
445 第二巻解説

第
二
巻
解
説

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
受
容

本
巻
は
、
陳
独
秀
が
主
に
中
国
共
産
党
（
以
下
、
適
宜
中
共
と
略
称
）
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
時
期
の

(
1
)
 

文
章
を
収
録
す
る
。
具
体
的
に
は
、
党
結
成
に
向
け
て
具
体
的
な
行
動
を
開
始
し
た
一
九
二

0
年
秋
か
ら
二

0
年
代
半
ば
の
国
民
革
命
を
経
て
、
や
が
て
党
指
導
者
の
地
位
を
逐
わ
れ
、
ト
ロ
ッ
キ
ス
ト
と
し
て
中
共
に

決
別
す
る
ま
で
と
な
る
。
当
時
の
彼
の
地
位
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
文
章
の
大
半
は
、

中
共
の
最
高
指
導
者
と
し
て
執
筆
・
発
表
し
た
政
論
、
政
治
評
論
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
共
産
党
は
一
九
二

0
年
代
初
め
に
、
陳
独
秀
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
し
た
も
の
で

あ
る
。
む
ろ
ん
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
働
き
か
け
と
い
う
外
的
要
因
は
無
視
で
き
な
い
が
、
社
会
主
義
に

め
ざ
め
、
そ
れ
に
中
国
の
前
途
を
見
い
だ
し
た
中
国
青
年
た
ち
の
決
意
と
行
動
が
な
け
れ
ば
、
共
産
党
は
生
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ま
れ
な
い
。
そ
う
し
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
を
占
め
た
の
が
、
陳
独
秀
そ
の
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、

り
た
い
し
よ
う
ち
ょ
う
こ
く
と
う

北
京
で
は
李
大
剣
、
張
国
燕
ら
が
、
上
海
で
は
李
漢
俊
、
李
達
ら
が
、
広
州
で
は
諏
平
山
ら
が
、
そ
の
彼
を

支
え
た
。
一
九
ニ
ー
年
七
月
に
中
共
が
最
初
の
党
大
会
（
陳
独
秀
自
身
は
出
席
せ
ず
）
を
上
海
の
フ
ラ
ン
ス
租

界
で
行
っ
た
際
、
全
国
の
党
員
数
は
五
十
人
余
り
、
間
も
な
く
そ
の
数
は
中
国
国
民
党
と
の
合
作
（
国
共
合

作
）
、
国
民
革
命
を
通
じ
て
急
速
に
拡
大
す
る
。
活
動
力
旺
盛
な
青
年
党
員
た
ち
に
と
っ
て
、
最
高
指
導

者
・
陳
独
秀
の
声
望
は
絶
大
で
あ
っ
た
。
党
指
導
部
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
、
親
し
み
を
込
め
て
彼
を
「
老
頭

子
」
と
呼
ん
だ
が
、
党
結
成
の
中
心
人
物
が
彼
で
な
か
っ
た
ら
、
初
期
の
中
共
が
あ
れ
ほ
ど
の
結
集
力
を
持

つ
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ひ
と
え
に
『
新
青
年
』
主
編
と
し
て
培
っ
た
名
声
と
カ
リ
ス
マ
性
ゆ
え
で
あ

る
。
他
方
、
そ
う
し
た
カ
リ
ス
マ
性
と
表
裏
を
な
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
を
よ
く
知
る
者
の
多
く
は
、
陳
独

秀
の
性
格
と
し
て
、
激
し
や
す
さ
、
澗
癖
を
挙
げ
る
。
日
常
の
応
接
か
ら
党
の
会
議
に
至
る
ま
で
、
カ
ッ
と

な
る
や
机
を
叩
く
の
は
当
た
り
前
、
何
事
に
お
い
て
も
人
に
反
論
を
許
さ
ず
、
独
断
専
行
だ
っ
た
。
よ
く
言

え
ば
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
新
文
化
運
動
や
中
共
結
党
を
は
じ
め
と
す
る
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー

を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。

さ
て
、
儒
教
に
代
表
さ
れ
る
旧
文
化
の
全
面
的
刷
新
を
掲
げ
て
出
発
し
た
陳
独
秀
と
『
新
青
年
』
は
、
一

九
一
九
年
を
境
に
社
会
主
義
・
マ
ル
ク
ス
主
義
を
紹
介
し
、
労
働
運
動
を
論
じ
、
実
際
の
政
治
や
運
動
に
関

わ
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
陳
独
秀
は
、
一
九
二

0
年
半
ば
の
四
ヶ
月
の
休
刊
を
挟
ん
で
同
年
九
月
に
『
新
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青
年
』
を
再
刊
し
た
さ
い
、
レ
ー
ニ
ン
主
義
へ
の
転
向
宣
言
と
も
言
え
る
「
政
治
を
語
る
」
（
本
書
第
一
巻
所

収
）
を
巻
頭
に
掲
げ
た
が
、
そ
れ
こ
そ
は
、
政
治
や
政
局
を
語
ら
な
い
こ
と
を
掲
げ
て
創
刊
し
た
『
新
青
年
』

の
従
来
の
姿
勢
に
別
れ
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
休
刊
期
間
に
あ
っ
た
も
の
こ
そ
は
、
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
ジ
ア
か
ら
の
使
者
（
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
）
の
来
華
と
陳
独
秀
へ
の
接
触
、
そ
れ
に
引
き
続
く

共
産
党
結
成
へ
の
準
備
活
動
で
あ
っ
た
。

中
国
に
お
け
る
社
会
主
義
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
受
容
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
毛
沢
東

に
い
た
る
中
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
い
か
な
る
ル
ー
ツ
と
特
質
を
持
つ
の
か
。
陳
独
秀
や
李
大
剣
と
い
っ

た
初
期
共
産
主
義
者
に
関
す
る
研
究
は
、
ご
く
単
純
に
言
え
ば
、
人
民
共
和
国
成
立
以
後
、
冷
戦
体
制
の
終

結
ま
で
、
そ
の
関
心
か
ら
な
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、

毛
沢
東
に
至
る
あ
る
種
の
土
着
性
や
中
国
的
特
殊
性
の
ル
ー
ツ
を
李
大
釧
の
中
に
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
プ
ラ

ス
に
評
価
す
る
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
陳
独
秀
は
、
彼
が
国
民
革
命
に

お
け
る
共
産
党
の
敗
北
の
責
任
者
だ
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
機
械
的
な
あ
る
い
は
教
条
主
義
的
な
マ
ル
ク

ス
主
義
理
解
の
域
を
出
な
か
っ
た
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
確
か
に
本
巻
に
収
め
る
一
九
二

0
年
代

初
め
の
社
会
主
義
解
説
の
文
章
を
読
む
と
、
と
り
わ
け
今
日
の
目
か
ら
見
る
と
、
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解

は
面
白
み
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
李
大
剣
の
よ
う
な
あ
る
種
の
「
曲
解
」
や
強
引
な
読
み
込
み

と
い
う
も
の
が
な
い
し
、
そ
も
そ
も
様
々
な
社
会
主
義
の
中
で
、
な
ぜ
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
い
う
ロ
シ
ア
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な
ら

型
社
会
主
義
運
動
に
倣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
根
本
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
迷
っ
た
り
悩
ん
だ
り

し
た
形
跡
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
本
巻
所
収
の
「
社
会
主
義
批
評
」
や
「
私
の
婦
女
解
放
観
」
「
察
和

森
に
答
え
て
」
を
読
ん
で
も
、
陳
独
秀
な
ら
で
は
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
を
取
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
あ

ま
り
に
も
あ
り
き
た
り
な
の
だ
。

こ
れ
は
陳
独
秀
に
限
ら
ず
、
中
国
の
社
会
主
義
運
動
自
体
の
歩
み
に
関
わ
る
こ
と
だ
が
、
実
は
中
国
の
社

会
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
一
九
一
九
年
以
後
の
目
覚
ま
し
い
流
行
と
は
対
照
的
に
、
そ
れ
ま
で
の
前
史

と
い
う
も
の
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
。
確
か
に
清
末
の
革
命
運
動
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
を
含
め
て
社
会
主
義

は
紹
介
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
国
際
的
な
共
産
主
義
運
動
（
第
ニ
イ
ン
タ
ー
）
に
連
携
す
る
よ
う
な

こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
辛
亥
革
命
後
の
数
年
、
中
国
で
は
社
会
主
義
は
ま
っ
た
く
の
下
火
だ
っ
た
し
、

陳
独
秀
も
一
九
一
九
年
ま
で
、
ま
と
も
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
紹
介
し
た
よ
う
な
形
跡
は
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
九
二

0
年
九
月
の
「
政
治
を
語
る
」
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
い
か
な
る
も
の
か
説
明
さ
れ
な
い

ま
ま
、
「
レ
ー
ニ
ン
の
労
働
専
政
」
が
承
認
さ
れ
、
「
階
級
戦
争
」
と
「
政
治
的
法
律
的
強
権
」
で
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
の
古
き
政
治
を
打
ち
壊
す
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
、
本
巻
に
収
録
す
る

一
九
ニ
―
年
一
月
の
講
演
（
「
社
会
主
義
批
評
」
）
で
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム

と
と
も
に
、
中
国
に
は
ま
だ
実
体
も
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
流
の
社
会
民
主
主
義
勢
力
（
修
正
主
義
、

議
会
主
義
）
が
、
マ
ル
ク
ス
の
意
思
を
歪
め
た
も
の
と
し
て
、
延
々
と
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
は
、
陳
独
秀
の
ふ
れ
て
共
感
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
す
で
に
レ
ー
ニ

ン
流
の
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
西
洋
諸
国
（
お
よ
び
日
本
）
の
社
会
主

義
政
党
で
あ
れ
ば
、
第
ニ
イ
ン
タ
ー
と
関
わ
り
、
そ
れ
と
の
決
別
を
経
て
ボ
リ
ジ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
ヘ
行
き
着
い

た
わ
け
だ
が
、
陳
独
秀
ら
中
国
の
社
会
主
義
者
は
、
他
の
先
進
国
が
紆
余
曲
折
を
経
た
の
ち
に
到
達
し
た
地

点
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
陳
独
秀
の
社
会
主
義
論
を
読
ん
で
も
、
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
す
ぎ
て
面
白
み
を
感
じ
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

彼
の
声
望
と
当
時
の
青
年
知
識
人
の
社
会
主
義
理
解
の
レ
ベ
ル
を
勘
案
す
れ
ば
、
経
済
発
展
段
階
や
下
部
構

造
論
（
あ
る
い
は
唯
物
史
観
）
か
ら
諸
々
の
事
象
を
明
快
に
説
明
す
る
彼
の
社
会
・
歴
史
評
論
が
十
分
に
青
年

た
ち
を
引
き
つ
け
る
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
得
る
。
従
来
よ
り
筆
鋒
の
鋭
さ
で
定
評

の
あ
っ
た
彼
の
文
化
評
論
や
伝
統
や
世
相
へ
の
批
判
が
、
そ
れ
ら
社
会
主
義
の
理
論
武
装
を
経
て
、
さ
ら
に

