

・
楊
は
右
波
、
余
は
共
産
議
員
で
あ
る
。
曾
が
中
立
と
い
う
の
は
、
共
産

禁
系
の
大
衆
圏
佳
、
青
年
軍
人
聯
合
舎
の
寝
起
人
に
名
を
連
ね
な
が
ら
、
左
右
の
封
立
の
激
化
と
と
も
に
「
共
産
業
員
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
る



こ
と
を
恐
れ
て
」
一
該
曾
よ
り
股
舎
し
、
ま
た
右
涯
の
孫
文
主
義
皐
舎
に
も
参
加
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
胡
は

蒋
の
も
っ
と
も
お
気
に
い
り
、
楊
は
ほ
ぼ
一
年
後
に
、
武
漢
の
ゥ
討
蒋
大
舎
。
で
右
汲
と
し
て
ひ
き
ま
わ
さ
れ
、
の
ち
に
慮
刑
さ
れ
た
人
物
で

あ
る
。宣

傍
科
長
の
余
酒
度
が
共
産
禁
員
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
簡
で
も
ふ
れ
た
。

宣
俸
科
に
は
編
輯
・
指
導
・
塾
術
の
三
股
が
あ
り
、

『
責
埼
潮
』
の
刊
行
を
携
嘗
し
た
編
輯
股
の
股
長
鄭
峻
生
は
組
織
的
に
は
未
詳
な
が
ら
、
思
想
的
に
は
共
産
禁
と
同
じ
で
あ
り
、
鄭
の
あ
と
を

(
却
)

つ
い
だ
鏡
祭
春
は
は
っ
き
り
と
共
産
黛
員
で
あ
っ
た
と
レ
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
れ
ら
は
非
公
然
の
身
分
で
、
蒋
と
の
関
係
の
よ
い
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
と
き
蒋
が
、
一
方
で
黛
務
整
理
案
と
よ
ば
れ
る
共
産
禁
這
い
だ
し
に
着
手
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、

お
そ
ら
く
は
共
産
業
員
と
目
さ
れ
て
い
る
人
物
を
同
皐
舎
の
中
心
部
に
か
れ
が
配
置
し
た
の
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
一
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
事
情
を
き
わ
め
て
簡
単
化
し
て
い
う
な
ら
、
賀
補
軍
校
内
に
お
け
る
共
産
薫
の
力
量
、
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
糞
堵
軍
校
は
、

九
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二
四
年
六
月
一
六
日
の
開
準
記
念
式
典
で
総
理
孫
文
が
明
言
し
た
よ
う
に
、
園
民
議
の
革
命
軍
を
つ
く
る
た
め
に
創
立
さ
れ
た
陸
軍
軍
官
皐
校

(

幻

)

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
園
民
黛
の
皐
校
と
は
い
え
、
議
代
表
制
度
の
採
用
、
政
治
部
の
設
置
、
政
治
敬
育
の
重
視
、
さ
ら
に
は
多
数
の
ソ

聯
汲
遣
顧
問
の
存
在
等
、

ソ
聯
の
影
響
を
つ
よ
く
う
け
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
皐
生
募
集
か
ら
政
治
部
活
動
に
代
表
さ
れ
る
日
常
活
動

(

勾

)

に
い
た
る
ま
で
、
中
園
共
産
禁
の
精
力
的
な
賞
践
に
多
く
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
軍
校
こ
そ
園
共
合
作
の
も
っ
と
も
重
要
な
具
鐙

〈

幻

)

的
果
賞
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
げ
ん
に
、
軍
校
出
身
者
を
主
鐙
と
す
る
黛
軍
は
早
く
も
二
五
年
末
に
は
反
射
涯
を
卒

定
し
て
庚
東
を
統
一
し
、
園
民
政
府
の
た
め
に
ゆ
る
ぎ
な
い
基
礎
を
確
立
し
た
の
だ
っ
た
。

園
共
合
作
に
よ
る
園
民
革
命
の
準
展
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
共
産
禁
の
護
展
、
そ
れ
も
園
民
議
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
飛
躍
的
な
護
展
を
内

包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
議
員
数
を
指
標
に
す
る
な
ら
、
共
産
黛
は
一

二
年
七
月
の
創
立
時
に
五
十
鈴
開
名
、
合
作
を
き
め
た
二
三
年
六
月

(

M

)

 

の
三
全
大
曾
で
四
三
二
名
だ
っ
た
の
が
、
二
六
年
五
月
に
は

一
一
、
二
五
七
名
と
急
増
す
る
。
そ
の
う
ち
庚
東
匡
委
の
管
轄
下
の
黛
員
は
四
、

363 
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ほ
ぼ
四
割
に
あ
た
る
。
そ
の
重
要
援
酷
で
あ
る
黄
埼
軍
校
の
数
値
は
詳
か
で
な
い
が
、
同
準
舎
成
立
の
翌
日
、
六
月

(

お

)

「
そ
の
う
ち

C
P
同
志
は
い
く
ら
多
く
て
も
二
千
人
」
と
い
っ
て
い
る

二
O
O名
と
い
う
か
ら
、

二
八
日
の
演
説
で
蒋
介
石
が
、
軍
校
の
皐
生

・
教
職
員
計

一
高
齢
人

が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
過
大
な
推
計
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
隊
の
士
官
の
一
学
が
そ
う
だ
つ
た
と
か
、
第
一
期
生
六
四
五
人
中
の
「
八
十
飴

(

お

)

人
」
、
ま
た
第
四
期
生
政
治
班
四
六

O
人
中
の
「
九
九
人
」
が
中
共
議
員
だ
っ
た
と
い
う
数
値
も
あ
る
。
政
治
班
で
の
比
率
が
高
い

こ
と
は
容

易
に
珠
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
第
一
期
生
全
睡
で
も
一
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
強
な
の
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
蒋
の
推
計
は
か
な
り
寅
勢
を
反
映
し
た

も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
に
し
ろ
、
軍
校
内
の
共
産
黛
員
の
数
は
お
そ
ら
く
四
桁
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
量
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
そ
の
質
で
あ
る
。

「
か
れ
ら
は
一
人
が
十
人
分
の
働
き
を
す
る
」
と
は
反
針
涯
の
誇
大
の
鮮
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
優
秀
な
皐
生
は
ほ
と
ん
ど
中
共
・
共
青
に
く
わ
わ
っ
た
」

か
な
ら
ず
し
も
晶
展
自
の
鮮
と
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と
い
う
の
は

首
時
「
中
共
の
威
信
は
高
く
」
、

(

幻

〉

ば
か
り
は
い
え
ま
い
。
優
秀
性
は
、
寅
行
力

・
園
結
力
等
も
ろ
も
ろ
の
側
面
に
お
い
て
瑳
揮
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
き
わ
だ
っ
て
い
た
の
は
理

詳
細
・
宣
俸
の
方
面
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
蒋
も
言
う
よ
う
に
「
本
黛
の
あ
ら
ゆ
る
宣
俸
機
関
・
言
論
機
関
は
す
べ

(

お

)

て
C
P
同
志
に
ま
か
せ
で
あ
る
」
、
と
い
う
事
態
が
一
般
的
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

賀
補
軍
校
内
に
お
け
る
共
産
黛
勢
力
の
概
略
は
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
共
産
黛
の
設
展
に
封
慮
せ
ん
が
た
め
に
こ
そ
責
埼

向
島
平
舎
は
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

蒋
介
石
の
園
民
議
に
お
け
る
勢
力
の
基
盤
は
、
黄
埼
軍
校
な
ら
び
に
そ
の
出
身
者
を
母
艦
に
し
た
黛
軍
(
の
ち
の
園
民
革
命
軍
第
一
軍
)
に
あ
っ

た
。
あ
る
日
の
講
話
で
「
本
校
こ
そ
本
議
の
中
心
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
本
議
の
基
礎
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
全
園
の
革
命
の
所
在
で
も

(
m
m
〉

あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
蒋
に
と
っ
て
掛
値
な
し
の
本
呈
目
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
賓
際
、
園
民
黛
内
で
の
蒋
の
地
位
は
軍
校
の
成

一
九
二
六
年
一
月
の
園
民
黛
二
全
大
舎
で
は
軍
事
報
告
を
お
こ
な
う
ま
で
に
な
り
、
さ
ら
に
二
月
に
は

園
民
革
命
軍
総
監
に
任
命
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
と
き
、
か
れ
は
そ
れ
を
僻
退
す
る
が
、
そ
れ
は
跳
躍
に
さ
き
だ
っ
屈
身
な
の
で
あ
っ
た
。

長
に
比
例
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
く
、



一
九
二
五
年
三
月
に
線
理
孫
文
が
逝
去
す
る
と
、
園
民
黛
内
の
最
高
指
導
者
の
地
位
に
、
在
兆
銘
・
胡
漢
民
・
慶
仲
慢
の
三

E
頭
が
つ
く
こ

と
に
な
っ
た
。
同
年
八
月
に
慶
が
暗
殺
さ
れ
、
そ
の
事
件
慮
理
の
過
程
で
胡
が
暗
殺
加
撞
の
嫌
疑
を
う
け
て
贋
東
を
追
わ
れ
る
と
、
涯
に
樺
力

が
集
中
し
た
。
そ
の
結
果
、
か
れ
は
中
園
園
民
糞
中
央
政
治
委
員
曾
主
席
・
同
軍
事
委
員
曾
主
席
・
同
各
寧
線
黛
代
表
(
軍
校
黛
代
表
も
ふ
く
ま

れ
る
)
な
ら
び
に
園
民
政
府
主
席
、
と
黛
・
軍
・
政
の
最
高
位
を
品
兼
任
す
る
に
い
た
っ
た
。

し
か
し
こ
の
要
職
を
濁
占
し
た
在
は
、
中
山
艦
事

件
を
利
用
し
て
の
蒋
の
匪
力
に
屈
し
、
慶
州
を
去
る
に
い
た
る
。
在
の
離
庚
後
、
蒋
は
権
力
の
掌
握
に
か
か
る
の
だ
が
、
四
月
一
六
日

黛
寧

事
委
員
舎
主
席
、
六
月
五
日

曾
主
席
、
と
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
軍
人
部
長
は
蒋
の
た
め
の
新
設
ポ
ス
ト
で
、
将
領
・
黛
代
表
の
任
兎
擢
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
、
綿
議
代
表
を

上
ま
わ
る
権
限
が
あ
り
、
常
委
主
席
は
庄
の
政
委
主
席
に
ほ
ぼ
見
あ
う
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
園
民
黛
の
最
高
権
力
者
と
な

園
民
革
命
軍
縮
司
令
、
同
二
九
日

園
民
政
府
委
員
、
七
月
五
日

軍
人
部
長
、
同
六
日

黛
中
央
常
務
委
員

っ
た
の
ち
、
七
月
九
日
に
蒋
は
「
誓
師
北
伐
」
の
儀
式
を
お
こ
な
っ
て
総
司
令
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
。

園
民
革
命
軍
は
、
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一
月
の
二
全
大
曾
時
に
は
五
軍
編
成
、
の
ち
北
伐
開
始
時
に
は
八
寧
に
ま
で
ふ
え
る
。
蒋
介
石
直
系
の
第

一
軍
は
「
賀
補

(

ω

)

 

の
黛
軍
に
、
忠
貧
な
庖
勺
軍
を
く
わ
え
た
も
の
」
と
蒋
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
か
れ
の
虎
の
子
部
陵
で
、

