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現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と

地
方
主
義
批
判
の
政
治
力
学

―
広
東
省
に
関
す
る
地
方
主
義
批
判
を
め
ぐ
る
問
題
を
事
例
と
し
て

磯
部　

靖

一　

問
題
の
所
在

な
ぜ
、
中
国
に
お
い
て
は
、
強
い
国
家
権
力
と
分
散
的
社
会
と
い
う
二
律
背
反
的
な
現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
の
か
。
中
華
人
民
共
和

国
（
以
下
、
現
代
中
国
、
と
略
称
）
に
お
い
て
は
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
を
有
し
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が

絶
え
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
二
面
性
を
有
す
る
中
国
の
一
面
だ
け
を
取
り
上
げ
強
調
す
る
だ
け
で
は
、
上
記
の
二
律
背
反
的
な
現
象

が
起
こ
る
中
国
の
全
体
像
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
現

代
中
国
に
お
い
て
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
し
て
い
る
二
律
背
反
的
な
現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。
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具
体
的
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
地
方
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
の
問
題
点
と
本
稿
の
分
析
視
角
を
提
起
し
、
第
二
に
、
中
華
人
民
共
和
国

建
国
以
降
（
以
下
、
建
国
以
降
、
と
略
称
）、
広
東
省
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
地
方
主
義
批
判
を
事
例
と
し
て
、
中
央
集
権
的
政
治
体

制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
し
て
い
る
二
律
背
反
的
な
現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

最
後
に
、
本
稿
に
お
け
る
分
析
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問

題
が
併
存
す
る
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
の
全
体
像
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二　

地
方
主
義
を
め
ぐ
る
議
論

地
方
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
を
考
察
す
る
今
日
的
意
義
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
、
強
権
化
す
る
習
近
平
政
権
に
つ
い
て
語
ら
れ

る
一
方
で
、
汚
職
腐
敗
の
深
刻
化
や
不
動
産
バ
ブ
ル
な
ど
混
乱
す
る
中
国
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
よ
う
な
混
乱
現
象
を
地
方
主

義
と
読
み
換
え
る
と
、
上
記
の
よ
う
な
二
律
背
反
的
な
側
面
を
有
す
る
中
国
の
全
体
像
を
捉
え
る
上
で
、
地
方
主
義
の
問
題
解
明
は
、

そ
の
鍵
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

地
方
主
義
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
中
央
と
地
方
の
対
立
や
、
地
方
の
中
央
に
対
す
る
抵
抗
な
ど
、
二
元
論
的
、
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
捉
え

方
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
本
稿
で
は
、
広
義
の
捉
え
方
を
し
、
汚
職
腐
敗
、
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
、
不
動
産
バ
ブ
ル
な
ど
の
現

象
も
一
種
の
地
方
主
義
と
見
な
し
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
強
権
化
す
る
中
国
と
混
乱
す
る
中
国
と
い
う
二
律
背
反
的
中
国
像
は
、
中
央

集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
し
て
い
る
現
実
を
反
映
し
て
い
る
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
両
者
が
併

存
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
現
代
中
国
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
従
来
、

地
方
主
義
を
め
ぐ
り
展
開
さ
れ
て
き
た
議
論
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
本
稿
の
分
析
視
角
を
提
起
し
た
い
。
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（
１
）
地
方
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
と
そ
の
問
題
点

従
来
、
地
方
主
義
に
つ
い
て
は
、
中
央
の
政
策
か
ら
の
逸
脱
、
地
方
の
エ
ゴ
の
追
求
、
中
央
と
の
利
害
対
立
、
中
央
の
政
策
へ
の
抵

抗
な
ど
の
側
面
か
ら
捉
え
ら
れ
て
き
た）

1
（

。
た
と
え
ば
、
知
的
所
有
権
侵
害
、
不
動
産
バ
ブ
ル
、
土
地
収
用
、
経
済
過
熱
、
シ
ャ
ド
ー
バ

ン
キ
ン
グ
、
市
場
封
鎖
、「
諸
侯
経
済
」、
汚
職
腐
敗
、
密
輸
、
機
構
組
織
の
肥
大
化
な
ど
の
問
題
は
、
地
方
の
エ
ゴ
や
中
央
の
政
策
へ

の
抵
抗
の
現
れ
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
主
義
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
一
種
の
「
地
方
悪
玉
論
」
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

そ
れ
は
中
国
の
内
紛
や
混
乱
を
期
待
し
、
分
裂
や
崩
壊
の
可
能
性
を
喧
伝
す
る
反
共
宣
伝
の
影
響
を
過
度
に
受
け
て
い
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
総
じ
て
、
地
方
主
義
に
つ
い
て
の
従
来
の
論
じ
ら
れ
方
は
、
中
央
の
視
点
か
ら
地
方
を
批
判
す
る
こ
と
に
偏
り
過
ぎ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
地
方
主
義
批
判
と
い
う
の
は
、
中
央
に
お
け
る
政
策
論
争
や
権
力
闘
争
の
影
響
が
強
い
と
い

う
指
摘）

2
（

も
な
さ
れ
て
い
る
通
り
、
地
方
主
義
の
問
題
と
い
う
の
は
、
地
方
の
問
題
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
中
央
と
の
関
わ
り
の
中
で
捉

え
る
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
中
央
・
地
方
関
係
の
中
で
、
地
方
主
義
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
の
従

来
の
議
論
の
根
底
に
あ
る
認
識
は
、「
集
権
―
分
権
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
で
あ
る）

3
（

。「
集
権
―
分
権
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
は
、
中
央
・
地
方
関
係

を
、
中
央
集
権
と
地
方
分
権
の
サ
イ
ク
ル
と
し
て
捉
え
る
見
方
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
時
は
「
地
方
が
強
く
な
り
、
中
央

が
弱
く
な
っ
た
」、
ま
た
あ
る
時
は
「
中
央
が
強
く
な
り
、
地
方
が
弱
く
な
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
見
方
が
コ
ロ
コ
ロ
と
変
わ
る
の

が
「
集
権
―
分
権
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
集
権
―
分
権
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
中
央
と
地
方
の
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関
係
あ
る
い
は
中
央
集
権
と
地
方
分
権
の
関
係
を
、
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
も
の
と
捉
え
る
発
想
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
央
と
地
方
の

関
係
あ
る
い
は
中
央
集
権
と
地
方
分
権
の
関
係
は
、
果
た
し
て
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
は
、
む
し
ろ
相
互
作
用

的
で
あ
り
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
年
の
中
央
・
地
方
関
係
の
動
き
か
ら
も
、「
集
権
―
分
権
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
基
づ
い
た
ゼ
ロ
サ
ム
的
発
想
で
捉
え
る
こ
と
の
限
界
は

明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
分
税
制
や
人
事
異
動
の
制
度
化
に
よ
っ
て
再
集
権
が
行
わ
れ
、「
中
央
が

再
び
強
く
な
っ
た
」
と
言
わ
れ
る）

4
（

。
し
か
し
、
分
税
制
や
人
事
異
動
の
制
度
化
に
よ
り
、
形
式
上
は
確
か
に
「
中
央
が
再
び
強
く
な
っ

た
」
と
も
捉
え
得
る
側
面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
に
よ
り
様
々
な
矛
盾
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
再
集
権
の
結
果
、
基
層
レ
ベ
ル
の
財
政
難
は
深
刻
化
し
、
政
策
の
短
期
化
の
弊
害
も
著
し
く
な
っ
て
い
る
。
汚
職
腐
敗
、

不
動
産
バ
ブ
ル
、
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
、
環
境
汚
染
等
は
、
ま
さ
に
再
集
権
の
結
果
、
深
刻
化
し
た
問
題
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
問

題
は
、
一
種
の
地
方
主
義
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
地
方
へ
の
引
き
締
め
を
強
め
れ
ば
強
め
る
ほ
ど
、
地
方
主
義
と

さ
れ
る
問
題
が
深
刻
化
す
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
う
し
た
現
象
は
、
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
以
降
の
引
き
締
め

強
化
の
時
期
に
も
顕
在
化
し
て
い
た
の
で
あ
る）

5
（

。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
再
集
権
に
よ
り
「
中
央
が
再
び
強
く
な
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
捉
え
方
が
、
極
め
て
皮
相
的
な
も
の
で
あ

り
、
再
集
権
な
ど
と
い
う
の
は
、
所
詮
、
制
度
上
の
改
変
に
過
ぎ
ず
、
中
央
・
地
方
関
係
の
本
質
は
、
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
再
集
権
に
よ
り
「
中
央
が
再
び
強
く
な
っ
た
」
と
い
う
の
な
ら
、
な
ぜ
綱
紀
粛
正
や
人
事
権
発
動
、
軍
・
公
安
の

力
を
以
っ
て
し
て
も
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
を
な
く
せ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
制
度
上
は
、
共
産
党
の
組
織
力
や
人
事
権
を
行
使
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
を
統
制
で
き
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
は
な
く
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
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そ
れ
と
も
む
し
ろ
、
中
央
は
地
方
主
義
の
存
在
を
、
敢
え
て
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
地
方
主
義
に
は
何
ら

か
の
存
在
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
必
要
悪
と
し
て
の
地
方
主
義
と
い
う
捉
え
方
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
発

想
に
基
づ
き
、
現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
・
地
方
関
係
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
地
方
主
義
の
肯
定
的
側
面
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

（
２
）
中
央
と
地
方
の
関
係
概
念
と
し
て
の
地
方
主
義

そ
れ
で
は
、
地
方
主
義
と
は
、
そ
も
そ
も
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
地
方
主
義
を
ア
プ
リ
オ
リ
の
存
在
と
し
て
捉

え
る
実
体
論
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
関
係
論
的
な
視
点
か
ら
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
地
方
主
義
と
は
、
中

央
の
論
理
と
地
方
の
論
理
の
間
で
、
齟
齬
や
摩
擦
が
生
じ
た
り
し
た
時
に
、
中
央
の
側
か
ら
地
方
に
対
し
て
な
さ
れ
る
一
種
の
レ
ッ
テ

ル
貼
り
と
も
言
え
よ
う
。
地
方
主
義
批
判
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
中
央
の
視
点
か
ら
地
方
に
対

し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
き
、
地
方
主
義
批
判
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方

主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
し
て
い
る
謎
を
解
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
央
が
地
方
に
対
し
て
干
渉
し
て
も
、
思
う
よ
う

に
な
ら
な
い
場
合
に
、
地
方
主
義
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
い
通
り
に
し
よ
う
と
す
る
構
図
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
し
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
中

央
に
よ
る
干
渉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
と
し
て
、
思
う
通
り
に
は
地
方
が
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
中
央
の
地
方
に
対
す
る
統
制
の

限
界
を
も
示
し
て
い
る
。
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中
央
と
地
方
の
以
上
の
よ
う
な
関
係
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
と
い
う
の
は
、
地
方
指
導
者
に
よ
る
抵
抗
で

あ
る
と
か
、
地
方
の
エ
ゴ
な
ど
と
い
う
表
層
的
な
理
解
に
止
ま
っ
て
い
て
は
、
そ
の
本
質
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
白
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
は
地
方
を
統
制
す
る
た
め
に
、
制
度
や
政
策
を
変
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
見
せ
か
け
の
変
化
に
過
ぎ
ず
、
中

央
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
地
方
の
状
況
に
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
抱
い
た
中
央
の
側
は
、
地
方
に
対
し
て
地
方
主
義
批
判
を
行
い
、

形
だ
け
の
対
応
を
す
る
も
の
の
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
化
け
の
皮
が
剥
が
れ
て
、
ま
た
、
も
と
の
状
態
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
今
日
に
至
る
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
中
央
・
地
方
関
係
を
、
集
権
と
分
権
の
サ
イ
ク
ル
と
し
て
ゼ
ロ
サ
ム
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
極
め
て
表
層
的
な
理
解
に

過
ぎ
な
い
と
言
い
得
る
。
従
来
の
研
究
に
対
す
る
批
判
的
検
証
に
基
づ
く
、
こ
う
し
た
中
央
・
地
方
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
理
解

は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
す
る
二
律
背
反
的
な
現
象
が
起
こ
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
と
も
な
る
と
言
え
よ
う
。
以
上
が
、
本
稿
に
お
け
る
地
方
主
義
に
つ
い
て
の
分
析
視
角
で
あ
る
。

三　

広
東
省
に
お
け
る
地
方
主
義
批
判
を
め
ぐ
る
諸
問
題

以
下
で
は
、
建
国
以
降
、
広
東
省
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
地
方
主
義
批
判
を
事
例
と
し
て
、
現
代
中
国
に
お
い
て
、
中
央
集
権
的
政

治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
し
た
い
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
目
的
の
た
め
に
、
本
稿
で
は
な
ぜ
、
建
国
以
降
に
広
東
省
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
地
方
主
義
批
判
を
扱
う
の
か
。

そ
れ
は
、
第
一
に
、
毛
沢
東
時
代
、
広
東
省
で
は
、
顕
著
な
形
で
反
地
方
主
義
闘
争
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
、
改
革
・
開
放
期

以
降
に
も
、
広
東
省
に
対
し
て
は
地
方
主
義
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
た
め
、
毛
沢
東
時
代
と
の
比
較
検
討
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
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第
三
に
、
か
つ
て
広
東
省
に
お
い
て
地
方
主
義
者
と
し
て
批
判
さ
れ
た
者
た
ち
の
名
誉
回
復
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
影
響
し
て
、
地
方
主

義
批
判
を
行
っ
た
側
の
み
な
ら
ず
、
地
方
主
義
者
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
失
脚
し
た
側
の
認
識
を
も
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

よ
り
多
角
的
に
地
方
主
義
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
事
例
の
一
つ
と
し
て
、
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
に
と
も
な
う
地
方
主
義
批
判
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
土

