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第一次鰯共合作蒔期の広東省農民運動（北村）

【
要
約
】
　
第
一
次
国
共
合
作
後
、
広
東
省
で
は
中
国
最
初
の
組
織
的
農
民
運
動
が
開
始
さ
れ
た
。
当
時
、
省
内
各
地
に
は
軍
閥
が
割
拠
し
、
国
民
党
の
勢

力
は
き
わ
め
て
弱
体
で
あ
っ
た
。
国
民
党
に
は
、
是
非
と
も
農
民
を
組
織
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
農
民
運
動
を
指
導
し
た
の
は
共
産
党
員
で
あ
っ
た
。
各

地
に
農
民
協
会
が
樹
立
さ
れ
は
じ
め
る
と
、
郷
村
の
紳
士
・
地
主
の
権
力
機
構
で
あ
る
「
民
団
」
と
の
あ
い
だ
に
、
衝
突
が
お
こ
っ
た
。
階
級
闘
争
を
否

定
す
る
国
民
党
の
側
か
ら
は
、
共
産
党
員
が
農
民
運
動
を
隼
耳
り
、
い
た
ず
ら
に
衝
突
を
引
き
お
こ
す
と
い
う
非
難
が
集
中
し
た
。
し
か
し
、
省
内
の
統

一
過
程
に
あ
っ
て
は
、
農
民
協
会
の
発
展
は
少
く
と
も
国
民
党
に
有
利
で
あ
っ
た
。

　
広
東
省
が
統
一
さ
れ
る
と
、
国
民
党
は
農
民
の
要
求
に
答
え
な
か
っ
た
。
農
民
の
反
言
に
対
し
て
は
、
行
政
干
渉
と
い
う
非
難
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
民

団
と
農
民
協
会
の
衝
突
に
も
、
治
安
を
乱
す
と
い
う
非
難
が
あ
び
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
北
伐
の
開
始
は
、
後
方
の
安
寧
確
保
と
い
う
名
の
も
と
に
、
農

民
の
要
求
を
封
じ
こ
め
た
。
一
方
、
農
民
運
動
は
、
ご
く
　
部
の
地
域
を
の
ぞ
い
て
は
弱
体
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
北
伐
の
後
方
基
地
と
い
う
清
況
か
ら
も
、

省
内
で
は
郷
村
政
権
の
奪
取
と
い
う
ス
ロ
…
ガ
ソ
は
、
だ
し
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
い
き
づ
ま
り
の
な
か
で
、
広
東
省
農
民
運
動
は
、
圧
殺
さ
れ
て

い
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
八
巻
六
号
　
一
九
七
五
年
十
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
九
二
四
年
か
ら
二
七
年
ま
で
の
第
一
次
国
共
合
作
期
間
、
中
国
最
初
の
組
織
的
農
民
運
動
が
広
東
省
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の

事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
運
動
は
、
今
日
の
忌
避
主
義
中
国
成
立
の
原
動
力
と
な
っ
た
農
民
根
拠
地
運
動
に
ま
で
発
展
し
な
か
っ
た
。

し

た
が
っ
て
、
最
初
の
組
織
的
農
民
運
動
と
し
て
、
い
ち
お
う
評
価
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
海
豊
・
陸
豊
地
域
は
別
と
し
て
、
全
体
と
し
て
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の
広
東
省
農
民
運
動
が
も
っ
て
い
た
意
味
を
、
当
時
の
情
況
の
な
か
で
正
当
に
評
価
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
五
八
年
　
瓢



九
月
門
歴
史
研
究
」
に
発
表
さ
れ
た
余
炎
光
氏
の
論
文
「
第
一
次
国
内
革
命
戦
争
時
期
的
広
東
農
民
運
動
」
は
、
豊
富
な
資
料
を
用
い
て
運
動

の
全
魏
に
迫
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
正
応
が
湖
南
の
よ
う
に
郷
村
権
力
の
奪
取
に
ま
で
進
ま
な
か
っ
た
理
由
を
、
指
導
幹
部
内
の
右
傾
日
稲
見

主
義
の
発
生
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
八
年
の
「
歴
史
評
論
」
に
発
表
さ
れ
た
吉
沢
立
証
の
二
九
二
〇
年
代
広
東
省
の
農
村
社
会
と

農
民
運
動
の
発
展
　
　
国
共
合
作
か
ら
北
伐
に
い
た
る
広
東
省
農
民
運
動
の
意
義
に
つ
い
て
し
一
」
は
、
農
村
経
済
情
況
の
詳
細
な
分
析
の
う

え
に
た
っ
て
農
民
運
動
を
論
じ
て
い
る
が
、
運
動
の
い
き
づ
ま
り
に
対
し
て
は
、
余
炎
光
論
文
ほ
ど
恣
意
的
で
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
指
導

嚢
た
ち
の
日
和
見
に
理
由
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
広
東
省
農
民
運
動
は
、
国
共
合
作
に
よ
る
国
民
革
命
遂
行
と
い
う
枠
の
な
か
で
お
こ
な

わ
れ
た
の
で
あ
り
、
当
初
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
や
矛
盾
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
い
き
づ
ま
り
を
、
た
だ
ち
に
指
導

者
た
ち
の
日
和
見
に
帰
す
る
の
は
正
当
で
は
な
い
。
で
き
る
だ
け
客
観
的
立
場
か
ら
、
当
時
の
情
況
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
、
私
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
意
図
し
た
。
国
民
党
の
遂
行
し
よ
う
と
し
た
国
民
革
命
の
論
理
と
、
農
民
運
動
の
あ
い
だ
に
存
在
す

る
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
と
く
に
、
無
畏
問
題
の
根
本
矛
盾
と
も
い
う
べ
き
、
民
団
権
力
と
饗
民
協
会
の
対
立
を
、
国
民
党
が
解
決
で

き
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
共
産
党
側
の
資
料
と
国
民
党
側
の
資
料
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
民
運
動
が
、
国
共
合

作
と
は
名
ば
か
り
の
国
共
対
立
の
な
か
で
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
明
確
な
指
導
方
針
が
確
立
さ
れ
ず
、
名
義
は
国
民
党
、
実
際
の

指
導
は
共
産
党
と
い
う
屈
曲
し
た
二
面
性
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
運
動
上
の
大
き
な
さ
ま
た
げ
と
な
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
な
ど
で
あ
る
。
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第
一
章
　
農
民
運
動
の
は
じ
ま
り

【
、
開
始
に
い
た
る
ま
で
の
動
き

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
二
四
年
一
月
、
中
国
国
民
党
は
広
州
で
第
一
次
全
国
代
衷
大
会
を
朋
き
、
連
ソ
・
容
共
・
扶
助
農
工
と



第一次国共合作蒔期の広東雀農畏運動（北村）

い
う
新
ら
し
い
方
針
を
決
定
し
た
。
こ
の
扶
助
農
工
政
策
の
一
環
と
し
て
、
国
民
党
の
名
の
も
と
に
広
東
省
で
農
民
運
動
が
開
始
さ
れ
る
。
国

一
党
中
央
農
民
部
が
設
置
さ
れ
、
部
長
に
は
共
産
党
員
の
林
祖
涌
が
就
任
し
た
。
し
か
し
、
農
民
部
の
組
織
は
部
長
の
ほ
か
に
秘
書
一
名
、
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

理
一
名
と
い
う
簡
単
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
運
動
の
開
始
ま
で
に
は
日
時
を
要
し
た
。
農
民
運
動
は
、
一
九
二
四
年
六
月
十
九
日
の
「
広
東
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

第
一
次
対
農
民
運
動
宣
言
」
を
侯
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
宣
言
に
よ
り
、
e
完
全
独
立
の
団
体
と
し
て
農
民
協
会
を
組
織
す
る
こ
と
、
⇔
政

府
の
絶
対
的
管
理
下
で
農
民
自
衛
軍
を
組
織
す
る
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
六
月
三
十
日
に
は
、
国
民
党
員
の
な
か
か
ら
二
十
名
の

農
民
運
動
特
派
員
を
選
び
各
地
に
派
遣
す
る
こ
と
、
お
よ
び
農
民
運
動
講
習
所
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
。
七
月
か
ら
第
一
期
農
民
運
動
講
習
所

が
彰
濟
を
主
任
と
し
て
開
始
さ
れ
、
　
一
ケ
月
の
講
習
後
、
三
十
三
名
の
卒
業
生
を
送
り
だ
す
。
続
い
て
九
月
か
ら
は
羅
金
園
を
主
任
と
し
て
第

二
期
の
講
習
が
開
始
さ
れ
、
ニ
ケ
月
後
に
は
一
四
工
名
の
卒
業
生
が
誕
生
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
十
名
の
特
派
員
お
よ
び
～
期
、
二
期
の
卒
業

生
を
中
心
に
、
各
地
で
農
民
協
会
の
樹
立
が
始
め
ら
れ
る
。

　
国
民
党
に
よ
る
農
民
運
動
開
始
以
前
か
ら
、
広
東
省
で
は
農
民
の
組
織
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
聡
智
の
指
導
し
た
海
魚
一
帯
の
運
動
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
な
く
、
一
九
二
二
年
頃
か
ら
社
会
主
義
青
年
団
員
達
に
よ
り
、
高
要
、
広
寧
、
仁
徳
、
花
蓮
の
各
地
で
組
織
化
が
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
組
織
は
脚
長
や
民
団
の
圧
迫
に
よ
り
秘
密
組
織
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
が
、
国
民
党
の
名
の
も
と
に
農
振
運
動
が
開
始
さ
れ
る
と
公
開
の

組
織
と
な
り
、
農
民
運
動
発
展
の
拠
点
と
な
る
。

二
、
各
方
面
の
動
向

　
農
民
運
動
が
国
民
党
の
名
の
も
と
に
進
め
ら
れ
た
以
上
、
孫
文
の
農
民
運
動
観
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
孫
文
は
一
九
工
四
年
八
月
、
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

期
農
民
運
動
講
習
所
卒
業
式
の
演
説
で
、
　
「
尋
者
県
有
其
田
」
と
い
う
自
作
農
確
保
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
従
来
の
「
平
均
地
権
」

の
考
え
に
結
び
つ
け
、
農
民
問
題
解
決
の
方
法
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
改
良
主
義
的
方
法
が
実
現
化
に
は
多
く
の
問
題
点
を
も
つ
あ
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
諸
家
の
研
究
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
演
説
で
孫
文
は
、
農
民
問
題
の
平
和
的
解
決
を
強
張
し
て
い
る
。
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階
級
闘
争
回
避
と
い
う
彼
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
方
で
は
「
農
民
問
題
の
解
決
な
く
し
て
は
国
民
革
命
の
徹
底
的

遂
行
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
い
つ
つ
も
、
地
主
と
の
あ
い
だ
に
階
級
闘
争
を
引
き
お
こ
す
可
能
性
の
あ
る
農
民
の
組
織
化
に
は
、
慎
重
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
共
産
党
の
場
合
も
、
党
中
央
は
労
働
運
動
中
心
主
義
で
あ
り
、
農
民
運
動
の
意
義
を
充
分
に
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
一
九
二
四
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
第
四
回
大
会
で
は
、
農
民
運
動
が
国
民
革
命
の
勝
利
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
農
罵
運
動
の
激
化
に
は
常
に
批
判
的
で
あ
り

つ
づ
け
る
。

　
農
民
運
動
を
指
導
し
た
の
は
、
彰
溌
、
羅
綺
園
、
院
嚇
仙
、
彰
公
達
ら
の
若
き
共
産
党
員
で
あ
っ
た
。
終
身
以
外
の
人
女
も
、
以
前
か
ら
社

会
主
義
青
年
団
員
と
し
て
、
農
民
運
動
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
閾
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
「
中
国
農
民
」
に
発
表
さ
れ
た
彰
公
達

の
「
農
民
的
敵
人
及
敵
人
的
基
礎
」
と
い
う
論
文
は
・
彼
ら
の
考
え
を
集
約
し
て
い
榊
彰
公
達
は
艶
の
敵
と
し
て
・
帝
国
嚢
・
軍
閥

官
僚
、
買
弁
、
地
主
、
劣
紳
を
あ
げ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
勢
力
が
相
互
に
依
存
し
あ
い
一
つ
の
収
奪
体
系
を
形
成
し
、
農
民
を
搾
取
し
て
い
・

る
現
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
こ
の
収
奪
体
系
の
基
礎
こ
そ
、
地
主
、
劣
紳
の
郷
村
支
配
の
機
関
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
民
団
」
と
宗
法
制

度
下
の
家
族
組
織
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
家
族
の
組
織
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
　
「
民
団
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
民
団
」
は
正
式
に
は
団
、
あ
る
い
は
保
な
ど
の
名
称
を
ゆ
う
し
て
い
た
。
こ
の
組
織
は
二
つ
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
一
つ
は

清
末
以
来
の
自
衛
組
織
の
延
長
と
い
う
軍
事
的
性
格
で
あ
り
、
一
つ
は
伝
統
的
な
郷
村
自
治
の
政
治
機
関
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
。
一
般
に
、

「
民
団
」
と
い
う
言
葉
は
、
郷
村
に
お
け
る
紳
士
、
地
主
の
政
治
権
力
を
意
味
す
る
「
郷
柑
政
権
」
と
い
う
讐
q
葉
と
は
区
別
さ
れ
、
単
に
自
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

組
織
と
し
て
の
軍
事
的
性
格
だ
け
を
さ
す
場
合
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
叩
合
で
も
、
　
「
郷
村
政
権
」
の
暴
力
装
置
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

民
国
三
年
、
北
京
政
府
は
「
地
方
保
衛
士
条
例
」
を
発
布
し
、
全
国
的
規
模
で
自
衛
組
織
の
新
設
お
よ
び
既
成
組
織
の
改
変
を
図
っ
た
。
民
団

の
基
本
的
性
格
は
こ
こ
に
定
ま
る
。
条
例
の
骨
子
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
e
警
察
組
織
の
な
い
地
方
に
お
い
て
人
民
の
請
求
あ
る
い
は
県
知

事
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
省
長
に
報
告
し
た
の
ち
保
衛
団
を
設
立
で
き
る
、
⇔
一
戸
ご
と
に
団
丁
一
名
を
指
定
す
る
、
⇔
保
衛
の
組
織
は
県
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知
事
が
監
督
し
そ
の
下
に
國
総
・
甲
長
・
牌
長
を
設
け
こ
れ
を
管
理
せ
し
む
、
⑳
保
衛
団
の
職
務
の
お
も
な
も
の
は
、
芦
籍
の
管
理
、
盗
賊
の

逮
捕
、
警
察
へ
の
協
力
、
と
す
る
、
㈲
保
管
団
の
職
員
お
よ
び
団
扇
は
均
し
く
義
務
職
で
あ
り
（
絶
家
か
ら
）
給
料
を
支
給
し
な
い
、
因
保
衛
団

の
経
費
は
各
地
方
に
お
い
て
微
収
し
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

　
民
団
に
関
し
て
は
国
民
党
が
全
国
統
一
を
完
了
し
た
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
、
地
方
組
織
を
固
め
る
必
要
か
ら
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
種
々

の
保
衛
組
織
論
を
あ
つ
か
っ
た
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
広
東
省
農
民
運
動
開
始
前
後
の
民
団
に
関
す
る
具
体
的
資
料
や
研
究
書

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
わ
ず
か
に
簡
潔
に
し
て
要
を
え
て
い
る
の
が
、
彰
公
達
の
「
農
民
的
敵
人
及
敵
人
的
基
礎
」
の
な
か
の
記
述
で
あ
る
。
彼

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
…
…
こ
の
種
の
団
あ
る
い
は
保
の
組
織
は
民
衆
五
百
人
内
外
の
小
地
方
ご
と
に
必
ず
一
つ
存
在
す
る
。
そ

れ
は
そ
の
地
方
の
人
民
の
行
政
機
関
、
議
事
機
関
で
あ
り
、
郷
あ
る
い
は
鎮
、
区
の
基
本
組
織
で
あ
る
。
団
に
は
団
総
が
お
り
、
保
に
は
保
長

が
い
て
、
そ
の
団
体
の
政
治
上
の
事
務
を
管
理
す
る
。
団
総
は
そ
の
地
の
民
衆
の
首
領
で
あ
り
、
そ
の
権
力
は
最
大
で
あ
り
、
地
方
行
政
の
い

っ
さ
い
を
操
縦
で
き
る
。
団
は
ま
た
経
管
を
設
け
る
。
保
も
同
じ
く
こ
れ
を
設
け
る
。
こ
の
経
管
は
団
あ
る
い
は
保
の
公
産
1
1
積
穀
な
ど
1
1
を

掌
握
す
る
。
団
あ
る
い
は
保
に
会
議
事
項
が
あ
れ
ば
、
そ
の
伝
達
員
と
し
て
伝
令
の
如
き
を
設
け
て
こ
れ
に
あ
た
ら
せ
る
。
こ
の
種
の
小
地
方

の
組
織
は
す
こ
ぶ
る
厳
密
で
あ
る
。
し
か
し
…
…
騒
総
、
面
長
は
郷
村
の
農
民
の
真
の
指
導
者
で
は
な
い
。
…
…
彼
ら
は
地
主
階
級
を
代
表
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
郷
村
の
貧
苦
農
民
に
は
絶
対
に
郷
村
政
治
と
財
政
権
を
掌
握
す
る
機
会
は
な
い
。
…
…
生
生
、
保
長
、
経
管
、
伝
長

な
ど
を
や
っ
て
い
る
の
は
、
小
地
主
で
あ
っ
た
り
、
大
地
主
の
親
戚
、
友
人
、
ま
た
は
そ
の
走
狗
で
あ
る
。
彼
ら
は
政
治
権
と
財
政
権
を
握
り

郷
村
で
覇
道
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
上
級
機
関
と
ぐ
る
に
な
り
、
甚
だ
し
き
は
県
知
事
と
往
来
し
て
そ
の
威
を
借
り
、
農
民
を
愚
弄

し
圧
迫
す
る
の
で
あ
る
」
。

　
民
国
三
年
の
「
地
方
保
衛
団
条
例
」
は
、
民
団
の
経
費
は
す
べ
て
そ
の
土
地
で
微
落
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
根
拠
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
て
、
種
々
の
名
目
に
よ
り
法
外
な
搾
取
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
国
民
党
広
東
省
項
部
第
一
次
代
表
大
会
に
お
け
る
農
民
運
動
報
告
を
見
る
と
、

民
団
の
掲
収
人
は
宝
燈
県
だ
け
で
年
十
万
元
に
達
し
て
い
る
。
順
徳
県
は
で
一
年
民
団
局
長
を
す
れ
ば
七
万
元
の
利
得
が
あ
っ
た
と
い
い
、
他
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の
県
で
も
同
じ
よ
う
な
情
況
で
あ
る
。
民
隅
は
何
に
で
も
課
税
し
た
。
牛
、
豚
か
ら
人
頭
税
に
ま
で
お
よ
び
、
そ
の
数
は
二
十
種
類
を
く
だ
ら

な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
広
東
省
だ
け
で
な
く
当
時
の
中
国
農
村
に
一
般
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
田
地
は
一
族
の
名
義
で
所
有
し
て
い
る
富
田
、

寺
田
、
学
田
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
公
田
が
少
く
な
か
っ
た
。
一
族
内
の
紳
士
た
ち
は
民
団
の
武
力
を
背
暴
に
、
公
田
か
ら
の
収
入
を
私
物
化
し
て

い
た
。
こ
れ
ら
民
団
の
課
す
各
種
の
摘
、
お
よ
び
公
産
の
横
領
は
、
農
民
の
最
も
不
満
を
覚
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
田
租
は
大
き

な
圧
迫
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
面
か
ら
い
え
ば
契
約
に
も
と
つ
く
経
済
的
搾
取
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
民
団
の
抽
摘
は
経
済
外
的
凝
も
の

で
あ
り
、
さ
ら
に
公
産
の
横
領
に
対
し
て
は
、
自
分
た
ち
に
も
所
有
権
の
あ
る
も
の
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
農
民
は
と
く
に
激
し
い

怒
り
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
民
団
の
武
力
が
苛
酷
な
田
租
の
取
り
た
て
に
使
わ
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
民
団
と
農
罠
の
対
立
こ
そ
、
正
に
郷
村
に
お
け
る
根
本
矛
盾
で
あ
っ
た
。
彰
公
達
は
い
う
「
中
国
の
農
畏
は
自
ら
の
解
放
の
た
め
に
は
、

ま
ず
彼
ら
を
つ
な
い
で
い
る
鎖
を
断
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
地
方
の
組
織
（
民
団
を
指
す
）
、
　
家
族
の
組
織
は
こ
の
鎖
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
中
国
国
民
党
が
彼
ら
を
導
い
て
こ
の
鎖
を
断
た
せ
、
農
民
協
会
と
農
民
自
衛
軍
に
よ
る
郷
村
政
権
奪
取
を
援
助
し
、
さ
ら
に
郷
村
の
政

治
権
と
家
族
の
政
治
権
を
農
民
に
与
え
る
な
ら
ば
、
農
民
は
喜
ん
で
国
民
党
の
旗
の
下
で
奮
闘
し
、
国
民
革
命
の
基
礎
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
。

　
郷
村
の
地
主
政
権
こ
そ
軍
閥
、
帝
国
主
義
の
基
礎
で
あ
り
、
こ
れ
を
倒
さ
ね
ば
中
国
革
命
の
勝
利
が
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
毛
沢
東
も
一
九

二
七
年
二
月
の
「
湖
南
省
農
民
運
動
視
察
報
告
」
に
お
い
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彰
公
達
の
論
文
は
、
は
や
く
も
中
国
革
命
の
根
本
矛