寅
際
、
第
三
期
ま
で
の
軍
校
卒
業
生
の

(

汎

)

全
員
を
投
入
し
て
育
成
に
つ
と
め
た
も
の
だ
っ
た
。
第
二
軍
以
下
は
、
湖
南
・
雲
南
・
庚
東
・
康
西
等
諸
省
の
地
方
軍
閥
で
、
蒋
介
石
に
服
従

す
る
と
い
う
よ
り
は
、
北
京
中
央
政
府
を
し
め
る
北
洋
軍
閥
に
封
抗
す
る
た
め
に
園
民
革
命
軍
の
陣
営
に
く
わ
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
も

(
m
M
〉

の
な
の
で
あ
る
。
軍
純
に
歩
兵
数
で
も
っ
て
買
力
を
は
か
る
な
ら
、
第
一
軍
は
一
八
圏
(
園
は
聯
隊
に
相
嘗
す
る
〉
、
そ
れ
に
た
い
し
唐
生
智
の
第

八
軍
は
二
二
圏
、
李
宗
仁
の
第
七
軍
は
一
八
圏
、

他
は
そ
れ
ぞ
れ
八
J
一
三
国
で
あ
っ
て
、

第
一
軍
は
ほ
ぼ
六
分
の
一
を
し
め
る
に
す
ぎ
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
肩
書
の
に
ぎ
に
ぎ
し
さ
と
は
別
に
、
蒋
の
優
位
は
相
射
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
孫
文
の
園
民
議
H
H
蹟
東

政
権
の
中
極
的
位
置
を
し
め
る
第
一
軍
の
重
要
性
が
蒋
を
総
司
令
に
お
し
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

365 

擢
力
の
根
本
要
素
で
あ
る
軍
事
力
を
基
本
的
に
掌
握
し
た
蒋
介
石
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
一
歩
を
す
す
め
て
革
命
黛
の
権
力
者
に
な
る
た
め
に

は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
代
表
者
・
盟
現
者
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
面
で
の
素
養
に
絞
け
る
蒋
は
、
孫
文
の
後
縫
者
・
信
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徒
と
し
て
そ
の
革
命
思
想
の
解
揮
を
濁
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
そ
れ
を
取
り
こ
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
孫
文
に
た
い
し

て
忠
賓
で
あ
る
か
に
振
舞
い
な
が
ら
自
己
流
の
解
穫
を
議
員
に
お
し
つ
け
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
掌

握
者
と
も
な
っ
た
と
き
、
蒋
の
濁
裁
は
完
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
目
標
に
到
達
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
共
産
主
義
者
が
障
醍
と
な

る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

か
れ
ら
は
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
次
園
共
合
作
は
業
内
合
作
、
す
な
わ
ち
共
産
黛
員
は
個
人
と
し
て
園
民
黛
に

入
業
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
重
黛
籍
を
も
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
跨
議
分
子
」
で
あ
っ
て
、

か
れ
ら
は
ふ
つ
う
園
民
議
員
と
し
て
日
常
活
動

を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

共
産
黛
員
の
排
除
を
貫
行
す
る
う
え
で
の
訪
問介
石
に
と
っ
て
の
困
難
は
、
園
共
合
作
こ
そ
先
綿
理
孫
文
の
も
っ
と
も
重
要
な
革
命
の
た
め
の

決
定
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
孫
文
の
信
徒
を
稿
す
る
か
ぎ
り
合
作
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
蒋
が
と
っ
た
の
は
、
合
作
の
看

板
は
か
か
げ
た
ま
ま
で
の
排
除
策
で
あ
っ
た
。
具
践
的
に
は
、
跨
黛
議
員
を
中
心
と
す
る
左
汲
と
反
共
の
右
涯
の
封
立
・
衝
突
を
調
停
す
る
と

の
大
義
名
分
の
も
と
に
、
二
重
黛
籍
を
み
と
め
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
的
な
排
除
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
は
手
近
な
と
こ
ろ
か
ら
着
手

(

お

)

一
九
二
五
年
二
一
月
に
黄
埼
寧
校
の
特
別
黛
部
に
提
案
さ
れ
た
「
圏
結
掛
法
」
で
は
、
共
産
黛
員
の
活
動
の
公
開
と
園
民
議
員
の
共
産
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さ
れ

議
入
禁
の
さ
い
の
業
部
の
許
可
の
必
要
が
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
黛
務
整
理
案
の
は
し
り
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
共
産
黛
の
活
動
の
輪
廓
を
浮

び
あ
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
翌
年
三
月
の
中
山
艇
事
件
後
に
は
、
蒋
の
攻
勢
は
さ
ら
に
大
脂
に
な
り
、
四
月
三
日
、
「
整
軍
粛
黛
、

(

鈍

)

北
伐
準
備
」
の
建
議
案
が
だ
さ
れ
る
。
そ
の

「軍
政
一
意
見
」
で
は
、
跨
黛
黛
員
に
第
一
軍
の
軍
官
・
黛
代
表
の
ポ
ス
ト
か
ら
退
出
す
る
よ
う
要

求
し
た
。
園
民
議
の
革
命
理
論
は
三
民
主
義
だ
か
ら
「
共
産
主
義
お
よ
び
無
政
府
主
義
分
子
」
は
不
適
任
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
軍
内
の

左
右
の
封
立
は
と
き
に
暴
力
事
件
を
も
ひ
き
お
こ
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
解
消
を
う
た
っ
た
こ
の
提
案
を
共
産
禁
も
結
局
う
け
い
れ
た
。
退
出

(

お

〉

四
月
二

O
日
に
蒋
は
第
一
軍
を
退
出
し
た
共
産
議
員
を
招
宴
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
演
説
で
蒋
は
、
一
つ
の
黛
に
は
一

い
が
い
に
な
い
、
と
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
産
主
義
者
を
園
民
議
か
ら
排
除

は
卒
和
一
一泉
に
行
わ
れ
、

つ
の
主
義
だ
け
で
よ
く
、
園
民
議
の
領
袖
は
線
理
(
孫
文
〉

す
る
こ
と
の
正
嘗
性
を
緯
明
し
た
わ
け
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
合
作
そ
の
も
の
の
否
定
に
ま
で
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



つ
い
で
五
月
一
五
日
に
は
じ
ま
る
園
民
篤
二
中
全
舎
は
ほ
と
ん
ど
蒋
の
お
手
盛
に
ち
か
い
舎
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
共
産
黛
員
の
活
動
を
多

角
的
に
制
限
す
る
黛
務
整
理
案
が
跨
黛
議
員
の
賛
成
も
え
て
議
決
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
六
月
七
日
の
軍
校
で
の
演
説
で
は
、
誤
解
の
絵
地
な

ハ
お
〉

く
明
白
に
、
全
共
産
議
員
が
共
産
黛
を
退
出
し
て

「純
粋
の
園
民
黛
員
」
と
な
る
よ
う
よ
び
か
け
た
。
す
で
に
在
兆
銘
を
逃
亡
さ
せ
る
ほ
ど
の

威
力
を
そ
な
え
る
に
い
た
っ
て
い
た
蒋
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
要
求
は
お
そ
ら
く
強
制
に
ち
か
い
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
前
後
、

共
産
禁
員
た
る
こ
と
を
選
ん
で
諸
々
の
役
職
を
退
出
し
た
も
の
が
責
堵
軍
校
で
ご
六

O
徐
人
」
、

(

幻

)

と
な
っ
た
の
は
三
九
人
で
あ
っ
た
。

全
鐙
で
二
五

O
飴
人
、

純
粋
の
園
民
黛
員

(

お

)

共
産
黛
員
の
身
分
の
ま
だ
暴
露
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
非
公
然
の
活
動
を
つ
づ
け
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
軍
校
で
の
共
産
業
の
主
た

(

鈎

)

る
公
然
活
動
は
、
中
園
青
年
軍
人
聯
合
舎
な
る
大
衆
圏
穫
を
足
場
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

一
九
二
五
年
二
月
一
日
に
贋
東
の
諸
軍
校

「
工
・
農
・
皐
・
一
商
各
界
民
衆
と
結
び
つ
く
」
と
の
創
立
趣
旨
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
左
涯
の
旗
蛾

(

的

制

)

を
鮮
明
に
し
た
圏
穫
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
封
抗
す
る
た
め
の
右
波
の
組
織
が
孫
文
主
義
皐
曾
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
も
っ
て
左
涯
の
聯
合
舎
を
藍

(

4

)

 

倒
し
つ
く
す
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
蒋
介
石
が
皐
舎
の
後
楯
で
あ
っ
た
こ
と
は
の
ち
の
回
想
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
表
面
的

に
は
距
離
を
お
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
共
産
黛
を
制
限
・
排
除
す
る
に
は
外
濠
の
大
衆
国
鐙
か
ら
取
り
つ
ぶ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
よ
く
排

(

必

)

四
月
七
日
、
軍
校
内
の
諸
国
鐙
の
解
散
命
令
を
出
す
に
い
た
る
。
軍
校
で
校
長
命
令
に
逆
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
は
な
く
、

つ
い
で
二

O
日
に
孫
文
主
義
製
舎
が
解
散
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
若
干
の
準
備
期
聞
を
お
い
て
、
六
月

の
横
断
的
組
織
と
し
て
結
成
さ
れ
、
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え
て
い
た
蒋
は
、

一
六
日
に
中
園
青
年
軍
人
聯
合
舎
が
、

二
七
日
に
蒋
介
石
を
合
同
長
と
す
る
全
員
加
盟
の
黄
埼
同
筆
舎
の
護
足
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

北
伐
と
黄
捕
の
共
産
禁

367 

賀
補
向
島
平
舎
を
つ
く
り
北
伐
を
は
じ
め
た
こ
ろ
、
蒋
介
石
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
共
産
黛
を
自
分
の
掌
握
下
に
お
く
べ
く
黛
レ
ベ
ル
や
大
衆

園
陸
レ
ベ
ル
で
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
ほ
ど
こ
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
外
面
的
に
は
合
作
の
形
式
を
維
持
し
な
が
ら
、
買
質
的
に
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は
共
産
禁
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
以
前
の
協
調
姿
勢
と
の
ち
の
ゥ
清
黛
ク
に
み
ら
れ
る
粛
清
と
の
中
聞
に
位
す
る
、

だ
け
の
碍
身
。
と
も
い
う
べ
き
方
策
な
の
で
あ
っ
た
。

い
わ
ば
今
中
寸
分

寅
際
、
蒋
介
石
は
嘗
初
、
合
作
推
準
に
つ
と
め
る
左
涯
と
し
て
登
場
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。

(
M
M
〉

日
の
軍
校
園
民
黛
特
別
黛
部
の
選
師
事
舎
の
演
説
で
は
、
園
共
雨
黛
の
紛
糾
に
ふ
れ
て
、
「
共
産
禁
の
同
志
を
容
納
し
て
園
民
黛
に
加
入
さ
せ

た
」
の
は
線
理
の
方
針
で
あ
る
か
ら
、
け
っ
し
て
そ
れ
に
背
い
て
は
な
ら
な
い
と
の
ベ
、
園
民
議
の
な
か
に
は
「
左
汲
と
右
汲
の
匿
別
」
が
あ

一
例
を
あ
げ
る
な
ら
、

一
九
二
五
年
九
月
二
ニ

る
だ
け
で
、

「
園
民
黛
と
共
産
黛
の
匡
別
」
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
蒋
は
、
園
民
議
の
主
義
が
三
民
主
義
で
あ