地
改
革
と
地
方
エ
リ
ー
ト
の
再
編
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
優
れ
た
研
究
成
果
が
あ
り
、
地
方
エ
リ
ー
ト
の
属
性
や
役
割
に
つ
い
て
多
く

の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

6
（

。
ま
た
、
広
東
省
に
お
い
て
土
地
改
革
以
降
に
展
開
さ
れ
た
地
方
主
義
批
判
に
つ
い
て
は
、
エ
ズ

ラ
・
Ｆ
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
（Ezra	F.	V

ogel

）
に
よ
る
先
駆
的
な
研
究
が
あ
り
、
地
元
出
身
幹
部
と
外
来
幹
部
の
摩
擦
に
つ
い
て
の
初

歩
的
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）

7
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ー
ゲ
ル
の
研
究
は
通
史
的
な
記
述
に
止
ま
っ
て
お
り
、
近
年
に
至
り
、
よ
う
や

く
当
時
の
国
際
情
勢
も
踏
ま
え
た
多
角
的
な
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た）

8
（

。

そ
の
他
、
当
事
者
の
視
点
か
ら
、
当
時
の
出
来
事
を
詳
細
に
記
述
し
た
も
の
と
し
て
、
楊
立
に
よ
る
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
―
古
大
存
沈

冤
録
』
や
張
江
明
の
『
広
東
歴
史
問
題
研
究
―
広
東
“
地
方
主
義
”
平
反
研
究
資
料
』
な
ど
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
広
東
省
に
お
け
る

地
方
主
義
批
判
の
実
態
を
知
る
上
で
参
考
に
な
る）

9
（

。
ま
た
、
広
東
省
を
含
む
い
わ
ゆ
る
新
解
放
区
に
お
け
る
土
地
改
革
に
つ
い
て
の
近

年
の
研
究
で
は
、
莫
宏
偉
や
張
成
潔
ら
に
よ
る
著
書
が
注
目
さ
れ
る）

（1
（

。

一
方
、
本
稿
で
は
、
建
国
以
降
、
広
東
省
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
地
方
主
義
批
判
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
省
指
導
者
や
地

方
党
組
織
の
役
割
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
央
と
地
方
の
接
点
と
し
て
の
省
指
導
者
の
役
割
と
そ
の
限
界
に
着
目
す
る

こ
と
は
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
省
指
導
者
は
中
央
か
ら
任
命
さ
れ
、
中
央
の
政
策
を
執
行
す
る
任
務
を
負
う
と
と
も

に
、
地
域
社
会
の
実
情
を
踏
ま
え
た
形
で
、
中
央
の
政
策
を
貫
徹
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
い
わ
ば
「
ミ
ド
ル
マ
ン
」
の
立
場
に
置

か
れ
て
い
る
た
め
、
中
央
と
地
方
の
板
挟
み
と
な
り
、
地
方
主
義
批
判
の
標
的
と
な
り
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
考
察
対
象
と
し
て
、
極
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め
て
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
を
構
築
す
る
上
で
、
党
中
央
と
地
方
党
組
織
の
関
係
は
重
要
で
あ
り
、
中
央
の
政
策
を
地
方
に
お
い

て
貫
徹
で
き
る
か
否
か
は
、
地
方
党
組
織
の
働
き
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
た
め
、
地
方
党
組
織
の
役
割
を
研
究
す
る
こ
と
が
重
要
な
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
地
方
党
組
織
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
主
義
批
判
が
行
わ
れ
た
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
解
明
で
き
る
と
と
も
に
、
地
方
主
義
批
判
に
よ
っ
て
、
地
方
党
組
織
や
地
域
社
会
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か

を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
・
地
方
関
係
の
現
実
、
す
な
わ
ち
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ

る
問
題
併
存
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
認
識
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
、
建
国
以
降
、
広
東
省
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
地
方
主
義
批
判
の
問
題
を
、
単
に
個
々
の
事
例
を

記
述
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
巨
視
的
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
は
、
巨
視

的
に
現
代
中
国
に
お
け
る
地
方
主
義
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
の
視
座
を
提
起
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

以
下
、
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
建
国
以
降
の
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
の
展
開
か
ら
地
方
主
義
批
判
に
至
る
ま
で
の
経
緯
、
第

二
に
、
反
地
方
主
義
闘
争
と
そ
の
後
遺
症
、
第
三
に
、
改
革
・
開
放
政
策
へ
の
転
換
と
地
方
主
義
の
実
質
的
容
認
と
奨
励
の
背
景
な
ど

を
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
現
代
中
国
に
お
い
て
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
１
）
土
地
改
革
の
展
開
と
地
方
主
義
批
判

ま
ず
は
、
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
の
展
開
か
ら
地
方
主
義
批
判
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
見
て
い
き
た
い
。
一
九
五
〇
年
六
月
に
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開
催
さ
れ
た
中
国
共
産
党
第
七
期
中
央
委
員
会
第
三
回
全
体
会
議
に
お
け
る
毛
沢
東
の
報
告）

（1
（

に
よ
れ
ば
、
当
時
、
旧
解
放
区
と
呼
ば
れ

た
東
北
や
華
北
を
中
心
と
し
た
地
域
で
は
、
す
で
に
土
地
改
革
は
終
了
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
広
東
省
を
初
め
と
す
る
新
解
放
区

と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
の
多
く
で
は
、
ま
だ
土
地
改
革
は
本
格
的
に
実
施
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
国
民
党
の
残
存
勢
力
に
よ
る
破

壊
活
動
が
続
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
社
会
秩
序
の
安
定
の
方
が
急
務
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
当
時
、
新
解
放
区
の
農
村
地
域
に
お
い
て
は
、
共
産
党
の
支
配
は
十
分
に
は
浸
透
し
て
お
ら
ず
、
地
主
層
や
国
民
党
の

残
存
勢
力
が
農
村
地
域
を
基
盤
と
し
て
破
壊
活
動
を
行
い
、
成
立
間
も
な
い
共
産
党
政
権
に
脅
威
を
与
え
て
い
た
。
さ
ら
に
は
一
九
五

〇
年
六
月
の
朝
鮮
戦
争
勃
発
と
と
も
に
、
国
民
党
の
残
存
勢
力
や
匪
賊
な
ど
に
よ
る
破
壊
活
動
が
活
発
化
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
共

産
党
政
権
に
と
っ
て
、
農
村
地
域
へ
の
支
配
の
浸
透
は
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

ま
た
当
時
、
広
東
省
は
、
共
産
党
指
導
部
か
ら
は
「
南
大
門
」
と
も
称
さ
れ
、
国
防
の
要
衝
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
、
第
一
に
、「
解
放
」
が
比
較
的
遅
い
時
期
で
あ
っ
た
た
め
、
依
然
と
し
て
、
国
民
党
の
残
存
勢
力
が
多
数
潜
伏
し
て
い
た

こ
と
、
第
二
に
、
海
岸
線
が
長
い
た
め
に
、
国
民
党
に
よ
る
「
大
陸
反
攻
」
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
当
時
、
反

共
勢
力
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
香
港
や
マ
カ
オ
に
隣
接
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実
際
、
広
東
省
で
は
、「
解
放
」
後
も
、

海
南
島
を
初
め
と
し
た
島
嶼
部
に
お
い
て
国
民
党
軍
と
の
戦
闘
が
続
い
て
い
た
ば
か
り
か
、
広
州
を
初
め
と
す
る
大
都
市
に
は
国
民
党

軍
機
に
よ
る
爆
撃
が
、
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た）

（1
（

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
広
東
省
に
お
い
て
、
土
地
改
革
を
実
施
す
る
こ
と
は
、

政
権
基
盤
を
安
定
さ
せ
る
上
で
も
、
極
め
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
時
の
広
東
省
は
、
海
南
島
へ
の
進
攻
作
戦
や
国
民
党
の
残
存
勢
力
に
対
す
る
掃
討
作
戦
な
ど
の
課
題
を
抱
え
、
い
わ
ば
準

戦
時
体
制
に
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
国
民
党
と
の
戦
争
の
最
前
線
に
位
置
し
て
い
た
広
東
省
の
統
治
に
つ
い
て
、
毛
沢
東

を
初
め
と
す
る
党
中
央
は
強
い
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
葉
剣
英
中
共
中
央
華
南
分
局
（
以
下
、
華
南
分
局
、
と
略
称
）
第
一
書
記
を
筆
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頭
と
す
る
広
東
省
の
指
導
者
た
ち
は
、
中
央
に
よ
る
強
力
な
統
制
下
に
お
か
れ
て
い
て
、
中
央
か
ら
の
指
示
を
忠
実
に
遂
行
す
る
立
場

に
あ
り
、
彼
ら
は
原
則
的
に
は
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
と
は
無
縁
の
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
党
中
央
は
、
広
東
省
指
導
部）

（1
（

を
強
固
な
指
揮
命
令
系
統
の
も
と
に
置
い
て
い
た
も
の
の
、
土
地
改
革
を
実
施
す
る
上

に
お
い
て
、
基
層
レ
ベ
ル
の
動
態
は
別
物
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
広
東
省
指
導
部
は
党
中
央
の
強
固
な
指
揮
命
令
系
統
の
も
と
に

あ
っ
た
と
は
い
え
、
基
層
レ
ベ
ル
に
関
し
て
は
、
党
中
央
の
直
接
的
影
響
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
当

時
、
広
東
省
の
行
政
レ
ベ
ル
は
、
省
以
下
、
専
区
・
地
区
、
県
、
区
、
郷
・
鎮
、
村
の
各
階
層
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
〇
年
九

月
の
時
点
で
、
葉
剣
英
に
よ
れ
ば
、
郷
・
鎮
以
下
の
末
端
レ
ベ
ル
に
ま
で
は
共
産
党
の
支
配
は
十
分
に
及
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の
多
く
は

依
然
と
し
て
敵
の
支
配
下
に
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
た）

（1
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
央
か
ら
の
指
示
を
末
端
レ
ベ
ル
に
ま
で
貫
徹
さ
せ

る
の
は
困
難
な
状
況
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
一
九
五
一
年
七
月
の
時
点
に
至
っ
て
も
克
服
さ
れ
て
お
ら
ず
、
葉
剣
英
は
依
然
と

し
て
末
端
レ
ベ
ル
に
ま
で
政
策
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
実
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た）

（1
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
の
広
東
省
に
お
い
て
土
地
改
革
を
実
施
す
る
に
は
、
一
定
の
自
律
性
を
有
す
る
地
域
社
会
と
の
関
係
が
重
要

と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
広
東
省
の
自
律
的
地
域
社
会
と
し
て
の
特
徴
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
先
に
言
及
し
た
戦
略
的
重
要
性
、

華
僑
華
人
と
の
つ
な
が
り
の
強
さ
、
農
村
幹
部
の
限
定
的
組
織
化
、
在
地
勢
力
の
抵
抗
な
ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
た
。

と
り
わ
け
、
東
北
地
区
や
華
北
地
区
な
ど
に
お
い
て
は
農
村
の
根
拠
地
を
拡
大
さ
せ
る
形
で
共
産
党
の
支
配
が
浸
透
し
て
い
っ
た
の

と
は
異
な
り
、
広
東
省
で
は
先
に
広
州
な
ど
の
大
都
市
を
軍
事
的
に
占
領
す
る
こ
と
か
ら
共
産
党
の
支
配
が
拡
大
し
て
い
っ
た
た
め
、

「
解
放
」
後
も
農
村
に
ま
で
は
そ
の
支
配
は
十
分
に
浸
透
し
て
お
ら
ず
、
広
大
な
農
村
の
大
部
分
は
依
然
と
し
て
、
地
主
勢
力
、
匪
賊
、

国
民
党
の
残
存
勢
力
の
支
配
下
に
あ
っ
た）

（1
（

。
た
と
え
ば
、
あ
る
地
区
の
農
村
の
統
治
機
関
の
う
ち
、
共
産
党
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た

の
は
二
五
％
、
地
主
や
悪
徳
分
子
に
牛
耳
ら
れ
て
い
た
の
は
二
五
％
、
残
り
の
五
〇
％
は
形
骸
化
し
て
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
機
能
し
て
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い
な
い
状
況
で
あ
っ
た）

（1
（

。
農
村
幹
部
の
属
性
に
つ
い
て
も
、
地
主
と
そ
の
手
下
、
国
民
党
の
残
存
勢
力
や
特
務
、
匪
賊
、
愚
連
隊
な
ど

が
数
多
く
紛
れ
込
ん
で
い
た）

（1
（

。

こ
の
よ
う
な
属
性
を
持
つ
農
村
幹
部
の
素
行
の
悪
さ
は
、
当
時
、
共
産
党
が
農
民
か
ら
の
支
持
を
十
分
に
は
得
ら
れ
な
い
大
き
な
原

因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
彼
ら
に
よ
る
税
の
粗
暴
な
取
り
立
て
と
不
明
朗
な
支
出
は
、
農
民
た
ち
の
不
興
を
大
き
く
買

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
農
村
幹
部
は
土
地
改
革
を
実
施
す
る
ど
こ
ろ
か
、
農
民
か
ら
孤
立
無
援
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
、
葉
剣

英
の
み
な
ら
ず
毛
沢
東
も
懸
念
を
表
明
し
て
い
た）

11
（

。
不
当
な
税
の
取
り
立
て
は
、
一
九
五
一
年
末
の
時
点
で
も
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、

農
村
幹
部
は
行
政
管
理
費
、
市
場
管
理
費
な
ど
の
名
目
を
で
っ
ち
上
げ
て
不
当
な
徴
収
を
行
っ
て
お
り
、
学
校
、
農
民
協
会
、
民
兵
組

織
な
ど
も
恣
意
的
な
費
用
の
徴
収
を
行
っ
て
い
た）

1（
（

。

そ
の
背
景
に
は
、
お
よ
そ
農
村
幹
部
と
し
て
不
適
格
な
人
間
が
大
量
に
混
入
し
て
い
た
実
態
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
幹
部
の
ほ
と