鋭
利
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

本
巻
で
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
資
本
主
義
の
関
係
を
論
じ
て
そ
の
中
国
で
の
布
教
活
動
に
反
対
し
た

「
キ
リ
ス
ト
教
と
キ
リ
ス
ト
教
会
」
や
、
東
西
文
明
論
争
（
あ
る
い
は
西
洋
科
学
に
よ
っ
て
人
生
の
問
題
は
解
決

す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
「
科
学
と
玄
学
」
論
争
）
へ
の
論
評
た
る
「
『
科
学
と
人
生
観
』
序
」
な
ど
も
、
基

本
的
に
は
唯
物
史
観
や
科
学
の
客
観
性
を
中
心
と
す
る
社
会
科
学
的
視
点
を
論
拠
に
据
え
た
も
の
で
あ
る
。

当
然
に
東
西
文
化
比
較
の
問
題
に
対
し
て
も
、
彼
は
ア
ン
チ
東
方
文
化
派
の
姿
勢
を
崩
さ
ず
（
「
寸
鉄
・
精
神
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生
活
と
東
洋
文
化
」
）
、
折
か
ら
訪
中
し
た
詩
聖
タ
ゴ
ー
ル
（
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
）
に
対
し
て
も
、
「
私
は

お
尋
ね
し
た
い
。
あ
な
た
が
「
愛
」
の
叫
び
声
を
上
げ
た
ら
、
欧
米
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
感
動
し
て
人
類

相
愛
を
実
行
し
て
く
れ
る
の
か
。
連
中
は
自
分
か
ら
資
本
帝
国
主
義
を
や
め
て
く
れ
る
の
か
。
労
働
階
級
か

ら
の
搾
取
や
弱
小
民
族
へ
の
侵
略
を
や
め
て
く
れ
る
の
か
」
と
辛
辣
な
論
評
を
発
表
し
て
い
る
（
「
タ
ゴ
ー
ル

の
杭
州
、
上
海
で
の
演
説
を
評
す
」
）
。
新
文
化
運
動
の
当
初
か
ら
、
陳
独
秀
の
ス
タ
ン
ス
は
、
西
洋
文
明
を
あ

る
意
味
で
愚
直
に
肯
定
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
し
た
あ
と
に
な
る
と
、
発
展
段
階
論

の
色
彩
が
よ
り
濃
く
な
り
、
東
西
文
化
の
違
い
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
歴
史
発
展
の
遅
速
の
差
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
い
く
。

新
文
化
運
動
以
来
の
伝
統
批
判
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
中
共
結
成
に
相
前
後
し
て
発
表
し
た
無
政
府
主

お
う
せ
い
は
く

義
者
・
区
声
白
と
の
応
酬
の
書
簡
（
「
無
政
府
主
義
に
関
す
る
議
論
ー
ー
区
声
白
の
書
簡
に
答
え
て
」
）
に
、
陳
独

秀
ら
し
さ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
の
応
酬
は
、
世
に
「
ア
ナ
ボ
ル
論
争
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の

中
国
版
だ
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
陳
の
「
随
想
録
ー
ー
中
国
式
の
無
政
府
主
義
」
（
本
巻
所
収
）
な
ど

を
あ
わ
せ
読
む
と
、
社
会
主
義
の
一
派
と
し
て
の
無
政
府
主
義
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
中
国
伝

統
文
化
へ
の
批
判
の
要
素
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
無
政
府

主
義
と
は
、
イ
ズ
ム
以
前
に
、
老
荘
由
来
の
虐
無
思
想
や
中
国
の
国
民
性
の
内
に
潜
む
怠
惰
、
放
縦
の
表
れ

な
の
で
あ
る
。
西
洋
民
族
は
「
戦
争
本
位
、
個
人
本
位
、
法
治
本
位
、
実
利
本
位
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
東
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共
産
党
を
率
い
て

洋
民
族
は
「
安
息
本
位
、
家
族
本
位
、
感
情
本
位
、
虚
礼
本
位
」
だ
と
断
言
し
た
一
九
一
五
年
の
「
東
西
民

族
の
根
本
思
想
の
差
異
」
（
第
一
巻
所
収
）
の
彼
の
価
値
観
は
、
そ
の
後
に
社
会
科
学
の
装
い
を
ま
と
う
よ
う

に
な
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

文
化
や
社
会
を
扱
っ
た
以
上
の
評
論
が
、
い
わ
ば
か
な
り
高
踏
的
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

政
治
家
、
共
産
党
の
指
導
者
と
し
て
執
筆
し
た
政
論
や
書
簡
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
、
革
命
家
と
し
て
時

に
多
く
の
人
命
が
左
右
さ
れ
る
決
断
を
迫
ら
れ
、
奮
闘
し
苦
悩
す
る
彼
の
姿
で
あ
る
。
彼
が
結
成
し
た
中
共

は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
重
要
な
支
援
・
指
導
の
対
象
で
あ
り
、
他
方
そ
の
助
言
に
基
づ
い
て
推
進
さ
れ
た
国

共
合
作
の
お
か
げ
で
、
結
党
後
数
年
に
し
て
、
実
際
の
政
治
活
動
、
社
会
運
動
に
お
い
て
相
当
の
実
力
を
持

つ
存
在
へ
と
成
長
し
た
。
陳
独
秀
は
、
北
京
大
学
の
教
員
や
『
新
青
年
』
の
主
編
の
時
に
は
想
像
も
で
き
な

い
よ
う
な
、
現
実
社
会
を
動
か
す
力
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
中
共
指
導
者
と
し
て
そ
う
し
た

力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
中
共
に
と
っ
て
本
山
に
あ
た
る
モ
ス
ク
ワ
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
の
折
衝
に
心
を

砕
く
と
い
う
こ
と
や
合
作
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
国
民
党
と
の
関
係
調
整
と
い
う
重
荷
を
背
負
う
と
い
う
こ
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と
と
引
き
替
え
で
も
あ
っ
た
。

一
九
二
四
年
か
ら
本
格
的
に
行
わ
れ
た
国
民
党
と
の
合
作
、
い
わ
ゆ
る
国
共
合
作
は
、
共
産
党
員
が
個
人

の
資
格
で
国
民
党
に
も
加
入
し
、
国
民
党
の
活
動
を
担
う
と
い
う
方
式
、
す
な
わ
ち
「
党
内
合
作
」
と
い
う

特
殊
な
形
態
の
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
党
の
格
や
歴
史
に
大
き
な
開
き
の
あ
る
以
上
、
国
共
両
党
の
実
情

に
合
わ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
主
義
革
命
を
目
指
す
こ
と
に
最
大
の

魅
力
と
存
在
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
た
党
員
大
多
数
の
望
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
国
民
党
首
領
の
孫
文
が

そ
う
要
求
し
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
（
と
り
わ
け
そ
の
代
表
の
マ
ー
リ
ン
）
が
そ
う
し
ろ
と
命
ず
る
か
ら
、
や
む
な

く
そ
の
提
案
を
飲
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
心
情
は
、
陳
独
秀
と
て
半
ば
同
じ
で
あ
り
、
国

る

る

民
党
へ
の
懸
念
を
棲
々
述
べ
る
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
ヘ
の
書
簡
(
-
九
二
二
年
四
月
）
に
は
、
悩
め
る
党
指
導

者
と
し
て
の
彼
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。

初
期
の
中
共
関
係
者
の
回
想
を
総
合
す
る
と
、
結
党
当
時
、
そ
も
そ
も
陳
独
秀
は
中
国
の
共
産
党
が
モ
ス

ク
ワ
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
意
向
や
指
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
ふ
し
が
あ
る
。

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
活
動
資
金
を
も
ら
う
こ
と
に
は
抵
抗
し
た
よ
う
だ
し
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
代
表
が
自
分

の
頭
越
し
に
自
党
の
党
員
を
指
導
・
差
配
す
る
と
、
あ
か
ら
さ
ま
に
横
や
り
を
入
れ
た
。
そ
ん
な
民
族
主
義

者
の
彼
の
姿
勢
が
変
わ
っ
た
き
っ
か
け
は
、
結
党
ま
も
な
く
の
一
九
ニ
―
年
十
月
に
フ
ラ
ン
ス
租
界
警
察
に

逮
捕
さ
れ
た
際
に
、
当
の
マ
ー
リ
ン
が
釈
放
に
向
け
て
、
保
釈
金
（
罰
金
）
の
捻
出
を
ふ
く
め
、
奔
走
し
て
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く
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
陳
独
秀
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
経
常
的
に
経
済
支
援
を
受
け
と
る
よ
う

に
な
っ
た
模
様
で
あ
る
。

た
だ
し
、
陳
が
そ
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
観
を
改
め
る
の
に
、
よ
り
大
ぎ
く
あ
ず
か
っ
た
の
は
、
彼
自
身
が
一

九
二
二
年
秋
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
第
四
回
大
会
に
出
席
す
る
た
め
に
、
モ
ス
ク
ワ
を
訪
れ
た
こ
と
で
は
な
か

っ
た
か
。
一
九
一
九
年
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
創
立
大
会
か
ら
ニ
―
年
の
第
三
回
大
会
ま
で
、
中
国
人
参
加
者
は

ど
の
大
会
に
も
い
た
が
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
大
会
に
参
加
す
る
た
め
に
モ
ス
ク
ワ
を
訪
れ
た
正
式
の
中
共
代
表

は
二
二
年
秋
の
陳
独
秀
ら
が
最
初
で
あ
る
。
中
国
共
産
党
の
、
そ
し
て
陳
独
秀
の
国
際
共
産
主
義
運
動
へ
の

名
実
備
わ
っ
た
デ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
大
会
で
の
陳
独
秀
の
存
在
感
は
き
わ
め
て
薄
い
。
彼
自
身
が
大
会
で
演
説
の
場
に

立
つ
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ひ
と
え
に
外
国
語
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
、
中
国
代
表
の
大
会
演
説
は
、
代
わ

り
ゆ
う
じ
ん
せ
い

り
に
北
京
大
学
出
で
英
語
の
堪
能
な
劉
仁
静
（
の
ち
劉
も
ト
ロ
ッ
キ
ス
ト
と
な
る
）
が
行
っ
て
い
る
。
中
国
で

こ
そ
知
ら
ぬ
者
の
な
い
陳
独
秀
だ
が
、
国
際
共
産
主
義
運
動
の
総
本
山
で
は
、
ま
っ
た
く
無
名
の
中
国
代
表

に
過
ぎ
ず
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
導
者
た
ち
が
彼
を
特
別
に
厚
遇
し
た
と
い
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
個
別
に

意
見
交
換
の
場
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
陳
は
大
会
が
選
出
し
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
執
行

委
員
に
も
入
っ
て
い
な
い
。
率
い
る
党
は
で
き
た
ば
か
り
、
会
議
で
は
自
分
は
無
名
、
そ
の
う
え
世
界
の
同

志
た
ち
と
語
ら
う
に
も
、
外
国
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
は
か
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
が
「
坐
っ
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て
い
る
だ
け
」
の
中
国
代
表
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
、
余
儀
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