る
こ
と
、
園
民
黛
員
は
三
民
主
義
を
信
奉
し
て
線
理
の
信
徒
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
あ
わ
せ
述
べ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
孫
文
が
か

っ
て
吐
い
た
と
さ
れ
る
激
越
の
僻

「
も
し
園
民
黛
の
黛
員
が
(
合
作
に
)
反
劃
す
る
の
な
ら
、
わ
た
し
の
方
か
ら
共
産
業
に
加
入
し
よ
う
」
と

の
一
句
を
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
だ
し
て
「
員
正
の
革
命
同
士
山
」
で
あ
る
共
産
禁
と
の
合
作
を
と
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
蒋
が
協
調
姿
勢
を
と
っ
て
い
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た
こ
と
は
否
定
さ
る
べ
く
も
な
い
。

し
か
し
、
園
民
黛
と
共
産
禁
は
や
は
り
二
つ
の
黛
で
あ
っ
て
三
民
主
義
と
共
産
主
義
の
理
論
に
は
ち
が
い
が
あ
る
。
そ
の
差
異
を
こ
え
て
ど

(

μ

)

 

う
し
て
雨
黛
は
合
作
で
き
る
の
か
、
著
名
な
共
産
議
員
の
ひ
と
り
、
俸
代
英
の
語
る
と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
。

惇
は
園
民
黛
員
で

C
Y
(共
産

主
義
青
年
園
〉
に
入
り
た
い
と
す
る
青
年
の
商
者
の
ち
が
い
に
つ
い
て
の
質
問
に
答
え
て
、
園
民
黛
員
は
帝
園
主
義
打
倒
を
志
ざ
す
「
園
民
革
命

分
子
」
、

C
Y
は
そ
れ
を
一
歩
す
す
め
て
「
階
級
闘
争
と
農
工
事
政
」
を
主
張
す
る
「
無
産
階
級
革
命
戦
士
」
、

l
l園
民
薫
は
階
級
闘
争
・
農

工
専
政
を
い
わ
な
い
だ
け
で
反
射
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
主
張
す
る

C
Y
を
「
容
納
」
で
き
る
の
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

C
Y
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
嘗
然
に

C
P
(共
産
議
〉
に
も
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
的
だ
っ
た
の
か
は
知
ら
な
い
が
、

か
の
二
中
全
曾
閉
幕
式
の
演
説
の

(

必

)

な
か
で
も
ま
だ
、
無
産
階
級
の
政
黛
で
あ
る
「
共
産
禁
が
階
級
闘
争
を
主
張
す
る
こ
と
に
園
民
黛
は
か
な
ら
ず
し
も
反
射
は
し
な
い
」
と
い
っ

す
く
な
く
と
も
蒋
が
同
様
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
買
で
あ
る
。

た
と
え
ば
二
六
年
五
月
一
一
一
一
日
、

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。



さ
て

蒋
介
石
は
あ
き
ら
か
に
容
共
的
な
左
涯
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
た
。

(

日

明

)

「
十
月
機
大
曾
議
」
の
決
議
案
で
「
庚
東
の
現
在
の
政
権
は
園
民
黛
左
涯
の
手
中
に
あ
る
」
と
い
っ
た
と
き
、
在
兆
銘
を
頂
黙
と
す
る
左

一
九
二
五
年
秋
の
こ
ろ
に
は
、

し
た
が
っ
て
共
産
禁
の
側
で

も涯
の
な
か
に
は
っ
き
り
蒋
を
ふ
く
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
共
産
禁
に
た
い
し
て
攻
勢
に
の
り
だ
し
た
と
き
、
蒋
は
自
分
が
孫

(

U

)

 

文
と
ち
が
う
遁
へ
と
踏
み
だ
し
た
こ
と
を
明
白
に
認
識
し
て
い
た
。
五
月
一
一
一
一
日
の
前
引
の
演
説
の
な
か
で
、
黛
務
整
理
案
に
は
「
先
総
理
の

在
り
し
日
の
主
張
と
異
る
黙
」
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
代
と
僚
件
の
ち
が
い
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
、
線
理
も
い
ま
な
ら
こ
う
さ
れ
る

に
ち
が
い
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
語
る
に
落
ち
る
こ
と
だ
っ
た
。
た
だ
蒋
は
さ
ら
に
、
整
理
案
は
あ
く
ま
で
紛
糾
解
決
の
た
め

の
組
織
上
の
措
置
に
す
ぎ
ず
、
革
命
の
精
神
に
か
か
わ
る
「
先
線
理
の
雨
大
政
策

l
l聯
俄
と
容
納
共
産
分
子
」
は
け
っ
し
て
饗
ら
な
い
、
と

も
の
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
看
板
と
し
て
合
作
を
か
か
げ
つ

e

つ
け
る
姿
勢
を
な
お
も
た
も
ち
つ
キ
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
蒋
介
石
が
「
先
線
理
の
南
大
政
策
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
政
治
委
員
禽
主
席
語
延
闘
の
演
説
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
園
民

薫
の
最
高
幹
部
の
あ
い
だ
で
、
の
ち
の

。
聯
俄
。

。
聯
共
。
に
あ
た
る
も
の
が
孫
文
の
重
要
な
二
大
政
策
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
や
や
の
ち
に
慶
州
市
議
部
で
の
演
説
で
、
蒋
は
ま
た
「
線
理
の
南
政
策
|
|
第
一
一
は
俄
園
と
聯
合
し
て
一
帝
園
主
義
に
反
抗
す
る
こ
と
、
第

(
川
叩
〉

二
は
共
産
伶
子
を
容
納
し
て
圏
内
軍
閥
に
反
抗
す
る
こ
と
」
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
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こ
の
よ

う
な
言
い
方
が
か
な
り
ク
純
粋
の

園
民
黛
員
。
の
あ
い
だ
に
も
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
聯
俄
」
と
は
、
す
ぐ
あ
と
に
い
う
「
世
界
革
命
の
線
司

令
部
」
と
し
て
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
む
す
ぶ
こ
と
で
あ
っ
て
、
す
で
に
ソ
聯
人
顧
問
の
一
部
追
い
出
し
に
着
手
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
黙
で
蒋
は
や
は
り
先
総
理
の
決
定
を
ま
も
り
と
お
す
と
の
看
板
を
か
け
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
共
産
黛
の
側
は
中
山
艦
事
件
か
ら
繁
務
整
理
案
へ
と
展
開
さ
れ
た
蒋
介
石
の
攻
勢
に
た
い
し
、
ま
と
も
に
針
雁
す
る
こ
と
は
で
き
な

(

必

〉

か
っ
た
。
六
月
四
日
附
の
「
中
園
園
民
黛
中
央
に
あ
て
た
書
簡
」
に
共
産
禁
中
央
の
日
和
見
的
針
麿
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ

369 

で
は
黛
務
整
理
案
を
園
民
議
の
黛
内
問
題
だ
と

。
理
解
。
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
作
の
縫
績
を
懇
望
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
蒋
介
石

の
ぷ
十
分
だ
け
の
轄
身
タ
の
策
が
あ
た
っ
た
わ
け
だ
。
し
か
し
攻
勢
は
や
は
り
現
貧
に
か
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
し
だ
い
に
激
し
さ
を
増
し
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(
印
〉

「
七
月
旗
大
舎
議
」
の
決
議
案
で
は
、
中
山
艦
事
件

・二
中
全

て
く
る
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
そ
れ
に
封
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

合同

・
六
七
演
説
を
二
貫
し
た
共
産
議
に
た
い
す
る
準
攻
」
と
明
確
に
判
断
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
六
七
演
説
と
は
前
に
も
す
こ
し
ふ
れ

た
が
、

蒋
が

「
純
粋
な
園
民
議
員
」
に
な
っ
て
総
理
の
信
徒
た
る
自
分
に
忠
誠
を
つ
く
す
よ
う
も
と
め
た
黄
埼
軍
校
で
の
演
説
で
あ
る
。
そ
し

て
「
準
攻
」
し
て
く
る
蒋
を
、
共
産
禁
は
「
中
開
波
」
と
規
定
し

「
武
装
し
た
中
間
汲
」
が
廉
東
の
政
権
を
に
ぎ
っ
て
い
る
、
と
し
た
の
で

あ
る
。

か
つ
て
の
左
振
は
い
ま
や
中
間
涯
と
み
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
攻
勢
を
か
け
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら

J
敵
。
の
は
ず
だ
が
、
合
作
の

封
手
な
の
だ
か
ら
ク
味
方
。
で
も
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
中
開
振
規
定
の
苦
心
の
あ
り
ど
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
蒋
の
ん
ふ
十
分
だ
け
の
轄
身
タ

に
み
あ
う
あ
い
ま
い
な
規
定
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

蒋
介
石
の
政
治
的
立
場
に
た
い
し
て
こ
の
よ
う
に
暖
味
な
規
定
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
照
躍
し
て
、

共
産
黛
中
央
は

あ
ろ
う
こ
と

(

日

)

か
、
首
面
の
政
局
の
焦
粘
'
で
あ
る
蒋
を
線
司
令
と
し
て
の
北
伐
に
た
い
し
て
判
断
を
放
棄
し
た
。
総
書
記
の
陳
濁
秀
の
個
人
署
名
論
文
は
た
し
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か
に
『
機
導
』
誌
上
に
公
表
さ
れ
た
が
、
七
月
抜
大
曾
議
の
諸
決
議
で
ま
っ
た
く
北
伐
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
賓
の
う
ち

に
、
こ
の
と
き
の
禁
中
央
の
混
凱
ぶ
り
が
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
陳
論
文
は
「
投
機
的
軍
人
政
客
」
す
な
わ
ち
務
介
石
の
「
個
人
的

権
力
欲
」
を
云
々
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
北
伐
反
劃
の
一
意
見
を
う
ち
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
北
伐
の
必
要
性
そ
の
も
の
は
否

定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
蒋
の
権
力
強
化
、
中
間
涯
の
勢
力
増
大
に
は
賛
成
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

嘗
時
、
北
伐
は
す
で
に
園
民
的
関
心
事
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
陳
濁
秀
の
文
章
は
即
座
に
お
お
き
な
波
紋
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
北
伐
を
薫
議

と
し
て
推
進
す
る
園
民
黛
で
は
「
中
間
汲
や
右
傾
左
波
の
領
袖
蓮
が
み
な
不
満
を
あ
ら
わ
に
し
」
、
質
際
に
北
伐
を
さ
さ
え
る
黄
捕
箪
校
で
は
、
園

(

臼

〉

民
議
支
部
が
中
央
に
控
訴
し
、
あ
わ
せ
て
一
該
誌
の
購
讃
を
禁
止
し
た
。
圏
民
議
中
央
は
控
訴
を
受
理
、
常
務
曾
議
代
理
主
席
の
張
人
傑
が
個
人

と
し
て
陳
濁
秀
に
反
論
す
る
と
い
う
形
で
針
虚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
張
は
、
北
伐
が
「
綿
理
の
主
張
を
貧
現
す
る
第
一
歩
」
で
あ
り
、
北
伐

の
失
敗
は
革
命
全
躍
の
失
敗
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

「
黛
・
園
に
忠
」
な
る
も
の
と
し
て
陳
の
意
見
に
反
針
せ
ざ
る
を
え
ぬ
、
と
明
白
に
の

べ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
張
の
一
意
見
お
よ
び
そ
れ
に
前
後
し
て
寄
せ
ら
れ
た
符
秀