盾
を
看
破
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
農
高
運
動
野
は
、
階
級
闘
争
理
論
を
受
け
い
れ
ず
、
国
民
諸
階
層
の
運
含
に
よ
り
軍
閥

を
打
倒
す
る
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
国
民
党
に
は
、
受
け
い
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
、
国
民
党
の
標
榜
す
る
国
民
革
命
と
農
民
運
動
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
矛
盾
は
、
広
葉
省
農
民
運
動
に
お
い
て
は
、
く
す

ぶ
り
続
け
る
に
と
ど
ま
り
、
結
局
は
湖
南
省
農
民
運
動
の
爆
発
的
な
発
展
に
よ
り
、
全
面
的
に
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
農
民
運
動
の
開
始
を
考
え
る
と
き
、
国
民
党
内
で
は
孫
文
よ
り
も
磨
仲
慢
に
注
賛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
國
民
党
員
と
し
て
、
真
に

驚
運
動
を
擁
護
し
た
人
物
と
い
え
る
・
そ
の
農
民
運
動
に
対
す
る
認
識
も
孫
文
よ
竺
フ
デ
・
カ
ル
で
あ
勉
し
か
し
・
農
民
の
最
大
の
敵
で
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あ
る
郷
村
の
民
醐
権
力
に
つ
い
て
は
深
刻
な
認
識
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
土
地
問
題
解
決
の
方
法
も
、
　
「
平
均
地
権
」
の
域
を

で
て
い
な
い
。
国
民
党
員
た
る
彦
仲
澄
の
限
界
で
あ
ろ
う
。

　
農
民
運
動
の
開
始
を
推
進
し
た
の
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
で
あ
る
。
当
時
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
い
か
に
農
民
運
動
を
重
視
し
て
い
た
か
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

九
二
三
年
五
月
の
中
国
共
産
党
第
三
回
大
会
に
宛
て
た
書
函
に
明
ら
か
で
あ
る
。
同
年
十
月
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
国
民
党
の
特
別
顧
間
と
し

て
派
遣
さ
れ
た
ボ
ロ
ー
デ
ィ
ン
が
、
た
だ
ち
に
農
民
運
動
の
開
始
を
求
め
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
国
民
党
自
体
が
ロ
シ
ア
共
産
党
の
党

組
織
に
そ
っ
て
改
組
さ
れ
た
以
上
、
農
民
協
会
の
組
織
規
約
は
ボ
ロ
ー
デ
ィ
ン
の
起
草
で
あ
る
と
い
う
ル
イ
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
言
葉
は
、

　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

真
実
で
あ
ろ
う
。
農
畏
部
の
顧
問
と
し
て
、
当
初
、
フ
ラ
ン
ク
や
ヴ
ォ
ー
リ
ン
な
ど
の
人
物
が
着
任
し
て
い
る
。

三
、
広
東
省
内
の
情
況

　
農
民
運
動
開
始
当
時
、
広
東
省
菓
部
の
東
江
一
帯
に
は
陳
燗
明
、
南
西
部
の
南
路
地
域
に
は
鄙
本
殴
が
そ
れ
ぞ
れ
割
溶
し
て
お
り
、
広
東
政

府
の
支
配
地
域
は
省
中
央
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
省
中
央
部
に
は
、
陳
燗
明
駆
逐
の
さ
い
に
外
省
か
ら
侵
入
し
た
、
演
軍
、
桂
軍
、

湘
軍
、
福
軍
、
お
よ
び
広
東
土
着
の
讐
軍
が
各
地
に
駐
屯
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
徴
税
権
を
行
使
し
て
お
り
、
広
東
政
府
の
基
礎
は
き
わ
め
て
弱
体

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
省
内
の
経
済
は
、
香
港
の
イ
ギ
リ
ス
勢
力
を
う
し
ろ
楯
と
し
た
買
弁
商
人
の
団
体
で
あ
る
「
竪
蔀
」
が
牛
耳
っ
て
お
り
、

中
央
銀
行
券
よ
り
も
香
港
紙
幣
が
通
用
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
広
東
政
府
の
収
入
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

広
東
政
府
の
収
入
は
、
お
よ
そ
月
額
五
十
～
七
十
万
元
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
支
配
地
域
の
総
収
入
の
二
十
％
内
外
で
あ
る
。
広
東
政
府
の

当
面
の
課
題
は
、
駐
防
軍
か
ら
徴
税
権
を
と
り
戻
し
、
財
政
を
統
一
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
各
軍
を
統
雪
下
に

お
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
整
軍
を
意
味
し
た
。

　
広
東
政
府
は
一
九
二
四
年
の
三
月
お
よ
び
九
月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
財
政
統
一
を
各
軍
に
提
案
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
反
対
に
あ
い
、

実
現
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
情
況
に
お
い
て
、
い
っ
さ
い
の
不
法
徴
税
を
廃
止
す
る
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
農
民
を
組
織
す
る
こ
と
は
、
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一
面
か
ら
い
え
ば
財
政
統
一
の
促
進
で
あ
っ
た
。
こ
の
財
政
統
一
、

　
　
　
　
　
　
⑰

彦
仲
榿
で
あ
る
。
彼
が
農
民
運
動
を
積
極
的
に
擁
護
し
た
の
も
、
財
政
統
一
と
の
関
連
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

襲
撃
の
急
先
鋒
こ
そ
、
財
政
部
長
、
軍
需
総
監
、
財
政
庁
舎
を
歴
任
し
た
　
0
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

①
　
羅
綺
園
『
本
部
一
年
来
的
工
作
概
要
』
　
（
「
中
国
農
民
扁
第
二
期
）

②
「
中
国
購
民
党
歴
年
宣
言
彙
刊
」
六
六
－
七
二
頁
。

③
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
＝
＝
増
頁
。
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
は
、
フ
ー
バ

　
一
研
究
所
に
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
。

　
（
韻
巴
。
誌
囲
ω
舞
。
ω
は
『
中
国
革
命
の
悲
劇
』
の
著
者
と
し
て
有
名
）
。
東
洋
文
庫

　
近
代
中
蟹
研
究
委
員
会
が
、
昭
和
四
二
年
に
フ
ー
バ
ー
研
究
所
か
ら
マ
イ
ク
ロ
フ

　
ィ
ル
ム
で
購
入
し
た
「
避
難
合
作
清
里
運
動
及
農
民
運
動
美
妙
」
の
な
か
に
収
め

　
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
文
書
は
完
全
に
中
岡
共
産
党
の
劇
壇
か
ら
霜
か
れ
て
お
り
、

　
広
東
省
農
艮
運
動
の
実
体
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
　
九
二
八
年
、

　
賀
雛
霰
の
編
に
よ
り
国
斑
党
か
ら
中
央
党
校
訓
育
叢
欝
と
し
て
発
行
さ
れ
た
「
農

　
民
運
動
」
に
も
、
弟
三
編
『
広
東
過
虫
農
運
之
観
察
及
其
工
作
批
評
』
と
し
て
、

　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
を
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文

　
書
の
真
愚
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

④
各
郷
村
に
存
在
し
た
一
種
の
自
警
団
組
織
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
の
贋

　
開
過
程
で
そ
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑤
「
国
父
全
集
」
第
　
冊
・
三
民
主
義
、
照
照
六
一
八
頁
。

⑥
岸
本
英
太
郎
著
「
中
国
團
蝿
党
農
業
政
策
序
説
」
（
東
亜
研
究
所
・
昭
和
十
六

　
年
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
…
…
北
伐
完
成
に
よ
る
南
京

　
政
府
の
成
立
が
何
等
の
土
地
問
題
を
も
観
決
せ
ず
、
そ
の
結
果
農
民
問
題
が
急
迫

　
化
し
て
く
る
や
、
改
め
て
土
地
問
題
が
顎
当
視
さ
れ
…
…
土
地
鑑
題
解
決
の
重
責

　
を
負
っ
て
中
国
地
政
学
会
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
罵
罵
二
三
年
の
第

　
一
次
年
次
会
か
ら
民
國
二
六
年
の
第
四
次
年
次
会
に
至
る
理
会
含
に
お
い
て
、
こ

　
の
孫
文
の
平
均
地
権
1
1
耕
者
有
其
田
を
中
心
と
し
て
熱
心
に
論
じ
た
の
で
あ
っ
て
、

　
　
（
民
岡
二
六
年
の
年
次
会
で
は
討
論
の
中
心
問
題
は
『
如
何
に
し
て
晒
者
有
典
田

　
を
実
現
す
る
か
隔
及
び
『
如
何
に
し
て
地
価
を
決
定
す
る
か
』
の
問
題
が
、
中
心

　
課
題
で
あ
っ
た
）
。
こ
の
空
想
的
土
地
改
革
理
論
は
、
常
に
根
本
的
な
土
地
改
革

　
を
放
棄
し
て
（
持
た
ず
し
て
）
、
其
の
政
権
を
掌
握
し
た
国
選
党
の
、
限
り
な
い
魅

　
力
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
…
…
」
。
九
－
十
頁
。

⑦
胡
華
主
骨
「
中
起
革
命
史
講
義
」
一
〇
五
一
穴
買
。

⑧
こ
の
論
文
の
発
表
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
六
年
三
月
で
あ
る
。
国
共
合
作
か
ら

　
二
年
以
上
へ
て
お
り
、
農
斑
運
動
も
か
な
り
進
展
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
し
た

　
が
っ
て
、
饗
民
運
動
開
始
豪
初
か
ら
、
担
当
者
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
考
え
を
い
だ

　
い
て
い
た
と
す
る
の
は
、
少
し
難
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
騒
共
合
作

　
以
前
か
ら
広
東
省
内
で
社
会
憲
義
青
年
団
員
に
指
導
さ
れ
て
い
た
農
斑
運
動
が
、

　
県
費
や
属
団
に
圧
迫
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
農
毘

　
運
動
を
担
当
し
た
人
々
の
な
か
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
い
だ
か
れ
る
契
機
は
あ

　
つ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
共
産
党
中
央
の
態
度
か
ら
考
え
て
も
、

　
こ
の
論
文
は
「
網
灘
」
な
ど
に
は
載
り
に
く
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
毛
沢
東
の

　
「
中
国
社
会
各
階
級
的
分
析
」
さ
え
、
　
「
翻
導
」
掲
載
を
拒
否
さ
れ
「
中
国
農
民
」

　
に
載
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
一
九
二
六
年

　
三
月
掛
発
表
さ
れ
た
論
文
を
こ
の
時
期
に
お
い
た
次
第
で
あ
る
。

⑨
こ
れ
は
、
民
団
の
組
織
が
平
蒋
は
若
干
の
賢
島
員
だ
け
で
あ
り
、
こ
と
あ
る
ご

　
と
に
多
数
の
人
員
を
臨
蒋
募
集
し
た
と
い
う
事
実
に
、
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。

⑩
「
語
聾
輝
度
」
（
中
国
選
民
党
中
央
執
行
委
員
会
組
織
部
印
行
）
二
〇
一
｝
＝

　
頁
。

⑪
「
農
厩
運
動
須
知
」
『
広
吏
省
党
都
第
一
次
代
袈
大
会
農
民
運
動
之
報
告
及
提

　
案
』
。

⑫
　
｝
九
二
四
年
八
月
、
農
民
運
動
講
習
所
で
お
こ
な
っ
た
演
説
「
畏
民
運
動
所
当
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注
意
之
要
点
」
（
「
摩
仲
榿
集
」
…
穴
九
－
一
七
四
頁
）
に
、
彼
の
考
え
が
端
適
に

　
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

⑬
賢
器
U
⑦
σ
q
霞
目
O
。
ヨ
白
猿
H
コ
審
ヨ
ゆ
怠
8
巴
U
。
8
旨
⑦
三
ω
く
。
同
9
鵜
毛
噛

　
b
o
凱
1
①
．
こ
の
書
函
に
は
、
　
中
国
畷
畏
革
命
の
根
本
問
題
が
農
民
問
題
で
あ
り
、
共

　
産
党
は
国
斑
党
を
農
村
革
命
の
側
に
推
進
せ
し
め
、
　
「
孫
逸
仙
軍
の
占
領
地
城
で

　
は
土
地
の
没
収
や
、
そ
の
他
の
革
命
政
策
の
全
部
を
実
現
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

　
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
そ
の
後
、
国
共
合
作

　
継
続
の
た
め
極
力
農
民
運
動
の
激
化
を
押
さ
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

　
湖
南
省
農
民
運
動
の
時
期
か
ら
で
あ
り
、
広
東
省
農
民
運
動
に
対
し
て
は
、
そ
う

　
い
う
燥
ぎ
を
い
っ
さ
い
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
広
東
省
の
農
民
運
動
が
国
共

　
合
作
を
危
う
く
す
る
ほ
ど
に
は
、
激
化
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

⑭
ピ
。
巳
。
。
国
・
。
。
冨
コ
ω
o
ゑ
㊦
＝
野
芝
。
該
田
上
ρ
諺
り
℃
．
＄
。
。
◆

⑯
　
張
自
強
編
著
「
広
東
農
畏
運
動
」
五
－
八
頁
。
　
（
中
華
全
團
基
督
教
協
進
会
蕃

　
督
化
経
済
関
係
委
員
会
…
九
二
七
年
）
。

第
二
輩
　
広
東
省
の
統
【
と
農
民
運
動
の
ひ
ろ
ま
り

一
、
国
民
党
員
と
共
産
党
員
の
対
立

⑯
　
当
時
の
広
棄
政
府
の
財
政
状
態
を
示
す
詳
し
い
資
料
は
な
い
。
ボ
ロ
ー
デ
イ
ソ

　
は
一
九
二
三
年
十
月
段
階
で
、
広
東
政
府
の
収
入
は
月
額
三
十
万
元
に
す
ぎ
な
か

　
つ
た
と
述
べ
て
い
る
（
い
O
ロ
一
ω
「
一
Q
陰
O
一
μ
O
憎
℃
鷺
∪
一
目
二
℃
．
O
Q
Q
①
）
。
濠
仲
榿
は
…
九
二

　
四
年
九
月
に
発
し
た
通
電
の
な
か
で
（
『
辞
財
政
部
長
職
通
電
』
・
「
膠
仲
榿
集
」

　
一
八
八
一
九
〇
頁
）
、
広
東
政
府
支
配
地
域
の
収
入
と
し
て
、
連
防
務
費
千
万
元
、

　
聡
警
・
驚
金
・
塩
竃
・
雑
税
な
ど
で
二
千
万
元
、
計
三
千
万
元
の
年
収
が
あ
る
と

　
述
べ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
連
防
務
費
は
民
団
関
係
の
費
用
で
あ
る
か
ら
広
東
政

　
府
の
手
に
い
ら
な
い
。
残
り
ニ
千
万
元
の
う
ち
、
千
五
百
万
元
以
上
を
駐
防
軍
に

　
食
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
見
積
っ
て
も
年
五

　
百
万
元
、
月
に
四
十
万
元
ほ
ど
の
収
入
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

⑰
彼
は
一
九
二
四
年
の
三
月
と
九
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
『
統
一
広
東
財
敷
通
電
』

　
（
コ
膠
仲
雌
集
」
一
…
三
一
四
頁
）
、
お
よ
び
『
辞
財
政
部
長
職
通
電
』
を
発
し
、

　
財
政
統
一
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

　
内
部
に
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
点
を
妊
み
な
が
ら
も
、
広
東
省
農
民
運
動
は
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
当
初
か
ら
波
瀾
ぶ
く
み
で
あ
っ
た
。

中
央
農
民
部
に
お
け
る
、
国
民
党
員
と
共
産
党
員
の
対
立
で
あ
る
。
共
産
党
員
が
個
人
の
資
格
で
無
事
党
に
加
入
す
る
と
い
う
方
式
で
の
国
共

合
作
に
対
し
て
は
、
国
民
党
、
共
産
党
と
も
に
、
党
内
に
強
い
反
響
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
強
引
に
ま
と
め
た
の
が
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
、
ソ
連
、

お
よ
び
ソ
連
の
援
助
を
た
の
し
み
に
し
た
孫
文
、
摩
仲
燈
ら
の
国
民
党
員
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
産
党
員
と
し
て
も
決
し
て
国
民
党
の
下

風
に
立
つ
つ
も
り
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
衆
運
動
の
主
導
権
を
握
ろ
う
と
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
農
民
運
動
の
場
合
も
国
民
党
中
央
農
民
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①

部
と
は
別
に
、
共
産
党
内
に
農
民
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
具
体
的
計
画
は
ほ
と
ん
ど
こ
こ
で
立
案
さ
れ
て
い
た
。
国
民
党
農
民
部
は
、
い
う
な

れ
ば
計
画
を
実
行
す
る
う
え
で
の
看
板
で
あ
っ
た
。

　
農
民
部
の
初
代
部
長
は
共
産
党
員
の
耳
翼
滴
で
あ
り
、
秘
書
は
彰
濟
で
あ
る
。
ま
も
な
く
林
祖
滋
は
笹
蟹
に
赴
く
こ
と
に
な
り
、
共
産
党
員

の
彰
素
民
が
部
長
に
就
任
し
た
。
し
か
し
、
彼
も
ほ
ど
な
く
病
気
に
な
っ
た
た
め
、
国
民
党
員
の
李
公
達
、
つ
づ
い
て
黄
質
素
が
部
長
職
を
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

験
し
た
。
こ
の
聞
、
農
民
部
の
実
権
は
一
貫
し
て
彰
濤
が
握
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
事
務
を
と
り
し
き
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
黄
元
素
は
彰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

濟
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
、
彰
濟
は
、
　
「
我
輩
の
単
管
に
就
か
な
い
な
ら
ば
部
長
職
に
い
さ
せ
な
い
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
黄

居
素
は
彰
濤
の
辞
任
を
要
求
し
た
が
、
か
え
っ
て
自
分
が
辞
め
さ
せ
ら
れ
、
一
九
二
四
年
の
秋
か
ら
は
屡
仲
慨
が
部
長
に
就
任
し
た
。
摩
仲
榿

は
す
で
に
工
人
部
長
や
財
政
部
長
を
兼
任
し
て
い
た
が
、
彼
が
農
民
部
長
に
就
任
し
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
。
彼
は
、
農
民
運

動
開
始
直
後
の
諸
勢
力
と
の
衝
突
に
さ
い
し
、
国
民
党
の
実
力
者
と
し
て
農
民
に
有
利
な
行
動
を
お
こ
し
え
た
。
こ
の
こ
と
は
農
民
運
動
の
発

展
を
鼓
吹
し
た
。
慶
仲
催
が
一
年
後
に
暗
殺
さ
れ
た
と
き
、
農
畏
運
動
は
こ
れ
で
駄
霞
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
雰
囲
気
が
広
州
を
覆
っ
た
と
い

う
ゆ
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
・
も
・
と
も
・
摩
纏
と
し
て
も
・
共
産
党
員
が
実
際
の
運
勲
等
牛
耳
ぞ
い
る
の
に
対
し
・
共
産
党
員

と
は
別
の
ル
ー
ト
で
の
運
動
を
試
み
た
こ
と
も
あ
・
た
ら
し
魎
し
か
し
・
叢
党
員
が
進
め
て
い
た
と
は
い
え
・
農
民
揚
は
彼
の
望
む
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ソ
連
と
の
協
定
を
と
り
ま
と
め
た
彼
に
は
、
最
終
的
に
共
産
党
員
を
押
え
る
自
信
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（898） 110

二
、
運
動
の
進
展
お
よ
び
省
内
の
緊
張
の
高
ま
り

　
こ
の
よ
う
な
対
立
を
残
し
な
が
ら
も
、
各
地
で
農
民
の
組
織
化
が
聯
関
さ
れ
て
い
た
。
東
江
地
区
へ
は
彰
涛
が
赴
き
、
組
織
化
を
図
っ
た
。

こ
の
時
期
、
羅
綺
園
が
農
民
部
の
秘
書
を
代
行
し
た
。
羅
綺
園
は
、
一
九
二
五
年
以
後
は
正
式
の
秘
書
と
し
て
活
躍
す
る
。
広
寧
へ
は
周
其
鑑

が
赴
き
、
西
江
地
区
組
織
化
の
拠
点
と
な
っ
た
。
翫
囎
仙
は
順
徳
、
中
山
に
赴
き
、
近
南
路
地
域
の
拠
点
を
作
っ
た
。
北
江
地
区
の
拠
点
は
花

県
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
当
然
、
地
主
勢
力
と
の
対
立
が
激
化
し
、
た
い
が
い
、
流
血
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
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佃
農
が
人
口
の
六
十
％
以
上
で
あ
り
、
農
民
協
会
の
主
体
と
な
っ
た
以
上
、
減
租
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
減
租
を

要
求
す
る
に
は
各
郷
村
で
郷
語
漏
協
会
の
組
織
を
確
立
し
、
こ
れ
ら
を
統
一
し
た
広
範
囲
な
レ
ベ
ル
で
の
運
動
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

地
主
の
土
地
が
数
郷
に
散
在
し
て
い
る
こ
と
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
農
民
協
会
の
最
小
単
位
で
あ
る
郷
農
民
協
会
が
成
立
す
る
や
、
た
だ

ち
に
発
生
し
た
衝
突
は
、
民
団
の
落
話
に
対
す
る
反
抗
、
お
よ
び
公
産
、
公
款
の
管
理
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
件
が
全
衝
突
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