党
の
指
導
者
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
も
国
共
合
作
を
推
進
す
る
た
め
に
、
「
造
国
論
」
や
「
国
民
党
と
は
何

か
」
と
い
っ
た
文
章
（
共
に
本
巻
所
収
）
を
発
表
し
、
そ
れ
な
り
の
理
論
構
築
を
し
て
い
た
彼
で
は
あ
っ
た
が
、

く
し
ゅ
う
は
く

一
九
二
三
年
初
め
に
モ
ス
ク
ワ
か
ら
帰
国
し
て
後
は
、
同
道
帰
国
し
た
塑
秋
白
（
新
聞
特
派
員
と
し
て
モ
ス
ク

ワ
滞
在
中
に
入
党
し
た
青
年
で
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
大
会
期
間
は
中
国
代
表
団
の
通
訳
・
助
手
を
務
め
た
）
と
と
も
に
、

合
作
推
進
に
向
け
て
党
内
の
意
思
を
統
一
す
べ
く
、
国
民
革
命
の
理
論
を
さ
ら
に
練
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
中
国
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
類
型
を
分
析
し
、
国
民
党
に
革
命
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
指
導
し
て
民
主

主
義
革
命
を
遂
行
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
革
命
と
革
命
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」
、
そ

し
て
国
民
革
命
に
お
い
て
各
階
級
が
果
た
す
べ
き
使
命
を
分
析
し
た
「
中
国
の
国
民
革
命
と
社
会
各
階
級
」

（
共
に
本
巻
所
収
）
は
、
そ
の
代
表
作
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
二
篇
の
文
章
は
や
が
て
陳
独
秀
の
失
脚
後

に
、
彼
の
誤
っ
た
革
命
論
ー
|
二
回
革
命
論
（
後
述
）
の
鉄
証
と
し
て
、
断
章
取
義
的
に
引
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
理
論
武
装
を
経
て
こ
ぎ
つ
け
た
「
党
内
合
作
」
に
よ
る
国
共
合
作
は
、
と
り
わ
け
一
九

二
五
年
三
月
の
孫
文
の
死
後
、
軋
み
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
共
産
党
は
国
民
党
に
「
寄
生
」
し
て
乗
っ
取

ろ
う
と
し
て
い
る
、
国
民
党
の
純
粋
を
護
る
た
め
に
「
三
民
主
義
」
に
よ
る
思
想
・
信
条
の
徹
底
統
一
が
必

要
だ
と
す
る
声
が
国
民
党
の
元
老
た
ち
を
中
心
に
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
格
で
孫
文
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た

い

き

と

う

の
側
近
だ
っ
た
戴
季
陶
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
国
民
革
命
と
中
国
国
民
党
』
(
-
九
二
五
年
七
月
刊
）
を
書
い
た
。

こ
う
ほ

ま
た
、
国
共
合
作
・
連
ソ
容
共
の
象
徴
で
あ
る
広
州
郊
外
の
黄
捕
に
設
け
ら
れ
た
軍
事
幹
部
養
成
学
校
、
す

な
わ
ち
「
黄
埴
軍
官
学
校
」
で
も
、
共
産
党
員
ら
左
派
系
学
生
と
反
共
派
の
学
生
の
軋
礫
が
増
す
な
か
、
校

長
・
蒋
介
石
が
そ
れ
を
仲
裁
・
緩
和
す
る
一
方
、
尊
大
な
態
度
を
と
る
ロ
ジ
ア
人
顧
問
や
そ
の
威
勢
を
借
る

共
産
党
員
へ
の
警
戒
感
を
強
め
て
い
っ
た
。
一
九
二
五
年
九
月
と
翌
年
六
月
に
、
と
も
に
公
開
書
簡
と
し
て
、

党
の
機
関
誌
『
継
導
』
週
報
に
発
表
し
た
「
戴
季
陶
へ
の
書
簡
」
と
「
蒋
介
石
へ
の
書
簡
」
は
、
反
共
傾
向

を
強
め
る
そ
れ
ら
国
民
党
の
指
導
者
に
あ
て
た
、
強
い
調
子
の
抗
議
書
簡
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
と

り
わ
け
後
者
は
、
一
九
二
六
年
三
月
二
十
日
に
広
州
で
起
こ
っ
た
ク
ー
デ
タ
ー
疑
惑
「
中
山
艦
事
件
」
（
国
民

革
命
軍
海
軍
の
砲
艦
「
中
山
」
の
出
動
を
、
中
共
、
お
よ
び
ソ
連
に
よ
る
反
乱
と
見
な
し
た
蒋
介
石
が
、
広
州
に
戒
厳

令
を
布
い
て
そ
れ
ら
勢
力
を
い
っ
た
ん
管
制
下
に
お
い
た
事
件
）
が
、
共
産
党
に
対
す
る
い
わ
れ
な
き
迫
害
で
あ

る
こ
と
を
、
逐
条
数
え
上
げ
て
弁
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
軋
み
は
や
が
て
修
復
不
可
能
な
ま
で
に
深
刻
化
し
、
他
方
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
合
作
継
続
を

求
め
る
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
方
針
は
変
わ
ら
ぬ
ま
ま
、
陳
独
秀
と
中
共
指
導
部
は
一
九
二
七
年
の
悲
劇
を
迎
え

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
悲
劇
に
至
る
党
指
導
者
と
し
て
の
言
動
を
述
べ
る
に
先
立
っ
て
、
共
産
党
結
成
以
後

も
続
い
た
文
化
人
、
士
人
、
そ
し
て
個
人
と
し
て
の
陳
の
交
友
に
つ
い
て
、
一
瞥
し
て
お
ぎ
た
い
。
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胡
適
と
の
交
友

一
九
二

0
年
代
、
中
共
の
指
導
者
を
第
一
の
属
性
と
し
た
彼
の
書
い
た
も
の
は
、
や
や
型
に
は
ま
っ
た
マ

ル
ク
ス
主
義
者
の
そ
れ
が
多
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
彼
が
政
治
的
見
解
を
異
に
す
る
に
至
っ
た
旧
友
と
も
友

情
を
保
つ
こ
と
の
で
き
る
懐
の
広
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
典

型
は
胡
適
と
の
交
友
で
あ
る
。
第
一
巻
所
収
の
『
新
青
年
』
同
人
の
書
簡
の
応
酬
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

つ

ど

こ

と

雑
誌
に
集
っ
た
同
人
た
ち
は
、
や
が
て
雑
誌
の
運
営
や
方
針
を
め
ぐ
っ
て
考
え
を
異
に
す
る
よ
う
に
な
り
、

北
京
の
友
人
・
同
人
た
ち
の
多
く
は
『
新
青
年
』
の
編
集
か
ら
手
を
引
い
た
。
誌
面
に
共
産
主
義
文
献
や
革

命
ロ
ジ
ア
の
紹
介
記
事
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
一
九
ニ
―
年
初
め
、
「
今
や
『
新
青
年
』
は
、
ほ
と
ん
ど

『
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
』
の
中
国
語
版
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
不
快
の
念
を
あ
ら
わ
に
し
、
陳
独
秀
と

た

も

と

は

ぐ

く

袂
を
分
か
っ
た
の
が
胡
適
で
あ
っ
た
。
彼
は
共
に
育
ん
だ
『
新
青
年
』
を
陳
に
引
き
渡
し
、
自
ら
は
一
九
二

二
年
五
月
に
『
努
力
週
報
』
を
別
に
立
ち
上
げ
た
。
従
来
の
中
国
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
反
対
す
る
胡
適

は
、
『
新
青
年
』
の
分
裂
後
、
さ
っ
そ
く
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
自
由
主
義
者
の
旗
を
掲
げ
て
雑
誌
『
努
力
週
報
』
を
創

刊
し
、
共
産
党
へ
の
攻
撃
を
始
め
た
、
と
さ
れ
た
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
普
通
な
ら
絶
交
に
至
っ
て
も

不
思
議
で
は
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
二
人
は
そ
の
後
も
互
い
の
言
動
に
注
意
と
関
心
を
払
い
、
厳
し
い
言
葉
の
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中
に
も
相
手
へ
の
敬
意
を
忘
れ
な
い
士
人
の
関
係
を
保
ち
続
け
た
。

聯
省
自
治
運
動
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
胡
適
へ
好
意
的
忠
告
を
す
る
一
九
二
二
年
九
月
の
書
簡
、
モ
ス
ク
ワ

か
ら
連
れ
て
帰
っ
た
ば
か
り
の
讐
秋
白
が
書
い
た
革
命
ロ
シ
ア
紀
行
文
の
出
版
斡
旋
を
依
頼
す
る
翌
年
四
月

の
書
簡
、
い
ず
れ
も
胡
適
を
一
流
の
文
化
人
と
し
て
尊
敬
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
一
九
二
四
年

秋
の
第
二
次
奉
直
戦
争
、
北
京
政
変
後
に
政
界
刷
新
の
機
運
が
生
ま
れ
、
胡
適
が
い
わ
ゆ
る
有
識
者
の
代
表

と
し
て
善
後
会
議
に
加
わ
る
と
の
報
が
流
れ
た
さ
い
も
、
陳
独
秀
は
即
座
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
当
時
の

共
産
党
は
、
こ
の
善
後
会
議
を
軍
閥
と
政
客
の
結
託
に
よ
る
談
合
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
反
対
の
姿
勢
を
打
ち

出
し
て
い
た
。
そ
ん
な
な
か
、
陳
独
秀
は
杓
子
定
規
に
胡
適
の
参
加
を
全
面
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
海
千

山
千
の
政
界
の
連
中
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
、
懇
切
な
態
度
で
ア
ド
バ
イ
ス
を
送
る
の
み
な
ら
ず
、
参
加
す

る
以
上
は
「
国
家
や
人
民
の
た
め
に
発
言
し
て
ほ
し
い
」
し
、
「
可
能
な
範
囲
で
」
よ
い
か
ら
、
「
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
」
い
、
こ
の
機
会
に
胡
適
が
余
人
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
ほ
し
い

と
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
た
。
陳
独
秀
と
胡
適
の
歳
の
差
（
陳
が
十
二
歳
も
年
上
）
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
か
つ

て
の
雑
誌
同
人
に
し
て
「
新
文
化
運
動
」
の
同
志
、
そ
し
て
誰
も
が
う
ら
や
む
ほ
ど
の
才
能
を
持
つ
中
国
文

化
界
の
ホ
ー
。
フ
に
対
し
、
人
間
と
し
て
士
人
と
し
て
、
そ
し
て
同
じ
安
徽
人
と
し
て
(
?
)
、
胡
適
に
政
治
的

立
場
の
相
違
を
越
え
る
敬
意
と
期
待
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
他
方
、
胡
適
は
共
産
党
の
先
鋭
な

反
帝
主
義
や
。
フ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
論
理
に
違
和
感
を
ぬ
ぐ
え
ず
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
独
善
的
な
意
見
を
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振
り
か
ざ
す
陳
独
秀
に
た
い
し
て
、
例
え
ば
一
九
二
五
年
末
に
は
「
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
友
で
は
な
く
、
仇