・
英
世
見
・
冥
飛
の
手
紙
に
た
い
し
て
、
陳
は

一
括
し
て
『
務



〈

臼

)

導
』
第
一
七
一
期
で
反
論
を
く
わ
え
て
い
る
。

陳
溺
秀
ら
の
上
海
の
共
産
黛
中
央
が
北
伐
に
反
劃
し
た
の
は
、

か
れ
ら
自
身
、
軍
事
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
の
経
験
、
理
論
に
不
足
し
て

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蒋
の
擢
力
強
化
に
よ
り
園
民
革
命
が
共
産
黛
の
構
想
す
る
革
命
と
は
こ
と
な
る
道
を
歩
む
よ
う
に

〈

山

内

)

な
る
こ
と
に
た
い
す
る
危
懐
は
正
し
い
も
の
だ
っ
た
。
『
繕
導
』
第
一
七

O
期
に
の
せ
ら
れ
た
「
贋
東
逼
信
」
は
、
北
伐
が
「
軍
事
濁
裁
政
治
」

い
た
た
め
で
あ
る
が
、

を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
、

「
園
民
議
の
工
農
政
策
」
を
ゆ
る
が
せ
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
報
じ
て
い
る
。

「
人
民
の
利
盆
」
を
そ
こ
な
い
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
陳
は
「
中
山
先
生
の
農
工
利
益
擁
護
・
聯
俄
・
聯
共
の
こ
の
革
命
政
策
」
が
北
伐
開
始
後
ほ
ぼ
く
つ
が

え
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
認
識
に
立
っ
て
自
設
を
堅
持
し
、
張
人
傑
ら
に
反
論
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(

日

)

賀
補
同
皐
曾
の
機
関
誌
『
寅
埼
潮
』
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
七
月
二
四
日
で
あ
る
。
創
刊
読
の
激
歩
粛
の
文
章
で
「
北
伐
に
努
力
す
る
」
こ
と

を
明
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
嘗
初
に
は
ま
だ
北
伐
反
封
論
の
影
響
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。

し
か
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
φ

死
ク

371 

の
た
め
の
戦
闘
を
任
務
と
す
る
軍
事
皐
校
で
あ
り
、
北
伐
軍
総
司
令
を
校
長
に
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
北
伐
を
め
ぐ
る
園
共
聞
の

封
立
が
即
座
に
、
そ
れ
も
他
よ
り
は
は
る
か
に
蛾
烈
な
影
響
を
軍
校
に
及
ぼ
し
た
こ
と
は
確
寅
で
あ
る
。
前
掲
の
符
秀
・
寅
世
見
は
と
も
に
軍

校
第
四
期
生
、
と
り
わ
け
責
は
か
の
ご
ニ
大
政
策
。
を
-
初
め
て
活
字
に
し
た
臭
善
珍
と
お
な
じ
経
理
大
隊
の
皐
生
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
央
の

最
高
指
導
者
に
は
北
伐
反
劉
論
が
ひ
と
つ
の
撰
揮
の
問
題
だ
っ
た
に
し
て
も
寅
捕
の
共
産
黛
員
に
と
っ
て
は
北
伐
に
従
事
す
る
以
外
の
遣
は
な

か
っ
た
の
だ
か
ら
、
か
れ
ら
は
た
い
へ
ん
な
困
難
に
逢
着
し
た
わ
け
で
あ
る
。

(
町
山
)

と
こ
ろ
で
、
黄
堵
軍
校
の
共
産
黛
組
織
は
、
黄
捕
同
開
学
舎
創
立
の
こ
ろ
に
は
「
特
別
支
部
」
と
な
っ
て
い
た
。
黛
勢
の
設
展
と
軍
校
の
改
組

に
割
腹
し
て
、
一
九
二
六
年
三
月
中
旬
に
、
昇
格
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
書
記
は
楊
其
綱
、
第
一
期
生
。
軍
校
の
改
組
と
は
、
政
治
科
の
増

設
等
の
改
革
に
と
も
な
う
も
の
で
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
校
名
も
陸
軍
軍
官
民
平
校
か
ら
中
央
軍
事
政
治
皐
校
に
愛
え
ら
れ
た
。
政
治
科
の
増
設
に

と
も
な
い
多
数
の
著
名
な
共
産
黛
員
が
政
治
敬
官
と
し
て
軍
校
に
ま
ね
か
れ
た
た
め
、
責
捕
の
共
産
黛
の
力
量
は
突
如
と
し
て
飛
躍
的
に
増
大

し
た
の
だ
っ
た
。
か
く
し
て
責
埼
支
部
は
特
別
支
部
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
賀
補
C
P
方
面
の
最
高
指
導
機
関
」
と
し
て
「
黄
堵
黛
圏
」
が
設
置

-141ー



372 

さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

(
幻
)

「
七
月
抜
大
曾
議
」
の
あ
る
決
議
に
よ
れ
ば

し
か

議
圏
と
は
フ
ラ
ク
シ
司
ン
の
こ
と
だ
が
、

「
業
支
部
の
組
織
・
役
割
と
は
こ
と
な
り
、

じ
か
の
集
圏
の
な
か
で
、

黛
の
政
策
を
貫
現
し
、

ま
た
影
響
力
を
擦
大
す
る
た
め
に
も
っ
と
も
数
果
的
な
活
動
を
す
る
た
め
の
指
導
機
関
で
あ

る。

「
全
鐙
と
し
て
黛
の
一
意
見
を
代
表
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
首
然
と
し
て
、

一
定
の
範
圏
内
で
は
行
動
方
針
を
み
ず
か
ら
決
定
で
き
る

自
主
性
を
も
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
嘗
-
初
、
業
圏
書
記
に
は
、
軍
校
政
治
部
副
主
任
の
要
職
に
あ
っ
た
熊
雄
が
あ
て
ら
れ
、
そ
の
も
と
に
幹

事
と
し
て
俸
代
英
・
安
健
誠
・
楊
其
綱
が
配
さ
れ
た
。
俸
・
安
は
と
も
に
あ
ら
た
に
着
任
し
た
政
治
敬
官
で
あ
る
。
熊
ら
の
三
人
に
く
ら
べ
る

と
楊
の
共
産
簾
内
で
の
地
位
は
か
な
り
ひ
く
い
が
、
黛
固
と
支
部
を
つ
な
ぐ
役
割
と
し
て
必
要
だ
っ
た
ろ
う
。
五
月
に
俸
代
英
が
省
一
…圏
書
記
と

な
っ
た
。
俸
は
同
じ
こ
ろ
高
語
翠
の
あ
と
を
う
け
て
政
治
主
任
教
官
に
も
な
っ
た
か
ら
、

同
皐
曾
創
立
の
こ
ろ
に
か
れ
は
表
で
は
軍
校
の
要

人
、
裏
で
は
共
産
禁
の
賀
補
に
お
け
る
「
最
高
指
導
機
関
」
の
責
任
者
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

-142ー

賀
補
の
共
産
黛
員
の
大
衆
的
な
活
動
の
場
は
、
青
年
軍
人
聯
合
舎
を
う
し
な
っ
た
あ
と
、
寅
埼
同
盟
平
舎
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
か
っ
た
。

(

臼

〉

か
し
、
禽
長
濁
裁
の
そ
こ
で
の
活
動
は
、
秘
書
の
曾
接
情
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、

し

「
組
制
到
に
校
長
の
領
導
に
服
従
す
る
」
以
外
に
い
か
な
る
こ

と
も
で
、
き
ず
、

「
と
り
わ
け
共
産
主
義
の
宣
俸
に
従
事
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、

『
貰
堵
潮
』

を
刊
行
す
る
宣
俸
科
な

ど
は
「
蒋
介
石
フ
ァ
シ
ス
ト
濁
裁
の
宣
俸
工
具
」
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
解
放
後
の
回
想
だ
か
ら
、

一
面
的
な
強
調
の
す
ぎ
る
言
僻
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
側
面
が
主
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
肯
な
わ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
燦
件
の
も
と
で
、
陳
濁
秀
の
北
伐
反
封
論
が
出
さ
れ
た

の
だ
か
ら
、
賀
補
の
共
産
禁
員
の
直
面
し
た
困
難
は
想
像
に
あ
ま
り
あ
る
の
だ
が
、
黛
圏
書
記
俸
代
英
の
指
導
は
よ
く
情
況
に
劉
躍
し
た
も
の

(

臼

)

「
軍
陵
中
で
の
政
治
工
作
の
方
法
」
で
は
、

で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

か
れ
の
九
月
一
五
日
の
演
説
、

一
般
の
農
工
運
動
に
お
け
る
宣
停

と
軍
陵
で
の
そ
れ
は
別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
兵
士
を
軍
官
に
直
接
封
立
さ
せ
て
軍
隊
が
瓦
解
す
る
よ
う
な
宣
俸
を

し
て
は
な
ら
ず
、
と
き
に
は
「
妥
協
」
し
つ
つ
正
し
い
主
張
を
普
及
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
明
確
に
の
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

賀
補
の
共
産
黛
員
は
、

い
か
に
嘗
惑
し
た
に
せ
よ
、
総
書
記
の
個
人
署
名
論
文
を
擁
護
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、



右
涯
と
の
衝
突
が
暴
力
沙
汰
に
ま
で
い
た
っ
た
の
は
嘗
然
と
し
て
、
ま
じ
め
な
者
な
ら
だ
れ
し
も
共
産
黛
を
。
背
後
か
ら
撃
つ
。
内
部
の
敵
で

(

印

〉

あ
る
か
に
み
た
の
だ
っ
た
。
『
賀
補
潮
』
第
六
期
の
西
永
の
短
文
は
、
そ
の
も
っ
て
ま
わ
っ
た
陳
濁
秀
擁
護
の
論
理
の
な
か
に
、
共
産
黛
員
の

お
か
れ
た
苦
境
を
う
つ
し
だ
し
て
い
る
。
西
永
は
、
陳
設
の
是
非
は
雨
涯
の
喧
嘩
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
輿
論
の
審
判
に
ま
か
す
べ
し
と
ま
ず

逃
げ
、

さ
ら
に
陳
が
故
意
に
園
民
黛
を
攻
撃
し
て
き
で
い
る
の
な
ら
、
そ
の
計
略
に
は
ま
ら
ぬ
よ
う
劃
手
に
な
ら
な
い
の
が
よ
く
、
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
り
こ
の
聯
合
戦
線
〈
合
作
)
を
ま
も
ろ
う
、

と
い
っ
て
い
る
。

と
に
も
か
く
に
も
、

迫
り
く
る
風
塵
を
か
わ
そ
う
と
す
る
苦
心
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

北
伐
問
題
で
守
勢
に
追
い
こ
ま
れ
た
黄
捕
の
共
産
黛
員
に
と
っ
て
攻
勢
へ
の
碍
換
貼
は
ど
こ
に
も
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

『
賀
補

潮
』
誌
を
ふ
く
め
て
責
捕
で
は
共
産
主
義
の
宣
俸
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
し
か
し
共
産
黛
の
φ

正
し
い
主
張
。
の
宣
俸
は
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
と
す
れ
ば
、
北
伐
に
従
事
し
つ
つ
、
北
伐
が
「
軍
人
政
客
」
の
擢
力
欲
を
み
た
す
た
め
の
も
の
に
堕
す
る
こ
と
な
く
革
命
の
員
の
一
意
味