数
の
最
大
多
数
を
占
め
て
い
る
。
は
や
く
も
、
一
九
二
四
年
の
六
月
ご
ろ
か
ら
、
農
民
協
会
に
対
す
る
民
団
の
攻
撃
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
は
駐
防
軍
の
加
わ
っ
て
い
る
場
合
が
み
ら
れ
る
。
駐
防
軍
が
農
民
か
ら
軍
費
を
微
収
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
当
時
、
省
内
で
は
広
東
政
府
の
課
税
に
端
を
発
し
、
蒲
団
と
広
東
政
府
の
対
立
が
高
ま
っ
て
い
た
。
商
団
は
香
港
政
庁
を
う
し
ろ
楯
と
し
、

陳
燗
明
、
都
本
誌
、
お
よ
び
漢
軍
の
苑
石
生
、
福
軍
の
李
福
林
ら
と
通
じ
、
広
東
政
府
転
覆
を
計
画
し
た
。
彼
ら
は
民
団
の
武
刀
に
目
を
つ
け
、

従
来
は
横
の
つ
な
が
り
の
な
か
っ
た
民
団
を
相
互
に
結
び
つ
け
て
風
面
を
組
織
し
、
職
業
軍
人
を
送
り
こ
ん
で
軍
事
訓
練
を
ほ
ど
こ
す
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
れ
を
反
広
東
政
府
勢
力
に
育
て
あ
げ
た
。
こ
の
時
期
、
民
団
は
飛
躍
的
に
そ
の
軍
事
力
を
強
め
て
い
た
。

　
広
東
政
府
は
商
団
に
対
し
、
き
わ
め
て
弱
腰
で
あ
っ
た
。
雌
蕊
と
気
脈
を
通
じ
た
民
団
の
農
民
協
会
へ
の
攻
撃
に
対
レ
て
も
、
た
だ
手
を
こ

ま
ね
い
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
孫
文
が
九
月
半
ば
に
北
伐
を
唱
え
て
詔
関
に
赴
い
た
の
も
、
商
団
と
の
妥
協
の
結
果
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
商

闘
は
十
月
十
日
の
双
十
節
、
商
団
に
反
対
す
る
デ
モ
隊
に
発
砲
し
多
数
を
殺
傷
す
る
と
と
も
に
、
広
州
市
内
を
制
圧
し
た
。
こ
れ
に
対
し
孫
文

も
意
を
決
し
、
鷹
下
の
軍
隊
に
商
団
鎮
圧
を
命
じ
た
。
戦
闘
は
広
東
政
府
側
の
有
利
に
展
開
し
、
一
時
商
団
に
味
方
し
た
福
軍
の
寝
返
り
も
あ

り
、
十
月
十
五
日
に
は
勝
利
を
お
さ
め
た
。

　
こ
の
結
果
、
広
東
政
府
は
そ
の
威
信
を
高
め
た
。
一
方
、
民
団
は
、
商
団
が
苦
も
な
く
鎮
圧
さ
れ
た
た
め
、
意
気
沮
喪
し
て
恐
慌
状
態
に
お

ち
入
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
に
な
っ
て
摩
仲
榿
は
、
民
団
の
農
昆
協
会
攻
撃
に
対
し
、
は
じ
め
て
果
敢
な
処
置
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

の
農
民
運
動
擁
護
を
示
す
具
体
的
行
動
と
さ
れ
る
も
の
は
・
ほ
と
ん
ど
こ
の
時
期
に
碧
し
て
い
軸
漆
ず
に
お
け
る
民
団
と
農
民
協
会
の
衝

突
に
さ
い
し
、
広
菓
政
府
が
装
甲
車
ま
で
も
ち
だ
し
て
民
団
鎮
圧
の
姿
勢
を
示
し
た
の
も
、
正
に
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
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三
、
広
寧
事
件

　
広
寧
で
の
事
件
に
関
し
て
は
、
二
通
り
の
報
告
が
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
第
一
次
国
内
革
命
戦
争
時
期
的
農
民
運
動
」
所
収
の
『
広
博
農
民

減
租
運
動
之
経
過
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
民
党
員
と
し
て
の
建
前
か
ら
書
か
れ
て
お
り
、
当
時
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
「
広

東
農
民
運
動
報
告
」
の
な
か
の
、
　
『
広
寧
減
租
運
動
経
過
口
』
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
共
産
党
員
と
し
て
の
事
件
に
対
す
る
本
音
が
明
ら
か
で

あ
る
。
二
つ
の
報
告
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
、
事
件
の
経
過
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
両
資
料
の
性
絡
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
　
『
広
寧
農
民
減
租

運
動
之
経
過
』
か
ら
の
引
用
部
分
に
は
㈲
、
　
『
広
寧
減
租
運
動
経
過
⇔
』
か
ら
の
引
用
部
分
に
は
㈲
、
と
い
う
符
号
を
付
し
た
。
さ
ら
に
、
両

資
料
が
き
わ
だ
っ
た
違
い
を
示
し
て
い
る
部
分
は
、
注
を
付
し
て
比
較
検
討
し
た
。

　
広
寧
で
は
一
九
工
四
年
は
じ
め
、
農
民
組
織
が
成
立
し
た
が
、
三
ケ
月
も
し
な
い
う
ち
に
地
主
側
の
攻
撃
で
解
散
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

後
、
県
長
の
李
済
源
は
農
会
の
再
建
を
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
塵
仲
催
の
努
力
で
更
迭
さ
れ
、
欝
欝
糧
か
ら
農
民
運
動
の
保
護
を
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

請
さ
れ
た
秦
某
が
県
長
に
就
任
し
た
。
こ
う
し
て
一
九
二
四
年
八
月
か
ら
農
会
の
再
建
が
開
始
さ
れ
た
。
再
建
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
O
恢
復
農

会
、
⇔
照
章
程
組
織
、
⇔
減
租
、
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
は
民
団
大
発
展
の
時
期
で
あ
り
、
農
民
は
萎
縮
し
て
お
り
、
工
作
は
進
ま
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
十
月
に
な
る
と
風
趣
が
鎮
圧
さ
れ
た
た
め
、
民
団
は
窮
地
に
お
ち
い
っ
て
い
た
。
こ
の
機
を
の
が
さ
ず
、
将
来
の
農
民
運
動
発

展
の
契
機
を
作
る
べ
く
、
十
一
月
の
収
穫
期
に
あ
わ
せ
て
、
農
民
協
会
の
側
か
ら
攻
撃
に
で
た
の
で
あ
る
。
た
だ
ち
に
全
県
代
表
大
会
が
開
か

れ
、
減
租
が
決
議
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
小
地
主
や
紳
士
層
は
ま
だ
傍
観
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
減
租
の
影
響
の
大
き
い
大
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

主
は
「
業
主
維
持
会
」
を
組
織
し
、
さ
ら
に
は
民
団
を
募
っ
て
農
民
協
会
と
の
闘
争
を
準
備
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
特
派
員
た
ち
は
当
初
、
地
主
側
は
大
規
模
な
攻
撃
を
か
け
て
こ
な
い
だ
ろ
う
と
凋
断
し
て
い
た
。
立
直
鎮
圧
後
、
民
団
勢
力
は
意
気
消
沈
し

て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
た
ち
が
武
装
を
も
た
な
い
こ
と
を
心
配
す
る
農
民
に
対
し
て
は
、
贋
物
ま
で
混
ぜ
た
四

＋
挺
の
銃
を
示
し
委
心
さ
せ
・
し
き
り
に
轟
を
張
ら
せ
て
い
噸
・
と
こ
ろ
が
地
主
側
獲
民
協
会
の
霧
覧
ぬ
き
・
攻
馨
か
け
て
き
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た
。
充
分
な
準
備
を
し
て
い
な
か
っ
た
農
民
協
会
側
は
、
県
長
の
提
案
し
た
和
平
案
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
ず
、
地
主
側
が
藤
江
に
き
た
と
き
、

隙
あ
ら
ば
銃
を
奪
い
と
る
と
い
う
方
針
を
決
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
地
主
側
は
和
平
提
案
を
受
け
い
れ
ず
、
攻
撃
を
続
行
し
た
。
こ
の
た
め
、

特
派
員
た
ち
は
広
東
政
府
に
軍
隊
の
派
遣
を
要
請
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
軍
隊
の
派
遺
は
、
ボ
ロ
ー
デ
ィ
ン
に
よ
り
中
央
執
行
委
員
会
に
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
広
東
政
府
内
部
に
は
、
広
寧
事
件
に
紺
し
強
い
反
擾

が
あ
っ
た
。
胡
漢
民
は
広
寧
事
件
が
発
生
す
る
や
、
こ
れ
を
共
産
党
員
の
専
横
で
あ
る
と
し
、
中
央
農
民
部
か
ら
の
共
産
党
員
除
名
を
要
求
し

　
　
　
⑪

た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
広
寧
へ
の
軍
隊
派
遣
の
決
定
は
容
易
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
磨
仲
燈
の
支
持
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
側

　
軍
隊
の
派
遣
に
先
だ
ち
、
彰
溝
が
広
寧
に
赴
き
、
農
民
協
会
内
部
に
軍
事
会
議
を
編
成
し
、
組
織
の
充
実
に
つ
と
め
た
。
特
派
員
た
ち
は
農

民
に
対
し
、
農
民
自
身
の
力
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
の
配
慮
か
ら
、
煙
管
に
請
願
さ
せ
、
彼
か
ら
農
民
擁
護
の
言
質
を
取
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
県

長
の
薬
は
、
牛
神
榿
か
ら
農
民
協
会
の
保
護
を
要
請
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
態
度
は
煮
え
き
ら
ず
、
地
主
に
同
惜
を
示
し

て
い
る
。

　
十
二
月
十
工
日
、
広
東
政
府
派
遣
の
甲
車
隊
が
到
着
し
た
。
こ
の
甲
車
隊
は
、
各
県
防
軍
か
ら
一
団
つ
つ
墨
田
し
、
こ
れ
に
広
東
政
府
所
有

の
装
畢
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
・
畢
隊
塞
い
て
い
た
の
は
・
共
産
党
員
で
あ
・
た
と
い
加
翌
年
の
百
に
は
・
垂
垂
学
校
の
な

か
に
、
共
産
党
系
の
「
青
年
軍
人
連
合
会
」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
事
実
か
と
思
わ
れ
る
。
特
派
員
た
ち
は
、
た
だ
ち
に
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

に
攻
撃
を
か
け
さ
せ
た
。
勝
て
ば
自
信
を
ふ
か
め
る
し
、
負
け
て
も
甲
車
隊
が
ひ
か
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
し
て
、
屡
仲
催
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

請
に
よ
り
男
軍
も
到
着
し
た
。
と
こ
ろ
が
謬
軍
の
隊
長
・
鄭
士
碕
は
地
主
側
の
饗
応
を
う
け
、
さ
ら
に
は
金
銭
ま
で
う
け
と
り
農
民
協
会
に
敵

　
　
　
　
　
　
⑫

号
し
よ
う
と
し
た
。
特
派
員
た
ち
は
、
農
兵
交
歓
会
を
開
い
た
り
、
甲
車
隊
か
ら
働
き
か
け
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
懸
軍
に
中
立
を
守
ら
せ
る
よ

う
努
め
て
い
袖

　
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
は
甲
車
曳
の
後
楯
で
戦
闘
が
続
い
た
。
し
か
し
甲
分
隊
は
大
砲
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
、
地
主
支
配
の
象
徴
で
あ
る
砲

楼
を
破
壊
で
き
な
か
っ
た
。
特
派
員
た
ち
は
、
広
東
政
府
に
大
砲
隊
の
派
遣
を
要
請
し
た
。
広
東
政
府
は
衛
士
隊
に
大
砲
を
も
た
せ
て
、
広
寧
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に
赴
か
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
衛
土
隊
の
隊
長
は
大
砲
を
据
え
た
だ
け
で
、
い
っ
こ
う
に
発
射
せ
ず
、
地
主
側
と
の
交
渉
を
主
張
し
、
結
局
砲
楼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

は
破
壊
さ
れ
な
か
っ
た
。
雪
雲
斑
は
衛
士
隊
の
出
発
に
さ
い
し
、
積
極
的
な
介
入
を
禁
じ
、
　
「
い
い
加
減
に
し
て
お
け
よ
」
と
述
べ
た
と
い
う
、

『
広
寧
農
民
減
租
運
動
之
経
過
』
に
は
、
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
冒
頭
に
、
　
「
歓
迎
第
三
軍
」
、
　
「
歓
迎
甲
車
隊
」
、
　
「
対
論
衛
士
隊
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
　
『
広
寧
減
租
運
動
経
過
⇔
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
　
「
拉
試
写
車
隊
壁
宿
軍
」
、
　
「
拉
瀧
衛
士
隊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
（
拉
捷

と
は
、
引
き
入
れ
る
、
引
っ
ぱ
り
込
む
、
の
意
）
。
こ
の
事
実
は
特
派
員
（
共
産
党
員
）
の
各
車
に
対
す
る
態
度
、
な
ら
び
に
両
資
料
の
性
格
一
す
な

わ
ち
、
前
者
は
国
民
党
員
と
し
て
の
建
前
か
ら
の
報
告
で
あ
り
、
後
老
は
共
産
党
員
と
し
て
の
本
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
一
を
よ
く
示
し
て
い

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
黒
土
隊
が
砲
楼
を
砲
撃
し
な
か
っ
た
た
め
、
要
点
は
爆
破
や
火
攻
め
を
試
み
た
が
成
功
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
捕
虜
に
し
た
民
団
員
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
、
楼
内
に
は
水
が
三
週
間
分
し
か
な
い
こ
と
を
知
る
。
そ
こ
で
、
水
が
な
く
な
る
ま
で
包
囲
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
す
で

に
事
件
発
生
後
四
ケ
月
を
へ
て
お
り
、
一
九
二
五
年
二
月
で
あ
っ
た
。
お
り
か
ら
、
陳
空
明
は
広
州
奪
回
を
図
り
東
江
一
帯
で
動
き
だ
し
て
い

た
。
広
東
政
府
は
こ
れ
に
紺
抗
す
る
た
め
に
各
軍
を
動
員
し
た
が
、
広
寧
の
衛
士
隊
に
対
し
て
も
、
胡
漢
民
か
ら
た
だ
ち
に
東
江
に
む
か
え
と

の
電
報
が
到
着
し
た
・
し
か
し
・
特
派
員
た
ち
は
正
霧
か
ら
衛
士
墜
抜
け
る
の
を
恐
れ
・
こ
れ
を
伏
せ
て
お
い
た
と
い
加
通
錘
絡
や

命
令
系
統
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
甲
車
影
を
率
い
て
い
た
の
が
共
産
党
員
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

そ
の
う
ち
に
水
が
な
く
な
っ
て
、
民
団
は
降
伏
し
た
。
特
派
員
た
ち
は
農
民
に
楼
内
を
く
ま
な
く
検
査
さ
せ
、
銃
器
の
摘
発
に
努
力
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
農
民
は
勝
利
を
お
さ
め
、
減
租
を
勝
ち
と
っ
た
。
農
民
協
会
は
農
民
の
あ
い
だ
に
信
用
を
ふ
か
め
、
組
織
も
充
実
し
た
。
従
来
は

農
民
協
会
の
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
地
方
に
も
、
ぞ
く
ぞ
く
と
協
会
が
成
立
し
は
じ
め
た
。
広
寧
事
件
は
、
農
民
運
動
発
展
の
契
機
を
作
る
と

い
う
所
期
の
目
的
を
達
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
広
寧
で
は
農
民
の
あ
い
だ
に
共
産
党
の
存
在
が
知
ら
れ
、
農
民
の

な
か
か
ら
共
産
党
に
入
党
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
。
農
民
運
動
特
派
員
た
ち
は
国
群
党
名
義
で
工
作
を
進
め
、
農
民
を
国
民
党
員
と
す
べ
く

オ
ル
グ
し
た
が
、
可
能
な
と
こ
ろ
で
は
公
然
と
共
産
党
を
名
の
っ
た
。

（902） 114
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し
か
し
、
国
共
合
作
と
い
う
制
約
の
も
と
で
は
当
然
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
派
員
自
身
に
も
国
民
党
と
共
産
党
の
使
い
分
け
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

微
妙
な
方
法
が
徹
底
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
郷
村
に
お
け
る
共
産
党
の
組
織
は
、
ほ
と
ん
ど
ひ
ろ
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
広
東

省
統
一
後
の
農
民
運
動
の
い
き
づ
ま
り
に
さ
い
し
、
そ
の
大
き
な
意
味
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
南
側
事
件
は
、
民
団
と
農
民
協
会
の
闘
争
に
さ
い
し
、
広
葉
政
府
が
は
っ
き
り
農
民
協
会
の
側
に
立
っ
て
軍
隊
を
派
遣
し
た
唯
一
の
例
で
あ

る
。
こ
の
点
で
広
寧
事
件
の
意
味
は
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
広
東
政
府
の
革
命
性
、
と
く
に
彦
仲
榿
ら
の
い
わ
ゆ
る
国
民
党
左
派

を
も
ち
あ
げ
る
の
に
、
必
ず
引
き
あ
い
に
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
畏
団
は
当
時
、
商
団
事
件
の
い
き
さ
つ
か
ら
、
広
東
政
府
に
と
っ
て
敵
対
勢

力
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
隊
派
遣
と
い
う
措
置
も
と
り
え
た
の
で
あ
る
。
事
実
は
、
屡
仲
憧

で
さ
え
、
聖
書
一
帯
で
桜
飯
明
軍
と
戦
闘
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
国
形
に
軍
隊
が
釘
付
け
に
さ
れ
て
い
た
た
め
、
　
「
広
遠
事
件
は
、
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

会
の
人
間
が
ボ
ロ
ー
デ
ィ
ン
と
共
胎
蔵
の
影
響
を
う
け
て
起
こ
っ
た
も
の
だ
」
と
述
べ
、
共
産
党
の
独
走
に
不
満
を
も
ら
し
て
い
た
。

　
郷
魯
は
広
寧
事
件
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
…
…
民
団
と
農
民
協
会
の
衝
突
は
、
と
る
に
足
ら
な
い
こ
と
だ
。
ボ
μ
ー

デ
ィ
ン
が
こ
の
よ
う
な
厳
重
な
措
置
を
と
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
共
産
党
の
威
を
示
す
た
め
で
あ
り
、
一
つ
に
は
各
軍
と
民
団
と
の
間
に
対
立

感
情
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
利
用
し
て
民
団
を
解
散
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
全
景
の
罠
団
を
解
散
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
案
を
中
央
執
行
委
員
会
に
提
出
し
た
と
い
う
」
。

　
商
団
の
鎮
圧
後
、
民
団
の
勢
力
は
弱
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
解
散
す
る
に
は
よ
い
機
会
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
民
団
は
結
局
存
続
す
る
。
広

東
政
府
は
民
団
統
率
所
を
設
置
し
て
、
各
地
の
民
団
を
名
目
上
は
統
率
下
に
お
く
こ
と
に
な
る
が
、
民
団
の
お
こ
な
う
聖
餐
な
ど
に
は
、
い
っ

さ
い
乎
を
つ
け
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
団
そ
れ
自
体
に
は
何
の
変
化
も
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
広
東
政
府
に
は
、
民
団
を
解
散
す
る
と

い
う
論
理
は
な
い
。
民
団
の
解
散
は
、
旧
来
の
郷
村
自
治
の
否
定
で
あ
り
、
地
主
勢
力
を
敵
に
ま
わ
す
こ
と
を
意
味
し
た
。
　
門
平
均
地
溢
し
、

「
二
者
要
有
其
田
」
と
い
う
方
針
に
よ
り
平
和
裡
に
土
地
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
標
榜
し
、
諸
軍
閥
を
綱
圧
し
て
省
内
を
統
一
す
る
こ
と
を

第
一
と
す
る
広
東
政
府
に
と
っ
て
、
地
主
を
敵
に
慨
す
な
ど
思
い
も
よ
ち
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
広
東
政
府
が
農
民
間
題
の
根
本
矛
盾

115 （9e3）



を
解
決
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
広
東
政
府
は
以
後
、
民
団
と
農
昆
協
会
の
衝
突
に
対
し
て
は
、
無
視
す
る
か
、
時
に
調
停

に
の
り
だ
す
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
強
権
に
よ
り
こ
の
矛
盾
を
、
押
さ
え
こ
む
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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四
、
広
東
省
農
民
協
会
の
成
立

　
軍
団
を
鎮
圧
し
て
意
気
あ
が
っ
て
い
た
広
東
政
府
は
、
広
州
奪
回
を
目
ざ
し
て
進
出
し
た
陳
単
収
討
伐
の
た
め
、
一
九
二
五
年
二
月
、
東
江

…
帯
に
軍
を
進
め
た
。
こ
の
と
き
の
軍
編
成
は
、
許
崇
智
の
退
軍
お
よ
び
蒋
介
石
の
黄
捕
学
生
軍
が
右
翼
、
演
軍
が
正
面
、
桂
軍
が
左
翼
を
担

当
し
た
。
し
か
し
、
漢
、
桂
両
軍
は
思
惑
が
あ
っ
て
動
か
ず
、
わ
ず
か
一
万
た
ら
ず
の
右
翼
軍
が
八
～
九
万
の
陳
燗
明
軍
に
当
る
こ
と
に
な
つ

⑮
た
。　

農
民
運
動
特
派
員
た
ち
は
、
彰
溝
ら
の
努
力
で
組
織
化
が
進
ん
で
い
た
東
江
一
帯
の
農
民
に
対
し
、
　
「
懸
鯛
明
に
反
対
し
、
革
命
軍
を
助
け