(
3
)
 

敵
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
絶
交
状
を
し
た
た
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
、
投
函
さ
れ
ず
）
。

だ
が
、
中
共
指
導
者
と
し
て
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
陳
が
そ
の
地
位
を
逐
わ
れ
、
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
の
活
動

ゆ
え
に
逮
捕
(
-
九
三
二
年
十
月
）
•
投
獄
さ
れ
た
さ
い
に
は
、
胡
適
は
救
援
活
動
に
加
わ
っ
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
大
物
・
陳
独
秀
の
逮
捕
に
さ
い
し
て
は
、
彼
の
知
名
度
と
交
友
関
係
の
広
さ
か
ら
、
胡
適
以
外
に
も
、

「
絶
交
」
状
態
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
救
援
・
支
援
に
あ
た
っ
た
人
士
が
か
な
り
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
指
摘

し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
晩
年
の
陳
独
秀
と
胡
適
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
陳
の
遺
著
の
件
も
あ
る
の
で
、

第
三
巻
の
解
説
が
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
陳
独
秀
の
一
生
を
総
括
す
る
言
葉
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
終
生
の
反
対
派
」
が
胡
適

の
命
名
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
新
文
化
運
動
の
両
巨
星
と
し
て
並
称
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
二
人
が
文
章
執
筆

の
ス
タ
イ
ル
で
対
照
的
だ
っ
た
と
い
う
証
言
の
あ
る
こ
と
の
み
を
附
記
し
て
お
く
。
雑
誌
『
新
青
年
』
の
発

お
う
げ
ん
ほ
う

行
元
・
亜
東
図
書
館
の
編
集
者
で
、
二
人
を
よ
く
知
る
狂
原
放
に
よ
れ
ば
、
胡
適
は
下
調
べ
を
じ
っ
く
り
し

て
最
後
に
清
書
す
る
几
帳
面
な
書
き
手
だ
っ
た
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
陳
独
秀
は
、
調
べ
も
の
を
し
た
り
せ

(
4
)
 

ず
、
筆
の
お
も
む
く
ま
ま
一
気
呵
成
に
書
く
人
間
だ
っ
た
と
い
う
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
こ
の
時

期
の
陳
独
秀
の
文
章
に
は
、
出
典
の
注
記
や
注
釈
の
あ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
う
し
た
執
筆
ス
タ
イ

ル
は
、
陳
の
文
章
を
躍
動
感
あ
る
も
の
に
し
た
一
方
で
、
文
章
に
内
省
や
熟
考
の
跡
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
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四

国
民
革
命
の
嵐
の
中
で

緊
張
の
度
を
増
し
て
い
た
国
民
革
命
と
陳
独
秀
率
い
る
中
共
に
話
を
も
ど
そ
う
。
国
共
合
作
体
制
の
も
と

で
推
進
さ
れ
た
国
民
革
命
の
運
動
は
、
国
共
の
軋
榛
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
一
九
二
六
年
夏
に
は
、
国
民
革

命
軍
に
よ
る
北
方
へ
の
軍
事
攻
勢
、
す
な
わ
ち
北
伐
へ
と
発
展
し
た
。
北
伐
が
予
想
外
の
快
進
撃
に
よ
り
、

半
年
ほ
ど
で
長
江
ま
で
達
し
た
こ
と
、
一
九
二
七
年
三
月
に
は
南
京
、
上
海
と
い
う
経
済
先
進
地
が
国
民
革

命
軍
の
占
領
下
に
入
っ
た
こ
と
、
だ
が
そ
の
過
程
で
国
共
合
作
は
大
ぎ
く
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
り
、
一
九
二
七

年
四
月
の
蒋
介
石
（
国
民
革
命
軍
総
司
令
）
に
よ
る
上
海
で
の
反
共
ク
ー
デ
ク
ー
を
境
に
共
産
党
へ
の
逆
風
が

強
ま
り
、
同
年
七
月
に
は
合
作
を
継
続
し
て
い
た
武
漠
の
国
民
党
お
よ
び
国
民
政
府
も
、
共
産
党
と
手
を
切

る
に
至
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
国
革
命
史
の
事
件
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
激
動
の
中
で
、
中
共
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
こ
と
に
失
敗
し
、
結
果
と
し
て

国
民
革
命
を
完
遂
で
き
ぬ
ま
ま
、
か
つ
て
の
友
党
・
国
民
党
か
ら
の
弾
圧
を
受
け
、
党
勢
を
大
き
く
減
じ
て

地
下
活
動
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
こ
と
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
長
き
に
わ
た
り
、
そ
れ
ら
共
産
党
の
敗

い
こ
と
の
一
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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北
の
責
任
と
誤
り
は
、
陳
独
秀
が
革
命
情
勢
を
正
し
く
把
握
で
き
ず
、
主
体
性
を
放
棄
し
て
国
民
党
に
妥
協

ひ

よ

り

み

を
重
ね
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
通
常
、
陳
独
秀
の
右
翼
日
和
見
主
義
と
称
す
る
。
「
右
翼
日

和
見
主
義
」
、
こ
れ
こ
そ
が
陳
独
秀
に
貼
ら
れ
た
最
大
の
レ
ッ
テ
ル
で
あ
り
、
こ
れ
を
貼
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、

彼
の
生
涯
は
（
特
に
中
国
で
は
）
ま
っ
と
う
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
か
れ
の
右
翼
日
和
見
主
義
は
、
一
朝
に
し
て
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
節
目
節
目
を
経
て
段
階

的
に
形
成
さ
れ
、
深
刻
化
し
た
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
陳
独
秀
の
三
度
に
わ
た
る
対
国
民
党
譲
歩
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
度
目
は
、
一
九
二
六
年
初
め
の
国
民
党
第
二
回
大
会
に
さ
い
し
て
、
そ
の
中
央

委
員
に
よ
り
多
く
の
中
共
党
員
を
送
り
込
め
る
情
勢
で
あ
っ
た
の
に
、
陳
は
国
民
党
の
保
守
派
党
員
を
剌
激

す
る
の
を
は
ば
か
り
、
そ
の
数
を
減
ら
し
た
こ
と
。
二
度
目
は
、
一
九
二
六
年
三
月
の
「
中
山
艦
事
件
」
の

さ
い
、
戒
厳
令
を
布
い
て
共
産
党
を
圧
服
し
よ
う
と
し
た
蒋
介
石
に
反
撃
の
構
え
す
ら
見
せ
ず
、
無
抵
抗
に

終
始
し
た
こ
と
。
そ
し
て
三
度
目
は
そ
の
中
山
艦
事
件
で
力
を
つ
け
た
蒋
介
石
の
国
民
党
が
、
同
年
五
月
に

共
産
党
員
の
国
民
党
中
枢
で
の
活
動
を
制
限
す
る
「
整
理
党
務
案
」
を
突
き
つ
け
て
き
た
さ
い
に
、
そ
れ
を

受
諾
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
国
民
党
に
妥
協
す
る
あ
ま
り
、
自
ら
の
力
を
伸
ば
し
革
命
運
動
の

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
チ
ャ
ン
ス
を
み
す
み
す
逃
が
し
た
結
果
、
一
九
二
七
年
に
国
民
党
が
反
共
に
転
じ

た
さ
い
に
、
有
効
な
対
応
を
と
れ
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
、
理
論
の
面
で
言
え
ば
、
陳
独
秀
は
「
二
回
革
命
論
」
と
し
て
総
括
さ
れ
る
誤
っ
た
革
命
論
を
当
初
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よ
り
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
右
翼
日
和
見
主
義
の
根
底
に
あ
っ
た
の
だ
と
さ
れ
た
。
二
回
革
命
論
と
は
、
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
指
導
す
る
民
主
主
義
革
命
と
、
そ
の
あ
と
に
来
る
べ
き
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト
指
導
の
社
会

主
義
革
命
を
段
階
的
に
は
っ
き
り
と
分
け
る
考
え
で
あ
る
。
中
国
で
い
え
ば
、
国
民
革
命
の
段
階
で
は
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
国
民
党
の
指
導
性
を
承
認
し
て
、
い
た
ず
ら
に
。
フ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト
の
指
導
性
を
強
調
し
な

い
と
い
う
誤
っ
た
革
命
論
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
党
の
指
導
者
が
そ
ん
な
考
え
だ
か
ら
、
国
民
党
に
譲
歩
ば

か
り
す
る
は
め
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
理
屈
で
、
陳
は
弾
劾
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
失
脚
後
に
は
、
彼

の
測
癖
や
独
断
専
行
と
い
っ
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
も
、
「
家
父
長
的
作
風
」
と
指
弾
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

む
ろ
ん
、
以
上
の
解
釈
や
レ
ッ
テ
ル
貼
り
は
、
彼
が
失
脚
し
た
一
九
二
七
年
以
降
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
で
は
、
い
っ
た
い
誰
が
そ
ん
な
ふ
う
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
を
し
た
の
か
。
一
九
二
七
年
初
め
に
、
中
共
の

政
策
が
「
日
和
見
主
義
」
の
危
険
を
帯
び
て
い
る
と
言
い
だ
し
た
の
は
、
中
国
（
上
海
）
に
い
た
コ
ミ
ン
テ

ル
ン
代
表
（
例
え
ば
ナ
ッ
ソ
ノ
フ
）
た
ち
で
あ
る
。
中
国
人
で
は
、
彼
ら
に
頻
繁
に
接
触
し
て
い
た
櫃
秋
白
が

同
年
春
に
執
筆
し
た
中
央
へ
の
異
議
申
し
立
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
中
国
革
命
中
之
争
論
問
題
』
で
、
中
共

の
病
根
を
「
日
和
見
主
義
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
陳
独
秀
の
名
前
は
冠
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

や
が
て
こ
の
年
の
後
半
に
な
る
と
、
「
陳
独
秀
の
ご
と
き
日
和
見
主
義
の
傾
向
」
（
プ
ハ
ー
リ
ン
）
と
い
う
よ
う

に
両
者
を
つ
な
ぐ
用
例
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
い
う
な
れ
ば
、
陳
独
秀
に
そ
も
そ
も
「
日
和
見
主

義
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
与
え
た
の
は
モ
ス
ク
ワ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
陳
独
秀
の
ト
ロ
ッ
キ
ス
ト
ヘ
の
転
身
と
中
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共
離
脱
を
境
に
、
遠
慮
の
な
い
名
指
し
批
判
（
陳
独
秀
主
義
）
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
言
い
を
ハ
ッ
キ
リ
と
「
陳
独
秀
右
翼
日
和
見
主
義
」
と
定
式
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ

を
「
右
翼
投
降
主
義
」
に
格
上
げ
し
た
の
は
、
一
九
三
七
＼
三
八
年
の
中
共
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
そ
の
時

期
に
党
の
歴
史
の
見
直
し
を
通
じ
て
、
自
ら
の
地
位
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
毛
沢
東
で
あ
っ
た
。
実
は