で
の
設
展
と
な
る
よ
う
な
宣
俸
を
お
こ
な
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
を
三
ニ
民
主
義
。
の
言
葉
で
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ

ば
、
孫
文
の
革
命
的
な
主
義
・
政
策
の
な
か
の
共
産
黛
の
立
場
に
合
致
す
る
も
の
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
を
宣
俸
の
重
黙
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
局
面
の
主
導
権
を
握
ろ
う
と
す
る
方
針
は
だ
れ
か
が
考
え
つ
き
そ
う
な
こ
と
で
は
あ
っ
た
。

蒋
介
石
は
こ
の
と
き
、
な
ん
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
は
孫
文
の
忠
寅
な
る
信
徒
を
装
っ
て
い
た
。
園
民
黛
の
曾
議
で

(
日
〉

は
は
じ
め
に
「
総
理
遺
蝿
」
が
朗
請
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
孫
文
の
一
言
一
句
も
園
民
黛
に
お
い
て
は
す
べ
て
金
科
玉
僚
だ
っ

た
か
ら
、
そ
う
す
る
し
か
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で
は
あ
る
の
だ
が
。

「遺
甥
」
の
な
か
で
は
、
後
段
の
嘗
面
の
目
標
、
す
な
わ
ち
園
民
舎
議

の
開
催
と
不
卒
等
僚
拘
の
底
棄
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
前
段
の
四
十
年
来
の
革
命
経
験
の
線
括
と
し
て
の
「
民
衆
を
喚
起
す

ハ
臼
)

る
」
と
「
世
界
で
わ
れ
わ
れ
を
針
等
に
遇
し
て
く
れ
る
民
族
と
聯
合
す
る
」
の
二
項
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
よ
く
み
ら
れ
た
。

-143ー

。
農
工
政
策
φ

が
孫
文
の
の
こ
し
た
重
要
な
遺
産
で
あ
る
こ
と
は
、
嘗
時
に
あ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
自
明
と
も
い
う
べ
き
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
げ
ん
に

(

臼

)

あ
る
宣
言
で
農
工
運
動
と
責
堵
軍
校
と
を
総
理
の
「
雨
大
遺
産
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
の
な
か
に
、

373 

。
農
工
。
の
重
要
性
と
な
ら
ベ
た
軍
校
閲
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係
者
の
自
負
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
民
衆
を
喚
起
す
る
」
が
φ

農
工
政
策
。
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
る
の
に
、
ど
れ
ほ

ど
の
距
離
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
世
界
で
わ
れ
わ
れ
を
:
:
:
」
の
一
句
が
ゥ
聯
俄
政
策
。
で
あ
る
こ
と
も
、
説
明
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

「
聯
俄
と

容
納
共
産
分
子
」
が
「
先
綿
理
の
南
大
政
策
」
で
あ
る
こ
と
は
、
蒋
介
石
や
語
延
闘
も
口
に
す
る
ほ
ど
耳
に
熟
し
た
言
葉
と
な
っ
て
い
た
の
で

ム
ソ
容
共
。
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
も
と
も
と
ゥ
聯
俄
ψ

の
系
と
し
て
定
着
す
る
に
い
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
蒋
介
石
が
共
産
黛
員
の

そ
し
て
、

あ
る
。

組
織
的
排
除
に
の
り
だ
し
て
き
た
い
ま
、

園
共
合
作
は

と
く
に
先
総
理
の
決
定
と
し
て
強
調
す
る
必
要
性
は
た
か
ま
っ
て
い
た
。

。
容
共
φ

で
も
っ
て
は
じ
ま
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
と
き
に
は
議
務
整
理
案
に
よ
っ
て
雨
黛
の
聯
席
曾
議
が
も
う
け
ら
れ
た
こ
と
に
端
的
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
ク
聯
共
少
と
い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
現
賓
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い

(

臼

)

が
、
蒋
介
石
も
八
月
二
五
日
の
長
沙
で
の
演
説
で
、
園
民
黛
の
設
展
の
た
め
に
は
、
圏
内

・
圏
外
の
「
革
命
同
志
」
で
あ
る

「
共
産
禁
お
よ
び

蘇
俄
と
聯
絡
し
て
共
同
で
奮
闘
す
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
ら

「線
理
の
聯
俄
聯
共
政
策
:
:
」
の
プ
ラ
カ

-144ー

ー
ド
が
軍
校
の
演
習
に
登
場
し
て
も
な
ん
ら
違
和
感
が
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

」
こ
ま
で
く
れ
ば

ゥ
聯
共
。
を
孫
文
の
革
命
的
政
策
の
接
心
と
し
て
ワ
ン
セ

「遺
一明
」
の
二
大
項
に
あ
て
は
め
た
φ

農
工
タ
と
。
聯
俄
ク

ッ
ト
の
も
の
と
と
ら
え
よ
う
と
す
る
に
い
た
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
必
然
の
成
行
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
蒋
介
石
を
ひ
き
だ
す
が
、
前
引
の

長
沙
演
説
で
、

か
れ
は
聯
共

・
聯
俄
の
政
策
が
一
定
の
成
功
を
お
さ
め
た
こ
と
を
い
い
、

つ
ぞ
つ
け
て
改
組
い
ら
い
「
民
衆
の
利
益
」
の
面
で
は

政
綱
ど
お
り
に
貫
行
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
遺
憾
に
お
も
う
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
農
工
。
と
。
聯
俄
。

。
聯
共
タ
こ
そ
孫
文
の
革
命
的
政
策
の
該
心
で
あ
る
と
す
る
漠
然
た
る
認
識
を
、
主
睦
的
な
攻
勢
の
た
め
の
武
器
と
し
て
、

の
革
命
の
道
へ
と
む
け
さ
せ
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
宣
俸
の
最
重
要
の
環
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

つ
ま
り
北
伐
を
員

『
寅
捕
潮
』
の
宣
惇
科
と
そ

の
周
濯
で
活
動
し
て
い
た
黄
捕
の
共
産
禁
員
た
ち
な
の
で
あ
っ
た
。
宣
俸
の
た
め
に
は
、
概
念
の
明
確
化
が
要
求
さ
れ
る
し
、
さ
ら
に
魅
力
的

な
新
名
調
も
考
案
さ
れ
る
の
が
の
ぞ
ま
し
い
。
か
く
し
て
、
寅
捕
の
共
産
黛
員
の
苦
闘
の
成
果
と
し
て
ゴ
ニ
大
政
策
。
な
る
新
名
詞
が
考
案
さ



れ

『
黄
捕
潮
』
第
一
一
期
に
そ
れ
に
関
す
る
文
一
章
が
三
篇
も
同
時
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五

お

わ

り

」
ニ
大
政
策
。
な
る
新
名
詞
は
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
園
民
革
命
の
高
揚
と
そ
の
鱒
折
を
背
景
と
し
て
一
九
二
六
年
秋
、
資
埼
軍
校
の
共
産

議
員
た
ち
に
よ
っ
て
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
昨
秋
の
討
論
禽
提
出
論
文
で
は
、
蒋
介
石
の
同
年
春
の
共
産
黛
に
た
い
す
る
攻
勢
に
た

い
す
る
反
攻
と
し
て
一
一
月
の
任
卓
宣
(
あ
る
い
は
魯
振
群
氏
の
指
摘
さ
れ
た
陳
濁
秀
の
ば
あ
い
で
も
事
情
は
基
本
的
に
お
な
じ
だ
が
〉
に
よ
る
ゥ
三
大
政

策
タ
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
創
出
(
ま
た
は
公
開
使
用
)
を
論
じ
た
の
だ
が

そ
の
さ
い
北
伐
開
始
が
蒋
と
共
産
黛
の
封
抗
関
係
に
ど
う
影
を
お
と
し
て

い
ま
こ
こ
に
、
蒋
の
も
っ
と
も
重
要
な
立
脚
基
盤
で
あ
る
賀
補
軍
校
を
舞
蓋
と
し
た
黄
堵
同
筆
舎
の
成
立

か
ら
、
夏
私
に
か
け
て
の
北
伐
を
か
ら
め
た
『
責
捕
潮
』
誌
上
で
の
共
産
議
の
宣
停
活
動
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
態
の
推
移
の
節
目

を
よ
り
完
全
に
つ
な
ぎ
え
た
、
と
信
ず
る
。

い
る
の
か
が
気
に
は
な
っ
て
い
た
。
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こ
と
は
た
か
だ
か
一
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
新
名
詞
の
創
出
に
し
か
す
ぎ
な
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
園
民
黛
ま
た
園
民
革
命
の
指
導
権
を

濁
占
し
よ
う
と
し
て
、
蒋
介
石
が

。
半
分
だ
け
の
轄
身
。
を
は
か
っ
た
と
き
、
共
産
黛
の
側
が
孫
文
の
革
命
的
政
策
を
嘗
時
の
蒋
も
認
め
ざ
る

を
え
な
い
三
つ
の
内
容
に
集
約
し
、
そ
れ
ら
φ

聯
俄
。

。
聯
共
dv

と
。
農
工
。

を
一
括
す
る
も
の
と
し
て
案
出
し
た
新
名
詞
で
あ
っ
た
た
め
、

ゴ
ニ
大
政
策
少
な
る
こ
の
語
は
、

た
ん
な
る
言
葉
の
問
題
以
上
の
歴
史
的
意
味
を
に
な
う
ベ
く
、
そ
の
誕
生
の
と
き
か
ら
運
命
づ
け
ら
れ
て
い

た
と
い
え
る
。

い
ま
「
嘗
時
の
蒋
」
と
い
っ
た
が
、
註
の
な
か
で
も
簡
単
に
い
く
つ
か
の
貼
を
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
賞
際
に
の
ち
の
資
料
で
は
「
嘗

時
の
蒋
」
の
員
買
の
委
が
か
な
り
入
念
に
抹
殺
・
改
鼠
さ
れ
て
い
る
(
も
ち
ろ
ん
、
大
量
の
歴
史
事
象
の
す
べ
て
を
痕
跡
な
く
あ
ら
た
め
る
こ
と
は
不

可
能
な
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
作
業
が
完
全
に
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
。
〉
。
孫
文
の
員
の
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
ま
た

J
ニ
大
政
策
。
の
誕
生
に
か
か
わ
る
終
介
石
の
演
説
等
の
抹
殺
改
鼠
の
事
貫
こ
そ
、
嘗
時
す
な
わ
ち
、
す
く
な
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べ
つ
の
研
究
課
題
な
の
だ
が
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く
と
も
一
九
二
六
年
夏
秋
の
頃
に
あ
っ
て
は
ん
，聯
俄
。

。
聯
共
。
と
。
曲
一周工
。
が
孫
文
の
革
命
的
政
策
の
根
幹
で
あ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
逆
に
照
射
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ク
三
大
政
策
φ

を
共
産
禁
が
か
つ
て
に
創
り
だ
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
孫

文
を
自
分
た
ち
の
側
に
と
り
こ
も
う
と
す
る
園
民
黛
の
側
の
言
い
分
は
、
園
共
合
作
の
重
要
な
一
段
に
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
成
り
た
た
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
孫
文
が
革
命
的
政
策
を
採
用
し
た
結
果
と
し
て
園
民
集
の
改
組
・
園
共
合
作
が
開
始
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、