て
母
斑
協
会
を
樹
立
し
、
軍
閥
の
圧
迫
か
ら
自
ら
の
利
益
を
守
ろ
う
」
と
い
う
趣
旨
の
宣
伝
を
お
こ
な
い
、
結
集
を
図
っ
た
。
圃
時
に
、
劣
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
恐
れ
る
心
界
智
か
ら
、
轡
軍
援
助
の
見
返
り
と
し
て
、
e
不
寿
餉
、
⇔
不
信
民
房
、
⇔
不
拉
夫
　
と
い
う
約
束
を
と
り
つ
け
た
。
東
江
一
帯

「
の
農
属
は
磨
軍
に
対
し
、
運
輸
、
偵
察
、
単
収
構
築
、
後
方
撹
乱
な
ど
で
積
極
的
に
協
力
し
、
広
東
政
府
軍
の
す
み
や
か
な
勝
利
に
大
い
に
貢

献
し
た
。
陳
燗
明
は
三
月
に
は
、
香
港
に
逃
げ
さ
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
菓
江
一
帯
の
農
民
組
織
は
拡
大
し
た
。
と
く
に
、
海
豊
に
お
け
る

発
展
は
目
ざ
ま
し
か
っ
た
。

　
広
東
省
農
罠
運
動
は
、
興
趣
事
件
や
東
征
を
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
そ
の
組
織
が
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。
農
民
運
動
講
習
所
も
、
一
九
二
五
年

一
月
か
ら
第
三
期
の
講
習
を
始
め
、
四
月
に
は
＝
職
名
の
卒
業
生
を
送
り
だ
し
、
た
だ
ち
に
第
四
期
の
講
習
を
開
始
す
る
な
ど
、
し
だ
い
に

充
実
し
て
き
た
。

　
こ
う
い
う
情
況
を
背
景
に
し
て
、
　
九
二
五
年
五
月
一
日
、
広
州
で
広
東
省
第
一
次
全
等
農
民
代
表
大
会
が
開
か
れ
た
。
省
内
、
二
十
二
祭
、

十
八
万
人
の
協
会
員
を
代
表
し
て
、
一
一
七
名
が
参
加
し
て
い
る
。
大
会
は
、
労
働
者
と
の
連
帯
、
赤
色
縫
民
組
合
へ
の
加
入
な
ど
を
決
議
す
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⑫

る
と
と
も
に
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
民
団
の
解
散
、
お
よ
び
農
民
自
衛
軍
に
よ
る
郷
村
の
治
安
維
持
を
提
起
し
て
い
る
。
こ

の
提
案
は
、
農
民
協
会
に
よ
る
郷
村
権
力
掌
握
へ
の
、
第
一
歩
を
意
味
し
た
。

　
し
か
し
、
農
民
協
会
の
組
織
は
、
こ
の
任
務
を
担
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
貧
弱
で
あ
っ
た
。
会
務
総
報
告
決
議
案
は
、
一
年
来
の
農
民
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
総
括
と
し
て
、
以
下
の
欠
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
e
組
織
が
散
漫
で
あ
る
、
⇔
調
査
・
評
伝
な
ど
の
準
備
工
作
が
不
足
し
て
い
る
、
⇔
会
員

の
訓
練
が
欠
乏
し
て
い
る
、
㈲
各
級
の
協
会
根
互
に
連
絡
が
な
い
、
㈲
章
程
に
も
と
つ
く
定
期
会
議
お
よ
び
報
告
を
お
こ
な
わ
な
い
、
因
政
府

に
依
存
し
す
ぎ
る
、
㈹
宗
法
鰯
度
や
地
方
主
義
に
と
ら
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
、
㈹
上
級
機
関
の
命
令
を
き
か
な
い
。

　
こ
う
い
う
情
況
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
、
農
罠
運
勤
特
派
員
の
工
作
態
度
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。
　
「
広
東
農
罠
運
動
報
告
」
に
は
、

特
派
員
の
作
風
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
触
e
ス
。
ー
ガ
ン
が
激
し
す
ぎ
る
・
減
租
や
打
倒
劣
紳
・
土
豪
な
ど
を
・
農
野
力
量
を

顧
み
ず
に
た
だ
ち
に
唱
え
る
、
⇔
農
民
協
会
を
組
織
す
る
さ
い
、
郷
村
の
惜
況
を
分
析
せ
ず
、
書
伝
も
お
こ
な
わ
ず
、
三
十
人
ほ
ど
の
農
罠
さ

え
集
ま
れ
ば
た
だ
ち
に
協
会
を
組
織
す
る
、
⇔
民
衆
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
か
な
い
。
農
民
と
親
密
に
話
し
あ
わ
ず
、
彼
ら
を
集
め
て
ひ
と
く

さ
り
演
説
を
ぶ
ち
、
教
訓
を
た
れ
る
だ
け
で
あ
る
、
㈲
労
苦
を
恐
れ
る
。
口
で
は
勇
ま
し
い
こ
と
を
い
う
が
、
肝
腎
の
と
き
に
は
日
和
る
、
㈲

自
分
の
功
積
ば
か
り
誇
り
、
農
民
に
自
信
を
植
え
つ
け
な
い
、
㊧
農
罠
を
訓
練
し
な
い
。

以
上
の
欠
点
の
ほ
か
に
・
甚
だ
し
き
も
の
と
し
て
・
金
議
題
や
性
警
醒
の
不
都
合
が
指
摘
さ
れ
て
り
鋤
・
「
広
策
農
民
運
動
報
告
」
は
・

こ
の
よ
う
な
不
都
合
が
生
じ
る
の
は
、
特
派
員
た
ち
に
共
産
党
員
と
し
て
の
自
覚
が
た
り
な
い
か
ら
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
作
風
の
悪
さ
は
、
広
東
省
農
民
運
動
に
か
ぎ
ら
ず
、
以
後
の
中
国
革
命
の
過
程
で
、
一
歩
つ
つ
克
服
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
閥
題
は
、
作
風
を
矯
正
す
る
た
め
、
共
産
党
員
と
し
て
の
自
覚
を
要
求
す
る
整
風
運
動
を
、
公
然
と
お
こ
な
え
な

い
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
、
名
義
は
あ
く
ま
で
国
民
党
員
で
あ
り
、
し
か
も
、
実
際
は
共
産
党
員
と
し
て
の
運
動
を
お
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
情
況
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
こ
そ
、
広
東
省
農
民
運
動
が
も
っ
て
い
た
、
根
本
的
な
弱
さ
が
あ
る
。

　
第
一
次
全
野
農
民
代
表
大
会
後
、
国
民
党
中
央
農
民
部
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
広
葉
省
農
民
運
動
は
、
組
織
的
に
独
立
す
る
。
省
農
民
協
会
が
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成
立
し
、
執
行
委
員
会
の
下
に
、
教
育
部
、
宣
伝
部
、
組
織
部
、
経
済
部
、
軍
事
部
か
ら
な
る
幹
事
局
が
設
燈
さ
れ
た
。
国
民
党
中
央
農
民
部

は
毎
月
百
貫
程
度
の
補
助
費
を
だ
す
だ
け
で
、
省
内
の
農
民
運
動
に
は
直
接
関
与
し
な
く
な
っ
た
。
た
だ
し
、
農
熱
運
動
講
習
所
は
、
国
民
党

中
央
農
民
部
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。

（906） 118

五
、
国
民
政
府
の
成
立

　
こ
の
こ
ろ
、
広
東
政
府
下
の
各
軍
の
な
か
で
最
大
の
勢
力
を
も
ち
、
そ
の
帰
趨
が
も
っ
と
も
あ
や
ふ
や
で
あ
っ
た
瀕
軍
の
揚
希
閣
、
お
よ
び

懸
軍
の
劉
震
簑
は
、
広
東
政
府
が
東
江
地
区
に
進
出
し
威
信
を
高
め
た
こ
と
に
、
危
倶
を
感
じ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
陳
燗
明
、
香
港
政
庁
、
糠

働
瑞
、
絹
本
股
ら
と
通
じ
、
六
月
に
い
る
や
、
国
民
党
を
共
産
主
義
で
あ
る
と
称
し
広
州
で
反
乱
を
お
こ
し
た
。
こ
の
た
め
、
東
江
一
帯
に
あ

っ
た
東
征
軍
は
急
拠
引
き
返
し
、
六
月
十
二
日
に
は
こ
れ
を
鎮
凝
し
た
。
し
か
し
、
東
征
軍
の
引
き
揚
げ
に
よ
り
、
東
江
一
帯
は
ふ
た
た
び
陳

燗
明
の
支
配
下
に
い
り
、
農
民
協
会
は
激
し
い
弾
圧
を
こ
う
む
る
。
と
く
に
、
第
一
次
東
征
後
、
目
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
て
い
た
海
豊
の
打

撃
は
大
き
く
、
多
く
の
人
問
が
刑
死
し
て
い
る
。

　
～
方
、
内
部
の
最
大
の
敵
を
粛
清
し
た
広
東
政
府
は
、
た
だ
ち
に
改
組
に
と
り
か
か
り
、
七
月
一
日
、
委
員
制
の
国
民
政
府
が
成
立
し
た
。

財
政
部
長
に
は
爆
睡
憐
、
軍
事
部
長
に
は
許
崇
智
が
就
任
し
、
財
政
、
軍
政
の
統
一
が
開
始
さ
れ
た
。
お
り
か
ら
、
広
州
で
は
、
五
．
・
三
〇
事

件
を
き
っ
か
け
と
し
て
省
雄
大
罷
工
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
香
港
は
完
全
に
封
鎖
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
香
港
か
ら
の
経
済
圧
迫
は
ま
っ

た
く
な
く
な
り
、
国
民
政
府
に
よ
る
財
政
統
一
に
は
、
き
わ
め
て
好
都
合
な
情
況
を
つ
く
り
だ
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
民
政
府
、
と
く
に
摩

仲
慢
ら
は
罷
工
を
積
極
的
に
援
助
し
た
。
各
地
の
農
畏
協
会
も
、
河
口
の
封
鎖
や
資
金
カ
ン
パ
な
ど
で
、
罷
工
に
協
力
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

屡
勘
弁
ら
に
よ
る
強
引
な
財
政
統
一
政
策
は
、
国
民
政
府
内
の
軍
人
、
政
客
の
愚
図
を
招
き
、
八
月
二
十
臼
、
彦
仲
撹
は
鷹
殺
さ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
暗
殺
事
件
は
美
麗
政
府
部
内
の
強
化
を
促
進
し
た
。
右
派
と
目
さ
れ
て
い
た
胡
漢
民
は
、
事
件
と
の
関
連
を
疑
わ
れ
て
失
脚
し
、
軍
事
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

長
の
許
崇
智
も
、
や
が
て
陳
畑
明
の
部
下
と
取
引
き
し
て
い
た
こ
と
が
明
る
み
に
で
て
、
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
。
国
民
政
府
の
実
権
は
、
親
骨
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衛
お
よ
び
蒋
介
石
の
握
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
す
で
に
改
編
さ
れ
て
い
た
各
軍
を
国
民
革
命
軍
に
編
成
す
る
な
ど
、
そ
の
内
実
は
ふ
か
ま
っ
た
。

　
こ
の
こ
ろ
、
東
征
軍
の
引
き
あ
げ
に
よ
り
、
ふ
た
た
び
東
江
一
帯
に
あ
っ
た
陳
背
明
は
、
封
鎖
に
悩
む
香
港
政
庁
か
ら
大
援
助
を
受
け
、
広

州
奪
回
を
ね
ら
っ
て
い
た
。
十
月
一
日
、
国
民
政
府
は
第
二
次
東
征
を
開
始
す
る
。
し
か
し
、
第
二
次
東
征
で
は
、
農
民
の
援
助
は
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
な
か
っ
た
。
農
民
に
は
、
第
一
次
東
征
軍
引
き
あ
げ
後
の
弾
圧
が
身
に
し
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
軽
々
し
く
援
助
し
て
、
情
況
が
変

わ
っ
た
場
合
、
ふ
た
た
び
弾
圧
を
く
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
陳
畑
明
勢
力
は
、
わ
ず
か
一
ケ
月
ば
か
り
で
駆
逐
さ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
こ
の
す
み
や
か
な
勝
利
は
、
國
民
政
府
が
軍
敷
統
一
に
よ
り
、
軍
事
力
を
増
大
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

　
虚
心
明
勢
力
が
駆
逐
さ
れ
る
と
、
東
江
一
帯
の
農
昆
協
会
は
ふ
た
た
び
拾
頭
し
た
。
と
く
に
、
陳
綱
明
の
故
地
で
あ
り
、
以
前
か
ら
も
っ
と

も
組
織
の
充
実
し
て
い
た
海
豊
の
発
展
は
、
著
し
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
大
発
展
は
、
中
國
最
初
の
農
民
ソ
ビ
エ
ト
の
樹
立
へ
と
進
む
の
で
あ

る
。　

国
民
革
命
軍
は
十
二
月
に
は
南
路
の
郡
本
論
を
打
破
し
、
翌
一
九
二
六
年
二
月
に
は
海
南
島
を
占
領
し
、
広
東
省
全
土
を
統
一
し
た
。
あ
ら

た
に
国
民
政
府
の
支
配
下
に
い
っ
．
た
南
路
地
域
で
も
、
農
民
協
会
の
組
織
化
が
開
始
さ
れ
た
。

　
こ
の
間
、
省
農
民
協
会
も
そ
の
組
織
を
整
備
し
つ
つ
あ
っ
た
。
　
一
九
二
五
年
の
十
二
月
に
は
、
従
来
の
幹
事
局
を
解
体
し
、
常
務
委
員
制
を

と
り
い
れ
、
簡
素
化
が
図
ら
れ
た
。
常
務
委
員
に
は
、
羅
笹
薮
、
翫
画
仙
、
巌
頭
の
旧
名
が
就
任
し
、
い
っ
さ
い
を
と
り
し
き
っ
た
。
さ
ら
に
、

全
省
を
七
つ
の
地
区
に
分
け
、
各
地
区
ご
と
に
弁
事
処
を
も
う
け
指
揮
系
統
を
統
一
し
て
い
る
。
予
算
も
、
毎
月
二
百
元
た
ら
ず
か
ら
、
十
一

月
の
末
に
は
千
三
百
元
を
確
保
し
、
必
要
な
人
員
や
備
品
も
充
実
し
た
。
定
期
出
版
物
と
し
て
、
一
九
二
六
年
一
月
か
ら
「
黎
頭
旬
報
」
が
発

行
さ
れ
、
情
宣
の
充
実
が
図
ら
れ
た
。
同
時
に
、
中
央
農
民
部
か
ら
も
月
刊
「
中
国
農
民
」
が
刊
行
さ
れ
、
広
東
省
だ
け
で
な
く
、
他
省
の
情

報
、
各
種
論
文
、
資
料
が
掲
載
さ
れ
、
全
国
的
規
模
で
の
発
展
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。

①
　
「
広
東
葺
替
運
動
量
欝
」
～
二
四
頁
に
、
　
「
…
…
此
の
晴
、
党
内
に
農
委
を
組

織
し
、
国
忌
党
中
央
農
楽
部
を
指
揮
す
る
。
・
…
：
」
と
あ
る
。
郷
魯
の
「
中
国
国

民
党
史
稿
」
四
五
〇
頁
・
注
⑫
に
、
　
『
共
産
党
農
民
委
員
会
通
告
第
二
号
』
と
い

う
も
の
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
農
委
臼
農
民
委
員
会
で
あ
ろ
う
。
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②
　
郷
魯
は
、
　
「
暴
民
逐
動
講
習
所
第
…
期
生
の
募
集
試
験
に
さ
い
し
、
彰
沸
は
答

　
案
の
内
容
を
見
ず
に
名
前
だ
け
を
見
て
、
共
産
党
員
以
外
は
と
ら
な
か
っ
た
」
と

　
述
べ
て
い
る
。
（
前
掲
書
四
〇
七
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
纂
実
は
、
　
「
広
東
農
民
運
動

　
報
膏
」
が
、
　
「
…
…
現
在
、
麟
民
党
中
央
農
民
部
の
特
派
員
は
九
十
九
％
が
わ
れ

　
わ
れ
の
同
志
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
農
罠
運
動
を
お
こ
な
い
、
名
園
を
国

　
民
党
に
あ
た
え
る
の
で
あ
る
」
　
（
五
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
に
一
致
す
る
。

③
黒
総
・
前
掲
書
四
〇
七
頁
。

④
　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
五
九
頁
。

⑤
「
広
棄
農
斑
運
動
報
告
」
一
一
四
頁
に
、
以
下
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
「
…
…

　
豊
明
憧
は
何
友
遜
と
い
っ
し
ょ
に
恵
海
各
地
に
赴
き
、
秘
密
裡
に
農
民
に
運
動
し

　
た
。
費
用
が
い
く
ら
か
か
っ
た
か
は
、
報
告
さ
れ
て
い
な
い
」
。
恵
は
雲
州
で
あ

　
ろ
う
。
海
は
海
豊
か
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
の
情
況
か
ら
考
え
る
と
無
理
で
あ
る
。

　
何
友
遜
は
一
九
二
六
年
二
月
現
在
で
、
中
央
農
芸
都
の
幹
事
に
名
を
つ
ら
ね
て
い

　
る
。
（
「
中
鼠
農
民
」
第
二
期
参
照
）
．
し
か
し
、
幹
審
と
は
別
に
、
紐
織
幹
墓
と

　
し
て
隣
囎
他
、
彰
溝
、
課
植
業
の
共
麗
党
員
の
名
前
が
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
三
友
途
は
さ
ほ
ど
の
権
限
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

⑥
　
一
九
一
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
ト
ル
コ
の
国
漢
革
命
に
お
い
て
、
共
産
主
義
者
た

　
ち
が
ケ
マ
ル
に
協
力
し
、
大
き
な
成
果
を
お
さ
め
た
後
、
今
後
は
ケ
マ
ル
に
弾
圧

　
し
っ
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
樋
管
で
あ
っ
た
。
ソ
連
は
こ
の
事
態
に
対
し
、

　
お
も
て
だ
っ
た
抗
議
は
お
こ
な
っ
て
お
ら
ず
、
ボ
ロ
ー
デ
ィ
ン
自
身
、
中
綿
に
く

　
る
直
前
ま
で
、
ケ
マ
ル
の
ア
ン
カ
ラ
政
府
の
顧
問
で
あ
っ
た
。

⑦
　
時
期
的
に
は
少
し
あ
と
の
報
告
で
あ
る
が
、
一
九
二
五
年
五
畿
か
ら
一
年
間
に

　
報
告
の
あ
っ
た
二
五
二
六
件
の
衝
突
の
う
ち
、
　
「
民
団
欄
残
扁
　
（
密
謀
に
よ
る
襲

　
民
協
会
へ
の
抗
撃
）
が
十
六
％
を
占
め
第
一
位
で
あ
り
、
　
「
土
蟹
劣
紳
圧
迫
」
が

　
十
三
％
で
こ
れ
に
つ
い
で
い
る
。
さ
ら
に
、
　
「
撲
歓
開
弁
学
校
」
　
（
公
欺
を
使
っ

　
て
学
校
を
開
く
こ
と
。
轟
然
、
地
主
の
子
弟
教
育
の
た
め
の
も
の
）
が
、
七
％
を

　
占
め
て
い
る
。
減
租
を
め
ぐ
る
衝
突
を
示
す
、
　
「
業
佃
写
植
」
は
十
％
に
す
ぎ
な

　
い
。
　
（
「
中
国
農
鶏
」
第
論
ハ
・
七
期
A
口
頭
一
、
　
『
ム
耳
癖
訟
悪
報
出
口
』
）
。

⑧
賀
揚
霊
編
「
農
民
運
動
」
第
七
編
九
六
－
七
買
。

⑨
張
自
強
編
著
「
広
束
農
民
運
動
」
に
は
、
磨
仲
機
の
行
動
と
し
て
、
つ
ぎ
の
も

　
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
㈲
民
圏
十
三
年
（
一
九
二
四
年
）
十
　
月
、
番
轟
県
夏

　
園
郷
の
農
民
協
会
員
三
名
が
、
中
央
薩
轄
第
三
軍
王
天
賦
の
部
長
に
拘
留
さ
れ
た

　
と
き
、
畏
混
部
長
と
し
て
王
天
任
に
手
紙
を
書
き
駅
放
さ
せ
た
。
ω
同
年
十
二
月

　
十
三
日
、
広
州
市
郊
第
～
区
農
民
協
会
執
行
委
員
長
林
宝
震
が
、
該
地
の
民
団
に

　
よ
り
殺
害
さ
れ
た
と
き
、
省
長
で
あ
っ
た
胡
漢
斑
に
手
紙
を
導
き
、
こ
の
蝿
団
の

　
団
長
彰
素
立
を
逮
捕
さ
せ
て
、
農
民
協
会
の
要
求
を
承
諾
さ
せ
た
。
㈲
…
…
④
…

　
…
㈲
…
…
（
ω
・
㈹
・
㈲
は
、
い
ず
れ
も
つ
ぎ
に
述
べ
る
広
寧
事
件
に
激
す
る
も

　
の
で
あ
る
）
。

⑩
民
団
員
を
黒
雲
に
募
集
す
る
こ
と
で
あ
る
。

⑪
　
べ
・
フ
ラ
イ
エ
ル
「
支
那
に
於
け
る
農
民
運
動
の
最
新
段
階
」
六
頁
。
（
産
業

　
労
働
調
査
所
訳
・
昭
和
脳
年
）
。
な
お
、
孫
文
は
尊
讐
敵
生
時
に
は
、
国
民
会
議

　
開
催
協
議
の
た
め
、
北
京
に
む
け
て
出
発
し
て
お
り
、
広
州
に
は
不
在
で
あ
っ
た
。

⑫
　
磨
軍
の
農
厩
協
会
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
両
報
告
に
か
な
り
の
く
い
違