上
述
の
三
度
に
わ
た
る
対
国
民
党
譲
歩
と
い
う
言
い
方
も
、
毛
沢
東
が
旗
振
り
役
と
な
っ
て
行
っ
た
歴
史
決

議
（
「
若
干
の
歴
史
問
題
に
関
す
る
決
議
」
、
一
九
四
五
年
）
作
成
の
過
程
の
中
で
、
周
恩
来
が
一
九
四
三
年
に
提

示
し
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
人
民
共
和
国
の
党
史
の
叙
述
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
陳
独

秀
の
革
命
論
を
「
二
回
革
命
論
」
だ
と
解
釈
し
た
の
も
、
前
述
の
塑
秋
白
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
あ
と
に
党

り

り

つ

さ

ん

(
5
)

の
指
導
者
と
な
っ
た
李
立
三
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
民
共
和
国
で
も
継
承
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
ソ
連
共
産
党
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
側
だ
け
が
貼
り
付
け
た
レ
ッ
テ
ル
な
ら
ま
だ
し
も
、
そ
れ
を
継
承
し
、
さ
ら
に
定
式
化
し

〈

6
)

た
中
共
の
決
議
や
『
毛
沢
東
選
集
』
に
も
盛
り
込
ま
れ
た
レ
ッ
テ
ル
と
あ
っ
て
は
、
そ
う
簡
単
に
は
は
ず
れ

な
い
。
陳
独
秀
の
評
価
の
問
題
が
、
中
国
で
長
期
に
わ
た
っ
て
決
着
を
見
な
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

評
価
の
問
題
を
論
ず
る
前
に
、
陳
独
秀
が
本
当
に
「
二
回
革
命
論
」
を
奉
じ
、
国
民
党
へ
の
譲
歩
・
妥
協

の
み
を
事
と
す
る
指
導
者
だ
っ
た
の
か
を
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
は
「
二
回
革
命
論
」
だ
が
、
そ
の
代
表
作
と

さ
れ
る
本
巻
所
収
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
革
命
と
革
命
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」
、
「
中
国
の
国
民
革
命
と
社

会
各
階
級
」
を
先
入
観
な
く
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
は
決
し
て
中
国
。
フ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト
の
力
量
を
全
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面
的
に
否
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
後
者
の
「
労
働
者
階
級
は
量
的
に
未
熟
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

質
的
に
も
未
熟
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
く
だ
り
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
の
連
合
戦
線
が
必
要

な
の
だ
と
い
う
文
脈
で
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
革
命
と
。
フ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革

命
を
前
後
に
画
然
と
分
け
、
第
一
段
階
た
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
革
命
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
役
割
を
抑
制

(
7
)
 

せ
ん
と
す
る
「
二
回
革
命
論
」
者
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
不
当
な
議
論
で
あ
る
。

で
は
、
実
際
の
政
策
面
で
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
先
に
結
論
を
言
え
ば
、
国
民
党
と
の
統
一
戦
線
継
続
、
国

共
合
作
維
持
を
最
優
先
の
方
針
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
国
民
党
（
蒋
介
石
）
へ
の
譲
歩
も
必
要
だ
と
し
た
の

は
、
陳
独
秀
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
、
ソ
連
共
産
党
、
そ
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
で
あ
っ
た
。

陳
独
秀
は
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
モ
ス
ク
ワ
の
意
向
を
受
け
、
意
に
沿
わ
ぬ
妥
協
政
策
を
強
い
ら
れ
た
と
言
っ

た
方
が
事
実
に
近
い
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
よ
う
。

か
せ

例
え
ば
、
共
産
党
の
活
動
に
大
き
な
枷
と
な
っ
た
党
内
合
作
に
つ
い
て
、
中
共
の
力
が
強
く
な
り
、
党
内

合
作
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
逆
に
国
共
関
係
を
ギ
ク
シ
ャ
ク
さ
せ
る
要
因
と
な
る
と
、
陳
独
秀
は
コ
ミ
ン
テ
ル

ン
に
対
し
て
、
そ
れ
を
解
消
し
（
中
共
党
員
を
引
き
上
げ
）
、
党
同
士
が
政
策
を
協
議
し
て
連
合
す
る
ス
タ
イ

ル
（
党
外
合
作
）
に
改
め
る
よ
う
、
た
び
た
び
訴
え
て
い
た
。
一
九
二
六
年
三
月
の
中
山
艦
事
件
の
後
に
蒋

介
石
に
送
っ
た
公
開
書
簡
（
本
巻
所
収
）
で
こ
そ
、
陳
独
秀
は
「
〔
共
産
党
の
中
で
〕
国
民
党
と
の
合
作
と
い
う

政
策
問
題
が
生
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
は
い
た
が
、
実
際
に
は
「
党
内
合
作
」
継
続
の
可
否
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は
、
中
共
で
は
絶
え
ず
問
題
で
あ
り
続
け
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
時
期
に
陳
独
秀
の
近
く
で
働
い
て
い
た
鄭
超
麟
は
、
本
巻
に
収
録
す
る
「
全
党
同
志
に
告
げ
る
書
」

な
ど
に
基
づ
き
、
少
な
く
と
も
陳
は
四
度
も
共
産
党
員
の
国
民
党
か
ら
の
退
出
を
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
（
あ
る
い

は
そ
の
代
表
）
に
求
め
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
却
下
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
一
度
目
は
一
九
二
二
年
の
西

湖
会
議
の
さ
い
、
二
度
目
は
二
五
年
九
月
の
中
共
中
央
拡
大
会
議
の
さ
い
、
三
度
目
が
二
六
年
三
月
の
中
山

艦
事
件
の
あ
と
、
そ
し
て
四
度
目
が
二
七
年
五
月
の
馬
日
事
変
の
の
ち
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
あ
る
は
ず

だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
回
想
は
、
ソ
連
解
体
後
に
公
開
さ
れ
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
文
書
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
上
記
の
回
想
で
い
う
三
度
目
の
提
案
を
陳
独
秀
ら
が
し
た
さ
い
、
四
月
末
に
開
か
れ
た

ソ
連
共
産
党
中
央
政
治
局
は
、
国
共
の
決
裂
は
「
絶
対
に
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
「
共
産
党
に
国
民
党

内
に
留
ま
る
方
針
を
実
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
出
し
て
、
そ
れ
を
中
共
に
伝
達
し
た
の
で

(
9
)
 

あ
る
。当

時
、
ソ
連
か
ら
広
東
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
国
民
党
顧
問
の
ボ
ロ
デ
ィ
ン
や
モ
ス
ク
ワ
の
ス
タ
ー
リ
ン
ら

は
、
国
民
党
の
力
量
を
高
め
に
見
積
も
り
、
国
民
革
命
の
主
力
は
あ
く
ま
で
も
国
民
党
で
あ
る
と
見
て
い
た
。

な
か
で
も
国
民
党
（
蒋
介
石
）
を
高
く
買
っ
て
い
た
の
が
ス
タ
ー
リ
ン
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
蒋
介
石

を
信
頼
に
足
る
革
命
派
軍
人
と
見
な
し
、
最
大
限
彼
を
つ
な
ぎ
止
め
て
お
く
べ
き
だ
と
す
る
一
方
、
共
産
党

が
あ
ま
り
に
反
帝
運
動
を
急
進
化
さ
せ
る
と
、
英
米
日
な
ど
の
列
強
が
干
渉
に
乗
り
出
す
危
険
が
あ
る
と
恐



465 第二巻解説

れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
九
二
七
年
三
月
、
国
民
革
命
軍
の
進
駐
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
上
海
で
、
労

慟
者
武
装
糾
察
隊
と
蒋
介
石
ら
国
民
革
命
軍
の
軋
榛
と
緊
張
が
高
ま
る
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
中
共
中
央
に
た

い
し
て
、
労
働
者
の
銃
器
を
隠
し
て
蒋
介
石
の
軍
隊
と
の
衝
突
を
回
避
せ
よ
、
租
界
を
攪
乱
す
る
よ
う
な
騒

擾
は
起
こ
す
な
と
命
じ
る
指
示
を
送
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
陳
独
秀
率
い
る
中
共
系
労
働
者
武
装

糾
察
隊
は
、
国
民
革
命
軍
が
上
海
に
近
づ
く
な
か
、
三
度
目
の
武
装
蜂
起
を
試
み
、
上
海
（
租
界
地
区
を
除

く
）
か
ら
軍
閥
軍
を
駆
逐
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
臨
時
政
府
を
樹
立
し
て
い
た
。
上
海
は
革
命
の
都
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
頃
に
陳
の
書
い
た
「
わ
れ
わ
れ
の
目
下
の
闘
い
」
（
本
巻
所
収
）
か
ら
は
、
高
揚
す
る
革
命

情
勢
、
そ
し
て
彼
の
興
奮
ぶ
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
彼
ら
は
ス
タ
ー
リ
ン
か
ら
の
指
示
に
愕

い
ん
に
ん
じ
ち
ょ
う

然
と
し
た
に
違
い
な
い
。
半
月
後
、
そ
の
指
示
に
基
づ
い
て
隠
忍
自
重
し
た
中
共
を
襲
っ
た
の
が
蒋
介
石
の

反
共
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
き
わ
め
つ
け
が
一
九
二
七
年
の
五
月
指
示
で
あ
る
。
陳
独
秀
ら
中
共
が
主
導
し
た
上
海
臨
時
政
府

や
そ
の
後
ろ
盾
と
な
っ
た
労
働
者
の
武
装
糾
察
隊
は
、
蒋
介
石
の
四
・
―
ニ
ク
ー
デ
タ
ー
の
一
撃
に
よ
り
あ

つ
け
な
く
壊
滅
、
そ
の
蒋
介
石
が
政
府
を
打
ち
た
て
た
南
京
を
は
じ
め
、
杭
州
・
広
州
な
ど
で
も
同
様
の
粛

清
が
続
き
、
江
南
や
華
南
の
経
済
先
進
地
は
、
あ
ら
か
た
「
反
共
派
」
国
民
党
の
支
配
に
帰
し
た
。
こ
れ
よ

り
先
、
ク
ー
デ
タ
ー
直
前
の
四
月
六
日
に
、
陳
独
秀
は
武
漠
に
向
け
て
上
海
を
離
れ
て
い
た
。
武
漢
到
着
は

十
日
、
そ
の
直
後
に
蒋
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
陳
独
秀
を
は
じ
め
中
共
中
央
が
武
漢
に
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移
っ
た
の
は
、
武
漢
の
国
民
党
お
よ
び
国
民
政
府
が
蒋
介
石
と
は
違
っ
て
、
共
産
党
と
の
連
携
を
維
持
す
る

正
統
政
権
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

武
漠
に
移
っ
た
中
共
中
央
は
、
狂
精
衛
ら
国
民
党
首
脳
と
共
に
、
蒋
の
所
業
と
南
京
で
の
政
権
分
立
を
激

し
く
糾
弾
し
た
。
だ
が
、
正
統
の
名
目
は
と
も
か
く
、
軍
事
的
に
も
経
済
的
に
も
劣
勢
の
状
態
に
置
か
れ
た