ゴ
二
大
政
策
。
な
る
新
名

詞
も
園
民
議
一
全
大
曾
い
ら
い
存
在
す
る
も
の
と
し
て
描
き
だ
す
な
ら
、
そ
れ
も
歴
史
の
複
雑
な
過
程
を
単
純
化
し
、

三
ニ
大
政
策
。

な
る
ス

?
lガ
ン
そ
の
も
の
に
凝
集
さ
れ
て
い
る
歴
史
創
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
果
善
珍
が
ゴ
ニ
大
政
策
少
な
る
新
名

詞
を
思
い
つ
く
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
思
索
を
つ
い
や
し
た
の
か
は
分
ら
な
い
し
、
ま
た
分
る
必
要
も
な
い
こ
と
だ
が
、
蒋
介
石
の
濁
裁
下
に
あ
る

賀
補
軍
校
ま
た
同
皐
禽
に
お
い
て
そ
れ
も
北
伐
を
め
ぐ
っ
て
黛
中
央
が
ま
ち
が
っ
た
方
針
を
だ
し
て
い
る
と
い
う
朕
況
の
も
と
で
、
三
民
主

-146ー

義
の
言
葉
で
共
産
主
義
の
宣
停
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
共
産
黛
員
の
苦
努
の
ほ
ど
は
思
い
半
ば
に
す
ぎ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
黄

(

は

W
〉

捕
の
共
産
業
員
た
ち
は
り
っ
ぱ
に
そ
の
任
を
は
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
忍
耐
力
に
さ
さ
え
ら
れ
た
創
造
性
(
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
共
産
総
員

だ
け
の
も
の
と
言
う
の
で
は
な
い
て

換
言
す
れ
ば
創
造
性
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
自
己
犠
牲
の
精
神
、
こ
れ
こ
そ
が
、
下
か
ら
園
民
革
命
を
お
し
す

す
め
た
原
動
力
で
あ
り
、

ま
た
「
病
め
る
良
心
」
を
中
園
へ
と
惹
き
つ
け
た
一
核
心
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註略
挽
:
《
史
料
》
:
・
・
『
賀
補
寧
校
史
料
』
庚
東
人
民
出
版
枇

年。

《
民
日
》

・
:
毛
思
誠
縞
『
民
園
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
龍

門
書
庖
一
九
六
五
年
(
影
印
)
。

|
|
リ
フ
の
山
々
か
ら
中
園
へ
』
(
卒
凡
社
一
九
六
四
年
)
。

(

2

)

中
華
書
局
よ
り
刊
行
さ
れ
る
討
論
禽
論
文
集
に
牧
録
の
激
定
。
そ
の

日
本
文
は
『
中
園
研
究
月
報
』
第
四
七
七
披
掲
載
激
定。

(
3
〉
魯
振
鮮
「
一
一
一
大
政
策
研
究
中
間
幾
箇
問
題
」
。
陳
の
報
告
は
『
中
共

中
央
文
献
選
輯
』

ω所
枚
。

(
4
〉
『
賀
補
潮
』
に
は
黄
捕
軍
校
政
治
部
機
関
誌
の
牢
週
刊
と
、
そ
れ
を

一
九
八
二

〈

1
)

グ
ィ
ン
セ
ン
ト

・
シ
l
ン著、

一
踊
島
正
光
誇
『
東
方
へ
の
私
の
放
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う
け
た
同
皐
曾
機
関
誌
の
週
刊
と
が
あ
る
が
、
以
下
、
と
く
に
断
ら
な

い
か
ぎ
り
、
週
刊
を
指
す
。
週
刊
は
七
月
二
四
日
創
刊
、
翌
二
七
年
一

月
七
日
附
の
第
二
回
・
二
五
期
合
刊
ま
で
は
刊
行
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、
刊
行
は
日
附
ど
お
り
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
(
第
二
、
三
、
二

て
二
二
、
二
三
期
は
未
見
。)

(
5
〉
陳
以
柿
「
賀
補
軍
校
大
事
記
」
〈
『
第
一
次
園
共
合
作
時
期
的
責
捕
軍

校
』
文
史
資
料
出
版
社
一
九
八
四
年
〉
。
以
下
、
こ
れ
に
嬢
る
も
の

は
注
記
を
略
す
る
。
軍
校
の
本
部
と
祭
生
は
、
二
四
年
末
か
ら
翌
年
初

に
か
け
て
庚
州
北
郊
に
う
つ
り
、
責
捕
は
敬
導
圏
(
の
ち
熊
軍
)
の
官
帯

住
地
と
な
っ
た
〈
「
一
年
来
本
校
政
治
部
之
概
況
」
、
『
寅
捕
潮
』
牢
週

刊
第
二
四
期
〉
。
な
お
、
二
六
年
三
月
一
日
に
校
名
は
中
央
軍
事
政
治

皐
校
と
改
め
ら
れ
た
。

(

6

)

「
第
四
期
肉
祭
姓
名
籍
貫
表
」
〈
《
史
料
》

五
八

O
頁
)
。
以
下
、

《
史

料
》
所
枚
同
盟
午
録
に
銭
る
も
の
は
注
記
を
省
略
す
る
。

ハ
7
〉
同
皐
舎
の
役
職
は
「
舎
務
報
告
」
(
『
賀
補
潮
』
創
刊
続
可
以
下
、

こ
れ
に
嬢
る
も
の
は
注
記
を
略
す
。
共
産
黛
員
だ
っ
た
こ
と
等
は
、
曾

績
情
「
賀
補
同
製
品
閏
始
末
」
(
『
文
史
資
料
選
輯
』
第
一
九
輯
、
一
七
三

頁)。

(

8

)

王
皐
荘
先
生
を
介
し
て
得
た
庚
東
革
命
歴
史
博
物
館
長
繋
額
衡
先
生

の
教
示
に
よ
れ
ば
、
品
附
歩
読
は
卒
業
時
二

O
哉
、
共
産
紫
員
、
八
一
南

昌
蜂
起
に
参
加
、
第
二
五
師
参
謀
彪
長
、
二
七
年
九
月
、
庚
東
省
三
河

婿
筆
枝
山
に
て
融
制
死
。
王
逸
常
の
回
想
に
、
中
共
黛
員
「
滋
歩
仁
」
が

あ
が
っ
て
い
る
が
(
《
史
料
》

一
一
六
頁
)
、
お
そ
ら
く
同
一
人
物
で
あ

ろ
う
。
『
賀
補
潮
』
第
二
四
・
二
五
期
合
刊
の
滋
の
文
章
か
ら
推
せ

ば
、
の
ち
に
宣
停
科
長
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
銭
血
の
筆
名
を
も
ち

い
た
文
章
も
あ
る
。

(
9
〉
「
欧
戦
後
園
際
政
局
的
概
観
及
今
後
革
命
之
路
」
(
第
一
三
期
〉
。
以

下
、
「
際
一
該
一
宏
様
紀
念
隻
十
節
」
(
第
一
二
期
〉
、
「
園
家
主
義
波
輿
西
山

曾
議
波
之
過
去
及
現
在
」
(
第
一
四
期
〉
、
「
十
月
革
命
後
的
蘇
聯
各
階

級
、
世
界
輿
中
園
革
命
運
動
」
(
第
一
五
・
一
六
期
合
刊
)
。

(

ω

)

第
一

O
期
が
す
で
に
績
編
で
、
第
九
期
か
ら
始
る
が
、
そ
こ
で
は
と

く
に
注
意
す
べ
き
言
及
は
な
い
。

(
日
)
「
本
曾
慶
賀
第
四
期
同
皐
畢
業
書
」
(
第

一
二
期
)。

〈
ロ
)
「
刊
紙
聯
革
命
成
功
九
週
紀
念
日
感
想
」
(
第
一
五

・一

六
期
合
刊
)
。

(
日
〉
「
何
謂
園
民
熊
左
汲
0
・
」
(
『
轡
導
』
第
一
一
一
一
一
期
)
。

(
M
〉
「
甚
慶
是
園
民
黛
左
右
波
」
(
『
轡
導
』
第
一
一
一
一
七
期
)
。
な
お
、
三

大
政
策
と

一
全
大
曾
宣
言
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
寅
彦
「
関
子
園
民
黛

二

大
。
宣
言
的
幾
箇
問
題
」
(
一
九
八
六
年
討
論
曾
提
出
論
文
、
の

ち
『
中
園
祉
品
目
科
皐
』
線
第
四
六
期
〉
に
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。

(
日
)
関
翠

「
責
靖
同
皐
曾
成
立
経
過
」
(
《
史
料
》

三
八
五

l
九
O
頁、

『
賀
補
潮
』
の
原
題
は
「
曾
務
報
告
」
〉
。
以
下
、
創
立
事
情
を
同
文
お

よ
び
「
簡
章
」
(
同
三
八
二
|
五
頁
〉
に
よ
る
ば
あ
い
は
、
注
記
を
省

略。

(
日
〉
「
統
計
表
」
(
《
史
料
》
九
三
頁
)
に
よ
れ
ば
各
期
の
卒
業
生
教
は
以

下
の
と
お
り
。

第
一
期
〈
一
九
二
四
年
一
一
月
卒
業
)
六
四
五
名

第
二
期
〈

一
九
二
五
年
九
月
卒
業

)

四

四

九

名

第
三
期
(
一
九
二
六
年
一
月
卒
業
〉
て
二
三
三
名

第
四
期
(
一
九
二
六
年
三
月
入
皐
)
二
、
六
五
四
名

第
五
期
(
入
伍
数
育
生
、
本
科
入
皐
は
二
六
年
一
一
月
)

-147ー
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二
、
四
一
八
名

本
科
の
在
皐
期
閲
は
牢
年
、

務
科
の
入
伍
数
育
期
聞
は
、
第
三
期
以
前

が
一
カ
月
、

第
四
期
以
後
が
六
カ
月
で
あ
る
(
草
異
之

「
賀
補
建
軍
」、

『
文
史
資
料
選
輯
』

第
二
輯
五
頁
)
。

な
お
、
第
四
期
か
ら
急
増
す

る
の
は
、
庚
東
の
諸
軍
官
皐
校
を
統
合
し
た
た
め
で
あ
る
(
《民
同
》

一
九
二
六
年
三
月
八
日
篠〉。

(
ロ
〉
た
と
え
ば
、
責
務
「
古
典
捕
厚
生
的
政
治
組
織
及
其
演
幾
」
(
『
文
史
資

料
選
輯
』
第

二
輯
〉
。

(
四
〉
註
江
川
所
掲
の
《
史
料
》
牧
録
に
あ
た
り
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
関
撃

の
報
告
原
文
に
は
機
構
図
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
秘
書
庭
が
一一一