ん
ど
は
、「
解
放
」
前
後
に
急
速
か
つ
大
量
に
流
入
し
た
者
た
ち
で
、
そ
の
多
く
は
目
先
の
利
益
や
出
世
の
た
め
に
加
入
し
て
お
り
、

実
際
に
、
国
民
党
の
特
務
や
匪
賊
も
数
多
く
紛
れ
込
ん
で
い
た）

11
（

。
多
く
の
農
村
で
は
、
実
際
に
仕
事
の
で
き
る
幹
部
は
極
め
て
少
数
で
、

大
部
分
は
ろ
く
に
仕
事
も
せ
ず
に
タ
ダ
飯
を
食
ら
う
だ
け
の
烏
合
の
衆
と
化
し
て
い
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
農
村
幹
部
は
、
農
民
か
ら
し
て

み
れ
ば
、
私
利
私
欲
の
た
め
に
権
力
を
行
使
す
る
者
に
し
か
映
ら
ず
、
土
地
改
革
を
行
う
上
で
の
農
民
と
農
村
幹
部
の
団
結
は
望
む
べ

く
も
な
か
っ
た
。

農
村
幹
部
の
以
上
の
よ
う
な
為
体
ゆ
え
に
、
地
主
勢
力
や
国
民
党
の
残
存
勢
力
が
農
村
に
お
い
て
勢
力
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
比
較

的
容
易
で
あ
っ
た）

11
（

。
た
と
え
ば
、
地
主
勢
力
や
国
民
党
の
残
存
勢
力
は
、
農
民
協
会
や
村
役
場
に
紛
れ
込
ん
だ
り
、
賄
賂
等
で
農
村
幹

部
を
籠
絡
し
、
農
村
で
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
々
見
受
け
ら
れ
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
当
時
、
税
務
署
は
彼
ら
の
収

入
源
で
、
学
校
は
彼
ら
の
宣
伝
機
関
で
あ
り
、
民
兵
は
彼
ら
の
軍
隊
で
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
た）

11
（

。
ま
た
、
仮
に
土
地
改
革
が
実
施
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さ
れ
た
と
し
て
も
、
農
村
幹
部
の
上
記
の
よ
う
な
問
題
が
原
因
で
、
程
な
く
し
て
地
主
勢
力
や
国
民
党
の
残
存
勢
力
が
主
導
権
を
奪
還

し
、
土
地
改
革
の
成
果
は
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
各
地
で
生
じ
て
い
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
一
九
五
一
年
夏
の
時

点
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
、
広
東
省
の
全
農
業
人
口
約
三
〇
〇
〇
万
人
の
う
ち
、
土
地
改
革
が
完
了
し

て
い
た
地
区
の
人
口
は
、
四
六
〇
万
人
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た）

11
（

。

一
九
五
〇
年
九
月
、
土
地
改
革
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
華
南
分
局
は
、
中
共
中
央
中
南
局
（
以
下
、
中
南
局
、
と
略
称）

11
（

）
と
党
中

央
に
対
し
て
、
県
級
レ
ベ
ル
以
上
の
幹
部
を
一
〇
〇
〇
名
余
り
、
一
般
幹
部
六
〇
〇
〇
名
余
り
を
、
外
地
か
ら
新
た
に
配
属
さ
せ
る
よ

う
要
請
し）

11
（

、
翌
一
〇
月
に
は
、
中
南
局
の
批
准
を
経
て
、
広
東
省
土
地
改
革
委
員
会
が
成
立
し
、
方
方
が
主
任
、
李
堅
真
が
副
主
任
と

な
っ
た
。
李
は
、
中
南
局
第
二
書
記
の
鄧
子
恢
が
、
李
の
華
北
地
区
で
の
土
地
改
革
の
経
験
を
評
価
し
て
抜
擢
し
、
葉
剣
英
の
求
め
に

応
じ
て
、
広
東
省
に
赴
任
さ
せ
た）

1（
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
広
東
省
に
お
い
て
は
、
既
述
し
た
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
土
地
改
革
を
実
施
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
た
と
え
ば
、
党
中
央
は
速
や
か
に
大
衆
を
動
員
し
て
基
層
組
織
を
強
化
し
、
土
地
の
分
配
を
行
う
こ
と
を
指
示
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
広
東
省
で
は
大
衆
の
動
員
が
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
基
層
組
織
が
脆
弱
で
、
土
地
改
革
が
停
滞
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な

状
況
を
、
毛
沢
東
は
批
判
し
た）

11
（

。

そ
れ
を
受
け
て
、
一
九
五
一
年
二
月
に
、
方
方
は
、
一
九
五
二
年
春
ま
で
に
、「
大
部
分
の
地
区
で
土
地
改
革
を
完
成
さ
せ
る
こ
と

を
目
指
す
」
と
表
明
す
る
と
と
も
に）

11
（

、
葉
剣
英
は
、
毛
沢
東
が
広
東
省
の
土
地
改
革
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
こ
と
察
知
し
て
、
一
九
五

一
年
四
月
に
は
、
華
南
分
局
拡
大
会
議
を
開
催
し
、
大
規
模
で
嵐
の
よ
う
に
激
し
い
農
民
運
動
の
必
要
性
を
提
起
し
、
人
民
解
放
軍

（
以
下
、
軍
、
と
略
称
）
お
よ
び
南
下
幹
部
と
呼
ば
れ
て
い
た
外
来
幹
部
に
依
拠
し
て
、
土
地
改
革
を
推
進
し
て
い
く
と
の
方
針
を
打

ち
出
し
た）

11
（

。
同
会
議
で
は
、
方
方
も
、「
土
地
改
革
を
完
成
さ
せ
る
に
は
、
嵐
の
よ
う
に
激
し
い
農
民
運
動
が
必
要
で
あ
る
」
と
決
意
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を
述
べ
た）

11
（

。

こ
の
よ
う
な
方
針
を
受
け
て
、
各
地
区
・
県
の
党
委
員
会
第
一
書
記
は
、
原
則
と
し
て
、
当
時
、
南
下
幹
部
と
呼
ば
れ
た
外
来
幹
部

が
務
め
、
華
南
軍
区
か
ら
は
七
〇
〇
〇
人
規
模
の
人
員
を
動
員
し
て
、
二
五
県
の
土
地
改
革
を
請
け
負
わ
せ
、
土
地
改
革
の
梃
入
れ
が

図
ら
れ
た）

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
外
来
幹
部
主
導
に
よ
る
土
地
改
革
の
急
進
化
は
、
様
々
な
摩
擦
を
必
然
的
に
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ

た
。
た
と
え
ば
、
土
地
改
革
に
頑
強
に
抵
抗
す
る
在
地
勢
力
は
も
と
よ
り
、
本
来
土
地
改
革
を
推
進
す
る
側
で
あ
る
地
元
出
身
幹
部
と

外
来
幹
部
と
の
間
の
摩
擦
は
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
地
元
出
身
幹
部
は
、
地
域
社
会
の
実
情
に
即
し
た
形
で
の
土
地
改
革
を
主
張
す
る
一
方
で
、
外
来
幹
部
は
党
中
央
か

ら
与
え
ら
れ
た
ノ
ル
マ
を
遂
行
す
る
こ
と
を
至
上
命
題
と
し
、
強
圧
的
な
姿
勢
で
土
地
改
革
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
た
め
、
地
域
社

会
な
ら
び
に
地
元
出
身
幹
部
と
の
摩
擦
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
一
九
五
一
年
の
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
土
地
改
革
の

急
進
化
に
と
も
な
い
、
強
制
や
暴
力
が
横
行
し
、
農
村
で
は
混
乱
が
深
ま
っ
た
た
め
に
、
六
月
三
〇
日
に
、
葉
剣
英
は
取
り
組
み
の
行

き
過
ぎ
を
防
止
す
る
こ
と
を
徹
底
す
る
よ
う
指
示
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た）

11
（

。

こ
う
し
て
、
外
来
幹
部
と
地
域
社
会
の
軋
轢
、
外
来
幹
部
と
地
元
出
身
幹
部
の
摩
擦
な
ど
も
影
響
し
て
、
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改

革
の
実
施
は
混
迷
を
深
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
五
一
年
九
月
、
方
方
は
、
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
開
始
か
ら
の
一
年
を
振
り

返
り
、「
過
去
一
年
の
問
題
と
し
て
、
地
主
階
級
の
抵
抗
が
激
し
く
、
ま
だ
彼
ら
に
対
す
る
打
撃
が
足
り
な
い
、
幹
部
と
大
衆
の
結
び

つ
き
が
弱
く
、
土
地
改
革
に
盛
り
上
が
り
が
欠
け
て
い
る）

11
（

」
と
総
括
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
党
中
央
は
広
東
省
指
導
部
を
強
固
な
指
揮
命
令
系
統
の
も
と
で
統
制
し
て
い
た
と
は
い
え
、
実
際
の
政
策
執

行
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
社
会
の
実
情
を
無
視
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
の
も
と
、

党
中
央
は
広
東
省
指
導
部
を
統
制
下
に
お
い
て
い
た
も
の
の
、
実
際
の
政
策
執
行
は
、
地
域
社
会
の
あ
り
様
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
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け
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
の
も
と
に
お
い
て
も
、
政
策
執
行
に
あ
た
っ
て
は
地
域
差
が
生

じ
る
の
は
必
然
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
時
と
し
て
、
中
央
の
側
の
視
点
か
ら
、
地
方
主
義

と
し
て
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

（
２
）
地
方
主
義
批
判
と
反
地
方
主
義
闘
争
に
よ
る
後
遺
症

次
に
、
地
方
主
義
批
判
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
お
よ
び
反
地
方
主
義
闘
争
の
後
遺
症
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
一
九
五
二
年
に
入
る
と
、

毛
沢
東
は
、
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
の
混
迷
状
況
に
業
を
煮
や
し
、
葉
剣
英
を
初
め
と
す
る
広
東
省
指
導
部
へ
の
批
判
を
強
め
た
。

土
地
改
革
の
停
滞
に
対
す
る
党
中
央
と
毛
沢
東
に
よ
る
こ
う
し
た
批
判
を
受
け
て
、
一
九
五
二
年
四
月
、
華
南
分
局
拡
大
会
議
で
は
、

土
地
改
革
を
取
り
組
む
べ
き
最
優
先
課
題
と
し
、
軍
と
南
下
幹
部
に
依
拠
し
て
、
土
地
改
革
を
断
固
遂
行
す
る
と
の
決
定
が
下
さ
れ
た）

11
（

。

そ
れ
に
と
も
な
い
、
土
地
改
革
を
担
う
幹
部
の
適
正
審
査
も
行
わ
れ
、
問
題
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
六
五
一
五
名
が
処
分
を
受
け
た）

11
（

。

方
方
は
、
土
地
改
革
を
担
う
幹
部
に
対
す
る
こ
う
し
た
行
き
過
ぎ
た
処
分
に
反
対
し
、
処
分
を
受
け
た
幹
部
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
後
に
、
方
方
に
よ
る
地
方
主
義
の
誤
り
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る）

1（
（

。

一
九
五
二
年
六
月
、
毛
沢
東
は
中
南
海
の
頤
年
堂
で
、「
広
東
問
題
」
を
特
別
に
議
論
す
る
中
央
書
記
処
会
議
を
主
宰
し
た）

11
（

。
同
会

議
に
は
、
葉
剣
英
、
方
方
、
陶
鋳
ら
広
東
省
の
指
導
者
が
呼
び
つ
け
ら
れ
、
広
東
省
に
存
在
す
る
「
地
方
主
義
」
の
問
題
が
非
難
さ
れ

た）
11
（

。
と
り
わ
け
、
広
東
省
指
導
部
が
、
毛
沢
東
に
虚
偽
の
報
告
を
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
幹
部
の
取
り
扱
い
や
土
地
改
革
に
お
け
る

「
右
寄
り
の
誤
り
」
を
犯
し
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
た
。
こ
こ
で
言
う
「
右
寄
り
の
誤
り
」
と
は
、
外
来
幹
部
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
地

元
出
身
幹
部
を
重
用
し
た
こ
と
、
広
東
省
指
導
部
の
積
極
性
が
欠
如
し
て
い
た
た
め
に
、
土
地
改
革
が
遅
々
と
し
て
進
展
し
て
い
な
か
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っ
た
こ
と
、
そ
の
過
程
で
、
地
主
勢
力
等
と
の
間
で
妥
協
的
な
政
策
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
と
さ
れ
た）

11
（

。
毛
沢
東
は
方
方
に
対
し
、
土
地

改
革
が
停
滞
し
た
こ
と
と
、
幹
部
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
地
方
主
義
の
誤
り
を
犯
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
降
格
を
言
い
渡
し
た
。
そ

の
ほ
か
、
同
会
議
で
は
、
葉
剣
英
の
土
地
改
革
に
関
す
る
広
東
特
殊
論
が
批
判
さ
れ
た）

11
（

。

こ
う
し
た
毛
沢
東
ら
に
よ
る
批
判
を
受
け
、
一
九
五
二
年
六
月
二
九
日
か
ら
七
月
六
日
に
か
け
て
、
華
南
分
局
拡
大
会
議
が
開
催
さ

れ
、
広
東
省
に
お
い
て
反
地
方
主
義
闘
争
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
会
議
で
は
、
陶
鋳
や
趙
紫
陽
ら
数
十
名
の
幹
部
が
、
方

方
の
土
地
改
革
や
幹
部
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
地
方
主
義
の
問
題
を
批
判
し
た）