武
漢
の
国
共
連
合
政
権
は
、
歯
止
め
の
効
か
な
く
な
っ
た
農
民
運
動
、
民
衆
運
動
と
、
そ
れ
を
共
産
党
の
仕

わ

ざ

つ

の

業
と
目
し
て
敵
意
を
募
ら
せ
る
軍
人
た
ち
の
反
乱
に
直
面
し
、
事
態
を
収
拾
す
る
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。

一
九
二
七
年
五
月
に
は
、
共
産
党
は
正
常
な
社
会
秩
序
を
回
復
す
る
べ
く
、
ま
た
国
民
党
の
信
頼
を
つ
な
ぎ

止
め
る
た
め
に
も
、
民
衆
運
動
の
沈
静
化
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
へ
も
た
ら
さ
れ
た
の
が
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
決
議
（
五
月
三
十
日
）
を
箇
条
書
き
に
ま
と
め
た
指
示
電
、

俗
に
言
う
「
ス
タ
ー
リ
ン
の
五
月
指
示
」
で
あ
る
。
指
示
は
、
陳
独
秀
が
そ
の
後
「
全
党
同
志
に
告
げ
る
書
」

で
公
表
し
た
よ
う
に
、
土
地
革
命
の
断
固
実
行
、
武
漠
政
府
と
国
民
党
の
再
改
組
、
二
万
人
の
共
産
党
員
の

武
装
、
五
万
の
労
働
者
・
農
民
の
国
民
革
命
軍
へ
の
加
入
、
反
動
的
な
武
漠
の
将
領
の
処
罰
な
ど
、
国
民
党

が
到
底
受
け
入
れ
る
は
ず
も
な
い
政
策
を
、
国
民
党
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
、
左
派
と
協
同
し
て
実
施
す
る
よ

う
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
党
内
合
作
を
解
消
す
る
こ
と
は
、
こ
の
期
に
及
ん
で
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。六

月
初
め
に
到
着
し
た
そ
の
指
示
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
中
共
指
導
部
と
武
漠
駐
在
の
コ
ミ
ン
テ
ル
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ン
代
表
は
も
め
に
も
め
た
。
本
巻
に
は
、
「
指
示
」
の
受
諾
確
認
を
迫
る
モ
ス
ク
ワ
か
ら
の
電
報
が
相
次
ぐ

な
か
、
延
々
と
行
わ
れ
た
議
論
で
の
陳
独
秀
の
発
言
（
抜
粋
）
と
彼
の
名
で
モ
ス
ク
ワ
に
送
ら
れ
た
回
答
電

報
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
返
電
は
「
指
示
」
が
正
し
く
完
全
に
同
意
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
具
体
的
問
題

に
つ
い
て
は
そ
の
困
難
を
列
挙
す
る
も
の
だ
っ
た
。
体
の
い
い
拒
絶
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
モ

ス
ク
ワ
か
ら
届
い
た
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
は
い
か
な
る
新
た
な
方
針
も
な
い
：
・
：
・
わ
れ
わ
れ
は
先
の
指
示

(10) 

を
繰
り
返
す
」
と
い
う
と
り
つ
く
島
も
な
い
言
葉
だ
っ
た
。
こ
こ
に
陳
独
秀
指
導
部
へ
の
モ
ス
ク
ワ
の
不
信

任
は
決
定
的
と
な
り
、
あ
と
は
そ
の
背
任
を
総
括
す
る
の
に
ど
ん
な
タ
ー
ム
を
用
い
る
か
、
後
継
指
導
部
に

誰
を
据
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
残
る
の
み
で
あ
っ
た
。
前
者
に
関
し
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
日
和
見
主

義
」
と
い
う
烙
印
が
用
意
さ
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
中
共
中
央
政
治
局
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
、
比
較
的
早

く
か
ら
陳
独
秀
の
方
針
に
反
発
し
て
い
た
麗
秋
白
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
間
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
五
月
指
示
の
内
容
が
、
狂
精
衛
ら
国
民
党
関
係
者
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
武
漢
の
国
民
党
は
七
月
十
五
日
に
党
・
政
府
・
軍
の
共
産
党
員
の
職
務
停
止
（
つ
ま
り
は
国
民

党
か
ら
の
共
産
党
員
の
追
放
）
を
決
定
、
こ
こ
に
国
共
合
作
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。
皮
肉
に
も
、
陳
独
秀
ら

が
再
三
求
め
て
も
モ
ス
ク
ワ
が
許
可
し
な
か
っ
た
国
民
党
か
ら
の
退
出
は
、
当
の
国
民
党
か
ら
放
逐
さ
れ
る

こ
と
で
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
前
後
し
て
（
七
月
十
二
日
と
言
わ
れ
る
）
共
産
党
は
コ
ミ
ン
テ
ル

ン
か
ら
の
助
言
に
よ
り
指
導
部
を
改
組
、
す
で
に
辞
職
を
申
し
出
て
い
た
陳
独
秀
は
、
そ
の
し
ば
ら
く
前
か
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ら
執
務
を
や
め
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
彼
に
悲
報
が
届
く
。
党
組
織
再
建
の
使
命
を
帯
び
て

上
海
に
留
ま
っ
て
い
た
長
子
・
陳
延
年
が
捕
ま
り
、
七
月
四
日
に
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
だ
っ
た
。
ち

な
み
に
、
そ
の
半
年
ほ
ど
の
ち
、
次
子
の
喬
年
も
上
海
で
国
民
党
に
検
挙
さ
れ
、
同
じ
く
刑
場
の
露
と
消
え

る
こ
と
に
な
る
。
陳
独
秀
に
し
て
み
れ
ば
、
ま
さ
に
急
転
、
奈
落
の
底
に
突
き
落
と
さ
れ
た
一
年
で
あ
っ
た
。

中
共
新
指
導
部
の
最
初
の
仕
事
は
、
国
民
党
の
分
共
を
受
け
て
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
新
た
な
方
針
を
伝
達

し
、
新
路
線
を
話
し
合
う
場
を
早
急
に
設
け
る
こ
と
で
あ
り
、
緊
急
の
会
議
が
八
月
七
日
に
漠
口
の
租
界
で

開
か
れ
た
。
世
に
「
八
・
七
会
議
」
と
呼
ば
れ
る
そ
の
会
議
は
、
欄
秋
白
に
よ
っ
て
主
に
取
り
仕
切
ら
れ
た

も
の
だ
が
、
陳
独
秀
は
呼
ば
れ
な
か
っ
た
。
会
議
で
の
決
定
事
項
は
二
万
字
以
上
に
及
ぶ
長
大
な
文
書
に
ま

と
め
ら
れ
、
党
内
で
伝
達
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
指
導
部
に
つ
い
て
は
、
果
た
し
て
「
日
和
見
主
義
の
誤
り

を
犯
し
た
」
と
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
陳
独
秀
が
そ
の
責
任
者
で
あ
る
と
名
指
し
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
党
の
幹
部
の
多
く
が
、
そ
れ
ま
で
の
路
線
や
誤
り
が
陳
独
秀
個
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
方
針
に
従
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
。
あ
る
い
は
、
党
内
の
陳
独
秀
へ
の
尊
敬
の
念
は
、
ま
だ
ま
だ
強
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ

な
い
。先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
へ
の
名
指
し
批
判
が
強
ま
っ
て
い
く
の
は
、
陳
が
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
中
国
革
命

論
を
知
り
、
お
の
れ
が
モ
ス
ク
ワ
に
よ
っ
て
ス
ケ
ー
。
フ
・
ゴ
ー
ト
に
さ
れ
た
の
だ
と
気
づ
い
て
、

ス
タ
ー
リ
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ン
と
そ
れ
に
従
う
中
共
首
脳
部
を
公
然
と
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
指
導
部
の

中
で
活
動
す
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
一
九
二
七
年
秋
に
上
海
に
も
ど
っ
た
か
れ
は
、
折
々
に
党
の
幹
部

た
ち
の
来
訪
を
受
け
、
自
ら
も
「
撒
翁
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
党
機
関
誌
に
時
評
「
寸
鉄
」
を
発
表
し
、
国
民

党
を
批
判
し
つ
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
本
巻
に
は
寸
鉄
を
雑
誌
一
期
分
収
録
し
た
が
、
辛
辣
な
皮
肉

が
目
立
つ
ば
か
り
で
、
理
論
的
な
思
索
の
跡
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

一
九
二
七
年
の
国
共
合
作
崩
壊
後
、
共
産
党
は
国
民
党
に
よ
る
苛
烈
な
弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
う
し
た

な
か
で
、
陳
独
秀
を
モ
ス
ク
ワ
に
召
致
す
る
話
が
何
度
か
持
ち
上
が
っ
て
は
、
そ
の
た
び
に
立
ち
消
え
と
な

っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
・
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
見
れ
ば
、
陳
こ
そ
は
戦
犯
で
あ
る
か
ら
、
召
致
と
は
言
っ
て
も
、

自
己
批
判
さ
せ
、
反
省
さ
せ
る
た
め
の
呼
び
出
し
な
の
は
明
白
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
に
モ
ス
ク
ワ
で
開
か

れ
た
中
共
第
六
回
大
会
の
さ
い
も
、
彼
に
参
加
を
う
な
が
す
声
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
も

が
え

革
命
失
敗
の
責
任
は
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
信
念
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
彼
は
、
出
国
・
参
加
を
肯
ん
じ
な
か
っ

た
。
か
く
て
、
中
共
第
五
回
大
会
(
-
九
二
七
年
五
月
）
ま
で
最
高
指
導
者
だ
っ
た
彼
は
、
第
六
回
大
会
で
は
、

中
央
委
員
に
も
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

歴
史
に
「
も
し
も
」
は
禁
物
だ
が
、
か
り
に
彼
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
召
致
に
応
じ
て
い
た
ら
、
ど
う

な
っ
た
か
。
李
立
三
の
事
例
が
参
考
に
な
ろ
う
。
一
九
一
―

-
0年
に
、
か
の
「
李
立
三
路
線
」
に
よ
り
、
反
イ

ン
ク
ー
の
誤
り
を
犯
し
た
と
さ
れ
た
中
共
指
導
者
の
李
立
三
は
、
更
迭
の
の
ち
モ
ス
ク
ワ
に
召
致
さ
れ
た
が
、
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五
そ
の
後
十
五
年
も
の
間
、
様
々
な
理
由
を
つ
け
ら
れ
て
ソ
連
に
と
ど
め
置
か
れ
た
。
い
う
な
れ
ば
、
懲
罰
的

な
抑
留
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
陳
独
秀
が
一
貫
し
て
ソ
連
行
き
を
拒
ん
だ
こ
と
は
、
賢
明
な
選
択
だ
っ
た