　
い
が
み
ら
れ
る
。
　
『
広
葉
農
畏
減
租
運
動
之
経
過
』
に
は
、
　
「
第
琶
軍
（
響
軍
）

　
は
、
農
民
と
農
軍
（
農
民
自
衛
軍
）
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
な
が

　
ら
も
、
実
際
に
は
、
農
会
に
対
す
る
態
度
は
非
常
に
悪
か
っ
た
。
そ
し
て
、
治
安

　
誰
持
を
唱
え
て
地
主
、
劣
紳
に
同
情
を
示
し
、
民
団
を
助
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と

　
を
い
っ
て
い
た
」
と
い
う
、
　
あ
い
ま
い
な
書
き
か
た
が
し
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が

　
『
広
寧
減
租
運
動
経
過
⇔
』
に
は
、
は
っ
き
り
と
人
名
を
あ
げ
、
隊
長
の
鄭
止
碕

　
が
地
主
に
も
て
な
し
を
受
け
、
金
さ
え
受
け
と
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方

　
が
真
実
で
あ
ろ
う
。
前
老
の
場
含
、
こ
の
報
皆
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
二
七
年
初
頭
、

　
お
そ
ら
く
郷
士
碕
は
第
三
軍
の
軍
官
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
彼
に
対
す
る

　
個
人
攻
撃
、
ま
た
、
国
民
草
命
軍
そ
の
も
の
に
対
す
る
非
難
を
さ
け
よ
う
と
し
た

　
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
第
ヨ
軍
と
い
う
の
は
、
磨
軍
が
｝
九
二
五
年
七
月
の
罵
民
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政
府
成
立
以
降
、
隅
罠
革
命
軍
に
編
成
さ
れ
た
と
ぎ
の
名
称
で
あ
る
。
こ
の
時
期

　
に
は
七
四
と
呼
ば
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
の
報
告
の
ほ
う

　
が
、
も
と
の
形
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
え
る
。

⑱
　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
の
な
か
の
、
ほ
ぼ
二
年
後
の
情
況
を
伝
え
る
部
分
に

　
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
詑
さ
れ
て
い
る
。
　
「
…
…
広
東
に
は
八
十
万
の
農
畏
協
会
員

　
が
お
り
、
六
十
余
県
に
分
散
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
支
部
（
共
産
党
支
部
）

　
の
あ
る
県
は
二
十
県
に
満
た
ず
、
人
数
も
六
百
入
に
す
ぎ
な
い
」
。
（
一
廻
○
頁
）
。

⑭
郷
魯
・
前
掲
書
四
〇
八
頁
。

⑯
「
第
　
次
国
内
革
命
戦
争
簡
史
」
三
六
頁
。

⑯
　
　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
　
一
二
五
…
山
ハ
～
貝
。

⑰
　
　
『
霊
夢
自
衛
与
民
団
問
題
決
議
案
』
　
（
「
濃
民
事
動
須
知
」
五
五
－
六
頁
）
。

⑱
「
農
民
運
動
須
知
」
九
〇
頁
。

⑲
第
十
七
節
、
　
『
各
級
農
民
協
会
及
農
昆
同
志
的
錯
誤
』
に
お
い
て
、
述
べ
ら
れ

　
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
性
欲
問
題
に
闘
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
…
…
こ
の
種
の

　
審
実
は
あ
げ
る
と
き
り
が
な
い
。
往
々
に
し
て
、
農
村
で
工
作
を
始
め
て
幾
曝
も

　
し
な
い
う
ち
に
、
め
か
け
を
要
求
す
る
。
そ
の
結
果
、
農
民
に
雰
常
に
悪
い
影
響

　
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、
性
欲
問
題
に
よ
り
、
往
々
に
し
て
自
己
の
責
任
を
棄
す

　
る
」
。

⑳
　
彼
は
、
楊
希
閣
と
馬
差
簑
の
反
乱
に
さ
い
し
、
こ
の
反
乱
が
黄
点
学
生
軍
の
ひ

　
き
あ
げ
に
よ
り
た
ち
ま
ち
鎮
圧
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
収
始
後
の
広
州

　
に
お
け
る
み
ず
か
ら
の
発
言
力
を
強
め
る
た
め
、
汕
頭
・
潮
州
一
帯
に
あ
っ
た
嬉

　
軍
を
引
き
あ
げ
た
。
こ
の
と
き
、
陳
三
明
門
下
の
洪
兆
麟
・
林
虎
と
妥
協
し
、
後

　
顧
の
う
れ
い
を
絶
っ
た
。
こ
の
事
実
が
、
相
手
方
の
寝
返
り
で
暴
露
さ
れ
た
の
で

　
あ
る
。

第一次翻共合作時期の広東省農民運動（北村）

第
三
章
　
広
東
雀
統
一
後
の
農
民
運
動
の
い
き
づ
ま
り

【
、
国
民
政
府
下
に
お
け
る
矛
庸
の
発
生

　
国
民
政
府
の
支
配
地
域
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
各
地
に
農
民
協
会
が
樹
立
さ
れ
、
そ
の
組
織
は
拡
大
し
た
。
し
か
し
、
農
罠
協
会
の
不
倶
戴

天
の
敵
で
あ
る
民
団
は
、
依
然
と
し
て
存
在
し
た
。
園
民
政
府
は
、
以
前
ど
う
り
民
団
統
率
所
を
設
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
放
置
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
地
方
支
配
の
道
具
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
各
地
に
駐
屯
し
て
い
る
軍
隊
も
、
国
民
革
命
軍
と
し
て
編
成
さ

れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
軍
閥
的
砂
船
が
た
だ
ち
に
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
い
変
わ
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
櫓
囲
で
税
を
と
っ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
農
民
協
会
と
駐
防
軍
の
衝
突
も
発
生
す
る
。
は
や
く
も
第
二
次
葉
征
中
の
一
九
二
五
年
十
月
、
国
民
革
命
軍
第
五
軍
所
属

部
隊
の
兵
士
が
、
鋤
匪
行
動
中
に
農
民
協
会
職
員
を
殺
害
す
る
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
て
い
る
。
第
五
軍
の
軍
長
、
李
福
林
は
、
民
団
統
率
所
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②

長
で
も
あ
り
、
従
来
か
ら
農
民
協
会
敵
視
の
甚
だ
し
い
男
で
あ
っ
た
。
国
民
政
府
は
こ
の
事
件
に
対
し
、
何
の
措
置
も
と
っ
て
い
な
い
。
李
福

林
が
、
匪
賊
の
仕
業
で
あ
る
と
い
い
張
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
が
、
在
民
の
国
民
政
府
へ
の
不
信
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
九
二
五
年
十
月
の
末
に
開
か
れ
た
農

罠
蕩
特
派
員
大
会
で
は
・
国
章
府
鋳
し
・
農
民
運
動
宴
。
を
だ
し
・
そ
の
農
対
策
を
は
・
言
さ
せ
る
こ
と
藁
平
し
て
い
殉
・

　
さ
ら
に
、
農
民
に
よ
る
国
民
党
、
ひ
い
て
は
国
民
政
府
へ
の
不
信
を
助
長
し
た
の
は
、
地
主
の
国
民
党
へ
の
大
量
入
党
で
あ
る
。
当
時
、
国

民
党
の
組
織
部
長
は
、
共
産
党
員
の
課
平
山
で
あ
る
。
も
と
も
と
国
民
党
に
は
、
地
主
の
入
党
を
こ
ば
む
と
い
う
論
理
は
な
い
。
し
か
し
、
郷

魯
に
よ
れ
ば
、
諌
平
山
は
共
産
党
の
意
に
そ
わ
な
い
者
の
入
党
を
認
め
ず
、
そ
の
た
め
に
国
民
党
の
組
織
は
ほ
と
ん
ど
ひ
ろ
が
ら
な
か
っ
た
と

　
④

い
う
。
し
か
し
、
一
九
二
五
年
十
二
月
に
国
民
党
広
東
省
党
部
が
成
立
し
た
こ
ろ
か
ら
、
地
主
層
の
大
量
入
党
が
始
ま
る
。
国
民
党
章
程
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
、
入
党
す
る
に
は
党
員
二
人
以
上
の
紹
介
が
あ
り
、
入
党
を
精
嚇
す
る
興
部
（
県
・
区
）
の
承
認
を
う
け
れ
ば
よ
い
。
し
た
が
っ
て
肇
国
部
が

成
立
す
れ
ば
、
省
内
に
お
い
て
は
中
央
身
受
の
承
認
は
必
要
な
い
。
　
こ
の
あ
た
り
の
事
情
か
ら
も
、
地
主
の
大
量
入
党
が
始
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

　
羅
二
号
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
…
…
岡
民
党
省
繋
累
成
立
以
前
、
農
民
協
会
と
国
民
党
は
一
個
の
混
合
体
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

…
…
省
党
部
の
代
表
大
会
の
と
き
、
各
部
か
ら
き
た
老
は
、
農
艮
が
七
十
％
を
占
め
て
い
た
。
土
豪
、
劣
紳
は
少
数
を
占
め
て
い
た
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
こ
の
大
会
中
に
、
い
た
ず
ら
に
外
か
ら
反
対
す
る
の
で
は
駄
目
だ
と
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
各
県
に
帰
っ
た
後
、
農
民
協

会
破
壊
の
唯
一
の
方
法
と
し
て
、
革
命
者
と
い
つ
わ
っ
て
国
民
党
を
組
織
し
、
国
民
党
の
名
義
を
利
用
し
て
こ
と
を
起
こ
し
た
。
…
…
彼
ら
は
、

『
国
民
党
は
橋
に
乗
る
人
で
あ
り
、
農
民
協
会
は
橋
を
か
つ
ぐ
も
の
だ
』
、
　
『
国
民
党
に
は
い
る
者
は
農
民
協
会
に
加
入
し
な
く
て
も
よ
く
、
ま

た
盤
民
協
会
を
指
揮
で
き
る
』
、
『
国
民
党
は
父
親
で
あ
り
、
農
民
協
会
は
そ
の
子
供
で
あ
る
。
父
親
が
子
供
を
打
っ
て
も
、
子
供
は
仕
返
し
で

き
な
い
』
、
な
ど
の
デ
マ
を
飛
ば
し
た
。
こ
う
し
て
紳
士
た
ち
は
、
国
民
党
を
自
分
た
ち
の
護
符
と
し
、
も
し
農
民
協
会
の
反
対
に
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

き
に
は
、
居
た
け
高
に
、
国
民
党
名
義
で
農
民
を
構
暮
し
た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
農
民
は
紳
±
に
反
対
し
、
国
民
党
を
疑
が
つ
た
」
。
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さ
ま
ざ
ま
な
組
織
的
弱
点
を
も
っ
て
い
た
農
民
協
会
の
多
く
は
、
地
主
側
の
巧
妙
な
攻
撃
に
対
抗
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
農
民
運
動
を
指
導
し
た
共
産
党
員
達
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
国
共
合
作
と
い
う
鯉
約
に
よ
り
、
郷
村
に
お
け
る
共
産
党

の
組
織
が
ほ
と
ん
ど
ひ
ろ
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
国
民
党
の
変
質
と
い
う
あ
ら
た
な
情
況
に
対
し
て
も
、
同
様
の
理
由
か

ら
、
有
効
な
対
応
は
な
し
え
な
か
っ
た
。
羅
綺
園
は
、
紳
士
た
ち
に
利
用
さ
れ
る
国
民
党
は
好
く
な
い
が
、
国
民
党
そ
の
も
の
は
好
い
の
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
い
う
苦
し
い
テ
ー
ゼ
を
展
開
し
、
農
民
を
国
民
党
に
大
量
入
党
さ
せ
、
国
民
党
を
内
側
か
ら
左
旋
園
さ
せ
よ
う
と
い
う
提
案
を
し
て
い
る
。

国
共
合
作
の
維
持
と
い
う
大
前
提
の
も
と
で
の
、
や
む
を
え
な
い
孟
夏
で
あ
ろ
う
が
、
農
民
の
あ
い
だ
に
、
い
た
ず
ら
に
思
想
的
混
乱
を
お
こ

さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
高
要
や
普
寧
に
お
い
て
、
地
主
と
農
民
の
大
規
模
な
衝
突
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
高
要
事
件
お
よ
び
普
寧
事
件

第一次国共合作蒔期の広東省農民運動（北村）

　
高
要
で
の
衝
突
に
関
し
て
も
、
懸
軍
事
件
と
同
様
に
二
つ
の
報
告
が
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
所
収
の
『
高
要
惨
案

経
過
の
』
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
　
「
第
一
次
国
内
革
命
戦
争
時
期
的
農
民
運
動
」
所
収
の
『
高
要
農
民
運
動
的
経
過
』
で
あ
る
。
前
者
は
共

産
党
の
立
場
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
こ
れ
に
若
干
の
修
正
を
ほ
ど
こ
し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
寧
事
件

に
関
す
る
二
つ
の
報
告
の
場
合
と
は
異
な
り
、
両
者
は
ほ
と
ん
ど
岡
じ
文
章
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
異
同
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
、
注
を
付

し
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
下
、
報
告
に
も
と
づ
い
て
事
件
の
経
過
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

　
高
距
に
は
、
国
共
合
作
以
前
か
ら
農
民
組
織
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
継
織
は
そ
れ
ほ
ど
充
実
し
て
お
ら
ず
、
広
東
省
第
一
次
全
省
農

民
代
表
大
会
後
か
ら
、
農
民
運
動
特
派
員
が
直
接
指
導
に
の
り
だ
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
工
作
方
法
は
、
た
だ
ち
に
打
倒
地
主
、
打
倒
劣
紳
を

唱
え
る
急
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
多
く
の
農
民
に
敬
遠
さ
れ
、
原
有
の
組
織
以
外
に
は
ひ
ろ
が
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
国
民

政
府
が
内
部
を
粛
清
し
、
組
織
の
強
化
を
進
め
て
い
た
一
九
二
五
年
十
月
ご
ろ
に
な
っ
て
、
農
民
協
会
の
組
織
も
発
展
す
る
。

　
も
と
も
と
高
層
の
田
地
は
、
こ
れ
を
開
拓
し
た
農
民
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
農
民
は
田
賦
聖
人
手
続
き
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら
、
紳
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士
に
た
の
ん
で
代
納
し
て
も
ら
い
、
手
数
料
と
し
て
何
が
し
か
の
米
を
わ
た
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
が
百
年
ほ
ど
続
く
と
、
い
つ
の
ま

に
か
紳
士
と
農
民
の
あ
い
だ
に
は
、
田
主
と
佃
農
と
い
う
関
係
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
紳
士
は
、
本
来
は
手
数
料
で
あ
っ
た
も
の
を
田
租
と
し

て
増
額
し
、
き
び
し
く
と
り
た
て
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
郷
村
の
公
款
を
、
教
育
費
な
ど
の
名
蔵
で
私
物
化
し
て
い
た
。
農
民
協
会
に
結
集
し

た
農
民
た
ち
が
、
こ
れ
ら
の
関
係
の
改
善
を
求
め
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
挙
に
五
十
％
の
減
租
を
要
求
し
て
い
る
。

　
紳
士
た
ち
は
当
初
、
農
民
協
会
を
内
部
か
ら
破
壊
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
不
可
能
な
こ
と
が
わ
か
る
と
、
各
区
の
民
団
を
あ
つ
め
、
県

長
に
申
請
し
て
連
団
を
組
織
し
、
農
民
協
会
に
紺
抗
し
た
。
さ
ら
に
は
国
民
党
を
組
織
し
、
　
「
國
民
党
は
父
親
で
あ
り
、
農
民
協
会
は
そ
の
子

供
で
あ
る
」
と
設
え
て
圧
力
を
か
け
る
と
と
も
に
、
一
種
の
会
党
組
織
で
あ
る
神
打
を
味
方
に
つ
け
た
。
こ
う
し
て
、
盛
儀
、
連
団
の
三
千
余

人
を
以
っ
て
、
農
民
協
会
へ
の
攻
撃
を
開
始
し
た
。
農
民
協
会
側
は
、
装
備
、
人
員
と
も
に
劣
勢
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
に
四
時
間
ほ
ど
の
戦
闘

が
お
こ
な
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
地
主
側
の
死
傷
者
が
農
民
側
よ
り
多
か
っ
た
た
め
、
農
民
た
ち
は
自
信
を
ふ
か
め
た
。
ま
た
、
強

固
な
組
織
が
存
在
し
た
広
寧
か
ら
数
母
人
の
援
軍
が
到
着
し
、
農
民
の
意
気
は
あ
が
っ
た
。
神
打
は
、
軍
隊
が
到
着
し
た
と
思
っ
て
そ
れ
以
上

は
攻
撃
せ
ず
、
引
き
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。

　
農
民
運
動
特
派
員
た
ち
は
当
初
、
共
産
党
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
三
十
四
団
の
到
着
に
の
み
期
待
を
か
け
て
い
た
。
駐
防
軍
の
農
民
協
会
に
対

す
る
悪
感
情
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
十
四
団
の
到
着
が
見
込
み
う
す
に
な
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
国
民
党
撮
要
県
党
部
、

国
民
党
西
江
宣
伝
員
養
成
所
な
ど
の
団
体
と
連
絡
を
と
り
、
第
四
軍
後
方
弁
事
所
に
派
兵
を
要
請
し
た
。
弁
事
所
の
主
任
は
、
事
件
発
生
後
、

た
だ
ち
に
兵
隊
を
繰
り
だ
そ
う
と
し
た
が
、
特
派
員
た
ち
に
こ
と
わ
ら
れ
た
ら
し
い
。
彼
は
派
兵
の
要
請
を
う
け
る
と
、
翼
長
の
命
令
を
倹
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ず
に
兵
を
だ
し
、
高
要
総
長
に
も
遊
撃
隊
の
派
遣
を
要
請
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
第
四
軍
総
長
も
蕊
十
四
団
に
出
動
を
命
じ
た
。

　
盤
民
た
ち
は
、
第
四
軍
後
方
弁
事
所
派
遣
の
部
隊
、
お
よ
び
遊
撃
隊
が
到
着
す
る
や
、
地
主
側
に
攻
撃
を
か
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
県

長
は
調
停
を
主
張
し
、
遊
繋
隊
長
を
交
渉
に
赴
か
せ
た
。
と
こ
ろ
が
地
主
側
は
、
　
「
語
長
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
関
係
な
い
。
孫
中
山
が
生

き
返
っ
て
で
か
け
て
き
て
も
、
や
っ
つ
け
て
や
る
」
と
い
い
、
反
抗
的
態
度
を
示
し
た
。
こ
の
言
動
は
、
地
主
側
が
国
民
党
を
組
織
し
て
い
た
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第一次国共合作時期の広東省農民運動（北村）

実
情
か
ら
考
え
る
と
興
味
ぶ
か
い
。
当
時
の
国
民
党
組
織
の
ル
ー
ズ
さ
が
、
よ
く
わ
か
る
。

　
こ
れ
に
対
し
県
長
は
大
い
に
怒
り
、
討
伐
が
決
定
さ
れ
た
。
地
主
側
は
た
だ
ち
に
攻
撃
を
か
け
て
き
た
。
し
か
し
、
第
四
軍
の
部
隊
に
苦
も

な
く
撃
退
さ
れ
、
交
渉
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
県
長
は
周
其
鑑
に
対
し
、
　
「
地
主
を
全
部
つ
か
ま
え
て
田
地
を
没
収
し
、

公
有
に
す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
」
な
ど
と
い
い
、
回
答
を
求
め
た
。
県
長
は
、
周
面
鑑
を
共
産
党
員
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
、
さ
ぐ
り
を
い

　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
周
其
鑑
は
、
軍
隊
の
監
視
下
で
和
平
会
議
を
開
き
、
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
。
県
長
も

同
様
の
考
え
で
あ
り
、
和
平
会
議
が
召
集
さ
れ
た
。
し
か
し
、
地
主
側
は
重
要
分
子
を
派
遣
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
三
十
四
団
も
到

着
し
、
民
政
庁
の
代
表
も
含
め
た
緩
靖
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、
こ
の
委
員
会
は
、
共
産
党
農
民
委
員
会
派
遣
の
周
其
鑑
、
郡
光
華
、
陳
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

泉
、
お
よ
び
三
十
四
団
の
緩
靖
委
員
、
啓
瑞
（
共
産
党
員
）
が
き
り
ま
わ
し
て
い
た
。

　
和
平
会
議
の
結
果
、
地
主
側
は
、
攻
撃
を
し
か
け
な
い
こ
と
、
神
癒
を
解
散
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
。
和
平
が
成
立
し
た
の
で
軍
隊
は
さ
っ

た
。
し
か
し
、
ふ
た
た
び
緊
張
が
高
ま
り
、
農
民
は
地
主
側
か
ら
の
大
規
模
な
攻
撃
を
恐
れ
、
軍
隊
の
駐
屯
を
切
望
し
た
。
そ
こ
で
、
三
十
四

団
が
到
着
し
、
再
度
、
調
停
会
議
が
開
か
れ
る
。
地
主
側
は
重
要
人
物
を
派
遣
し
な
か
っ
た
が
、
農
民
の
損
害
を
焙
償
す
る
こ
と
、
お
よ
び
二

十
～
三
十
％
の
減
租
を
承
諾
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
勢
力
結
集
の
時
間
か
せ
ぎ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
三
月
四
臼
、
地
主
側
は
民
団
六
百
入
、