11
（

。
た
と
え
ば
、
土
地
改
革
が
迷
走
し
た
の
は
、
方
方
の

地
方
主
義
の
せ
い
だ
と
批
判
さ
れ
、
方
方
の
他
、
葉
剣
英
や
馮
白
駒
も
批
判
を
受
け
た）

11
（

。

そ
の
結
果
、
広
東
省
指
導
部
に
お
け
る
土
地
改
革
の
責
任
者
で
あ
っ
た
方
方
を
初
め
と
す
る
多
く
の
地
元
出
身
幹
部
が
降
格
や
失
脚

を
余
儀
な
く
さ
れ
た）

11
（

。
同
会
議
で
葉
剣
英
は
、
地
方
主
義
の
問
題
を
放
置
し
た
こ
と
を
自
己
批
判
し
、
急
進
的
な
土
地
改
革
を
志
向
し

て
い
た
陶
鋳
や
趙
紫
陽
ら
の
方
針
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た）

11
（

。
方
方
も
同
会
議
で
の
自
己
批
判
の
中
で
、
土
地
改
革
を
進
め
る

に
あ
た
り
、
部
下
で
あ
っ
た
趙
紫
陽
を
重
用
し
な
か
っ
た
誤
り
を
認
め
た）

11
（

。
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
五
二
年
に
展
開
さ
れ
た
反
地
方
主

義
闘
争
の
際
に
は
、
土
地
改
革
の
責
任
者
と
し
て
の
方
方
が
主
た
る
批
判
対
象
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
方
方
と
共
同
歩
調
を
と
っ

て
い
た
葉
剣
英
へ
の
批
判
で
も
あ
っ
た）

1（
（

。

そ
の
後
、
葉
剣
英
は
心
労
が
た
た
り
病
気
療
養
の
た
め
広
東
省
を
離
れ
、
方
方
は
華
南
分
局
第
三
書
記
か
ら
同
第
五
書
記
に
降
格
さ

れ
、
そ
れ
を
受
け
て
、
実
質
上
、
陶
鋳
が
華
南
分
局
を
主
導
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
五
三
年
五
月
七
日
、
葉
剣
英
は
正
式
に
広
東

省
を
離
れ
、
陶
鋳
が
華
南
分
局
書
記
代
理
兼
広
東
省
人
民
政
府
主
席
に
、
趙
紫
陽
は
華
南
分
局
副
書
記
兼
同
農
村
工
作
部
部
長
に
就
任

し
た）

11
（

。
一
方
、
一
九
五
三
年
に
入
っ
て
展
開
さ
れ
た
新
三
反
運
動
に
関
連
し
て
、
方
方
は
深
刻
な
官
僚
主
義
と
分
散
主
義
の
誤
り
を
犯

し
た
と
し
て
、
一
九
五
三
年
五
月
二
六
日
に
は
、
華
南
分
局
第
五
書
記
・
常
務
委
員
、
広
東
省
人
民
政
府
第
一
副
主
席
等
の
職
務
を
解



156

任
さ
れ
、
一
九
五
五
年
に
は
、
中
央
僑
務
委
員
会
副
主
任
に
転
任
さ
せ
ら
れ
た）

11
（

。
一
九
五
五
年
七
月
一
日
に
は
、
華
南
分
局
が
廃
止
さ

れ
、
中
国
共
産
党
広
東
省
委
員
会
（
以
下
、
広
東
省
委
、
と
略
称
）
が
成
立
し
、
陶
鋳
は
広
東
省
委
書
記
兼
広
東
省
省
長
、
趙
紫
陽
は

広
東
省
委
副
書
記
兼
同
秘
書
長
に
就
任
し
た）

11
（

。
こ
う
し
て
、
方
方
は
失
脚
し
、
葉
剣
英
は
広
東
省
を
離
れ
、
そ
の
後
は
、
陶
鋳
が
名
実

と
も
に
広
東
省
の
政
治
を
主
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
毛
沢
東
と
党
中
央
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
を
め
ぐ
る
反
地
方
主
義
闘
争
に
は
、
毛
沢
東
や
党
中
央
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た

と
は
い
え
、
そ
の
遠
因
と
し
て
、
中
南
局
と
華
南
分
局
の
間
で
は
、
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
の
進
め
方
を
め
ぐ
っ
て
、
深
刻
な
対

立
が
生
じ
て
い
た）

11
（

。
た
と
え
ば
、
土
地
改
革
の
進
め
方
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
華
僑
の
土
地
や
財
産
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
、
華
南
分

局
の
葉
剣
英
お
よ
び
方
方
と
、
中
南
局
土
地
改
革
委
員
会
の
李
雪
峰
と
の
間
に
認
識
の
相
違
が
あ
り）

11
（

、
李
雪
峰
は
、
広
東
省
の
土
地
改

革
は
右
傾
化
し
て
い
る
と
の
批
判
を
強
め
て
い
た）

11
（

。

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
五
一
年
四
月
、
華
南
分
局
拡
大
会
議
で
は
、
嵐
の
よ
う
に
激
し
く
土
地
改
革
を
推
進
す
る
と
の
方
針
が
提

起
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
南
局
土
地
改
革
委
員
会
幹
部
は
、
当
時
、
広
東
省
で
の
土
地
改
革
の
実
務
を
統
括
し
て
い
た
李
堅
真
の
取

り
組
み
を
全
面
否
定
し
、
葉
剣
英
や
方
方
の
土
地
改
革
へ
の
取
り
組
み
は
手
ぬ
る
い
と
批
判
し
た）

11
（

。
同
会
議
で
、
李
雪
峰
は
方
方
の
土

地
改
革
に
関
す
る
報
告
を
批
判
し
、
広
東
省
で
は
取
り
組
み
が
不
徹
底
で
、
農
民
の
動
員
が
足
り
ず
、
基
層
組
織
も
脆
弱
で
あ
る
点
な

ど
を
非
難
し
た）

11
（

。
一
九
五
一
年
七
月
に
入
る
と
、
中
南
局
の
機
関
紙
で
あ
る
『
長
江
日
報
』
紙
上
に
お
い
て
、
華
南
分
局
に
対
す
る
批

判
が
公
然
と
展
開
さ
れ
る
ま
で
に
両
者
の
対
立
は
深
刻
化
し
た）

1（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
華
南
分
局
の
葉
剣
英
と
方
方
、
中
南
局
の
杜
潤
生
と
李
雪
峰
と
の
間
に
は
、
決
定
的
な
対
立
が
あ
り
、
そ
れ
は
激
し

い
論
争
に
も
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
な
対
立
点
は
、
土
地
改
革
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
広
東
省
の
特
殊
性
を
い
か
に
考

慮
す
る
か
で
あ
っ
た
。
李
雪
峰
は
、
一
九
五
一
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
前
述
の
華
南
分
局
拡
大
会
議
で
、
広
東
特
殊
論
を
批
判
し
た
が）

11
（

、
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そ
の
最
大
の
対
立
点
は
、
華
僑
問
題
で
あ
っ
た
。
葉
剣
英
や
方
方
は
、
華
僑
の
土
地
や
財
産
を
無
暗
に
没
収
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い

た
が
、
中
南
局
土
地
改
革
委
員
会
は
、
華
僑
の
土
地
や
財
産
を
徹
底
的
に
没
収
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
中
南
局

の
杜
潤
生
や
李
雪
峰
は
、
華
北
地
区
で
の
急
進
的
な
土
地
改
革
の
方
法
を
広
東
省
に
も
適
用
し
よ
う
と
し
て
、
葉
剣
英
や
方
方
と
対
立

し
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。

そ
の
一
方
で
、
中
南
局
は
、
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
の
進
展
が
緩
慢
な
原
因
は
、
主
と
し
て
幹
部
の
階
級
的
背
景
や
海
外
と
の

つ
な
が
り
に
あ
る
と
も
み
な
し
て
い
た）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
中
南
局
は
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
に
つ
い
て
、
進
展
が
遅
く
、
農
民
の
動

員
が
弱
い
原
因
は
、
地
主
や
国
民
党
等
と
つ
な
が
っ
て
い
る
幹
部
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
見
方
は
、
毛
沢
東
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
の
梃
入
れ
を
図
る
た
め
に
、
有
能
な
指
導
的
幹
部
を

送
り
込
む
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た）

11
（

。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
中
南
局
は
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
の
局
面
を
打
開
す
る
た
め
に
、
前
述
し
た
李
堅
真
に
代
わ
り
、
土
地

改
革
の
実
務
を
担
わ
せ
る
人
選
を
進
め
て
、
管
轄
下
に
あ
っ
た
河
南
省
か
ら
趙
紫
陽
を
充
て
る
こ
と
を
決
め
た
。
一
九
五
一
年
四
月
に
、

趙
紫
陽
は
広
東
省
に
赴
任
し
て
程
な
く
、
華
南
分
局
辦
公
庁
秘
書
長
に
就
任
し
、
翌
五
月
に
は
広
東
省
土
地
改
革
委
員
会
副
主
任
と
な

り
、
李
堅
真
に
代
わ
り
、
土
地
改
革
の
実
務
を
取
り
仕
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
依
然
と
し
て
、
方
方
が
同
主
任
と
し
て
実
権
を

握
っ
た
ま
ま
で
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
初
、
趙
紫
陽
は
葉
剣
英
や
方
方
か
ら
重
用
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た）

11
（

。
そ
こ
で
、
中
南
局
は
、

一
九
五
一
年
一
二
月
、
陶
鋳
を
華
南
分
局
第
四
書
記
兼
華
南
軍
区
第
二
政
治
委
員
に
就
任
さ
せ
、
方
方
に
代
わ
り
、
土
地
改
革
を
主
管

さ
せ
る
こ
と
と
し
た）

11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
中
南
局
は
陶
鋳
と
趙
紫
陽
を
、
そ
れ
ぞ
れ
華
南
分
局
第
四
書
記
と
華
南
分
局
農
村
工
作
部
部
長
に
就
任
さ
せ
、
土

地
改
革
を
主
導
さ
せ
る
こ
と
に
し
た）

11
（

。
や
が
て
、
毛
沢
東
、
党
中
央
、
中
南
局
か
ら
は
、
一
九
五
三
年
の
春
ま
で
に
土
地
改
革
を
完
成
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さ
せ
る
こ
と
が
至
上
命
題
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て）

11
（

、
新
た
に
広
東
省
指
導
部
に
送
り
込
ま
れ
た
陶
鋳
や
趙
紫
陽
が
中
心
と
な
っ
て
、

そ
の
後
、
土
地
改
革
は
強
行
さ
れ）

1（
（

、
一
九
五
三
年
四
月
一
八
日
、
広
東
省
人
民
政
府
に
よ
り
土
地
改
革
が
基
本
的
に
完
了
し
た
と
の
布

告
が
発
布
さ
れ
た）

11
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
土
地
改
革
の
強
行
は
、
様
々
な
後
遺
症
を
残
し
た
。
た
と
え
ば
、
土
地
改
革
が
完
了
し
た
と
さ
れ
る
地
区
で
も
、

地
主
に
よ
る
破
壊
活
動
が
続
い
て
い
た
り
、
農
村
を
追
わ
れ
た
地
主
の
家
族
が
都
市
に
流
入
し
て
路
頭
に
迷
っ
て
い
た
り
、
土
地
や
農

具
の
分
配
が
不
十
分
で
生
活
に
困
難
を
抱
え
る
農
民
が
多
数
い
た）

11
（

。
ま
た
、
各
地
で
は
、
夥
し
い
数
の
自
殺
者
が
発
生
し
、
共
産
党
へ

の
協
力
者
や
友
好
人
士
へ
の
迫
害
も
多
数
起
こ
り
、
華
僑
の
土
地
や
財
産
へ
の
不
当
な
没
収
も
横
行
し
た）

11
（

。
土
地
改
革
を
強
行
し
た
陶

鋳
自
身
も
、
党
中
央
と
中
南
局
へ
の
報
告
の
中
で
、
土
地
改
革
が
途
中
か
ら
粗
暴
に
な
り
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
人
が
批
判
さ
れ
、
死

者
も
多
数
出
て
、
華
僑
の
土
地
や
財
産
へ
の
侵
害
が
激
し
く
な
り
、
農
民
へ
の
配
慮
も
足
り
ず
、
多
く
の
後
遺
症
を
残
し
た
と
総
括
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た）

11
（

。

そ
の
ほ
か
に
も
、
外
来
幹
部
主
導
に
よ
る
土
地
改
革
の
強
行
は
、
外
来
幹
部
と
地
域
社
会
と
の
亀
裂
を
大
き
く
し
た
。
葉
剣
英
は
、

広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
を
推
進
す
る
上
で
、
そ
の
担
い
手
と
な
り
得
る
幹
部
が
不
足
し
て
い
た
事
態
を
踏
ま
え
、
党
中
央
に
対
し

て
、
北
方
か
ら
土
地
改
革
の
経
験
豊
富
な
ベ
テ
ラ
ン
幹
部
を
追
加
派
遣
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
も
の
の
、
現
場
で
は
、
こ
う
し
て

派
遣
さ
れ
て
き
た
外
来
幹
部
地
と
地
元
出
身
幹
部
と
の
間
で
の
摩
擦
が
深
刻
化
し
て
い
た
。

当
時
、
南
下
幹
部
と
も
呼
ば
れ
た
外
来
幹
部
に
は
、
早
期
に
土
地
改
革
を
実
現
し
た
経
験
を
有
す
る
者
も
含
ま
れ
て
は
い
た
が
、
そ

う
し
た
「
先
進
的
な
」
経
験
を
背
景
に
、
地
元
出
身
幹
部
を
見
下
し
た
扱
い
を
し
た
り
、
事
情
の
異
な
る
広
東
省
に
お
い
て
も
強
引
に

土
地
改
革
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
上
級
か
ら
の
指
令
を
、
地
元
の
事
情
に
配