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ト
ロ
ツ
キ
ズ
ム
ヘ
の
旋
回

党
中
央
を
逐
わ
れ
て
の
ち
、
上
海
に
閑
居
し
た
陳
独
秀
は
、
糧
秋
白
指
導
部
が
推
進
し
た
暴
動
路
線
に
懸

念
を
示
す
上
申
書
を
三
度
に
わ
た
っ
て
提
出
(
-
九
二
七
年
十
一

1
十
二
月
）
す
る
な
ど
、
党
の
活
動
へ
の
関

心
を
持
ち
つ
づ
け
た
。
本
巻
に
収
録
す
る
「
中
共
中
央
常
務
委
同
志
諸
兄
へ
の
書
簡
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
現

下
の
情
勢
が
党
指
導
部
が
言
う
よ
う
な
革
命
の
高
揚
期
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
、
方
針
の
見
直
し
を
訴
え

る
も
の
で
あ
る
。
書
簡
は
、
そ
れ
へ
の
党
中
央
常
務
委
員
会
の
返
書
と
と
も
に
党
内
刊
行
物
に
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
当
時
の
中
共
指
導
部
に
陳
に
対
す
る
尊
重
と
党
内
民
主
の
気
風
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
だ
が
、
返
書
は
文
面
こ
そ
丁
寧
な
も
の
の
、
陳
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
と
ピ
シ
ャ
リ
と
は
ね
つ
け

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
年
あ
ま
り
の
沈
黙
を
経
て
、
陳
独
秀
は
よ
り
厳
し
い
党
中
央
批
判
を
し
て
、

再
び
存
在
感
を
示
し
た
。
「
中
東
鉄
道
事
件
」
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
中
共
が
と
っ
た
ソ
連
擁
護
の
宣
伝
方
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針
へ
の
批
判
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
七
月
に
、
当
時
中
ソ
共
同
管
理
下
に
あ
っ
た
中
国
東
北
部
の
鉄
道
（
中

東
鉄
道
I

旧
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
中
国
領
通
過
部
分
）
を
国
民
政
府
・
張
学
良
が
武
力
接
収
し
、
そ
れ
が
軍
事

衝
突
に
ま
で
至
っ
た
の
が
「
中
東
鉄
道
事
件
」
で
あ
る
。
中
国
国
内
に
反
ソ
機
運
が
高
ま
る
と
、
中
共
は
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
示
を
受
け
て
、
ソ
連
を
擁
護
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
陳
独
秀

は
、
「
ソ
連
を
擁
護
し
よ
う
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と

を
訴
え
、
よ
り
適
切
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
手
段
に
よ
っ
て
宣
伝
を
行
え
と
党
中
央
の
姿
勢
を
批
判
し
た
の
で
あ

る。
当
時
の
党
中
央
を
率
い
て
い
た
李
立
三
は
、
闘
秋
白
ほ
ど
鷹
揚
で
は
な
か
っ
た
。
陳
独
秀
の
第
一
書
簡
は

そ
れ
へ
の
党
中
央
の
反
論
と
と
も
に
機
関
紙
『
紅
旗
』
（
八
月
七
日
）
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
さ
い
に
党
中
央
は

「
あ
な
た
が
今
後
だ
さ
れ
る
重
要
問
題
へ
の
意
見
を
受
け
と
め
る
用
意
が
あ
る
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
附
し
て

い
た
も
の
の
、
そ
の
わ
ず
か
三
日
後
に
同
紙
に
発
表
さ
れ
た
李
立
三
の
論
文
は
、
陳
独
秀
の
見
解
を
「
き
わ

め
て
重
大
な
日
和
見
主
義
」
の
誤
り
だ
と
決
め
つ
け
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
出
さ
れ
た
陳
の

第
二
書
簡
（
本
巻
未
収
）
は
つ
い
に
『
紅
旗
』
に
は
掲
載
さ
れ
ず
、
十
月
に
な
っ
て
『
中
国
革
命
と
日
和
見
主

義
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
批
判
材
料
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
月
、
陳
独
秀
は
、
彼
に

ほ
う
じ
ゅ
っ
し

同
調
し
た
影
述
之
ら
と
と
も
に
、
党
籍
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
党
の
政
策
や
革
命
方
針
を
め
ぐ
っ
て
中
共
の
機
関
誌
で
戦
わ
さ
れ
た
（
す
な
わ
ち
党
員
に
開
か
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(11) 

れ
た
）
論
争
は
、
こ
れ
が
最
後
の
も
の
と
な
っ
た
。
李
立
三
指
導
部
は
、
党
内
に
潜
在
的
な
力
を
持
っ
て
い

た
ト
ロ
ッ
キ
ス
ト
反
対
派
に
た
い
す
る
闘
争
と
日
和
見
主
義
（
陳
独
秀
）
に
た
い
す
る
そ
れ
を
結
び
つ
け
る

こ
と
を
全
党
に
命
令
、
こ
こ
に
陳
独
秀
ら
は
名
実
と
も
に
中
共
の
敵
と
な
り
、
以
後
ト
ロ
ツ
キ
ズ
ム
運
動
へ

と
つ
き
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

ト
ロ
ツ
キ
ー
の
中
国
革
命
論
、
そ
の
中
国
に
お
け
る
影
響
、
お
よ
び
中
国
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
の
生
成
に
つ
い

て
は
、
本
書
第
三
巻
が
詳
し
く
述
べ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
に
従
う
。
本
巻
収
録
の
最
後
の
二

篇
は
、
除
名
処
分
を
受
け
た
陳
独
秀
が
、
処
分
に
理
の
な
い
こ
と
を
訴
え
た
抗
議
書
と
も
い
う
べ
き
も
の
、

そ
し
て
い
ま
や
ト
ロ
ッ
キ
ー
派
と
な
っ
た
陳
独
秀
の
強
烈
な
中
共
・
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
・
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
で

あ
る
。
「
全
党
同
志
に
告
げ
る
書
」
で
陳
独
秀
は
、
国
民
革
命
時
期
の
自
ら
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
し

っ
か
り
と
認
め
た
上
で
、
そ
の
責
任
は
ソ
連
・
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
・
ス
ク
ー
リ
ン
も
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
訴
え
た
。
国
共
合
作
に
至
っ
た
経
緯
、
国
民
革
命
時
期
に
発
生
し
た
様
々
な
国
共
の
摩
擦
、
そ
し
て
国
民

党
へ
の
譲
歩
の
背
景
な
ど
な
ど
、
具
体
的
な
事
例
に
即
し
な
が
ら
回
想
・
解
説
す
る
そ
の
文
章
は
、
誠
実
な

革
命
家
の
弁
明
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
民
革
命
の
歴
史
に
か
ん
す
る
第
一
級
の
資
料
で
も
あ
る
。
事
実
、

こ
の
文
章
（
第
二
巻
解
説
）
も
、
か
な
り
の
部
分
を
「
全
党
同
志
に
告
げ
る
書
」
に
負
っ
て
い
る
。

長
期
に
わ
た
っ
て
陳
独
秀
に
貼
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
の
た
め
、
中
国
で
は
こ
の
「
全
党
同
志
に
告
げ
る
書
」

も
「
わ
れ
わ
れ
の
政
治
意
見
書
」
も
、
長
ら
く
反
党
宣
伝
、
せ
い
ぜ
い
が
負
け
犬
の
遠
吠
え
と
見
な
さ
れ
、
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六
ま
と
も
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
一
読
す
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
内
省
と
沈
思
が
ト

ロ
ツ
キ
ー
著
作
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
覚
醒
と
反
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
憤
激
と
な
っ
て
ほ
と
ば
し
り
出
た
傑

た
も
と

作
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
章
に
よ
っ
て
、
陳
独
秀
は
中
共
と
袂
を
分
か
ち
、
そ
し
て
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
・
ス

タ
ー
リ
ン
の
く
び
き
か
ら
自
由
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
彼
は
ほ
ど
な
く
、
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
と
し
て
生
き
、

真
の
革
命
家
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
、
中
共
の
指
導
者
よ
り
も
さ
ら
に
厳
し
い
茨
の
道
を
歩
む
こ
と
を
意

味
す
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
が
·
…
•
•
O

成
敗
を
超
え
て

で
は
、
中
共
指
導
者
時
期
の
彼
の
活
動
に
つ
い
て
貼
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
、
す
な
わ
ち
右
翼
日
和
見
主
義
と

い
う
評
価
が
、
そ
の
後
に
ど
う
な
っ
た
か
を
最
後
に
記
し
て
お
こ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
右
麗
日
和

見
主
義
、
な
い
し
は
右
翼
投
降
主
義
と
し
て
陳
の
活
動
を
総
括
し
た
の
は
、
一
九
一
―

1
0
1
四
0
年
代
の
中
国

共
産
党
の
指
導
者
、
具
体
的
に
言
え
ば
毛
沢
東
で
あ
っ
た
。
そ
の
毛
沢
東
は
、
実
は
陳
へ
の
評
価
を
将
来
的

に
見
直
す
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
二
年
三
月
三
十
日
に
延
安
で
、
中
共
幹
部
を
前
に
、

党
の
歴
史
を
ど
う
把
握
す
べ
き
か
に
つ
い
て
演
説
し
た
さ
い
、
「
陳
独
秀
は
五
・
四
運
動
の
総
司
令
で
あ
る
。
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今
は
ま
だ
陳
独
秀
の
歩
み
を
わ
れ
わ
れ
が
宣
伝
す
る
よ
う
な
時
期
で
は
な
い
が
、
将
来
わ
れ
わ
れ
が
中
国
の

(12) 

歴
史
を
編
纂
す
る
さ
い
に
は
、
彼
の
功
績
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
陳
独

秀
が
四
川
で
こ
の
世
を
去
る
わ
ず
か
三
ヶ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
党
指
導
者
と
し
て
の
高
み
か
ら
歴
代
指

導
部
の
成
敗
を
論
じ
れ
ば
、
確
か
に
陳
独
秀
の
誤
り
は
重
大
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
一
方
で
そ
の
毛
に

と
っ
て
も
、
陳
独
秀
の
存
在
は
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
秋
に
、
か
の
エ
ド
ガ
ー
・
ス
ノ
ー
に

語
っ
た
自
伝
で
、
毛
は
一
九
二

0
年
夏
に
陳
独
秀
を
訪
ね
た
時
の
様
子
を
率
直
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
の
読
ん
だ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
書
物
に
つ
い
て
陳
と
論
議
し
ま
し
た
が
、
自
ら
の
信
念
に
関
す
る
陳
の

(13) 

主
張
は
、
私
の
生
涯
の
お
そ
ら
く
決
定
的
な
時
期
に
あ
た
っ
て
、
私
を
深
く
感
動
さ
せ
ま
し
た
。

誤
り
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
党
の
創
立
期
に
陳
の
果
た
し
た
役
割
は
絶
大
で
あ
り
、
自
分
を
含
め
当
時
の

五
・
四
青
年
た
ち
を
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
と
導
い
て
く
れ
た
の
は
彼
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
そ
の
思
い
が
毛
を
し

て
「
陳
独
秀
は
五
•
四
運
動
の
総
司
令
」
と
言
わ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
当
時
の
中
共
に
と
っ
て
、

生
け
る
陳
は
な
お
党
へ
の
反
逆
者
で
あ
っ
た
。
今
は
功
績
を
論
ず
る
時
で
は
な
い
と
毛
が
前
置
き
し
た
ゆ
え