軽
打
四
千
人
を
以
っ
て
攻
撃
を
開
始
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
三
十
瞬
団
の
兵
土
は
、
三
百
人
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
十
四
団
の
兵
士
は
、

一
斉
射
撃
で
先
鋒
の
神
打
を
打
ち
倒
し
、
地
主
側
は
敗
北
し
た
。
こ
の
戦
勝
は
、
農
民
の
国
民
革
命
軍
へ
の
信
頼
を
も
た
ら
し
た
。
国
民
革
命

軍
が
、
は
っ
き
り
と
農
民
の
側
に
た
っ
て
地
主
勢
力
を
打
ち
破
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
駐
防
軍
に
よ
る
農
民
協
会
敵
視
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え

る
と
疑
い
た
く
な
る
が
、
以
上
の
経
過
に
つ
い
て
、
二
つ
の
報
告
と
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
文
章
で
伝
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
三
十
四
団
は
共

産
党
系
の
部
隊
で
あ
り
、
他
の
部
隊
で
は
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
後
、
地
主
側
は
鞍
靖
委
員
会
の
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
た
賠
償
額
を
受
諾
し
、
神
打
も
農
民
協
会
に
帰
順
し
た
。

　
高
要
事
件
と
と
き
を
同
じ
く
し
て
、
普
寧
で
も
地
主
と
農
民
の
衝
突
が
お
き
て
い
た
。
普
寧
事
件
に
関
し
て
も
、
二
つ
の
報
告
が
あ
る
。
　
一
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つ
は
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
所
収
の
『
普
寧
農
民
同
地
主
衝
突
的
経
過
』
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
中
国
農
民
し
所
収
の
『
普
黒
蝿
地
主
擢

残
農
民
始
末
記
』
〔
広
東
省
盤
協
会
潮
梅
弁
事
処
馨
〕
で
あ
毎
・
こ
れ
ら
の
報
告
は
・
広
寧
事
件
の
墾
。
に
み
ら
れ
る
と
屡
・
ま
・
た

く
別
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
両
報
告
に
も
と
づ
い
て
事
件
の
概
略
を
紹
介
し
、
異
同
の
あ
る
部
分
は
注
を
付
し
て
明
ら
か
に
し
ょ

、
つ
。

　
普
寧
は
、
わ
ず
か
　
年
ま
え
ま
で
は
国
形
明
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
、
広
東
省
東
部
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
地
方
は
数
十
年
来
、
方
と
い
う

一
族
の
一
元
支
配
の
も
と
に
あ
り
、
農
民
に
対
す
る
圧
迫
は
と
く
に
強
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
衝
突
も
減
租
や
公
産
の
管
理
な
ど
の
具

体
的
問
題
を
め
ぐ
っ
て
お
こ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
方
一
族
の
者
が
密
柑
を
盗
み
、
農
民
協
会
に
連
行
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
農
民
の

積
年
の
う
ら
み
が
爆
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
農
民
協
会
の
組
織
は
、
近
く
の
海
国
の
影
響
を
う
け
て
以
前
か
ら
存
在
し
た
が
、
発
展
し
た
の

は
第
一
次
東
征
の
と
き
で
あ
る
。
そ
の
後
、
組
織
は
東
征
軍
の
ひ
き
あ
げ
で
大
弾
圧
を
こ
う
む
っ
た
が
、
第
二
次
東
征
に
よ
り
整
復
す
る
。
し

か
し
、
県
農
民
協
会
の
幹
部
は
、
す
べ
て
紳
士
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
衝
突
が
お
こ
る
と
、
海
豊
か
ら
運
動
員
が
派
遣
さ
れ
、
農

　
　
　
　
　
　
　
⑬

民
を
指
導
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
衝
突
は
高
下
の
よ
う
に
大
規
模
な
戦
闘
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
二
十
日
ほ
ど
で
和
解
が
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、
地
主
側
が
彰
溝

が
の
り
だ
し
て
く
る
の
に
恐
れ
を
な
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
彰
群
到
着
の
前
日
、
地
主
側
は
譲
歩
を
申
し
で
た
の
で
あ
る
。
農
民
の
損
害
を

弁
償
す
る
こ
と
、
以
後
、
要
文
を
圧
迫
し
な
い
こ
と
な
ど
が
と
り
決
め
ら
れ
た
が
、
減
租
な
ど
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
地
主
側
の
す

ば
や
い
妥
協
の
結
果
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
高
要
事
件
や
普
寧
事
件
は
、
農
民
協
会
側
の
勝
利
に
お
わ
り
、
一
定
程
度
の
成
功
を
お
さ
め
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
周
辺
地

域
に
多
く
の
農
民
協
会
を
樹
立
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
事
件
発
生
当
時
、
国
民
党
は
第
二
次
全
国
代
表
大
会
を
開
い
て
お
り
、
大
会
で
は
、

連
ソ
・
容
共
・
扶
助
農
工
路
線
が
確
認
さ
れ
、
広
州
に
は
革
命
的
雰
囲
気
が
も
り
あ
が
っ
て
い
た
。
こ
う
い
う
情
況
の
な
か
で
、
少
く
と
も
国

民
党
中
央
は
農
民
の
側
に
た
ち
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
、
国
民
政
府
の
広
東
省
統
一
に
よ
っ
て
も
農
民
問
題
の
根
本
矛
盾
は
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解
決
さ
れ
ず
、

た
と
い
え
る
。

む
し
ろ
、
国
民
政
府
そ
の
も
の
と
の
矛
盾
へ
と
転
化
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
一
方
で
は
、
農
民
協
会
も
そ
の
組
織
を
拡
大
し
て
い

三
、
国
民
政
府
と
の
軋
馨

第一次國共合作時期の広東省農民運動（北村）

　
広
東
省
を
統
一
し
た
国
民
政
府
の
、
つ
ぎ
の
ね
ら
い
は
北
伐
に
よ
る
全
国
統
一
で
あ
っ
た
。
注
精
衛
は
、
一
九
二
六
年
一
月
二
十
七
日
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

央
執
行
委
員
会
に
北
伐
案
を
提
出
し
、
採
択
さ
れ
て
い
た
。
広
東
省
の
統
一
過
程
、
と
く
に
第
一
次
策
征
に
お
い
て
、
農
民
協
会
の
は
た
し
た

役
割
は
大
き
か
っ
た
。
こ
の
結
果
、
國
民
党
は
北
伐
途
上
で
の
効
果
を
も
く
ろ
ん
で
、
金
国
的
規
模
で
の
農
民
運
動
を
企
幸
し
た
。

　
ま
ず
、
二
全
大
会
直
後
の
中
央
執
行
委
員
会
で
、
国
民
党
員
の
陳
公
博
に
か
わ
っ
て
、
共
産
党
員
の
林
複
澱
が
ふ
た
た
び
農
民
部
長
に
選
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

さ
れ
た
。
同
時
に
、
国
民
党
員
を
含
め
て
、
農
民
運
動
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
つ
づ
い
て
二
月
六
日
、
国
民
党
中
央
農
民
部
は
、
全
国
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

講
習
生
を
募
集
し
て
、
あ
ら
た
に
農
民
運
動
講
習
を
お
こ
な
う
こ
と
を
通
告
し
た
。
そ
の
後
、
三
月
十
六
日
、
農
民
運
動
委
員
会
第
一
次
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

で
、
毛
掃
海
を
主
任
と
し
て
第
六
期
農
民
運
動
講
習
所
を
開
設
す
る
こ
と
が
、
正
式
に
決
定
さ
れ
た
。
募
集
人
員
は
三
百
名
、
経
費
は
毎
月
七

九
八
○
元
、
期
間
は
四
ケ
月
、
今
ま
で
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
規
模
で
あ
る
。
毛
沢
東
の
主
任
就
任
や
莫
大
な
経
費
に
は
、
注
精
衛
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

尽
力
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。
毛
沢
東
は
当
時
、
す
で
に
湖
南
省
で
農
民
の
組
織
化
を
始
め
て
い
た
。
湖
南
省
は
、
北
伐
の
道
筋
で
も
っ
と
も

重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
毛
沢
東
主
任
就
任
の
決
定
が
、
こ
の
辺
の
事
情
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
大
規
模
な
講
習
は
、
あ
く
ま
で
北
伐
の
道
筋
に
あ
た
る
諸
省
で
の
農
民
運
動
進
展
の
た
め
で
あ
り
、
農
民
運
動
特
派
員
の
不

足
や
質
の
悪
さ
を
か
こ
つ
広
東
省
農
罠
運
動
に
は
、
何
の
配
慮
も
は
ら
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
五
月
か
ら
始
ま
っ
た
第
六
期
講
習
所
の
三
百
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
講
習
者
の
う
ち
、
広
東
省
出
身
者
は
、
わ
ず
か
二
名
に
す
ぎ
な
い
。
広
平
省
を
統
一
し
、
着
々
と
財
政
統
一
を
進
め
て
い
た
国
民
政
府
に
と

っ
て
、
広
東
省
で
の
農
昆
運
動
は
、
も
は
や
用
済
み
で
あ
っ
た
。
　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
　
・
第
十
六
節
『
広
東
農
畏
協
会
之
現
在
的
地
位
』

に
は
、
⇔
国
民
党
左
派
之
野
饗
（
軽
視
の
意
）
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
…
…
国
民
党
左
派
は
農
民
の
力
を
利
用
し
て
自
ら
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の
地
位
を
保
護
し
た
。
す
で
に
目
的
を
達
し
た
の
で
、
自
然
自
然
に
農
民
運
動
を
軽
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
…
…
」

　
結
局
、
統
一
過
程
に
お
い
て
こ
そ
、
国
士
党
、
さ
ら
に
は
国
民
政
府
の
、
軍
政
、
財
政
統
一
の
方
針
と
、
種
々
の
抑
圧
か
ら
の
が
れ
よ
う
と

す
る
農
民
協
会
の
発
展
は
、
相
互
に
依
存
し
あ
え
た
の
で
あ
る
。

　
広
東
省
内
で
は
、
国
民
政
府
の
支
配
機
構
の
整
備
に
と
も
な
い
、
あ
ら
た
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
農
民
協
会
と
国
畏
政
府
組
織
と
の
軋
櫟

で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
い
っ
さ
い
の
付
加
税
を
廃
止
し
厳
正
な
田
布
地
税
を
定
め
る
、
と
い
う
、
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
の

宣
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
政
府
が
い
っ
こ
う
に
こ
の
約
束
を
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
国
訴
政
府
に
よ
る
財
政
統
一
は
、
塩
税
、

酒
税
、
煙
客
、
鉄
道
収
入
、
麓
金
、
関
税
な
ど
、
全
部
的
規
模
の
も
の
に
つ
い
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
地
方
に
お
け
る
出
鱈
旨
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

徴
税
体
系
は
、
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
国
民
政
府
は
、
省
内
整
備
や
北
伐
の
た
め
、
か
な
り
の
重
税
を
農
民
に
課
し
て
い
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
に
紺
し
農
民
が
反
簸
し
、
抗
議
集
会
を
開
い
た
り
、
と
き
に
は
集
税
吏
を
監
禁
す
る
な
ど
の
事
件
が
発
生
し
た
。

　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
…
…
多
く
の
地
方
の
農
民
協
会
は
、
行
政
に
干
渉
し
た
り
、
人
を
逮
捕
す

る
と
い
う
高
ま
り
を
お
か
し
て
い
る
。
五
華
農
会
は
米
の
出
口
を
禁
じ
た
が
、
農
工
庁
に
報
告
し
て
解
決
を
求
め
ず
、
た
だ
一
回
の
農
民
大
会

で
決
定
し
、
た
だ
ち
に
実
行
し
た
。
守
ら
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
没
収
し
て
公
産
と
し
て
い
る
。
新
会
の
農
会
は
、
何
か
と
い
え
ば
入
を
捕
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

え
て
い
る
。
…
…
捕
ま
え
た
人
間
を
銃
殺
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
南
海
、
花
県
然
り
、
海
陸
豊
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
。

　
こ
の
よ
う
な
農
民
の
行
動
は
、
や
む
を
え
な
い
面
が
あ
る
が
、
各
方
面
の
不
興
を
買
い
、
地
主
側
か
ら
の
攻
撃
に
、
よ
い
口
実
を
あ
た
え
る

　
　
　
　
⑬

こ
と
に
な
る
。
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四
、
中
山
艦
事
件

　
国
民
党
は
一
九
二
六
年
一
月
、
広
州
で
第
二
次
全
国
代
表
大
会
を
開
き
、
連
ソ
・
容
共
を
再
確
認
し
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
、
　
「
労
働
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

農
民
、
都
市
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
革
命
的
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
る
な
ど
、
大
い
に
結
束
を
固
め
て
い
る
か
に
み
え
た
。
し
か
し
、
実
際
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に
は
ソ
連
の
力
を
背
景
に
し
た
共
産
党
と
、
国
民
党
員
の
一
部
、
と
く
に
蒋
介
石
と
の
あ
い
だ
に
、
軋
櫟
が
生
じ
て
い
た
。
こ
う
い
う
情
況
の

な
か
で
、
一
九
二
六
年
三
月
二
十
日
に
お
こ
っ
た
の
が
、
蒋
介
石
の
最
初
の
ク
ー
デ
タ
ー
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
中
山
艦
事
件
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
国
民
党
の
左
派
勢
力
は
失
墜
し
、
国
民
党
の
右
傾
化
が
進
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら

広
東
省
農
民
運
動
へ
の
、
右
派
側
か
ら
の
抑
圧
の
開
始
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
が
ち
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
事
件
後
、
注
精
衛
が
し
り
ぞ
き
、

蒋
介
石
は
権
力
を
一
身
に
集
め
、
共
産
党
員
の
国
民
党
中
央
組
織
か
ら
の
退
出
を
み
る
。
さ
ら
に
は
、
共
産
党
員
の
粛
白
党
か
ら
の
退
出
、
お

よ
び
ポ
ロ
1
デ
ィ
ン
の
解
雇
な
ど
を
唱
え
て
い
た
、
西
山
会
議
派
の
人
閾
が
進
出
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け

と
な
っ
た
、
將
介
石
に
よ
る
五
月
十
五
臼
の
「
党
務
整
理
案
」
の
提
出
に
は
、
か
っ
て
慶
仲
催
の
秘
書
で
あ
り
、
左
派
と
さ
れ
て
い
た
甘
乃
光
、

同
じ
差
派
で
・
農
民
部
長
を
経
て
当
時
は
農
工
庁
書
で
あ
・
た
陳
公
博
が
・
連
署
し
て
い
勉
蒋
介
石
は
連
ソ
方
針
を
聾
し
て
い
た
し
・

国
民
党
中
央
組
織
か
ら
は
締
め
だ
し
た
が
、
容
共
も
認
め
て
い
た
。
農
民
部
長
に
は
、
林
祖
濁
に
か
わ
っ
て
甘
乃
光
が
就
任
し
、
第
六
期
農
民

運
動
講
習
所
も
、
当
初
の
計
画
ど
う
り
、
五
月
三
日
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
。
蒋
介
石
自
身
、
五
月
一
日
か
ら
開
か
れ
て
い
た
広
東
省
第
二
次

髪
上
農
民
代
表
大
会
の
代
表
、
お
よ
び
第
三
次
中
華
総
工
会
代
表
大
会
の
代
表
た
ち
と
一
堂
に
会
し
、
　
『
工
農
兵
大
連
合
報
告
』
を
お
こ
な
い
、

「
…
…
全
国
の
工
農
兵
は
連
合
せ
よ
！
　
全
世
界
の
民
衆
は
連
合
せ
よ
／
　
国
民
革
命
勝
利
、
世
界
革
命
万
歳
！
」
と
叫
ん
で
い
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
中
山
艦
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
広
東
省
農
民
運
動
が
た
だ
ち
に
抑
圧
さ
れ
は
じ
め
る
と
い
う
事
実
は
、

な
か
っ
た
と
い
え
る
。
郷
村
に
お
け
る
、
民
団
や
駐
防
軍
と
農
民
協
会
と
の
対
立
、
さ
ら
に
は
、
あ
ら
た
に
発
生
し
た
国
民
政
府
支
配
機
構
と

農
民
協
会
の
軋
櫟
は
、
国
民
党
上
層
部
に
お
け
る
変
化
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
然
的
に
進
行
し
て
い
た
。
郷
村
の
基
本
的
矛
盾
で
あ
る
、
民
団
と

農
民
協
会
と
の
問
題
を
解
決
せ
ず
、
土
地
問
題
に
つ
い
て
も
、
　
「
平
均
地
権
」
　
・
「
耕
者
要
有
其
田
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
方
針
し
か
も
た
ず
、

軍
閥
を
倒
し
て
全
国
を
統
一
す
れ
ば
こ
と
足
れ
り
と
す
る
、
国
民
党
の
体
質
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
で
あ
る
。
左
派
が
権
力
を
握
る
か
、
右
派
が

権
力
を
握
る
か
の
違
い
は
、
た
だ
、
諸
矛
盾
の
激
化
が
遅
い
か
速
い
か
の
差
に
、
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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五
、
広
東
省
第
二
次
全
省
農
民
代
表
大
会
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一
九
二
六
年
五
月
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で
、
広
東
省
第
二
次
全
省
農
民
代
表
大
会
が
開
か
れ
た
。
石
茸
園
の
報
告
を
中
心
に
し
て
、
農
民
運

動
の
情
況
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
当
時
、
農
民
協
会
の
組
織
は
六
十
六
県
に
ひ
ろ
が
り
、
会
員
人
数
も
六
十
万
人
を
越
え
て
い
た
。
一
年
ま
え
の
第
一
次
全
省
農
民
代
表
大
会

の
と
き
に
く
ら
べ
れ
ば
、
農
民
協
会
の
規
模
は
三
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
六
十
万
人
と
い
う
会
員
人
数
は
、
全
省
成
年
男
子
の
七

％
弱
で
あ
り
・
そ
の
組
繋
は
充
分
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
吻
・
し
か
も
・
き
わ
め
て
不
均
等
な
誕
を
し
て
い
る
・
⊥
ハ
＋
万
の
会
員
の
う
ち
・

海
藻
十
九
万
、
陸
豊
六
万
五
千
、
広
寧
六
万
六
千
を
か
ぞ
え
、
こ
の
三
県
だ
け
で
五
十
％
以
上
を
占
め
て
い
る
。
一
照
あ
た
り
の
成
年
男
子
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

を
、
三
十
万
人
前
後
と
考
え
れ
ば
、
海
豊
は
六
十
％
以
上
の
組
織
率
を
示
し
て
お
り
、
非
常
な
発
展
ぶ
り
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
の
県
で
は
、

姉
姑
が
四
万
人
、
高
要
が
二
万
八
千
人
で
あ
り
、
か
な
り
の
発
展
を
示
し
て
い
る
が
、
会
員
人
数
一
万
に
満
た
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ
は
、

組
織
率
が
三
％
に
達
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
百
人
程
度
の
県
す
ら
あ
る
。
第
一
次
全
省
農
民
代
表
大
会
時
に
お
け
る
、
各

県
別
の
詳
し
い
会
員
人
数
報
告
が
み
あ
た
ら
な
い
の
で
、
断
言
で
き
な
い
が
、
第
一
次
代
表
大
会
時
の
、
十
八
県
二
十
二
万
と
、
第
二
次
代
表

大
会
時
の
、
六
十
六
県
六
十
万
と
い
う
数
字
の
対
応
か
ら
考
え
れ
ば
、
農
民
協
会
の
組
織
は
、
国
民
政
府
の
支
配
地
域
の
拡
大
に
と
も
な
い
、

絶
対
数
が
ふ
え
た
だ
け
で
、
同
一
地
域
に
お
け
る
組
織
化
は
、
あ
た
ま
打
ち
の
情
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
農
民
協
会
内
の
遊
民
の
存
在
が
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
が
、
「
農
会
は
土
匪
で
あ
る
」
と
い
う
口
実
に
よ
り
、
地
主
側
か
ら

の
攻
撃
を
許
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
毛
沢
東
は
、
「
中
国
社
会
各
階
級
的
分
析
」
や
「
中
国
農
罠
中
空
階
級
的
分
析
及
其
対
於
革
命
的
態
度
」

の
中
で
、
遊
民
の
処
蹟
を
重
視
し
、
彼
ら
を
革
命
の
容
射
に
変
革
す
べ
き
事
を
力
説
し
て
い
る
。
し
か
し
広
東
省
嘉
慶
運
動
の
指
導
者
達
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

こ
の
問
題
に
つ
い
て
明
確
な
視
点
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
辺
に
も
、
運
動
の
伸
び
悩
み
の
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
羅
綺
園
は
、
農
民
協
会
の
現
状
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
O
組
織
未
完
備
、
不
純
分
子
の
進
入
を
許
す
、
◎
会
員
訓
練
の
欠
乏
、
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規
則
で
は
、
郷
会
は
毎
月
、
区
会
は
三
ケ
月
ご
と
に
大
会
を
開
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
会
を

通
じ
て
会
員
を
醐
題
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
さ
え
い
れ
ば
こ
と
た
れ
り
、
と
い
う
情
況
を
生
み
だ
し
て
い
る
、
⇔
準
備
工
作
の
不
充
分
、
⑳

各
級
協
会
の
あ
い
だ
の
関
係
が
、
ま
っ
た
く
疏
遠
で
あ
る
。
郷
会
ど
う
し
で
械
闘
を
や
り
、
死
人
が
で
た
と
こ
ろ
が
あ
る
、
㈲
各
弁
事
処
が
系