慮
も
せ
ず
機
械
的
に
強
制
し
て
、
現
地
社
会
か
ら
反
発
を
受
け
た
り
し
た）

11
（

。
そ
も
そ
も
外
来
幹
部
は
、
現
地
の
事
情
に
疎
く
、
地
元
の
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方
言
も
解
さ
な
い
た
め
、
地
元
出
身
幹
部
は
も
と
よ
り
農
民
た
ち
と
の
信
頼
構
築
が
難
し
く
、
そ
う
し
た
信
頼
関
係
を
欠
い
た
ま
ま
、

土
地
改
革
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
現
場
に
お
い
て
孤
立
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
っ
た）

11
（

。

外
来
幹
部
ら
は
工
作
隊
を
結
成
し
て
土
地
改
革
を
推
進
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
工
作
隊
が
農
村
を
去
っ
た
後
は
、
再
び
地
主
や
匪

賊
た
ち
が
農
村
を
牛
耳
っ
て
し
ま
う
場
合
が
多
か
っ
た）

11
（

。
土
地
改
革
時
に
結
成
さ
れ
た
農
民
協
会
の
多
く
は
、
実
質
的
に
は
地
主
の
回

し
者
や
匪
賊
に
乗
っ
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
農
民
協
会
は
往
々
に
し
て
農
民
の
自
発
的
意
思
と
い
う
よ
り
も
、
工

作
隊
に
よ
り
半
強
制
的
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
主
の
回
し
者
や
匪
賊
が
潜
り
込
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
地
元
の
事
情
に
疎
い

外
来
幹
部
に
は
、
そ
れ
を
見
抜
く
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

外
来
幹
部
に
よ
る
こ
う
し
た
強
引
な
手
法
に
対
し
て
、
地
元
出
身
幹
部
の
多
く
は
疑
問
を
抱
い
て
お
り
、
両
者
の
間
に
は
齟
齬
が
生

じ
て
、
信
頼
関
係
を
築
き
協
力
し
て
土
地
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
地
主
勢
力
や
匪
賊
た
ち

が
付
け
入
る
隙
と
な
っ
て
お
り
、
形
式
的
に
は
土
地
改
革
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
地
域
に
お
い
て
も
、
実
質
的
に
は
旧
支
配
層
の
勢
力

が
温
存
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
々
あ
っ
た）

11
（

。
ま
た
、
旧
支
配
層
に
よ
る
利
益
供
与
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
い
彼
ら
の
実
質
的
な
代
弁

者
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
幹
部
た
ち
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た）

1（
（

。
こ
う
し
た
事
情
は
、
一
九
五
二
年
に
入
っ
て
か
ら
も
改
善
さ

れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
既
述
し
た
毛
沢
東
に
よ
る
広
東
省
の
土
地
改
革
に
対
す
る
地
方
主
義
批
判
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

毛
沢
東
に
よ
る
こ
う
し
た
批
判
を
受
け
、
反
地
方
主
義
の
名
の
も
と
で
強
行
さ
れ
た
土
地
改
革
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
深
刻
な

後
遺
症
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
経
済
の
長
期
停
滞
傾
向
は
地
域
社
会
に
大
き
な
影
を
落
と
し
、
多
く
の
住
民
は
国
禁
を

破
っ
て
ま
で
も
危
険
を
顧
み
ず
、
隣
接
す
る
香
港
に
“
外
逃
”
し
た
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
ま
た
、
反
地
方
主
義
闘
争
は
、
地
元
出
身
幹
部
と

外
来
幹
部
と
の
間
に
深
刻
な
亀
裂
を
生
み
出
す
と
と
も
に
、
地
元
出
身
幹
部
の
間
で
も
、
地
域
社
会
と
の
協
調
に
重
き
を
置
く
者
と
、

外
来
幹
部
に
取
り
入
り
地
域
社
会
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
う
者
と
の
間
の
分
断
を
も
招
い
て
し
ま
っ
た）

11
（

。
た
と
え
ば
、
広
東
省
の
幹
部
の
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中
に
も
、
区
夢
覚
の
よ
う
に
、
中
南
局
の
方
針
に
同
調
し
て
、
土
地
改
革
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
農
民
の
動
員
や
地
主
へ
の
打
撃
が
弱

い
と
主
張
す
る
者
も
い
た）

11
（

。

こ
う
し
た
軋
轢
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
反
右
派
闘
争
を
契
機
と
し
た
第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
の
際
に
も
再
燃
し
、

馮
白
駒
広
東
省
委
書
記
や
古
大
存
広
東
省
副
省
長
を
初
め
と
す
る
更
に
多
く
の
地
元
出
身
幹
部
が
批
判
さ
れ
失
脚
を
余
儀
な
く
さ
れ
た）

11
（

。

そ
の
発
端
は
、
当
時
、
党
中
央
に
よ
る
整
風
に
関
す
る
指
示
を
受
け
て
、
急
進
的
な
土
地
改
革
に
よ
る
後
遺
症
へ
の
不
満
や
批
判
、

一
九
五
二
年
に
展
開
さ
れ
た
地
方
主
義
批
判
へ
の
疑
義
、
外
来
幹
部
と
地
元
出
身
幹
部
の
関
係
に
つ
い
て
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
反
右
派
闘
争
が
展
開
さ
れ
る
と
、
一
九
五
七
年
八
月
一
四
日
、
広
東
省
委
拡
大
会
議
に
お
い
て
、
全
省
で
反

地
方
主
義
闘
争
を
展
開
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た）

11
（

。
こ
う
し
て
、
第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
口
火

を
切
っ
た
の
は
、
広
東
省
委
書
記
の
区
夢
覚
で
、
古
大
存
や
馮
白
駒
を
「
反
党
集
団
」
の
頭
目
と
見
な
し
、
省
指
導
部
の
中
に
も
地
方

主
義
の
誤
り
を
犯
し
た
者
が
多
数
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
た）

11
（

。

一
九
五
七
年
一
二
月
に
、
第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
は
頂
点
に
達
し
、
一
二
月
一
二
日
に
は
、
広
東
省
委
第
八
回
全
体
会
議
に
お
い

て
、「
海
南
地
方
主
義
反
党
集
団
」
と
馮
白
駒
の
誤
り
に
関
す
る
決
議
が
採
択
さ
れ
、
馮
白
駒
は
省
委
書
記
、
省
委
常
務
委
、
海
南
軍

区
政
治
委
員
の
職
を
解
任
さ
れ
た）

11
（

。
一
二
月
一
七
日
、
同
会
議
で
は
、
馮
白
駒
に
続
き
古
大
存
へ
の
激
し
い
批
判
が
行
わ
れ
、
古
は
省

委
書
記
の
職
を
罷
免
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
処
分
を
承
服
で
き
な
か
っ
た
古
大
存
は
、
一
九
五
八
年
二
月
、
旧
知
の
李
富
春
国
務
院
副

総
理
に
冤
罪
を
訴
え
る
手
紙
を
書
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
陶
鋳
の
手
に
渡
り
、
同
年
四
月
に
は
、
広
東
省
委
常
務
委
と
広
東
省
副
省
長

の
職
を
も
解
任
さ
れ
、
事
実
上
、
政
治
の
表
舞
台
か
ら
消
え
去
る
こ
と
に
な
っ
た）

11
（

。
そ
の
他
に
も
、
雲
広
英
、
鐘
明
、
呉
有
恒
、
周
楠
、

饟
彰
風
ら
を
初
め
と
す
る
二
万
人
余
り
も
の
多
く
の
幹
部
が
、
地
方
主
義
者
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
批
判
さ
れ
、
免
職
や
降
格
の

処
分
を
受
け
た
が
、
そ
れ
ら
は
反
右
派
闘
争
と
連
動
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た）

1（
（

。
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第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
。
何
を
目
的
と
し
て
、
第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
は
展
開
さ
れ
た
の

か
。
当
時
、
広
東
省
に
お
け
る
地
方
主
義
の
問
題
を
総
括
す
る
目
的
で
展
開
さ
れ
て
い
た
「
広
東
歴
史
問
題
大
弁
論
」
に
つ
い
て
、
一

九
五
七
年
一
二
月
一
九
日
、
陶
鋳
は
広
東
省
委
第
八
回
全
体
会
議
の
総
括
の
中
で
、
広
東
省
に
存
在
す
る
地
方
主
義
の
問
題
を
根
絶
や

し
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
表
明
し
た
。
ま
た
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
海
南
島
に
お
け
る
地
方
主
義
の
問
題
を
初
め
と
し

て
広
東
省
の
各
地
で
も
地
方
主
義
の
問
題
が
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た）

11
（

。

さ
ら
に
陶
鋳
は
、
広
東
省
の
地
方
主
義
者
た
ち
は
、
外
来
幹
部
と
反
地
方
主
義
を
堅
持
す
る
地
元
出
身
幹
部
を
批
判
し
排
斥
す
る
と

と
も
に
、
省
指
導
部
を
批
判
し
て
、
地
方
主
義
の
小
王
国
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
と
批
判
し
、
地
方
主
義
者
た
ち
は
、
外
来
幹
部
や
反

地
方
主
義
を
堅
持
し
て
い
る
地
元
出
身
幹
部
を
追
い
出
し
て
、
広
東
省
を
独
立
王
国
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
主
張
し
た
。
ま
た
、

陶
鋳
と
そ
の
追
従
者
で
あ
る
区
夢
覚
ら
は
、
広
東
省
の
反
右
派
闘
争
が
停
滞
し
て
い
る
の
は
、
地
方
主
義
者
の
せ
い
で
あ
り
、
地
方
主

義
者
は
右
派
と
同
じ
で
あ
る
と
断
罪
し
た
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

そ
も
そ
も
区
夢
覚
は
、
一
九
五
四
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
中
国
共
産
党
第
七
期
中
央
委
員
会
第
四
回
全
体
会
議
に
お
い
て
、
高
崗
・

饒
漱
石
事
件
が
公
然
化
さ
れ
て
以
降
、
同
事
件
に
陶
鋳
が
関
与
し
て
い
る
と
の
嫌
疑
を
晴
ら
す
こ
と
に
貢
献
し
て
か
ら
重
用
さ
れ
、
第

二
次
反
地
方
主
義
闘
争
に
際
し
て
は
、
古
大
存
批
判
の
急
先
鋒
に
抜
擢
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
ま
た
、
区
夢
覚
は
、
馮
白
駒
へ
の
批
判
に
関
し

て
も
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
区
夢
覚
は
、
馮
白
駒
が
海
南
島
を
広
東
省
か
ら
切
り
離
し
て
独
立
さ
せ
る
べ
き
だ
と
提
起
し

た
り
、
外
来
幹
部
を
排
斥
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
批
判
し
た）

11
（

。

一
方
、
海
南
島
に
お
け
る
反
地
方
主
義
闘
争
は
、
広
東
省
委
書
記
兼
海
南
区
委
書
記
の
林
李
明
が
、
反
右
派
闘
争
と
連
動
さ
せ
て
主

導
し
た
。
林
李
明
は
、
地
方
主
義
者
は
右
派
分
子
で
あ
る
と
断
じ
、
土
地
改
革
の
成
果
に
疑
問
を
提
起
し
た
者
は
、
地
方
主
義
者
で
あ

る
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
批
判
し
た）

11
（

。
一
九
五
八
年
一
月
に
な
る
と
、
林
李
明
は
陶
鋳
の
命
を
受
け
て
、
海
南
島
に
お
け
る
地
方
主
義
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批
判
の
口
実
を
求
め
て
、
馮
白
駒
へ
の
批
判
を
強
め
た
。
そ
の
際
、
馮
白
駒
を
地
方
主
義
者
で
あ
る
と
批
判
す
る
口
実
と
し
て
、
一
九

五
二
年
に
展
開
さ
れ
た
地
方
主
義
批
判
へ
の
取
り
組
み
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
一
九
五
六
年
に
は
、
地
方
主
義
の
陰
謀
を
画
策

し
、「
海
南
地
方
主
義
反
党
集
団
」
を
結
成
し
た
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
林
李
明
は
、
馮
白
駒
ら
が
土
地
改
革
の
成
果
を

否
定
し
、
軍
や
南
下
幹
部
な
ど
を
批
判
し
た
と
断
罪
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
に
も
、
多
数
の
幹
部
が
地
方
主
義
者
と
の
レ
ッ
テ
ル

を
貼
ら
れ
て
、
免
職
、
降
格
、
党
籍
剥
奪
な
ど
の
処
分
を
受
け
た
。
た
と
え
ば
、
海
南
島
の
区
級
幹
部
三
一
七
七
名
の
中
で
一
五
七
四

名
（
四
九
％
）
が
地
方
主
義
者
と
さ
れ
、
県
級
幹
部
二
八
六
名
の
中
で
一
五
四
名
（
五
四
％
）
が
地
方
主
義
者
と
し
て
処
分
を
受
け
た）

11
（

。

そ
の
際
に
、
林
李
明
は
、
海
南
軍
区
政
治
委
員
の
謝
堂
忠
を
初
め
と
す
る
追
従
者
を
動
員
し
て
、
反
地
方
主
義
闘
争
を
積
極
的
に
展
開

し
、
多
く
の
幹
部
を
地
方
主
義
者
と
し
て
陥
れ
た）

11
（

。

海
南
島
に
お
け
る
地
方
主
義
批
判
の
背
景
に
は
、
地
元
出
身
幹
部
と
外
来
幹
部
の
確
執
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
土
地
改
革
を

強
引
に
推
し
進
め
る
た
め
に
、
一
九
五
二
年
春
に
は
、
軍
と
南
下
幹
部
が
大
量
に
海
南
島
に
派
遣
さ
れ
主
要
な
職
務
に
就
き
、
地
元
出