科
を
統
括
す
る
よ
う
図
示
さ
れ
て
い
る
。

〈
川
口
)
註
7
所
掲
曾
擁
情
回
憶。

の
ち
の
記
述
で
は
曾
を
右
汲
と
す
る
も
の

が
多
い
が
、
蒋
の
信
頼
を
得
な
が
ら
、
ま
る
ま
る
の
右
汲
で
な
い
と
い

う
意
味
で
の
中
立
的
立
場
と
み
て
お
く
の
が
よ
い
と
思
う
。
李
正
絡
に

つ
い
て
は
よ
く
は
分
ら
な
い
。
曾
は
誤
っ
て
総
務
科
長
を
李
歎
庵
と
す

る
が
、

験
庵
は
湖
南
長
沙
人
、
正
絡
は
河
南
銀
卒
人
(
と
も
に
第
一

期

生
)
で
別
人
で
あ
る
。
た
だ
、
曾
も
い
う
中
山
艇
事
件
後
の
李
歎
庵
の

共
産
黛
脱
退
は
蒋
の
反
共
攻
勢
の
願
者
な
成
果
だ
と
一
般
に
受
け
と
め

ら
れ
た
よ
う
だ
か
ら
(
《
史
料
》
三
五
五
頁
、『
包
恩
借
回
憶
銭
』
人
民

出
版
社
一
九
八
三
年
二
三
四
頁
)
、
同
製
曾
成
立
時
の
右
傾
風
潮

が
間
違
っ
た
記
憶
の
な
か
に
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で

あ
る
。
胡
に
つ
い
て
は
、
方
鼎
英
「
賀
補
軍
校

4

清
熊
。

回
憶
」
(
『
文

史
資
料
選
輯
』
第
六

O
純
二
ハ
一
頁
)
。
楊
に
つ
い
て
は
、
『
革
命
人

物
誌
』
第
九
集
。

(
m
ω
)

鏡
に

つ
い
て
は
王
迩
常
の
回
憶

(《
史
料
》

一一占
ハ
頁
)
。
鄭
に
つ
い

て
は
『
賀
補
潮
』
誌
の
文
章
で
階
級
闘
争
に
ふ
れ
る
態
度
な
ど
か
ら
の

推
測
で
あ
る
。

〈
幻
)
《
史
料
》
四
七
頁
。
第
一
期
生
の
入
皐
は
五
月
五
日
だ
が
、
二
年
前

の
陳
桐
明
叛
飢
の
日
を
選
ん
で
の
開
暴
式
典
に
黛
の
軍
隊
に
た
い
す
る

孫
文
の
思
い
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
辺
〉
郭

一
議
回
憶
(
《
史
料
》
三
七
頁
〉
、
王
逸
常
国
憶
(
同
一
八

O
頁
〉

等
。
ま
た
、
日
本
の
研
究
と
し
て
は
、
竹
内
寅
「
現
代
中
園
へ
の
観
角

|

|
策
捕
軍
官
間
学
校
の
こ
と
||
」
(
『
思
想
』
第
六
三
五

・
六
三
六

貌〉
、
お
よ
び
三
石
善
吉

「
黄
繍
軍
校
の
設
立
過
程
と
ソ
連
」
(
『
中
哲

文
撃
曾
報
』
第
六
貌
)
、
「
賀
補
軍
校
の
創
立
」
(
『
筑
波
法
政
』
第
五

・

七
鋭
〉
等
が
詳
し
く
そ
の
閲
の
事
情
を
論
じ
て
い
る
。

(
お
)
軍
絞
生
主
陸
の
数
導
闘
が
鶏
軍
に
改
め
ら
れ
た
の
は
一
九
二
五
年
七

月
で
あ
る
(
《
史
料
》
一
七
九
頁
〉
。
庚
東
統
一
の
た
め
の
軍
功
は
、
二

四
年
一

O
月
の
一
商
園
事
件
、
二
五
年
二
月
の
第

一
次
東
征
、
六
月
の
楊

希
関

・
劉
震
蜜
銀
座
、

一
O
月
の
第
二
次
東
征
の
勝
利
が
主
な
も
の
で

あ
る
。

(

M

)

『
中
共
中
央
政
治
報
告
選
輯
』
(
中
共
中
央
黛
校
出
版
社
一
九
八

一
年
〉
八
四
頁
。

(
お
)
「
総
理
紀
念
遡
訓
詞
」

(
『
務
校
長
演
議
集
』
、
存
悲
摩
社
編
『
蒋
総

統
言
論
繋
編
』
外
録
第
二
集
所
枚
版
、

一四
五
頁
。
ま
た
《
史
料
》

一一一

七
一
頁
〉
。

(

M

A

)

註
凶
所
掲
車
異
之
回
憶
一
一
、
九
頁
。

(幻〉

《
民
日
》
一
九
二
六
年
四
月
二

O
日
僚
、
同
前
車
異
之
回
憶
九
頁
。

(
お
)

註
お
に
同
じ
(
一
四
六
頁
)。

《
史
料
》

一一一七一

一具。

(
m
m
)

《
民
間
M

》

一
九
二
六
年
一
月
二
ハ
日
係
。
以
下
の
蒋
の
職
任
は
と
く
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に
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
《
民
日
》
に
援
る
。

(
m
ω
)

蒋
の
「
軍
事
報
告
」
の
な
か
の
語
(
《
民
日
》
一
九
二
六
年
一
月
六

日
係
)
。
第
二
軍
以
下
は
、
語
延
閣
の
湘
軍
、
朱
培
徳
の
濃
軍
、
李
済

深
の
男
軍
、
李
一
漏
林
の
一
幅
箪
〈
闘
す
軍
の
一
汲
)
と
五
軍
編
成
(
向
上
〉
。

の
ち
一
月
二

O
日
に
程
潜
の
援
都
軍
が
第
六
軍
、
三
月
二
四
日
に
李
宗

仁
の
桟
軍
が
第
七
軍
、
六
月
三
日
に
唐
生
智
の
湘
軍
が
第
八
軍
に
編
成

さ
れ
、
「
誓
師
北
伐
時
」
に
は
全
八
軍
と
な
っ
て
い
る
公
民
日
》
各

月
日
係
〉
。

(
幻
)
註
%
に
向
じ
(
八
二
頁
〉
。
第
四
期
以
降
は
在
庚
東
の
諸
軍
校
を
も

統
合
し
た
た
め
、
第
一
軍
だ
け
と
は
い
か
な
く
な
っ
た
。

(
幻
)
「
園
民
革
命
軍
北
伐
出
師
前
兵
力
番
鋭
指
揮
官
姓
名
表
・
一
九
一
一
六

年
五
月
調
」
(
園
防
部
史
政
局
編

『北
伐
簡
史
』
正
中
書
局
一
九
七

O
年
第
三
章
挿
表
第
一
二
〉
。

(
お
)
《
民
日
》
一
九
二
五
年
一
二
月
八
日
僚
。

(
斜
〉
《
民
民
》
一
九
二
六
年
四
月
三
日
係
。

〈
お
)
《
民
日
》
一
九
二
六
年
四
月
一
四
日
・
二

O
日
係
。

(
お
)
「
六
月
七
日
総
理
紀
念
週
訓
話
」
(
『
蒋
校
長
演
議
集
』
九
九
頁
〉
、

《
史
料
》

三
七
七
|
八
頁
。

(
幻
〉
註
3
所
掲
陳
濁
秀
報
告
。
周
恩
来
「
関
於
一
九
二
四
至
二
六
年
黛
針

園
民
黛
的
関
係
」
〈
『
周
恩
来
選
集
』
上
巻
人
民
出
版
社
一
九
八

O

年
三
二
頁
〉
。
周
の
文
章
で
は
、
退
出
者
の
代
表
に
蒋
先
雲
、
園

民
燃
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
李
歎
庵
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
て
李

が
重
要
な
鱒
向
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
の
だ
が
、
は
じ

め
、
共
産
黛
の
方
針
と
し
て
李
は
図
民
熊
籍
を
え
ら
ぶ
よ
う
決
め
ら
れ

た
、
と
包
悪
僧
は
い
う
(
註
印
所
掲
回
憶
二
三
四
頁
〉
。

(
叩
叫
〉
軍
異
之
「
回
憶
賀
補
」
(
『
第
一
次
園
共
合
作
時
期
的
賀
補
軍
校
』
一
一

七
七
頁
〉
、
健
闘
来
傑
「
回
憶
中
共
黛
組
織
在
賀
補
軍
校
的
活
動
情
況
」

(
『
庚
東
文
史
資
料
』
第
三
七
斡
一
五
頁
〉
。

(
鈎
〉
「
中
園
青
年
軍
人
聯
合
曾
成
立
大
曾
記
」
(
《
史
料
》
一
二
三
二
頁
〉
。

(ω
〉
庚
州
の
孫
文
主
義
拳
曾
は

一
九
二
五
年
一
一
一
月
二
九
日
に
創
立
式
典

を
掌
行
し
た
が
(
《
史
料
》
三
一
一
一
八
頁
)
、
先
行
の
中
山
主
義
皐
舎
を
ふ

く
め
て
、
四
月
二
四
日
創
立
、
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

(
H
U

〉
た
と
え
ば
註
ロ
所
掲
黄
薙
回
想
。

ハ
必
〉
「
取
消
黛
内
小
組
織
校
令
」
(
《
史
料
》
三
四
六
頁
)
。

(
必
)
「
校
長
在
本
校
特
別
黛
部
第
三
居
執
行
委
員
選
翠
大
曾
演
説
詞
」

(
『
糞
捕
叢
書
』
園
民
革
命
軍
総
司
令
部
軍
需
庭
一
九
二
七
年
六
月

刊
、
所
枚
『
核
開
校
長
東
征
訓
話
集
』
一
四
四
五
頁
〉
。
訓
話
集
は
一

九
二
五
年
一
一
一
月
一
四
日
の
刊
公
民

m
g。
な
お
、
の
ち
の
『
賀
補

訓
練
集
』
(
奥
附
な
し
〉
に
も
こ
の
演
説
は
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
わ

た
し
の
引
用
部
分
を
ふ
く
め
て
削
除
修
正
部
分
が
多
い
の
で
、
注
意
を

要
す
る
。

ハ
必
)

「
宏
様
可
以
加
入
C
.
Y
|
|答
復

一
箇
表
示
願
意
加
入
C
.

Y
的
園
民
黛
員
」
(
『
中
園
青
年
』
第
一

O
六
期
、
一
九
二
五
年
一
二

月
一
九
日
)
。

(
必
〉
『
蒋
校
長
演
講
集
』
八
四
頁
。
こ
の
部
分
は
《
民
日
》
で
は
削
除
さ

れ
て
い
る
。

(
必
〉
「
中
園
現
時
的
政
局
輿
共
産
黛
的
職
任
議
決
案
」
(
『
中
園
共
産
黛
資

料
集
』

2

動
車
書
房

一
九
七
一
年
二
八
頁
〉
。

〈
円
引
)
『
蒋
校
長
演
講
集
』
八
一
頁
、
《
民
間
山
》

一
九
一
一
六
年
五
月
一
一
一
一
日

候。
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(
泊
四
〉
『
務
校
長
演
講
集
』
一
一
一
頁
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
を
世
界
革
命
の
線