統
的
に
省
農
民
協
会
に
報
告
を
よ
こ
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
局
的
見
地
に
た
っ
て
指
導
が
で
き
な
い
、
㈹
会
員
が
一
月
に
半
毫
子
、
も
し

く
は
銅
三
枚
の
会
費
さ
え
、
ま
っ
た
く
は
ら
わ
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
す
で
に
第
…
次
全
省
農
民
代
表
大
会
で
、
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
う
り
で
あ
る
。
二
年
来
の
農
民
運
動
は
、
量
に
お
い
て
一

定
程
度
の
拡
大
を
み
た
が
、
ご
く
一
部
の
地
域
を
の
ぞ
い
て
、
質
は
ま
っ
た
く
向
上
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
大
き
な
原
因
が
、
さ
き
ほ

ど
指
摘
し
た
、
農
民
運
動
特
派
員
た
ち
の
作
風
の
悪
さ
に
あ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
郷
村
に
お
け
る
抗
争
に
つ
い
て
い
う
と
、
民
団
、
駐
防
軍
、
官
吏
と
の
衝
突
が
半
数
以
上
を
占
め
、
減
租
に
関
係
し
た
事
件
は
、

　
　
　
　
　
　
　
⑪

十
％
内
外
で
あ
っ
た
。
郷
村
に
お
け
る
、
民
団
や
冷
雨
軍
と
農
民
協
会
の
対
立
が
い
っ
こ
う
に
解
決
さ
れ
ず
、
官
吏
と
の
衝
突
と
い
う
事
実
か

ら
は
、
あ
ら
た
に
、
国
民
政
府
支
配
と
の
対
立
が
発
生
し
て
い
る
の
が
、
み
て
と
れ
る
。
と
く
に
、
国
民
政
府
支
配
と
の
対
立
を
示
す
も
の
と

し
て
、
大
会
決
議
案
が
、
地
主
、
高
利
貸
の
搾
取
に
反
対
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
政
府
の
煤
油
専
売
を
撤
廃
す
る
こ
と
や
、
預
征
を
綱
卜
す

る
こ
と
を
・
か
か
げ
て
い
る
点
が
奮
さ
れ
榊

　
広
東
省
第
二
次
全
省
農
民
代
表
大
会
は
、
組
織
の
弱
体
、
お
よ
び
民
団
、
駐
防
軍
、
国
民
政
府
支
配
と
の
対
立
の
進
行
と
い
う
な
か
で
、
つ

ぎ
の
決
定
を
、
お
こ
な
っ
た
。
e
組
織
の
強
化
、
⇔
国
民
党
組
織
を
拡
大
す
る
こ
と
、
⇔
小
地
主
も
含
め
て
、
小
商
人
、
智
識
界
と
の
連
合
を

は
か
り
、
商
国
主
義
に
反
対
す
る
こ
と
、
㊧
農
民
合
作
社
を
作
り
、
農
民
生
活
の
便
を
は
か
る
こ
と
、
㈲
農
罠
自
衛
軍
の
組
織
は
、
戦
中
以
外

常
備
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
農
民
協
会
の
直
接
の
指
揮
を
う
け
る
。

　
e
の
決
定
は
、
具
体
的
に
は
章
程
の
改
正
を
お
こ
な
い
、
各
級
協
会
の
乱
立
を
防
ぐ
の
を
主
眼
に
し
て
い
る
。
⇔
は
、
地
主
層
に
よ
る
国
民

党
支
部
結
成
に
、
対
抗
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
⇔
、
⑳
、
は
、
　
一
般
的
な
も
の
と
い
え
る
が
、
羅
綺
園
が
大
会
席
上
、
農
民
協
会
が
発
展
し
な
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い
欝
と
し
て
・
い
た
ず
ら
に
闘
蓼
引
き
お
こ
し
蜷
に
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
へ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
懸
反
省
で
も
あ
ろ
う
・
㈲
は
・
農

民
自
衛
軍
章
程
の
再
確
認
に
す
ぎ
な
い
が
、
農
民
自
衛
軍
内
の
、
遊
民
の
存
在
を
口
実
と
し
た
、
農
民
協
会
へ
の
攻
撃
を
さ
け
る
た
め
で
あ
る

と
い
え
る
。
以
上
の
決
定
を
一
貫
し
て
い
る
も
の
は
、
受
け
身
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
受
け
身
の
姿
勢
を
、
い
ち
が
い
に
臼
和
見
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
問
題
で
あ
る
。
余
炎
光
論
文
や
吉
沢
論
文
は
、
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
、
指
導
部
の
態
度
を
、
日
和
見
と
し
て
い
る
。
余
炎
光
論
文
は
、
羅
綺
園
が
会
務
総
報
告
に
お
い
て
、
農
属
協
会
は
い
た
ず
ら
に
闘
争

ば
か
り
引
き
お
こ
し
、
農
斑
に
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
述
べ
て
い
る
部
分
、
お
よ
び
、
官
吏
や
駐
防
軍
と
衝
突
し
た
と
き
で
も
、
省
農
民
協

会
に
報
告
し
て
そ
の
指
示
の
も
と
に
解
決
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
直
接
に
攻
撃
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
部
分
、
な
ど
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

り
あ
げ
、
日
和
見
的
態
度
の
証
拠
と
し
て
い
る
。
余
論
文
が
、
毛
沢
東
の
「
湖
南
省
薦
張
運
動
視
察
報
告
」
で
示
さ
れ
た
、
農
民
の
郷
村
権
力

奪
取
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
態
度
を
、
判
断
の
規
準
に
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
毛
沢
東
が
視
察
報
告
を
書
い
た
時
期
の
湖
南
の
情
況
と
、
第
二
次
黒
歯
農
民
代
表
大
会
時
の
宣
撫
の
清
麗
と
は
、
大
き
な
差
が
あ

る
。
さ
ら
に
、
彰
公
達
論
文
「
農
民
的
敵
人
及
敵
人
的
基
礎
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
広
東
省
農
民
運
動
の
指
導
者
た
ち
に
も
、
農
民
協
会
に

よ
る
、
郷
村
権
力
の
奪
取
と
い
う
展
望
は
あ
っ
た
。
現
実
の
情
況
が
、
そ
の
実
行
を
許
さ
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
海
豊
梨
や
湖
南
省

に
お
け
る
実
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
少
く
と
も
、
一
県
あ
た
り
十
万
人
前
後
の
会
員
（
全
県
人
口
の
三
十
％
程
度
）
を
組
織
し
、
そ
の
う
え
で
、
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
て
郷
村
権
力
の
奪
取
が
日
程
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。
高
石
県
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
た
だ
ち
に
、
打
倒
劣
紳
・
土
豪
な
ど
を
唱
え
て
も
、

農
民
に
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
吉
沢
論
文
は
、
海
烏
に
お
け
る
大
発
展
と
い
う
事
実
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
…
…
海
豊
農
民
運
動
と
同
様
の
速
度
で
、
ま

っ
た
く
同
じ
や
り
方
で
、
他
県
の
運
動
が
進
む
こ
と
は
、
明
ら
か
に
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
し
か
し
、
進
む
方
向
は
、
ま
さ
に
「
小
モ
ス
ク

ワ
」
海
鼠
の
農
民
運
動
が
示
し
て
い
た
。
…
…
第
二
次
貴
民
代
表
大
会
の
諸
決
議
も
、
海
豊
農
民
運
動
に
は
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
。
少
く

と
も
、
海
豊
農
民
運
動
の
経
験
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
を
、
全
治
に
普
及
さ
せ
る
努
力
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
農
民
協
会
は
、
国
民
政
府
で
満
足
し
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て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
…
…
」
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
農
村
に
お
け
る
革
命
の
不
落
底
さ
が
、
中
山
艦
事
件
に
端
を
発
し
た
、
新
右
派
の
権

力
掌
握
を
許
す
、
大
き
な
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
海
豊
今
津
運
動
の
指
導
者
彰
辮
は
、
省
農
民
協
会
の
常
務
委
員
で
あ
り
、
省
金
体
の
農
民
運
動
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
次
全
省
農
民
代
表
大
会
の
諸
決
議
に
、
海
豊
の
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
、
た
だ
ち
に
摺
導
着
た
ち

の
日
和
見
に
短
絡
さ
せ
る
の
は
、
論
理
の
混
乱
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
吉
沢
論
文
も
自
問
し
て
い
る
よ
う
に
、
海
豊
に
お
け
る
情
況
は
、
例
外

と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
衛
藤
藩
中
茂
の
「
海
陸
豊
ソ
ビ
エ
ト
史
」
が
、
説
得
的
で
あ
る
。
全
省
的
な
発
展
段
階
か
ら
い

え
ば
、
た
と
え
、
積
極
的
に
農
村
革
命
を
あ
お
る
よ
う
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
打
ち
だ
し
て
も
、
農
厩
協
会
の
弱
体
な
組
織
で
は
、
と
う
て
い
実
践

で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
後
世
の
史
家
か
ら
、
左
傾
盲
動
主
義
の
烙
印
を
お
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
当
面
の
課
題
は
組
織
づ
く
り
で
あ
っ

た
。
指
導
者
ら
の
態
度
は
、
戦
略
的
後
退
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

穴
、
農
民
運
動
へ
の
弾
圧
の
進
行

　
広
東
省
農
民
運
動
は
、
第
二
次
全
野
農
民
代
表
大
会
の
直
後
か
ら
、
行
政
権
力
、
駐
防
軍
、
民
団
、
お
よ
び
学
界
や
商
界
か
ら
の
、
一
斉
攻

撃
の
的
に
な
る
。
広
東
省
を
統
一
は
し
た
が
、
い
っ
さ
い
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
国
民
政
府
支
配
下
に
あ
っ
て
は
、
必
然
の
な
り
ゆ

き
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
国
民
政
府
組
織
の
整
備
に
と
も
な
い
、
広
東
省
行
政
が
国
民
政
府
の
手
を
は
な
れ
、
省
政
府
の
担
当
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い

う
要
因
も
、
無
視
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
省
政
府
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
の
が
、
臨
機
党
右
派
と
さ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、

国
民
政
府
に
と
っ
て
、
広
東
省
農
民
運
動
は
、
も
は
や
用
済
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
民
政
府
お
よ
び
国
民
党
中
央
は
、
北
伐
へ
の
必
要
か

ら
も
、
農
民
運
動
擁
護
を
唱
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
理
属
か
ら
い
え
ば
、
広
東
省
内
で
も
そ
の
趣
旨
が
反
映
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
実
際
に
は
農
罠
運
動
へ
の
弾
圧
が
進
行
す
る
。
こ
の
間
の
理
由
を
求
め
る
な
ら
ば
、
省
政
府
権
力
の
単
独
行
動
を
認
め
ざ
る
を
え
な
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い
。
国
民
政
府
成
立
当
初
は
、
国
民
政
府
支
配
と
省
政
府
支
配
は
、
実
質
的
に
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、

国
民
党
中
央
の
決
定
、
ひ
い
て
は
国
民
政
府
の
方
針
は
、
擬
度
的
に
も
、
省
政
府
に
反
映
し
に
く
く
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
農
民
運
動
へ
の
弾
圧
の
開
始
は
、
一
九
二
六
年
五
月
下
旬
、
東
江
地
区
指
令
宮
徐
何
会
に
よ
る
、
農
民
協
会
の
行
政
干
渉
を
取
締
る
と
い
う

布
告
で
あ
っ
た
。
こ
の
布
告
の
具
体
的
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
一
種
の
公
安
条
例
で
あ
り
、
農
民
協
会
の
開
く
大
会
や
、
そ
れ
に
と
も
な
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

デ
モ
行
進
さ
え
、
　
「
擾
乱
治
安
」
と
み
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
　
「
農
会
は
土
匪
で
あ
る
」
と
い
う
口
実
に
よ
る
攻
撃
も
、
激
し
く
な

っ
た
。
駐
防
軍
と
民
団
が
、
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
農
民
協
会
を
攻
撃
す
る
と
い
う
事
件
が
、
随
所
に
お
こ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
情
況
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
、
七
月
か
ら
の
北
伐
の
開
始
で
あ
る
。
広
東
省
は
戦
線
後
方
と
な
っ
た
。
戦
争
中
に
お
い
て
、
後

方
基
地
の
混
乱
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
治
安
強
化
の
た
め
、
罠
団
の
増
強
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
民
団
の
農
民
協
会
へ
の
攻
撃

は
、
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
。
国
民
政
府
は
北
伐
逐
行
の
た
め
、
多
額
の
公
債
を
発
行
し
、
各
方
面
に
割
り
あ
て
た
。
郷
村
で
は
、
紳
土
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
こ
れ
を
受
け
お
い
、
も
っ
ぱ
ら
農
民
協
会
に
転
嫁
し
て
圧
力
を
か
け
、
協
会
破
壊
の
手
段
と
し
た
。
共
産
党
や
国
民
党
中
央
の
目
は
、
北
伐

に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
広
東
省
の
問
題
は
暫
時
す
え
お
き
と
さ
れ
、
省
内
は
、
一
種
の
真
空
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
農
民
協

会
へ
の
弾
圧
は
、
　
一
層
進
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
の
た
め
、
畏
民
の
あ
い
だ
に
は
、
農
民
協
会
の
力
に
対
し
不
信
が
生
ま
れ
、
会
員
酒
面
が
減
少
し
は
じ
め
た
。
た
だ
で
さ
え
、
組
織
の
弱

体
を
か
こ
っ
て
い
た
広
東
省
農
民
運
動
は
、
ま
っ
た
く
発
展
の
望
み
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
、
共
産
党
の
側
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
策
が
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
七
月
下
旬
に
開
か
れ
た
共
産
党
農
民

委
員
会
で
は
、
組
織
の
充
実
し
て
い
る
十
一
の
県
を
選
び
、
農
民
自
衛
軍
拡
充
に
重
点
を
お
い
た
集
中
的
運
動
を
進
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

め
の
実
情
調
査
を
、
徹
底
的
に
お
こ
な
う
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。

　
情
況
は
、
ま
さ
に
運
動
の
根
本
的
転
換
を
要
求
し
て
い
た
。
し
か
し
、
民
団
や
駐
防
軍
と
の
公
然
衝
突
が
、
戦
線
後
方
と
い
う
情
況
で
許
さ

れ
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
農
民
協
会
に
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
力
量
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
結
局
、
八
月
十
七
日
か
ら
二
十
β
ま
で
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⑭

開
か
れ
た
省
農
民
協
会
中
央
執
行
委
員
会
に
お
い
て
、
　
「
広
東
省
農
民
目
前
最
低
限
度
の
総
要
求
」
が
決
定
さ
れ
、
こ
れ
を
当
面
の
対
応
策
と

し
て
、
事
態
を
静
観
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
　
「
総
要
求
」
は
、
経
済
問
題
に
関
し
て
は
、
借
金
の
利
率
の
確
定
、
農
民
合
作
社
の
育
成
、
農

民
銀
行
の
設
立
、
苛
摘
雑
税
の
廃
止
、
二
十
五
％
減
稚
、
な
ど
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
二
十
五
％
減
穫
を
の
ぞ
い
て
は
、
国
民
党
第
一
次
全
国

代
表
大
会
宣
言
や
、
広
東
政
府
第
一
次
対
農
民
運
動
宣
言
に
定
め
る
と
こ
ろ
と
変
り
は
な
い
。
政
治
問
題
に
関
し
て
は
、
0
身
長
の
罠
選
、
あ

る
い
は
当
面
の
あ
い
だ
の
更
迭
権
、
◎
民
団
の
団
長
の
公
選
、
お
よ
び
経
費
の
公
開
、
⇔
励
精
財
政
の
公
開
、
⑳
農
民
自
衛
軍
、
民
団
な
ど
の

武
装
団
体
を
、
団
務
庁
の
も
と
に
統
一
す
る
こ
と
。
な
ど
を
要
求
し
て
い
る
。
二
年
ま
え
の
第
一
次
毒
煙
農
民
代
表
大
会
で
は
、
民
団
の
解
散

を
要
求
し
て
い
た
が
、
＠
や
鱒
の
要
求
は
、
民
団
の
激
し
い
攻
撃
に
よ
り
、
こ
の
攻
撃
を
い
か
に
緩
和
す
る
か
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
り
、
民
団
の

存
在
を
肯
定
し
た
う
え
で
の
発
言
で
あ
る
。

　
一
方
、
共
産
党
農
民
委
員
会
は
、
従
来
の
国
民
党
名
義
の
農
民
運
動
を
あ
ら
た
め
、
党
の
組
織
を
郷
村
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
、
お
よ
び
各
県

か
ら
人
数
を
抽
出
し
、
現
場
幹
部
を
大
星
に
養
成
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
国
共
合
作
の
枠
内
で
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
当
面
こ
の
よ
う
な
方
針
で
国
民
政
府
の
で
か
た
を
待
つ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
運
動
の
質
的
転
換
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
　
「
農
民
運
動

決
議
案
」
は
い
う
、
　
「
…
…
も
し
、
農
民
の
要
求
が
な
が
い
あ
い
だ
待
っ
て
い
て
も
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
農
民
は
、
現
在
の
政
府
に

対
し
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
た
認
識
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
別
の
革
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

的
方
法
を
以
っ
て
（
要
求
を
）
実
現
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
農
民
も
ま
た
、
革
命
に
対
し
、
認
識
を
進
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
…
…
」
。

　
国
民
政
府
側
で
も
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
こ
た
え
て
、
九
月
七
日
「
対
農
民
運
動
宣
醤
」
を
発
し
、
国
民
政
府
の
広
東
省
統
一
に
、
農
民
が

大
い
に
貢
献
し
た
こ
と
を
確
認
し
、
農
民
運
動
擁
護
と
い
う
方
針
に
、
変
更
の
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
広
東
省
の
農
民

の
受
け
て
い
る
か
ず
か
ず
の
苦
痛
に
つ
い
て
は
、
国
民
革
命
成
功
の
暁
に
力
を
尽
し
て
解
決
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
宣

言
に
よ
っ
て
も
、
広
東
省
農
民
運
動
は
な
ん
ら
事
態
の
好
転
を
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
国
民
政
府
の
醸
が
北
伐
に
む
い
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
当
然
で
あ
る
。
広
東
省
農
民
運
動
は
、
国
民
政
府
の
空
手
形
と
も
い
う
べ
き
宣
言
の
も
と
に
、
実
際
に
は
、
省
政
府
権
力
下
で
、
露
骨
な
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弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。

む
　
　
す
　
　
び
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こ
れ
以
後
、
広
東
省
農
民
運
動
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
共
産
党
農
民
委
員
会
は
劣
勢
挽
回
の
た
め
、
現
場
幹
部
の
大
量

養
成
や
、
農
民
自
衛
軍
・
の
充
実
な
ど
を
計
画
し
て
い
た
が
、
ど
の
程
度
実
行
さ
れ
、
効
を
奏
し
た
か
は
疑
し
い
。
ひ
と
た
び
退
潮
期
に
い
っ
た

運
動
は
、
主
体
的
な
努
力
だ
け
で
盛
り
返
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
が
、
一
九
二
六
年
十
月
に
印
行
さ
れ
て
い
る
の
は
、

象
徴
的
で
あ
る
。
指
導
者
た
ち
に
は
、
一
つ
の
運
動
が
終
っ
た
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
結
局
、
広
東
省
農
民
運
動
は
、
国
共
合
作
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
続
け
、
湖
南
省
盤
民
運
動
の
よ
う
に
、
第
二
次
中
国
革
命
へ
の
突
破
口
と
は
、

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
決
し
て
指
導
幹
部
の
責
任
で
は
な
く
、
国
共
合
作
を
維
持
し
、
国
民
革
命
遂
行
の
た
め
、
ま
ず
広
東
省
を
統
一
し
、

根
拠
地
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
当
時
の
情
況
が
、
し
か
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
湖
南
省
農
民
運
動
に
は
き
わ
め
て

有
利
に
作
用
し
た
北
伐
が
、
広
東
省
農
昆
運
動
に
は
マ
イ
ナ
ス
と
し
て
作
用
し
て
い
る
事
実
に
も
、
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
広
東
省
農

民
運
動
も
、
省
内
統
一
へ
の
貢
献
と
い
う
こ
と
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
使
命
は
達
し
た
と
い
え
る
。

　
広
東
省
農
民
運
動
へ
の
弾
圧
が
進
行
し
て
い
た
と
き
、
広
州
で
は
毛
沢
東
を
主
任
と
し
て
、
第
六
期
農
民
運
動
講
習
所
が
開
設
中
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

講
習
は
き
わ
め
て
き
め
の
こ
ま
か
い
も
の
で
あ
り
、
民
謡
や
俗
語
の
講
習
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
き
め
こ
ま
か
な
講
習
に
は
、
広
東
省
農
民

運
動
に
お
け
る
、
特
派
員
の
腐
敗
と
い
う
反
省
が
盛
り
こ
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
国
民
党
と
の
対
応
の
方
法
や
、
共
産
党
組
織

の
拡
充
な
ど
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
湖
南
省
農
民
運
動
は
、
第
六
期
講
習
所
が
卒
業
生
を
送
り
だ
し
た
一
九

二
六
年
十
月
か
ら
、
爆
発
的
な
発
展
を
遂
げ
る
。
北
伐
途
上
の
猛
烈
な
宣
伝
や
、
革
命
的
雰
囲
気
の
も
り
あ
が
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ま
で
国