身
幹
部
で
あ
る
馮
白
駒
の
役
割
は
有
名
無
実
と
化
し）

11
（

、
一
九
五
五
年
七
月
一
日
に
、
馮
白
駒
は
広
東
省
委
副
書
記
兼
広
東
省
副
省
長
に

就
任
し
、
海
南
島
を
離
れ
た
。
し
か
し
、
海
南
区
委
書
記
に
就
任
し
て
い
た
林
李
明
は
、
海
南
島
で
名
望
の
あ
る
馮
白
駒
の
影
響
力
を

一
掃
し
、
自
ら
の
主
導
権
を
強
化
す
べ
く
、
馮
白
駒
お
よ
び
そ
の
関
係
者
を
、
地
方
主
義
者
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
、
失
脚
さ
せ
た
と

考
え
ら
れ
る）

（11
（

。

こ
う
し
て
、
第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
に
よ
り
、
広
東
省
各
地
で
地
方
主
義
者
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
処
分
を
受
け
た
幹
部
は
、

二
万
人
余
り
に
も
な
っ
た）

（1（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
地
方
主
義
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
曖
昧
で
、
陶
鋳

に
よ
る
定
義
も
恣
意
的
で
科
学
的
で
は
な
い
と
、
か
つ
て
広
東
省
副
省
長
を
務
め
た
楊
康
華
は
、
当
時
の
こ
と
を
総
括
し
て
い
る）

（10
（

。
す

な
わ
ち
、
地
方
主
義
批
判
の
根
拠
は
曖
昧
で
、
む
し
ろ
地
方
主
義
批
判
は
、
当
時
の
反
右
派
闘
争
と
も
連
動
し
て
、
外
来
幹
部
が
広
東
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省
で
の
主
導
権
を
強
化
す
る
た
め
の
政
治
闘
争
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
反
地
方
主
義
闘
争
に
同
調
し
な
い
者
は
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
当
時
、
広
東
省
衛
生
庁
副
庁

長
で
あ
っ
た
李
福
海
は
、
一
九
五
八
年
に
展
開
さ
れ
た
反
地
方
主
義
闘
争
の
際
に
、
地
方
主
義
な
ど
存
在
し
な
い
と
発
言
し
た
と
こ
ろ
、

地
方
主
義
に
反
対
し
な
い
な
ら
、
そ
れ
自
体
が
地
方
主
義
だ
と
因
縁
を
つ
け
ら
れ
職
を
追
わ
れ
た）

（10
（

。
同
様
に
、
尹
林
平
は
、
県
レ
ベ
ル

で
は
、
現
地
の
事
情
を
熟
知
し
て
い
る
地
元
出
身
幹
部
を
抜
擢
す
べ
き
で
あ
る
と
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
地
方
主
義
者
で
あ
る
と
批
判
さ

れ
た）

（10
（

。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
主
義
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
主
義
批
判
を
行
わ
な
い
者
は
、
地
方
主
義
者
と

し
て
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま
う
状
況
下
、
か
つ
て
広
東
省
省
長
を
務
め
た
劉
田
夫
は
、「
一
九
五
七
年
一
一
月
、
省
委
第
一
期
第

二
回
会
議
に
お
い
て
、
自
ら
も
海
南
島
に
お
け
る
地
方
主
義
の
問
題
へ
の
批
判
を
行
っ
た
が
、
現
在
は
深
刻
に
反
省
し
て
い
る
」
と
、

当
時
の
地
方
主
義
批
判
の
問
題
を
率
直
に
認
め
た）

（10
（

。

第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
は
、
こ
の
よ
う
に
、
外
来
幹
部
が
地
元
出
身
幹
部
を
排
斥
し
て
、
広
東
省
内
に
お
け
る
主
導
権
を
強
化
す

る
た
め
の
手
段
と
し
て
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
党
中
央
が
提
起
し
た
反
右
派
闘
争
と
連
動
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
九
五
二
年
に
土
地
改
革
を
契
機
と
し
て
展
開
さ
れ
た
反
地
方
主
義
闘
争
と
同
様
に
、
第
二
次
反
地
方
主
義
闘

争
も
、
党
中
央
か
ら
打
ち
出
さ
れ
た
政
策
を
広
東
省
に
お
い
て
推
進
す
る
際
に
、
地
元
出
身
幹
部
の
多
く
が
地
方
主
義
者
で
あ
る
と
し

て
批
判
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
中
央
か
ら
打
ち
出
さ
れ
た
政
策
を
背
景
に
、
外
来
幹
部
が
広
東
省
に
お
け
る
主
導
権
を
強
化
す
る
た
め
に
、
地
元
出
身

幹
部
を
排
除
す
る
手
段
と
し
て
、
地
方
主
義
批
判
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
主
義
批
判
は
、
中
央
と
地
方
の

対
立
と
い
う
よ
う
な
、
単
純
な
二
項
対
立
の
図
式
で
は
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
中
央
の
政
策
の
遂
行
と
地
方
内
に
お
け
る
利
害
対
立
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が
連
動
し
て
展
開
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

広
東
省
に
お
い
て
、
地
方
主
義
者
と
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
は
、
各
種
政
治
運
動
が
展
開
さ
れ
る
度
に
横
行
し
、
地
域
社
会
の
分
断
を
深

刻
化
さ
せ
た
。
そ
の
際
に
は
、
謂
れ
の
な
い
誹
謗
中
傷
も
横
行
し
、
多
く
の
者
が
冤
罪
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
冤
罪
を
晴
ら
す
た
め
の
名
誉
回
復
運
動
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

（10
（

。
た
と
え
ば
、
文
革
が
始
ま
る
と
、

陶
鋳
に
追
従
し
反
地
方
主
義
闘
争
を
推
進
し
た
林
李
明
を
代
表
と
す
る
一
派
と
、
古
大
存
を
支
持
し
、
陶
鋳
か
ら
批
判
さ
れ
た
尹
林
平

を
代
表
と
す
る
一
派
の
間
で
、
広
東
省
に
地
方
主
義
は
存
在
す
る
の
か
、
反
地
方
主
義
闘
争
は
正
し
か
っ
た
の
か
と
い
う
論
争
が
展
開

さ
れ
た）

（10
（

。

反
地
方
主
義
闘
争
を
受
け
て
の
土
地
改
革
の
強
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
強
力
な
国
家
権
力
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
地
域
社
会
を
統
制

す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
主
義
批
判
の
名
の
も
と
に
、
地
域
社
会
の
自
律
性
を
強
行
に
排
除
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
そ
の
副
作
用
や
後
遺
症
は
深
刻
な
も
の
と
な
り
、
文
革
期
に
は
そ
の
矛
盾
が
一
挙
に
噴
出
し
て
大
混
乱
を
来
た
し
、
党
中
央
も

そ
の
混
乱
の
収
拾
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た）

（10
（

。

（
３
）
改
革
・
開
放
政
策
へ
の
転
換
と
地
方
主
義
の
実
質
的
容
認
と
奨
励

反
地
方
主
義
闘
争
は
、
深
刻
な
社
会
矛
盾
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
は
党
中
央
の
側
か
ら
も
看
過
で
き
な
い
も
の
と
な
り
、
や
が
て
地
方

主
義
の
実
質
的
容
認
と
奨
励
に
方
針
を
転
換
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
改
革
・
開
放
政
策
へ
の
転
換

と
広
東
省
に
お
け
る
地
方
主
義
の
実
質
的
容
認
と
奨
励
の
背
景
、
す
な
わ
ち
、
経
済
活
性
化
の
た
め
に
は
地
方
主
義
批
判
に
よ
る
後
遺

症
の
解
消
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
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さ
れ
る
問
題
が
併
存
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

既
述
し
た
よ
う
に
、
反
地
方
主
義
闘
争
を
通
じ
て
、
地
元
出
身
幹
部
と
外
来
幹
部
、
あ
る
い
は
地
元
出
身
幹
部
の
間
に
は
深
刻
な
亀

裂
が
生
じ
、
そ
れ
は
改
革
・
開
放
政
策
を
推
進
す
る
上
で
も
障
害
に
な
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
鄧
小
平
を
初
め
と

す
る
党
中
央
は
、
中
国
共
産
党
第
一
一
期
中
央
委
員
会
第
三
回
全
体
会
議
（
以
下
、
一
一
期
三
中
全
会
、
と
略
称
）
以
降
、
広
東
省
に

お
い
て
改
革
・
開
放
政
策
を
試
験
的
に
実
施
さ
せ
、
や
が
て
そ
れ
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
全
国
に
波
及
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た）

（10
（

。
し

か
し
な
が
ら
、
反
地
方
主
義
闘
争
に
よ
り
地
元
出
身
幹
部
と
外
来
幹
部
と
の
間
、
あ
る
い
は
地
元
出
身
幹
部
内
部
に
お
い
て
も
深
刻
な

亀
裂
が
生
じ
て
お
り
、
広
東
省
に
お
け
て
党
中
央
か
ら
課
せ
ら
れ
た
重
責
を
果
た
す
の
は
お
ぼ
つ
か
な
い
状
況
で
あ
っ
た）

（（1
（

。
そ
こ
で
、

党
中
央
は
、
反
地
方
主
義
闘
争
に
よ
る
冤
罪
事
件
の
被
害
者
た
ち
に
対
す
る
名
誉
回
復
を
行
い
、
地
方
主
義
批
判
の
誤
り
を
認
め
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た）

（（（
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
過
程
は
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
広
東
省
で
は
、
反
地
方
主
義
闘
争
に
よ
る
後
遺
症
と
し
て
深
刻
な
社

会
的
亀
裂
が
生
じ
て
お
り
、
反
地
方
主
義
闘
争
の
誤
り
を
認
め
、
地
方
主
義
者
と
し
て
批
判
さ
れ
た
者
た
ち
の
名
誉
回
復
を
行
う
こ
と

は
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
習
仲
勲
が
広
東
省
委
第
一
書
記
に
、
楊
尚
昆
が
同
第
二
書
記
に
就
任
し
て
以
降
、
広
東
省
に
お
け

る
反
地
方
主
義
闘
争
に
関
す
る
問
題
の
見
直
し
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
す
る
と
、
省
指
導
部
の
中
か
ら
の
頑
強
な
抵
抗
に
遭
っ
た
。
ま
た
、

陶
鋳
夫
人
の
曾
山
が
健
在
で
、
陶
鋳
の
右
腕
と
し
て
反
地
方
主
義
闘
争
を
推
進
し
た
趙
紫
陽
ら
が
要
職
に
就
い
て
い
た
た
め
、
相
当
な

抵
抗
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
習
仲
勲
や
楊
尚
昆
ら
は
、
当
時
、
党
中
央
が
打
ち
出
し
て
い
た
各
種
政
治
運
動
に
よ
る
冤
罪
事
件
の
救
済
方
針
や
、
か
つ

て
反
地
方
主
義
闘
争
で
批
判
さ
れ
た
葉
剣
英
の
意
向
を
踏
ま
え
て
、
党
中
央
に
指
示
を
仰
ぎ
承
認
を
取
り
付
け
た
上
で
、
名
誉
回
復
の

た
め
の
取
り
組
み
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
し
た）

（（0
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
九
年
三
月
に
、
広
東
省
委
常
務
委
員
会
に
お
い
て
、
広
東
省
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に
お
け
る
反
地
方
主
義
闘
争
の
評
価
見
直
し
問
題
を
討
論
し
た
も
の
の
、
抵
抗
が
大
き
く
、
反
地
方
主
義
闘
争
は
必
要
で
あ
っ
た
と
の

結
論
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た）

（（0
（

。

こ
の
よ
う
に
、
広
東
省
指
導
部
内
の
反
対
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
習
仲
勲
ら
は
ま
ず
、
古
大
存
と
馮
白
駒
に
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
や

反
地
方
主
義
闘
争
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
と
り
わ
け
第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
の
際
に
は
、
反
右
派
闘
争
と
連
動
し

て
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
し
ま
っ
た
誤
り
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
古
大
存
と
馮
白
駒
の
「
地
方
主
義
反
党
集
団
」
は
存
在
し
な
か
っ

た
と
の
折
衷
案
で
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た）

（（0
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
時
の
広
東
省
委
常
務
委
員
の
ほ
と
ん
ど
は
第
二
次
反
地
方
主
義
闘

争
に
関
与
し
て
お
り
、
広
東
省
に
は
地
方
主
義
の
問
題
が
存
在
し
て
い
て
、
古
大
存
と
馮
白
駒
に
は
誤
り
が
あ
っ
た
と
の
主
張
を
堅
持

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

も
し
、
広
東
省
に
地
方
主
義
の
問
題
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
古
大
存
と
馮
白
駒
に
誤
り
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
陶
鋳
と
趙
紫
陽
に

誤
り
が
あ
っ
た
の
か
、
陶
と
趙
に
追
従
し
た
自
ら
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
か
、
処
分
さ
れ
た
二
万
人
余
り
の
人
々
に
ど
う
釈
明
す
べ
き
な

の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
広
東
省
委
常
務
委
の
中
で
、
広
東
省
に
地
方
主
義
の
問
題
は
存
在
し
な
か
っ
た
と

提
起
す
る
の
は
難
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
古
大
存
と
馮
白
駒
の
「
地
方
主
義
反
党
集
団
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
認
め
さ
せ
ら
れ
た
だ

け
で
も
、
大
き
な
進
歩
で
あ
っ
た）

（（0
（

。
当
時
、
各
種
政
治
運
動
に
よ
る
冤
罪
事
件
の
審
査
を
担
当
し
て
い
た
党
中
央
紀
律
検
査
委
員
会
常

務
書
記
の
王
鶴
寿
も
、
古
大
存
の
名
誉
回
復
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た）

（（0
（

。

一
方
、
広
東
省
に
お
い
て
改
革
・
開
放
政
策
を
推
進
す
る
上
で
も
、
反
地
方
主
義
闘
争
に
よ
る
後
遺
症
と
し
て
の
外
来
幹
部
と
地
元