ん
で
あ
る
。

結
局
、
毛
沢
東
の
生
前
に
は
、
右
翼
日
和
見
主
義
者
た
る
陳
の
評
価
が
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
九
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こ
き
よ
う
ぽ
く

五
一
年
に
准
公
式
の
党
史
著
作
た
る
『
中
国
共
産
党
的
三
十
年
』
を
胡
喬
木
が
上
梓
す
る
に
さ
い
し
て
、
社

会
主
義
者
と
し
て
の
陳
独
秀
に
関
す
る
表
現
を
「
最
も
影
響
力
の
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
宣
伝
家
」
か
ら
「
大

き
な
影
響
力
を
も
つ
社
会
主
義
宣
伝
家
」
に
改
め
た
い
と
、
直
々
に
毛
沢
東
に
尋
ね
た
の
に
た
い
し
て
、
毛

(
M
)
 

は
「
よ
ろ
し
い
〔
可
以
〕
」
と
答
え
て
い
る
。
胡
喬
木
は
そ
の
前
段
で
「
陳
独
秀
は
け
っ
し
て
優
れ
た
マ
ル
ク

ス
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
も
毛
の
お
墨
付
き
を
踏
ま
え
た
だ
め
押
し

に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
の
後
、
陳
の
役
割
が
党
史
著
述
の
中
で
ま
と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
毛

が
将
来
の
こ
と
と
し
た
「
歴
史
を
編
纂
す
る
」
機
会
は
つ
い
に
訪
れ
ず
、
上
記
の
毛
の
陳
独
秀
評
（
彼
の
功

績
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ
る
）
も
、
公
表
さ
れ
た
の
は
一
九
八

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

毛
の
死
後
、
党
史
研
究
が
復
活
す
る
と
、
陳
独
秀
の
評
価
見
直
し
は
た
だ
ち
に
党
史
研
究
者
の
ホ
ッ
ト
な

話
題
と
な
り
、
林
茂
生
・
王
樹
様
・
王
洪
模
「
略
談
陳
独
秀
」
（
『
歴
史
教
学
』
一
九
七
九
年
第
五
期
）
の
よ
う

な
文
章
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
「
建
国
以
来
の
党
の
若
干
の
歴
史
問
題
に
関
す
る
決
議
」
作
成
の
過
程

こ

よ

う

ほ

う

で
部
小
平
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
胡
耀
邦
が
そ
れ
ぞ
れ
、
陳
独
秀
に
貼
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
の
う
ち
い
く
つ
か
に

つ
い
て
は
客
観
的
で
、
公
正
な
見
直
し
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
を
示
し
た
こ
と
も
あ
り
、
関
連
す
る
研
究
論

文
も
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
漠
奸
」
「
裏
切
り
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
基
本
的
に
剥

が
さ
れ
、
新
文
化
運
動
、
五
•
四
運
動
、
中
共
結
成
に
か
ん
し
て
は
、
彼
の
役
割
が
相
応
に
評
価
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
そ
し
て
、
国
民
革
命
時
期
の
誤
り
に
つ
い
て
も
、
一
九
九
一
年
刊
行
の
公
定
党
史
『
中
国
共
産
党
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歴
史
』
上
巻
で
「
陳
独
秀
の
右
翼
投
降
主
義
の
誤
り
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
部
分
が
、
二

0
0
一
年
刊
の
新

版
（
第
一
巻
）
で
は
、
「
陳
独
秀
を
代
表
と
す
る
右
翼
日
和
見
主
義
の
誤
り
」
に
、
誤
り
の
レ
ベ
ル
が
ト
ー
ン

ダ
ウ
ン
し
た
の
で
あ
っ
た
。

読
者
は
、
「
何
の
そ
れ
し
き
」
と
笑
っ
て
は
な
ら
な
い
。
中
共
党
史
の
世
界
で
は
、
「
投
降
主
義
」
と
「
日

和
見
主
義
」
と
で
は
、
大
違
い
な
の
だ
。
こ
の
時
期
、
評
価
の
見
直
し
に
大
ぎ
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、

唐
宝
林
氏
（
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
）
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
の
研
究
者
グ
ル
ー
。
フ
「
陳
独
秀
研
究

会
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
さ
ら
に
、
そ
の
「
日
和
見
主
義
」
な
る
レ
ッ
テ
ル
も
再
検
討
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
、

精
力
的
に
活
動
を
続
け
た
。
さ
ら
に
は
、
ソ
連
解
体
に
と
も
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
機
密
扱
い
さ
れ
た
コ
ミ
ン

テ
ル
ン
文
書
が
公
開
さ
れ
、
陳
独
秀
の
誤
り
と
さ
れ
た
も
の
の
多
く
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
や
ス
タ
ー
リ
ン
の
指

示
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
日
和
見
主
義
」
の
誤
り
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
、

お
よ
び
ト
ロ
ッ
キ
ス
ト
と
し
て
の
活
動
に
関
す
る
マ
イ
ナ
ス
評
価
は
、
容
易
に
は
覆
ら
な
か
っ
た
。
旧
套
の

路
線
史
観
の
影
響
は
、
牢
固
と
し
て
抜
き
が
た
い
の
で
あ
る
。
前
述
の
中
共
の
公
式
党
史
『
中
国
共
産
党
歴

史
』
は
、
二

0
―
一
年
に
第
二
版
が
上
梓
さ
れ
た
が
、
こ
の
最
新
版
で
も
「
陳
独
秀
を
代
表
と
す
る
右
翼
日

和
見
主
義
の
誤
り
」
と
い
う
表
記
は
改
ま
っ
て
い
な
い
。
陳
独
秀
研
究
会
も
二

0
0三
年
十
一
月
に
活
動
停

ひ
つ
そ
く

止
を
命
じ
ら
れ
て
以
降
、
逼
塞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
の
日
に
か
、
陳
独
秀
に
貼
ら
れ
た
レ
ッ
テ

ル
は
、
中
共
自
身
に
よ
っ
て
剥
が
さ
れ
、
彼
の
功
績
が
中
国
に
お
い
て
も
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
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の
か
。
現
代
中
国
研
究
者
は
、
中
国
共
産
党
の
行
く
末
と
合
わ
せ
て
、

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
注
目
し
続
け
る
こ
と
に
な
る

た
だ
し
、
陳
独
秀
自
身
は
ど
う
だ
ろ
う
。
少
し
考
え
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
泉
下
の
陳
独
秀
は
、
お
の
れ

の
歴
史
的
評
価
が
歴
史
家
や
革
命
運
動
の
同
志
た
ち
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
は
し
て
も
、
今
の

中
共
ー
ー
す
な
わ
ち
、
も
は
や
共
産
主
義
政
党
た
る
こ
と
を
自
ら
放
棄
し
、
陳
独
秀
の
つ
く
っ
た
党
と
は
似

て
も
似
つ
か
ぬ
政
権
党
と
な
っ
た
巨
大
組
織
か
ら
評
価
見
直
し
の
お
墨
付
き
を
得
る
こ
と
に
、
ど
れ
ほ

ど
の
意
味
を
感
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
「
終
生
の
反
対
派
」
だ
っ
た
彼
に
と
っ
て
は
、
願
い
下
げ
だ
ろ
う
。
彼

が
中
国
史
上
で
果
た
し
た
役
割
は
、
中
共
が
公
式
見
解
と
し
て
認
め
て
く
れ
る
か
否
か
と
い
う
世
俗
的
次
元

を
超
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)
本
巻
の
翻
訳
は
、
「
短
言
」
か
ら
「
国
民
党
左
派
・
右
派
と
は
何
か
」
ま
で
は
石
川
禎
浩
が
、
「
帝
国
主
義
と

は
何
か
軍
閥
と
は
何
か
」
以
降
は
三
好
伸
清
が
担
当
し
た
。

(
2
)

『
包
恵
僧
回
憶
録
』
（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
三

0
1
三
一
頁
。

(
3
)

敗
雲
志
・
欧
陽
哲
生
編
『
胡
適
書
信
集
』
上
巻
（
北
京
大
学
出
版
社
、

一
九
九
六
年
）
三
六
七
頁
。

（
石
川
禎
浩
）
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一
九
九

0
年）。

(
4
)

狂
原
放
『
回
憶
亜
東
図
書
館
』
（
学
林
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
八
七
頁
。

(
5
)

江
田
憲
治
「
陳
独
秀
と
「
二
回
革
命
論
」
の
形
成
」
（
『
東
方
学
報
』
第
六
二
冊
、

(
6
)

『
毛
沢
東
選
集
』
第
一
巻
（
人
民
出
版
社
、
一
九
五
三
年
[
初
版
]
）
二
三
八
頁
o

(
7
)

前
掲
江
田
論
文
。

(
8
)

鄭
超
麟
「
陳
独
秀
与
国
共
党
内
合
作
」
（
『
史
事
与
回
憶
鄭
超
麟
晩
年
文
選
』
第
三
巻
、
天
地
図
書
、
香

港
、
一
九
九
八
年
）
。

(
9
)

李
穎
『
陳
独
秀
与
共
産
国
際
』
（
湖
南
人
民
出
版
社
、
二

0
0五
年
）
一
五
七
頁
。

(10)

「
ソ
連
共
産
党
（
ボ
）
中
央
委
員
会
政
治
局
会
議
第
一
ご
一
号
（
特
第
九

0
号
）
記
録
(
-
九
二
七
年
六
月

二
十
三
日
）
」
（
B
K
I
I
(
6
)
,
K
o
M
葵
mep11
u
 Hal,{uo11 g
g
o
,
 Pe≪oJ110l,{uo1111oe J(≪u:>1ce11ue≪Kumae: J(o
逗ミ
e11mb1,

t
I
I
.
]
 9
2
6
ー
]9
2
7
.
,
 
M
o
C
K
B
a
,
 1
9
9
6
,
 
C. 8
0
4
ー8
0
5
)

。

(11)

江
田
憲
治
「
中
国
共
産
党
の
党
内
民
主
主
義
」
（
『
史
林
』
第
七
七
巻
第
六
号
、
一
九
九
四
年
）
。

(12)

毛
沢
東
「
如
何
研
究
中
共
党
史
（
一
九
四
二
年
三
月
三
十
日
）
」
（
『
毛
沢
東
文
集
』
第
二
巻
、
人
民
出
版
社
、

一
九
九
三
年
）
四

0
三
頁
。
な
お
、
毛
沢
東
は
一
九
四
五
年
四
月
二
十
一
日
の
中
共
七
大
の
予
備
会
議
の
演
説
で

も
同
様
の
発
言
を
し
て
い
る
（
『
毛
沢
東
文
集
』
第
三
巻
、
二
九
四
頁
）
。

(13)

松
岡
洋
子
訳
『
中
国
の
赤
い
星
』
上
巻
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
、
一
九
九
五
年
）
ニ
―
三
頁
。

(14)

『
建
国
以
来
毛
沢
東
文
稿
』
第
二
冊
（
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
三
六
六
頁
。
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