司
令
部
と
い
っ
た
部
分
は
の
ち
の
削
除
が
も
っ
と
も
き
び
し
い
部
分
の

一
で
あ
ろ
う
。

(
必
)
「
中
園
共
産
熊
致
中
園
園
民
熊
書
」
(
『
鱒
導
』
第
一
五
七
期
)
。

(
印
)
「
中
園
共
産
黛
輿
園
民
爆
関
係
問
題
議
決
案
」
(
『
六
大
以
前
』
人
民

出
版
社
一
九
八

O
年
五
九
五
六
頁
〉
。
中
開
波
は
ま
た
「
新
右

波
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

(
日
)
「
論
園
民
政
府
之
北
伐
」
(
『
鱒
導
』
第
二
ハ
一
期
)
。
こ
の
こ
ろ
は

庚
州
刊
行
の
奥
附
。

(
臼
〉
「
中
央
局
報
告
(
一
九
二
六
年
九
月
三

O
日
)
」
(
『
中
共
中
央
政
治

報
告
選
綿
』
七
九
l
八
O
頁
〉
。
北
伐
に
出
裂
し
た
時
間
は
八
月
一
一
一
一
一
日

に
讃
ん
で
翌
日
に
反
封
意
見
を
電
報
で
う
っ
た
と
い
う
公
民
日
》)。

(
日
〉
「
譲
者
之
韓
」
(
『
時
刻
』
第
一
七
一
期
、
九
月
二

O
日)。

(
臼
)
叔
堅
「
北
伐
設
中
庚
東
之
政
治
吠
況
」
(
『
抑
制
導
』
第
一
七

O
期)。

(
日
)
「
黄
埼
畢
生
態
注
意
之
事
」
(
『
賀
補
潮
』
創
刊
挽
〉
。

(
回
〉
劉
天
「
中
共
黄
捕
特
別
支
部
的
起
源
奥
田
技
展
」
(
《
史
料
》
一
一
八
|

二
一
頁
〉
。
た
だ
し
、
改
組
時
期
は
註
5
所
掲
大
事
記
、
俸
の
議
図
書

記
就
任
は
『
慌
代
英
文
集
』
下
〈
人
民
出
版
社
一
九
八
四
年
)
所
牧

「
生
卒
年
表
」
に
よ
る
。
ま
た
俸
の
ま
え
の
政
治
主
任
数
官
が
高
語
四
十

だ
っ
た
こ
と
は
《
民
日
》
四
月
二

O
日
僚
。

(
閉
山
)
「
組
織
問
題
議
決
案
」
(
『
六
大
以
前
』
六

O
三
|
四
頁
〉
。

〈
回
)
註
7
所
掲
曾
嫌
情
回
憶
(
一
七
三
・
一
八
三
頁
〉
。

(
印
)
『
輝
代
英
文
集
』
下
八
五
二
|
一
一
一
頁
。
こ
こ
で
撚
中
央
と
貨
捕
支

部
の
中
聞
に
あ
る
廉
東
区
委
の
情
況
に
つ
い
て
簡
翠
に
ふ
れ
て
お
く

と
、
や
は
り
現
寅
へ
の
劉
際
に
せ
ま
ら
れ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
中
央
ベ
つ

た
り
と
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
医
委
宣
停
部
長
の
張
太
雷
は
、

首
初
、
北
伐
を
基
本
的
に
擁
護
し
た
(
「
此
衣
庚
東
出
師
之
意
義
」
、

『
人
民
週
刊
』
第
一
六
期
)
。
の
ち
に
は
北
伐
に
内
包
さ
れ
る
問
題
黙

に
つ
い
て
の
「
濁
秀
的
一
意
見
是
割
問
」
〈
同
第
一
八
期
)
な
る
文
章
を

著
し
て
陳
を
支
持
し
た
が
、
そ
れ
は
北
伐
反
針
を
正
面
か
ら
唱
え
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
ほ
か
に
も
こ
の
種
の
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
く
、
康
東
区
委
は
「
中
央
の
意
見
に
い
つ
も
懐
疑
問
な
態
度

を
と
り
、
積
極
的
に
採
用
し
よ
う
と
せ
ね
」
と
中
央
か
ら
批
剣
さ
れ
て

い
る
(
『
中
共
中
央
政
治
報
告
選
輯
』
一
一
一
一
一
頁
)
。
と
同
時
に
、
農
東

区
委
の
蒋
介
石
に
た
い
す
る
態
度
も
張
太
雷
と
蒋
の
臨
応
援
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
妥
協
同
で
あ
っ
た
よ
う
だ
(
太
雷
「
到
底
要
不
要
図
民
議
」
、

『
人
民
週
刊
』
第
一
四
期
/
蒋
註
お
所
掲
演
説
/
雷
「
関
於
蒋
介
石
同

志
針
。
要
不
要
因
民
議
ψ

誤
曾
之
解
欝
」
、
『
人
民
週
刊
』
第
一
八
期
〉
。

(

ω

)

「
議
了
陳
濁
秀
先
生
『
論
園
民
政
府
之
北
伐
』
文
以
後
我
何
際
取
之

態
度
」
(
『
黄
堵
潮
』
第
六
期
)
。

(

N

U

)

た
と
え
ば
、
『
黄
捕
潮
』
第
四
期
の
「
品
目
務
報
告
」
等
。
そ
の
宗
教

的
儀
式
に
も
た
ぐ
い
す
る
や
り
か
た
を
程
私
自
が
強
く
批
判
列
し
た
こ
と

は
、
昨
秋
の
孫
中
山
討
論
曾
で
の
陳
銭
建
氏
の
文
章
「
嬰
秋
白
輿
孫
中

山
及
三
民
主
義
皐
説
」
に
み
え
る
ハ
一

O
頁)。

(
臼
)
『
責
埼
潮
』
誌
上
の
滋
歩
情
酬
の
文
章
で
各
一
例
を
あ
げ
て
お
け
ば
、

「
義
和
困
輿
現
時
革
命
運
動
」
(
第
八
期
〉
、
「
攻
下
武
漢
以
後
的
政
局

輿
我
何
工
作
的
標
準
」
(
第
一

O
期
)
。
一
九
二
五
年
五
月
二
四
日
附
の

「
中
園
園
民
黛
中
央
執
行
委
員
第
三
次
全
僅
曾
議
接
受
総
理
遺
個
別
宣

言
」
(
『
革
命
文
献
』
第
一
一
輯
二
六
五
頁
)
で
は
、
「
吾
人
努
力
の

第
一
種
序
」
と
し
て
園
民
舎
議
開
催
と
不
卒
等
傑
約
撤
廃
が
い
わ
れ
て
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い
る
が
、
お
そ
ら
く
嘗
初
に
は
そ
れ
ら
後
段
の
目
標
が
強
調
さ
れ
、
の

ち
し
だ
い
に
前
段
の
線
括
の
二
項
も
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
臼
〉
「
本
曾
制
到
外
重
要
宣
言
」
(
『
賀
補
潮
』
第
六
期
)
。

(
悦
)
「
蒋
総
司
令
之
政
治
黛
務
報
告
」
(
『
賀
補
潮
』
第
一
一
一
一
期
〉
。
こ
れ

は
《
民
日
》
に
不
枚
。
務
が
留
守
の
関
、
秘
書
の
曾
が
よ
く
そ
の
耳
目

の
役
割
を
は
た
し
た
(
註
7
所
掲
回
憶
一
七
四
頁
)
。

(
筋
)
こ
こ
で
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
責
捕
の
校
刊
は
海
内
外

に
風
行
し
、
夜
行
部
敏
は
三
官
内
徐
部
に
達
し
た
」
(
方
鼎
英
前
掲
回
憶
、

一
五
七
頁
〉
と
言
わ
れ
、
ま
た
『
賀
補
潮
』
誌
約

一
高
徐
部
の
八
割
が

賀
補
以
外
で
頒
布
さ
れ
て
い
た
(
『
賀
補
潮
』
第
二
四

・
二
五
期
合
刊、

381 

九
五
頁
以
下
〉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陳
濁
秀
・
任
卓
宣
が
責
補
外
で

ゴ
ニ
大
政
策
。
の
語
を
用
い
て
か
ら
の
ち
、
ま
た
数
箇
月
の
あ
い
だ

コ
ニ
箇
革
命
政
策
」
等
の
語
が
混
用
さ
れ
る

一
時
期
を
経
過
す
る
(
註

2
所
掲
拙
文
参
照
)
。
個
盟
諸
抗
生
は
系
統
愛
生
を
く
り
か
え
す
の
で
あ

ろ
う
が
、
や
は
り
糞
埼
軍
校
は
祉
倉
一
般
か
ら
か
な
り
隔
離
さ
れ
た
存

在
で
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

『
責
埼
潮
』
の
入
手
に
あ
た
っ
て
は
、
王
皐
妊
、
林
家
有
、
寅
彦
等

の
諸
先
生
の
援
助
を
得
た
。
記
し
て
敬
し
ん
で
謝
意
を
表
す
し
だ
い
で

あ
る
。
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lead powerful forces in the area between Jiangnan （江南) and Guanzhong

　

（開中) and they became ａ threat to the Tang government｡

　　　

From the end of the reign of Dai-zong to the “restoration period”

of χian-20ng, one of the major currents of politicalhistory was how the

Tang

　

court forced these Military Commissioners to submit to central

control. The process can perhaps be described as follows: i）A Military

Commissioner who fomented rebellion was subjugated, ii) New Military

Commissioners were dispatched from the central government; and iii)

The old defense command was partitioned into several new ones, iv)

Any remaining forces of the old Military Commissioner were destroyed

by the new Military Commissioners｡

　　　

By the beginning of the ninth century, the subjugation of the various

defense

　

commands

　

of

　

Henan

　

was

　

complete.

　　

The

　

circumstances

　

of

“Rampant Ｄｅ丘anceof Military Ｍｅｎ”that Naito Konan　pointed to as

bringing about the　collapse　of　the　Tang　dynasty　had　disappeared　in

Henan. I would suggest that this was one of the reasons why the Tang

dynasty was able to survive for another 150 years after the An Lushan

rebellion.

THE “THREE CARDINAL POLICIES”AND THE

　　　　　　　　　

WHAMPOA ACADEMY

Hazama Naoki

　　　

“The Three Cardinal Policies”is the name given to the three poli･

cies of“Alliance with Soviet Russia,”“Co-operationwith the Communist

Party,”ａｎｄ“Assistanceto the Workers and Peasants,”that were linked

to an interpretationof Sun Yat-sen's New Three Principles of the People.

This was the new slogan that the　Communist Party members　in the

Whampoa

　

Academy thought up　in　the　summer　of　1926　against　the

background of promoting the Nationalist Revolution. Indeed, thisacademy

itself゛ａsthe place where the contradictions between
the Kuomintang

and the Communist Party under the United Front
were the most severe,

and in order to counteract　Chiang Kai-shek's　anti-Communist　policies。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



the CCP members of the Whampoa Academy arranged Sun Yat-sen's

revolutionary policiesinto three items that Chiang himself could not help

but acknowledge and called them the“Three Cardinal Policies.”

　　

That is to say, this new name was a historicterm that was produced

by the Nationalist Revolution itself that came greatly to influence　later

history.

　

Therefore, it is ａ mistake to say that it was unrelated to the

thought of Sun Yat-sen. Moreover, itis probably not accurate to regard

the policy as having ｅχistedbefore the beginning of the United Front

period.

PHAN BOl chau's LAST DAYS IN JAPAN ―The Final

　　

stage of the Vietnamese Visit-to-the-EastMovement

　　　　　　　　　

of the Early 20th Century

Shiraishi Masaya

　　

This is ａ part of ａ series of my papers concerning the final stage

of the Vietnamese students' movement in Japan in the early 20th century.

In this paper, I intend to analyze the following points,using Japanese

and French ｏ伍cialdocuments as well as Vietnamese memoirs: （1）hoｗ

the French authorities discovered that Phan Boi Chau was staying in

Ｔｏｋｙｏ;（2）ｗhatand how the French required of the Japanese govern-

ment concerning him; （3）hoｗ the Japanese responded to it; and （4）

what attitudes Phan　Boi　Chau　showed　against the Japanese　and the

French authorities.

５