出
身
幹
部
の
亀
裂
は
大
き
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
一
九
八
〇
年
一
一
月
に
、
習
仲
勲
と
楊
尚
昆
が
広
東
省
を
離
れ
、
任
仲

夷
が
省
委
第
一
書
記
に
、
梁
霊
光
が
省
委
書
記
に
赴
任
す
る
に
際
し
、
葉
剣
英
は
彼
ら
と
接
見
し
た
際
に
、
広
東
省
で
は
外
来
幹
部
と

地
元
出
身
幹
部
の
関
係
を
適
切
に
扱
う
よ
う
に
と
申
し
付
け
た）

（（0
（

。
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そ
の
後
、
任
仲
夷
ら
の
努
力
に
よ
り
、
一
九
八
三
年
に
古
大
存
と
馮
白
駒
の
名
誉
回
復
は
実
現
し
た
が
、
反
地
方
主
義
闘
争
を
め
ぐ

っ
て
は
、
依
然
と
し
て
広
東
省
内
に
は
亀
裂
が
残
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
〇
年
代
中
期
、
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と

し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
た
『
当
代
中
国
的
広
東
』
の
執
筆
過
程
に
お
い
て
、
当
時
、
広
東
省
委
書
記
で
あ
っ
た
う
ち
の
三
名
は
、
陶
鋳

お
よ
び
趙
紫
陽
と
関
係
が
深
か
っ
た
た
め
、
反
地
方
主
義
闘
争
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
古
大
存
と
馮
白
駒
へ
の
批
判
は
必
要
で

あ
っ
た
と
の
認
識
を
堅
持
し
、
今
更
、
陶
や
趙
ら
当
時
の
指
導
者
の
誤
り
を
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
た）

（（0
（

。
こ
の
よ
う
に
、

か
つ
て
反
地
方
主
義
闘
争
に
加
わ
り
、
当
時
、
広
東
省
委
書
記
で
あ
っ
た
幹
部
た
ち
は
、
異
口
同
音
に
、
土
地
改
革
お
よ
び
反
地
方
主

義
闘
争
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
広
東
省
を
離
れ
国
務
院
総
理
と
な
っ
て
い
た
趙
紫
陽
の
意
見
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た）
（（0
（

。
一
方
、
広
東
省
副
省
長
を
務
め
た
楊
康
華
は
、「
区
夢
覚
は
、
反
地
方
主
義
闘
争
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い

る
」
と
批
判
し
た）

（01
（

。

結
局
の
と
こ
ろ
、
一
九
五
〇
年
代
、
二
度
に
わ
た
り
展
開
さ
れ
た
反
地
方
主
義
闘
争
の
主
た
る
責
任
は
誰
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
、
広
東
省
省
長
を
務
め
た
劉
田
夫
は
、
陶
鋳
に
あ
る
と
指
摘
し
た）

（0（
（

。
元
広
東
省
副
省
長
の
楊
立
も
、
反
地
方
主
義
闘
争
、
と

り
わ
け
第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
お
よ
び
古
大
存
の
冤
罪
事
件
の
主
た
る
責
任
は
、
陶
鋳
と
趙
紫
陽
に
あ
る
と
明
言
し
た）

（00
（

。
地
元
出
身

幹
部
で
、
紅
軍
に
参
加
し
、
広
東
省
政
協
副
主
席
で
も
あ
っ
た
廖
似
光
は
、
一
九
八
七
年
一
一
月
一
一
日
、
前
述
の
『
当
代
中
国
的
広

東
』
の
記
述
に
関
連
し
て
、
反
地
方
主
義
闘
争
の
不
当
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
た
と
え
ば
、
土
地
改
革
は
、
陶
鋳
が
東
北
地
区
で
の
急

進
的
な
や
り
方
を
、
広
東
省
の
事
情
も
わ
き
ま
え
ず
、
そ
の
ま
ま
持
ち
込
み
、
多
く
の
幹
部
や
農
民
を
迫
害
し
、
葉
剣
英
や
方
方
に
不

当
な
批
判
を
行
っ
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
陶
鋳
は
反
右
派
闘
争
と
反
地
方
主
義
闘
争
を
連
動
さ
せ
、
更
に
多
く
の
幹
部
を
迫
害
し
た

が
、
地
方
主
義
の
根
拠
と
な
る
も
の
な
ど
実
際
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
文
革
中
に
も
、
尹
林
平
、
雲
広
英
ら
多
く
の
幹
部
が
、
地
方

主
義
者
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
幹
部
た
ち
の
名
誉
回
復
を
画
策
し
た
と
し
て
、
批
判
さ
れ
迫
害
さ
れ
た
と
も
証
言
し
た）

（00
（

。
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こ
の
よ
う
に
改
革
・
開
放
期
以
降
も
、
反
地
方
主
義
闘
争
を
め
ぐ
る
亀
裂
は
解
消
さ
れ
て
お
ら
ず
、
反
地
方
主
義
闘
争
の
問
題
は
、

そ
れ
が
拡
大
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
地
方
主
義
批
判
そ
の
も
の
は
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
地
方
主
義
の
問
題
自
体
は

存
在
し
て
い
た
と
主
張
す
る
幹
部
は
依
然
と
し
て
健
在
で
あ
っ
た）

（00
（

。
実
際
、
古
大
存
の
名
誉
回
復
の
障
害
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
趙
紫

陽
で
あ
っ
た）

（00
（

。
趙
紫
陽
の
よ
う
な
反
地
方
主
義
闘
争
を
推
進
し
た
当
事
者
が
健
在
で
、
高
い
地
位
に
い
る
間
は
、
歴
史
を
客
観
的
に
評

価
す
る
の
は
難
し
い
の
で
あ
っ
た）

（00
（

。

と
こ
ろ
で
、
改
革
・
開
放
政
策
の
推
進
を
め
ぐ
っ
て
も
、
広
東
省
の
地
方
主
義
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
中
央
と
広

東
省
の
対
立
あ
る
い
は
中
央
に
対
す
る
広
東
省
の
抵
抗
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
七
〇
年
代
末
、
広
東
省
指
導
部
と

し
て
は
、
既
述
の
“
外
逃
”
問
題
解
決
の
た
め
に
も
、
経
済
活
性
化
が
不
可
欠
で
あ
り
、
党
中
央
に
対
し
て
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た

経
済
開
発
を
認
め
る
よ
う
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た）

（00
（

。
そ
の
後
、
鄧
小
平
は
広
東
省
の
試
み
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
称
賛

し
た）

（00
（

。
ま
た
趙
紫
陽
ら
多
く
の
中
央
指
導
者
も
、
広
東
省
の
試
み
に
支
持
を
与
え
、
更
な
る
成
果
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た）

（00
（

。
こ
の
よ

う
に
、
党
中
央
は
実
質
的
に
は
、
広
東
省
独
自
の
経
済
開
発
と
し
て
の
い
わ
ば
地
方
主
義
を
容
認
し
奨
励
し
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
改
革
・
開
放
政
策
と
い
う
国
策
を
推
進
す
る
た
め
に
、
中
央
と
し
て
は
広
東
省
を
画
一
的
に
統
制
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

そ
の
一
定
の
自
律
性
を
容
認
し
奨
励
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
改
革
・
開
放
期
以
降
も
広
東
省
に
対
す
る
地
方
主
義
批
判
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
中
央
と
広
東
省
の

対
立
な
い
し
は
中
央
に
対
す
る
広
東
省
の
抵
抗
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
中
央
に
お
け
る
政
策
論
争
や
権
力
闘
争
を
背
景
と
し
て
、
広

東
省
が
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
さ
れ
た
側
面
が
強
い
と
言
え
よ
う）

（01
（

。
こ
の
よ
う
に
、
中
央
は
広
東
省
に
対
し
て
レ
ッ
テ
ル
貼
り
と
し
て
の

地
方
主
義
批
判
を
行
う
も
の
の
、
改
革
・
開
放
政
策
を
推
進
す
る
上
で
は
、
広
東
省
に
一
定
の
自
律
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
併
存
す
る
と
い
う
状
況
に
変
化
は
起
こ
り
得
な
い
の
で
あ
る）

（0（
（

。
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四　

結
語

な
ぜ
、
中
国
に
お
い
て
は
、
強
い
国
家
権
力
と
分
散
的
社
会
と
い
う
二
律
背
反
的
な
現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
の
か
。
な
ぜ
、
政
治
体

制
そ
の
も
の
は
中
央
集
権
的
が
あ
り
な
が
ら
、
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
が
常
に
絶
え
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
二
面
性
を
有
す
る
中

国
の
一
面
だ
け
を
取
り
上
げ
強
調
す
る
だ
け
で
は
、
上
記
の
二
律
背
反
的
な
現
象
が
起
こ
る
中
国
の
全
体
像
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
に
、
本
稿
で
は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
批
判
の
関
係
を
考
察
し
て

き
た
。

と
り
わ
け
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
を
、
広
東
省
に
関
す
る
地
方
主
義
批
判
の
問
題
を
事
例
と
し
て
考
察
し
た
。
具
体
的
に

は
、
建
国
以
降
の
広
東
省
に
お
け
る
土
地
改
革
に
関
連
し
た
地
方
主
義
批
判
、
反
右
派
闘
争
と
連
動
し
て
展
開
さ
れ
た
地
方
主
義
批
判
、

改
革
・
開
放
政
策
へ
の
転
換
と
地
方
主
義
の
実
質
的
な
容
認
と
奨
励
を
事
例
と
し
て
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る

問
題
が
併
存
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
し
て
き
た
。

本
稿
に
お
け
る
考
察
の
意
義
と
し
て
は
、
単
に
個
別
の
事
例
を
記
述
し
考
察
す
る
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
建
国
以
降
の
広
東
省
に
お
け

る
土
地
改
革
を
め
ぐ
る
地
方
主
義
批
判
か
ら
改
革
・
開
放
期
に
お
け
る
地
方
主
義
批
判
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
、
巨
視
的
に
現
代
中
国

に
お
け
る
地
方
主
義
批
判
の
問
題
を
捉
え
る
視
座
を
提
起
し
た
こ
と
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
批
判
の
関
係
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
中
央
は
強
力
な

権
限
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
既
述
し
た
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
問
題
は
地
方
主
義
を
実
体
論
的
に
捉
え
て
い
て
は
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
中
央
と
地
方
に
つ
い
て
の
関
係
論
的
な
捉
え
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方
を
し
て
は
じ
め
て
解
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
は
、
実
際
の
と
こ

ろ
、
矛
盾
す
る
も
の
で
も
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
も
の
で
も
な
く
、
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
現
代
中
国
に
お
け
る

中
央
・
地
方
関
係
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
地
方
主
義
が
地
方
指
導
者
の
抵
抗
や
地
方
の
エ
ゴ
に
起
因
す
る
も
の
な
の
で
あ
れ
ば
、
中
央
は
強
力
な
権
限
を
行
使
し

て
、
地
方
指
導
者
を
更
迭
す
る
な
り
、
政
策
を
強
制
す
る
な
り
し
て
解
消
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
中
央

は
強
力
な
権
限
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
は
後
を
絶
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
地
方
主
義
と
さ
れ

る
問
題
を
中
央
と
地
方
の
矛
盾
で
あ
る
と
か
、
中
央
と
地
方
は
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
関
係
で
あ
る
と
す
る
認
識
に
止
ま
っ
て
い
て
は
、
中

央
・
地
方
関
係
の
全
体
像
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
面
的
な
見
方
に
基
づ
く
、
地
方
悪
玉
論
に
陥
る
だ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
地
方
主
義
と
は
、
関
係
論
的
な
捉
え
方
を
す
れ
ば
、
中
央
に
よ
る
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
地
方
へ
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り

と
捉
え
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
央
は
地
方
主
義
を
実
質
的
に
は
容
認
、
奨
励
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
二
律
背
反
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
の
関
係
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
考
察
に
則
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
土
地
改
革
を
め
ぐ
る
地
方
主
義
批
判
は
、
中
央
か
ら
地
方
へ
の
典
型
的
な
地
方
主

義
批
判
で
あ
る
。
第
二
次
反
地
方
主
義
闘
争
は
、
外
来
幹
部
と
そ
れ
に
追
従
す
る
地
元
出
身
幹
部
が
、
地
方
内
に
お
け
る
自
ら
の
主
導

権
を
強
化
す
る
た
め
に
、
地
方
主
義
者
と
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
を
積
極
的
に
利
用
し
た
典
型
例
で
あ
る
。
改
革
・
開
放
政
策
へ
の
転
換
と

反
地
方
主
義
闘
争
で
批
判
さ
れ
た
者
た
ち
の
名
誉
回
復
は
、
中
央
に
よ
る
地
方
主
義
の
実
質
的
な
容
認
と
奨
励
の
典
型
例
と
捉
え
得
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
を
通
じ
て
、
地
方
主
義
批
判
に
関
す
る
問
題
の
様
々
な
側
面
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

現
代
中
国
の
歴
史
を
顧
み
れ
ば
、
毛
沢
東
は
、
国
民
党
に
対
す
る
軍
事
的
勝
利
の
後
、
共
産
党
の
強
力
な
権
力
や
組
織
力
を
以
っ
て
、
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中
央
で
打
ち
出
さ
れ
た
政
策
が
、
一
気
通
貫
で
末
端
レ
ベ
ル
に
ま
で
行
き
渡
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
強
い
国
家
」
を
構
築
し
よ

う
と
目
指
し
た
。「
強
い
国
家
」
を
作
る
た
め
に
は
、
地
域
社
会
に
党
組
織
を
浸
透
さ
せ
、
地
域
社
会
を
統
制
す
る
必
要
が
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
成
否
は
、
地
域
社
会
の
あ
り
方
と
地
方
党
組
織
の
あ
り
様
に
影
響
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
必
然
的
に
、