民
党
に
敵
対
し
て
き
た
土
豪
、
劣
紳
の
動
揺
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
特
派
員
の
工
作
能
力
に
よ
る
と
こ
ろ
も
、
大
き
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
爆
発
的
な
発
展
が
、
広
東
省
農
民
運
動
の
な
か
で
は
充
分
に
露
呈
し
な
か
っ
た
、
国
民
党
の
お
こ
な
お
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う
と
し
た
国
民
革
命
と
農
民
運
動
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
矛
盾
を
、
全
面
的
に
さ
ら
け
だ
し
、
た
め
に
国
共
合
作
は
終
焉
を
つ
げ
、
あ
ら
た
に

毛
沢
東
の
指
導
す
る
農
村
根
拠
運
動
を
軸
と
し
た
、
第
二
次
中
国
革
命
へ
と
進
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

①
國
現
政
府
は
北
伐
の
た
め
、
預
雀
（
税
金
・
田
賦
の
先
き
取
り
）
を
実
施
す
る

　
が
、
こ
の
微
収
を
紳
士
に
受
け
お
わ
せ
た
。
彼
ら
は
、
　
〔
蒲
団
の
武
力
を
背
景
に

　
し
て
〕
、
こ
れ
を
濃
昆
か
ら
徴
収
し
、
～
部
を
横
領
し
た
と
い
う
。
（
「
中
羅
農
民
」

　
第
六
・
七
期
合
刊
、
　
『
叢
叢
銭
嵩
問
題
決
議
案
』
）
。
な
お
、
　
〔
民
団
の
武
力
を
背

　
景
に
し
て
〕
と
書
き
、
　
〔
　
〕
で
く
く
っ
た
の
は
、
原
文
に
は
記
述
が
な
い
か
ら

　
で
あ
る
。
し
か
し
、
預
征
を
は
ら
わ
な
い
と
「
拘
禁
さ
れ
る
」
と
い
う
記
述
が
あ

　
る
。
こ
の
強
制
力
が
、
畏
団
の
武
力
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

②
民
団
や
駐
防
軍
に
よ
る
農
民
協
会
へ
の
攻
撃
は
、
多
く
は
、
「
農
会
は
土
匪
」

　
で
あ
る
と
い
う
口
実
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
「
農
会
就
是
土
匪
」
と

　
い
う
欝
葉
は
、
李
福
林
ら
が
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
（
「
広
東
農
畏
運

　
動
報
告
」
一
五
三
頁
）
。

③
『
本
部
特
派
員
大
会
之
決
議
案
』
（
「
甲
国
農
民
」
第
一
期
）
。

④
　
郷
魯
「
中
国
團
畏
党
史
稿
偏
四
〇
五
頁
。

⑤
　
　
『
中
国
國
民
党
章
程
』
・
編
魯
・
前
掲
書
三
八
九
買
。

⑥
『
会
務
総
報
告
駈
（
「
中
国
町
民
」
第
穴
・
七
期
合
刊
）
。

⑦
『
会
務
総
報
出
口
』
。

⑧
『
高
要
惨
案
経
過
e
』
。
な
お
、
『
高
要
農
民
運
動
的
経
過
』
に
は
、
こ
の
よ
う

　
な
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
何
も
説
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
三
十
四
団
が
到
着

　
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
部
隊
が
共
産
党
の

　
勢
力
下
に
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
記
述
は
、
い
っ
さ
い
な
い
。
『
高
要
路
案
経
過
の
』

　
か
ら
、
三
十
四
団
を
率
い
て
い
た
の
が
葉
面
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
「
第
一
次

　
国
内
革
命
戦
争
時
期
的
続
航
運
動
」
一
一
七
【
買
に
、
　
『
葉
挺
同
志
領
導
的
最
有
名

　
的
第
四
軍
　
独
立
団
』
と
あ
る
が
、
三
十
四
団
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

⑨
　
『
高
要
惨
案
経
過
e
』
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
此
心
頭
其
鑑
同
志

　
望
見
県
長
・
尊
長
以
為
他
是
O
無
想
探
他
的
態
度
・
説
蔵
品
捉
所
有
的
地
主
及
奪

　
取
農
田
賠
償
充
公
」
　
（
O
勺
は
共
産
党
、
な
い
し
は
共
産
党
員
を
示
す
）
。
こ
の
部

　
分
、
　
『
高
要
農
民
運
動
的
経
過
』
で
は
、
　
「
此
期
乃
派
一
同
志
去
見
県
長
・
県
長

　
以
為
他
出
来
採
態
度
・
説
要
捉
傘
所
有
田
主
及
奪
取
農
田
賠
償
充
公
」
と
あ
る
。

　
こ
れ
で
は
、
管
長
が
そ
の
態
度
を
さ
ぐ
ら
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
前
者
の
記

　
述
と
は
逆
の
醐
係
に
な
る
。

⑩
『
高
尚
惨
案
経
過
の
』
。

⑪
　
当
初
要
求
し
た
減
租
が
勝
ち
と
ら
れ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。

⑫
　
第
山
陽
・
七
舗
期
ム
ロ
刊
。

⑬
『
丁
寧
農
民
岡
地
主
衝
突
的
経
過
』
に
よ
る
。
㎝
．
普
絶
板
地
主
雛
残
農
民
始
末

　
記
』
に
は
、
　
「
県
農
規
協
力
の
執
行
委
員
た
ち
は
こ
の
衝
突
に
さ
い
し
、
ま
っ
た

　
く
貰
任
を
放
棄
し
て
い
た
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。

⑭
8
磐
σ
q
い
＄
茜
ζ
（
湯
良
礼
）
”
H
毒
三
聖
ω
8
蔓
。
隔
Ω
回
冒
。
。
。
o
閑
。
〈
o
ご
焦
8

　
や
ト
。
劇
ρ

⑯
『
圏
民
党
中
央
農
民
都
通
藁
縄
一
難
』
（
「
中
開
農
民
」
第
四
期
）
。

⑯
『
国
民
党
中
央
農
民
部
逓
欝
第
二
号
』
（
「
中
国
農
民
」
第
四
期
）
。

⑰
『
農
民
部
農
民
運
動
委
員
会
鯖
～
次
会
議
録
』
（
「
中
国
農
斑
」
第
照
期
）
。

⑱
「
広
東
農
民
運
動
報
皆
」
二
照
頁
。

⑲
『
第
六
期
農
民
運
動
講
習
所
弁
理
経
過
』
（
「
第
一
次
圏
内
革
命
戦
争
時
期
的
農

　
民
運
動
」
）
。
な
お
、
な
ぜ
出
身
地
を
問
題
に
す
る
か
と
い
え
ば
、
中
国
で
は
県
に

　
よ
っ
て
さ
え
言
語
・
風
俗
の
異
な
る
場
合
が
多
く
、
農
民
運
動
工
作
を
お
こ
な
う

　
場
合
、
絶
対
に
そ
の
地
方
出
身
の
工
作
員
が
必
要
で
あ
っ
た
。
と
く
に
広
東
省
で

　
は
広
東
語
が
話
さ
れ
て
お
り
、
ほ
か
の
省
の
人
間
に
は
、
ま
っ
た
く
の
外
国
語
で

　
あ
っ
た
。
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⑳
　
広
瀞
果
省
第
二
次
全
省
農
時
代
表
大
ム
瓜
（
一
九
二
六
年
顛
倒
〃
ノ
　
の
、
　
灘
廃
除
…
蕾
摘

　
雑
税
決
議
案
』
は
、
か
ず
か
ず
の
雑
税
の
種
類
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
、

　
「
県
分
署
・
警
部
所
・
民
団
局
・
里
諺
軍
・
に
よ
り
徴
」
収
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
（
門
中
國
農
斑
」
第
六
・
七
期
合
刊
）
。
な
お
、
　
7
九
二
六
年
の
　
・
二
・
三
月
の

　
あ
い
だ
、
国
選
政
府
に
は
、
毎
月
五
百
万
元
以
上
の
収
入
が
あ
っ
た
。
（
「
広
東
省

　
財
政
紀
実
」
、
　
中
華
畏
国
財
政
部
広
東
財
政
特
派
員
公
署
広
東
省
敵
府
側
政
庁
編

　
一
九
三
四
年
）
。
　
一
九
二
四
年
当
時
、
月
額
五
十
万
元
程
度
で
あ
っ
た
の
に
く
ら

　
べ
れ
げ
…
、
　
馬
丁
倍
に
な
っ
て
い
る
。

＠
　
国
民
政
府
が
北
伐
費
の
預
征
を
紳
士
に
受
け
お
わ
せ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た

　
が
、
県
署
に
も
、
そ
の
た
め
の
職
員
が
い
た
。
「
広
東
農
民
運
動
」
に
、
『
県
署
催

　
糧
員
が
農
民
自
衛
軍
に
逮
捕
さ
れ
た
』
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
四
十
一
頁
）
。

㊥
　
　
「
中
国
農
晟
」
第
五
期
に
、
襲
驚
協
会
の
財
政
干
渉
に
対
し
、
農
工
庁
が
中
央

　
農
民
部
に
、
そ
の
禁
止
を
求
め
て
う
っ
た
電
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
電
文

　
に
は
年
月
瞬
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
引
用
文
の
な
ら
び
ぐ
あ
い
か
ら
、
一
九
二

　
六
年
三
月
ご
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
（
続
い
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
引
用
文
に
は
、

　
三
月
十
八
日
の
蹟
付
が
あ
る
）
。

＠
　
さ
ぎ
に
紹
介
し
た
、
「
農
会
就
是
土
匿
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
い
で
、
「
饗

　
会
干
渉
行
政
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑳
　
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
六
囲
プ
レ
ナ
ム
・
「
中
国
問
題
に
関
す
る
決
議
」
　
『
一
九
二

　
穴
年
＝
　
月
』
。
　
（
｝
帥
箒
O
　
］
）
O
σ
q
H
帥
ω
．
①
鐸
　
0
9
昌
ヨ
鐸
ロ
一
し
0
け
　
H
コ
け
④
門
柱
回
ρ
鉱
O
瓢
曽
一
　
U
O
O
貿
一

　
ヨ
。
暮
ω
く
。
｝
■
嵩
℃
．
鵯
刈
）
。

⑳
　
波
多
野
乾
一
　
「
・
甲
属
国
民
党
口
中
く
」
讐
工
ハ
九
習
貝
。

⑯
　
「
中
岡
農
民
」
第
六
・
七
期
合
刊
。

⑳
　
羅
綺
圃
四
、
　
『
会
務
訟
㎜
黒
血
口
』
（
門
晶
甲
國
農
民
」
第
論
ハ
・
七
期
A
呂
州
判
）
。
㎜
維
綺
園
は
、

　
会
員
人
数
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
…
…
会
員
の
う
ち
、
い
く

　
つ
か
の
県
で
は
戸
口
を
以
っ
て
か
ぞ
え
て
い
る
。
ま
た
、
加
入
し
て
い
る
の
は
た

　
い
が
い
男
子
で
あ
る
。
…
…
広
東
三
千
万
人
の
う
ち
、
女
性
が
五
十
％
・
来
成
年

　
男
子
十
％
・
老
弱
男
子
十
％
と
す
る
と
、
残
り
九
百
万
人
の
な
か
の
六
十
万
人
と

　
い
う
数
は
、
だ
い
た
い
十
分
の
六
（
マ
マ
）
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
も
は
や
少

　
数
と
は
い
え
な
い
」
。
　
（
十
分
の
六
は
、
百
分
の
六
の
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
）
。

⑯
　
広
東
省
に
は
九
十
九
の
県
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
一
湯
あ
た
り
三
千
万
の
百

　
分
の
一
、
す
な
わ
ち
一
二
十
万
人
前
後
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
八
十
％
以
上

　
が
農
民
で
あ
る
。

⑲
　
農
民
協
会
の
構
成
分
子
に
つ
い
て
の
報
告
は
、
第
二
次
自
省
農
民
代
表
大
会
を

　
特
集
し
た
「
中
国
農
民
」
第
穴
・
七
期
合
刊
に
は
、
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ

　
で
は
、
　
「
広
東
農
民
運
動
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
、
大
会
で
の
特
派
員
報
告
に

　
よ
っ
た
。
地
域
に
よ
り
若
干
こ
と
な
る
が
、
六
十
一
七
十
％
が
佃
提
で
あ
る
。
つ

　
ぎ
に
、
遊
民
の
存
在
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
　
「
広
東
農
民
運
動
扁
収
録
の
図
表
は
、

　
大
会
に
お
け
る
報
告
で
は
な
く
、
嶺
南
大
学
の
調
査
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
　
「
無
頼
」
二
十
％
、
　
「
失
業
」
十
三
％
と
あ
る
。
ま
た
、
彼

　
ら
の
入
会
理
由
と
し
て
、
　
「
無
頼
」
は
、
　
「
農
民
自
衛
軍
に
い
り
銃
器
を
得
、
以

　
っ
て
悪
を
な
す
」
と
あ
り
、
　
「
失
業
」
は
、
　
「
農
会
の
援
助
を
期
待
し
て
い
る
」

　
と
あ
る
。

⑳
　
　
『
会
務
総
報
告
』
。

⑳
『
会
務
総
報
告
』
。

⑫
　
『
取
消
煤
油
専
売
決
議
案
』
・
『
預
征
銭
糧
問
題
決
議
案
』
。
　
（
「
中
園
農
民
」

　
第
六
・
七
期
合
刊
）
。
な
お
、
預
征
の
鯛
限
と
は
、
大
地
主
・
金
持
に
負
担
さ
せ
、

　
三
畝
以
下
の
貧
農
に
は
麗
止
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
『
会
務
報
告
決
議
案
』
　
（
「
中
国
農
民
」
第
六
・
七
期
合
刊
）
。

⑧
『
会
務
総
報
告
』
。

⑳
　
　
「
歴
史
研
究
」
一
九
五
八
年
九
月
号
、
三
十
八
頁
。

⑳
　
一
九
二
六
年
十
二
月
に
開
か
れ
た
湖
南
省
第
一
次
全
省
漉
畏
代
表
大
会
は
、

　
「
貧
官
・
汚
宙
∵
土
豪
・
劣
紳
の
一
掃
決
議
」
、
「
郷
村
自
治
問
題
決
議
」
を
お
こ

　
な
い
、
民
団
の
廃
止
・
農
民
協
会
に
よ
る
郷
村
政
権
掌
握
、
を
決
定
し
た
が
、
こ
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第一次国共合作時期の広東省濃畏運動（北村）

　
の
時
点
で
の
会
員
人
数
は
、
組
織
の
充
実
し
て
い
る
県
で
は
十
万
人
を
越
え
て
い

　
る
。
（
「
第
一
次
圏
内
革
命
戦
争
時
期
的
農
民
運
動
」
二
五
八
頁
築
紫
）
。

⑳
　
　
「
歴
史
評
鷲
欄
」
　
一
九
⊥
ハ
八
年
累
ρ
b
⊃
蒔
o
Q
　
一
〇
四
習
貝
。

⑳
　
衛
藤
溜
吉
「
東
ア
ジ
ア
政
治
史
研
究
」
所
収
。
衛
藤
氏
は
つ
ぎ
の
購
｛
夫
を
指
摘

　
し
て
い
る
。
　
「
海
陸
豊
で
は
、
黒
桟
明
軍
、
高
級
官
僚
、
地
主
な
ど
、
お
よ
そ
対

　
抗
階
級
の
主
だ
っ
た
連
中
は
逃
亡
し
、
郷
里
に
残
っ
た
も
の
た
ち
も
逼
塞
し
て
し

　
ま
い
、
農
民
協
会
の
主
流
を
な
す
佃
濃
に
節
欲
を
強
い
る
ほ
ど
の
力
は
な
か
っ

　
た
」
。
（
九
三
頁
）
。
門
海
陸
豊
は
、
影
時
（
一
九
二
五
年
）
、
広
東
政
府
か
ら
は
っ

　
き
り
軍
閥
の
烙
印
を
お
さ
れ
た
陳
燗
明
の
故
地
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地

　
方
の
紳
士
層
は
ほ
と
ん
ど
広
東
政
府
と
人
的
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
海
里
で
の
や
り
か
た
は
、
広
東
政
府
に
と
っ
て
、
…
…
重
大
な
内
紛

　
を
触
発
す
る
よ
う
な
問
題
と
は
、
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
。
（
九
七
頁
）
。

⑳
　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
現
在

　
の
省
政
府
に
は
、
古
応
券
・
孫
科
・
劉
紀
文
ら
右
派
が
盤
据
し
て
お
り
、
完
全
に

　
右
派
の
政
府
だ
。
し
た
が
っ
て
、
も
は
や
農
会
を
援
助
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
彼

　
ら
の
唯
　
の
仕
事
は
農
会
を
つ
ぶ
す
こ
と
で
あ
る
。
各
県
の
県
長
も
、
当
然
、
上

　
の
命
令
に
従
わ
な
い
も
の
は
ら
い
」
。
（
一
五
一
一
頁
）
。

⑳
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
一
五
二
頁
。

＠
　
　
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
一
五
八
頁
。

⑫
　
会
員
人
数
は
、
竃
民
政
府
支
配
地
域
の
拡
大
に
よ
り
、
八
十
万
人
に
ま
で
増
加

　
す
る
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
減
少
し
は
じ
め
る
。
（
「
広
東
農
繁
運
動
報
告
」
＝
五

　
頁
）
。

　
　
「
広
東
濃
民
運
動
報
告
」
一
五
八
－
九
頁
。

⑬　
　
「
中
圏
共
産
党
史
資
料
集
」
第
三
巻
、
三
二
六
－
九
頁
。

⑧　
　
『
農
民
運
動
決
議
案
隔
　
（
「
広
東
農
民
運
動
報
告
」
一
六
八
頁
）
。

⑯　
　
「
國
民
政
府
法
令
索
編
」
・
『
藩
校
』
一
九
一
一
一
一
頁
。

⑯　
　
『
第
六
期
川
農
民
運
動
講
W
蟹
所
刷
経
過
』
（
「
第
～
次
国
内
革
命
戦
争
聴
期
的
農
畏
運

⑰　
動
」
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
）
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by　the　comparative　app．roach，　have　scarcely’been　rnade．　 This　article

suggests　that　both　attempted　to　modernize　their　countries　by　introducing

the　cap1talist　economy．　And　its　main　objective　is　to　trace　tlaeir　realism

and　idealism　found　in　the　process　of　modernization　which　was　based

upon　their　economic　innovat20n　thoughts．

Innocent　III　and　the　Fourth　Crusade

　　　　　　　by

Syunji　Yatsuzul〈a．

　　Innocent　III　summoned　troops　of　recovering　the　Holy　Land　in　the．

summer　of　1198．　He　was　active．in　the　preparation．　But　the　Crusaders

deviated　to　Constantinople・and　conquered　it．　lnnocent　III　didn’t　try

to　check　positively　but　tolerated　the　deviation，　of　which一　he　一took

advantage　・in　order　to　achieve　the　union　of　the　Churches．

　　This　essay　il！ustrates　these　attitudes　of　the　Pope，　and　then　attempts

to　eluc1date　them　by　placing　them　in　the　political　situation，　partlcularly

iB　tlte　re1ation　to　the　Koly　Roman　Empire　；　that　is，　as　the　result　of　the

confusion　in　the　Ernpire　following　the　death　of　Henry　VI，　there　was

the　chance　of　the　rising　of　thq　papal　authority．　And　2n　this　elucidation

I　give　attention　to　the　connection　of　the　Crusades　with　the　idea　of　the，

Emperor　under　the　Hohenstaufens．

The　Peasant　MovemeRt　in　Kwangtung広東during　the

　　　　　　　First　NationalistLComrr｝unist　Cooperation

　　　　　　　by

Minoru　Kitamura

　　　　After　the　first　Nationalist－Commun2st　CooperatioR，　the　initial　system－

　　atic　Peasant　movement　in’　China　was　started　in　Kwangtung　Provinee．

’　ln　these　days，　there　were　various　miiitary　factions　iR　the　Province

　　and　the　Nationalist　Parey’s　strength　was　extremely　weak．　There　was

　　an　absoiute　necessity　for　the　Nationalist　Party　to　orgaltize　peasants．，
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Leaders　of　these　peasant　movements　were　members　of　the　Communist

Party．　When　agrarian　societies　were　begi面ng　to　form　at　various

places，　there　were　confiicts　occurring　between　the　secieties　and　the

“settlement　cooperations”　which　were　authoritarian　structure　by　the

proprietary　classes　in　villages．　From　the　side　of　the　Nationalist　Party

which　denying　any　class　strlfe，　accusation　was　concentrated　on・LLhe

members　of　the　Communist　Party　that　they　were　ruling　peasant　move－

ments　to　cause　conflicts　in　vain．　ln　the　process　of　province　unification，

however，　development　of　agrarlan　societies　turned　at　least　favarable　to

the　Nationalist　Party．

　　Upon　unification　of　Kwangtwn．a　Province，　the　Nationalist　Party　failed

to　respond　to　the　peasants’　demands．　About．　peasants’　resistance　they

accused　it　of　admiBistrative　interference．　Accusation　was　also　made

to　the　conflicts　between　the　“settiement　coopera£ions”　and　agrarian

societies　that　they　were　disturbing　public　peace　and　order．　Furthermore，

the　initiation　ef　subjugatiQn　over　the　North　contained　the　peasants’

demands　under　the　name　of　rnaintenance　of　stac　bility　and　peace　on　the

civillan　front．　On　the　other　hand　most　of　the　peasant　movements

were　weak　excepting　those　at　very　limited　districts．　Moreover，　being

the　base　behind　the　line　of　subjugation，　a　slogan　for　accession　to

power　in　vlllages・could　not　be　carried　out　in　the　Province．　Having

come　to　such　a　complete　standstill，　peasant　movements　ln　Kwa’ngtung

Province　were　being　crushed・　down．

（952）