「
強
い
国
家
」
を
目
指
す
毛
沢
東
の
方
針
と
地
域
社
会
の
間
で
摩
擦
や
齟
齬
が
生
じ
、
中
央
か
ら
地
方
に
対
し
て
レ
ッ
テ
ル
貼
り
と
し

て
の
地
方
主
義
批
判
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

毛
沢
東
に
と
っ
て
、
文
革
と
は
あ
く
ま
で
も
党
組
織
の
改
組
の
延
長
で
あ
り
、「
強
い
国
家
」
を
作
る
た
め
に
、
一
貫
し
て
共
産
党

の
権
力
と
組
織
に
よ
っ
て
地
域
社
会
を
統
制
す
る
と
い
う
発
想
を
堅
持
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
毛
沢
東
時
代
に
は
、

い
わ
ば
国
家
権
力
に
よ
っ
て
、
一
定
の
自
律
性
を
有
す
る
地
域
社
会
を
統
制
す
る
こ
と
に
傾
注
し
過
ぎ
た
た
め
に
、
国
家
権
力
一
辺
倒

に
よ
る
地
域
社
会
の
硬
直
化
が
起
こ
り
、
文
革
で
そ
の
矛
盾
が
爆
発
し
た
と
も
捉
え
得
る
。

一
方
、
鄧
小
平
は
、
毛
沢
東
の
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
も
な
く
、
鄧
小
平
時
代
の
最
高
意
思
決
定
の
仕
組
み
は
、
実

質
的
に
は
鄧
小
平
を
筆
頭
と
す
る
長
老
の
合
議
制
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
鄧
小
平
は
、
毛
沢
東
時
代
の
よ
う
な
、
最
高

指
導
者
の
カ
リ
ス
マ
に
よ
る
精
神
論
で
国
を
動
か
す
こ
と
は
無
理
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
現
実
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
政
策
を
志
向
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
鄧
小
平
は
、
共
産
党
の
権
力
や
組
織
に
よ
る
地
域
社
会
へ
の
統
制
や
強
制
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
主
義
の
実
質
的
な

容
認
と
奨
励
の
必
要
性
も
認
識
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
見
受
け
ら
れ
る
強
力
な
国
家
権
力
と
一
定
の
自
律
性
を
有
す
る
地
域
社
会
の
併
存
、
す
な
わ
ち
中
央
集

権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
と
さ
れ
る
問
題
の
併
存
は
、
矛
盾
や
二
律
背
反
的
な
現
象
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
表
裏
一
体
的
な
も
の

と
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
中
央
か
ら
地
方
へ
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
現
れ
と
し
て
地
方

主
義
批
判
は
行
わ
れ
る
も
の
の
、
地
域
社
会
の
実
態
は
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
が
、
現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
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集
権
的
政
治
体
制
と
地
方
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
の
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
の
点
な
ど
を
指
摘
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
主
と
し
て
省
レ
ベ

ル
お
よ
び
党
組
織
の
分
析
が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
、
本
稿
の
分
析
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
、
基
層
レ
ベ
ル
や
社
会
の
側
か
ら
の
研

究
を
通
じ
て
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
考
察
対
象
と
な
っ
た
時
期
や
地
域
も
、
主
と
し
て
建
国
以
降
の
広
東
省
に
限

定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
異
な
る
時
期
や
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
る
検
証
や
他
国
の
事
例
と
の
比
較
研
究
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
三

に
、
国
際
情
勢
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
に
お
い
て
初
歩
的
な
考
察
は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の）

（00
（

、
よ
り
詳
細
な
研
究
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

注（
1
）
天
児
慧
「
地
域
主
義
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
」、
丸
山
伸
郎
編
『
華
南
経
済
圏
―
開
か
れ
た
地
域
主
義
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
九
二

年
、
第
一
章
第
三
節
。

（
2
）
磯
部
靖
「
中
央
・
地
方
関
係
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」、
磯
部
靖
『
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
―
広
東
省
に
お
け
る
地
方
分
権
と

省
指
導
者
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
終
章
。

（
3
）
磯
部
靖
「
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
」、
同
右
、
序
章
第
一
節
。

（
4
）
呉
国
光
「
地
方
主
義
の
発
展
と
政
治
統
制
、
政
治
退
行
」、
天
児
慧
編
『
現
代
中
国
の
政
治
変
動
４
：
政
治
―
中
央
と
地
方
の
構
造
』
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
一
章
。

（
5
）
磯
部
靖
「
省
指
導
者
と
地
方
主
義
批
判
」、
前
掲
、
磯
部
靖
『
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
』、
第
五
章
。

（
6
）
た
と
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
田
原
史
起
『
中
国
農
村
の
権
力
構
造
―
建
国
初
期
の
エ
リ
ー
ト
再
編
―
』
御
茶
の
水
書

房
、
二
〇
〇
四
年
。
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（
７
）Ezra	F.	V

ogel,	Canton under Com
m

unism
: Program

s and Politics in a Provincial Capital, 1949-1968,	Cam
bridge:	

H
arvard	U

niversity	Press,	1969.

（
8
）
磯
部
靖
「
現
代
中
国
に
お
け
る
地
方
主
義
―
一
九
五
〇
年
代
の
広
東
に
お
け
る
事
例
を
中
心
と
し
て
―
」、『
長
崎
外
大
論
叢
』（
第
二

号
）
長
崎
外
国
語
大
学
・
長
崎
外
国
語
短
期
大
学
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
。

（
9
）
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
―
古
大
存
沈
冤
録
』
中
共
広
東
省
委
党
史
研
究
室
、
一
九
九
八
年
。
楊
立
『
古
大
存
沈
冤
録
』
天
地
図
書

有
限
公
司
、
二
〇
〇
〇
年
。
張
江
明
選
編
『
広
東
歴
史
問
題
研
究
―
広
東
“
地
方
主
義
”
平
反
研
究
資
料
』
学
術
研
究
雑
誌
社
、
二
〇
〇

〇
年
。

（
10
）
莫
宏
偉
『
新
中
国
成
立
初
期
的
広
東
土
地
改
革
研
究
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
莫
宏
偉
・
張
成
潔
『
新
区
農
村
的
土

地
改
革
』
江
蘇
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
11
）
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
は
、
土
地
改
革
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
細
か
い
記
述
や
土
地
改
革
自
体
の
意
義
、
他
地
域
の
土
地
改
革
と
の
比
較

検
討
な
ど
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。

（
12
）
毛
沢
東
「
為
争
取
国
家
財
政
経
済
状
況
的
基
本
好
轉
而
闘
争
」（
一
九
五
〇
年
六
月
六
日
）、
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
建
国
以
来
毛

沢
東
文
稿
』（
第
一
冊
）、
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
三
九
二
―
三
九
四
頁
。

（
13
）『
当
代
中
国
』
叢
書
編
輯
部
編
『
当
代
中
国
的
広
東
』
当
代
中
国
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
二
八
頁
。

（
14
）
華
南
分
局
は
、
広
東
省
と
広
西
省
（
現
在
の
広
西
壮
族
自
治
区
）
を
管
轄
し
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
華
南
分
局
指
導
部
と

広
東
省
指
導
部
を
同
義
の
も
の
と
し
て
表
記
し
た
い
。

（
15
）
葉
剣
英
「
整
理
農
村
基
層
組
織
的
重
要
性
」（
一
九
五
〇
年
九
月
一
九
日
）、
広
東
葉
剣
英
研
究
会
・
中
共
広
東
省
委
党
史
研
究
室
編
『
葉

剣
英
在
広
東
』
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
二
七
頁
。

（
16
）
葉
剣
英
「
為
建
設
一
個
有
高
度
覚
悟
的
有
高
度
紀
律
性
的
党
而
闘
争
」（
一
九
五
一
年
七
月
一
日
）、
同
右
、
三
五
五
頁
。

（
17
）
杜
潤
生
「
関
於
過
去
半
年
年
間
全
区
準
備
與
実
施
土
地
改
革
状
況
的
報
告
」（
一
九
五
〇
年
九
月
一
六
日
）、
新
華
書
店
中
南
総
分
店
編

審
部
編
『
土
地
改
革
手
冊
（
続
輯
）』
新
華
書
店
中
南
総
分
店
、
一
九
五
〇
年
、
五
八
頁
。
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（
18
）
葉
剣
英
「
広
東
一
年
的
工
作
成
績
和
問
題
及
今
後
的
奮
闘
目
標
」（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
六
日
）、
前
掲
、
広
東
葉
剣
英
研
究
会
他
編
『
葉

剣
英
在
広
東
』、
二
四
七
頁
。

（
19
）
葉
剣
英
「
関
於
広
東
工
作
幾
個
主
要
問
題
的
補
充
報
告
」（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
一
四
日
）、
同
右
、
二
七
三
頁
。

（
20
）
前
掲
、
葉
剣
英
「
広
東
一
年
的
工
作
成
績
和
問
題
及
今
後
的
奮
闘
目
標
」、
二
五
二
頁
。
毛
沢
東
「
中
央
轉
発
中
南
局
関
於
不
要
強
調
組

織
生
産
互
助
組
指
示
的
批
語
」（
一
九
五
〇
年
八
月
六
日
）、
前
掲
、
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
建
国
以
来
毛
沢
東
文
稿
』（
第
一
冊
）、

四
五
八
頁
。

（
21
）
葉
剣
英
「
在
反
貪
汚
、
反
浪
費
、
反
官
僚
主
義
的
基
礎
上
励
行
節
約
増
加
生
産
」（
一
九
五
一
年
一
二
月
二
一
日
）、
前
掲
、
広
東
葉
剣

英
研
究
会
他
編
『
葉
剣
英
在
広
東
』、
四
三
三
頁
。

（
22
）
葉
剣
英
「
給
毛
主
席
的
総
合
報
告
」（
一
九
五
〇
年
五
月
二
二
日
）、
同
右
、
一
九
〇
頁
。

（
23
）
同
右
、
一
九
一
頁
。

（
24
）「
社
論
：
結
合
秋
徴
，
貫
徹
減
租
」、『
長
江
日
報
』
一
九
五
〇
年
九
月
一
六
日
。

（
25
）
前
掲
、
葉
剣
英
「
広
東
一
年
的
工
作
成
績
和
問
題
及
今
後
奮
闘
目
標
」、
二
五
六
頁
。
前
掲
、
杜
潤
生
「
関
於
過
去
半
年
年
間
全
区
準
備

與
実
施
土
地
改
革
状
況
的
報
告
」、
六
六
頁
。

（
26
）
前
掲
、
葉
剣
英
「
整
理
農
村
基
層
組
織
的
重
要
性
」、
二
二
九
頁
。

（
27
）
葉
剣
英
「
紀
念
中
国
共
産
党
三
十
周
年
與
華
南
当
前
的
闘
争
任
務
」（
一
九
五
一
年
七
月
一
日
）、
前
掲
、
広
東
葉
剣
英
研
究
会
他
編
『
葉

剣
英
在
広
東
』、
三
三
八
頁
。

（
28
）
葉
剣
英
「
整
頓
隊
伍
，
継
続
前
進
」（
一
九
五
一
年
八
月
二
三
日
）、
同
右
、
三
七
五
―
三
七
六
頁
。

（
29
）
中
南
局
は
、
華
南
分
局
の
上
位
に
位
置
し
、
華
南
分
局
を
管
轄
下
に
置
い
て
い
た
。

（
30
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
。

（
31
）
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』
中
共
党
史
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
二
一
五
頁
。

（
32
）
毛
沢
東
「
中
央
関
於
同
意
杜
潤
生
所
提
分
階
段
進
行
土
改
的
電
報
」（
一
九
五
一
年
二
月
七
日
）、
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
建
国
以



175

現代中国における中央集権的政治体制と地方主義批判の政治力学

来
毛
沢
東
文
稿
』（
第
二
冊
）、
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
一
〇
七
頁
。

（
33
）
方
方
「
争
取
穏
快
地
完
成
広
東
全
省
土
地
改
革
―
在
広
東
人
民
広
播
電
台
広
播
詞
」、『
南
方
日
報
』
一
九
五
一
年
二
月
一
日
。

（
34
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
〇
五
頁

（
35
）
方
方
「
依
靠
解
放
大
軍
，
開
展
大
規
模
的
農
民
運
動
，
為
完
成
広
東
全
省
土
地
改
革
而
闘
争
―
在
中
共
中
央
華
南
分
局
拡
大
幹
部
会
議

上
的
大
会
討
論
総
結
報
告
」（
一
九
五
一
年
四
月
二
五
日
）、
中
共
広
東
省
委
党
史
研
究
室
・
広
東
省
檔
案
館
編
『
方
方
文
集
』
広
東
人
民

出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
四
二
一
―
四
二
三
頁
。

（
36
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
〇
六
頁
。

（
37
）
同
右
、
一
〇
二
頁
。

（
38
）
方
方
「
一
年
来
広
東
的
農
民
運
動
」、『
長
江
日
報
』
一
九
五
一
年
九
月
二
九
日
。

（
39
）
前
掲
、
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』、
二
二
四
頁
。

（
40
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
一
三
頁
。

（
41
）
同
右
、
一
一
四
頁
。

（
42
）
張
江
明
・
劉
子
健
「
方
方
“
地
方
主
義
”
冤
案
始
末
」、
前
掲
、
張
江
明
選
編
『
広
東
歴
史
問
題
研
究
』、
四
一
九
頁
。

（
43
）『
葉
剣
英
伝
』
編
写
組
『
葉
剣
英
伝
』
当
代
中
国
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
四
九
三
頁
。

（
44
）
同
右
、
四
九
〇
頁
。

（
45
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

（
46
）
呉
之
・
賀
朗
『
馮
白
駒
伝
』
当
代
中
国
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
七
五
五
―
七
五
六
頁
。

（
47
）
前
掲
、
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』、
二
二
四
頁
。

（
48
）
中
共
広
東
省
委
党
史
研
究
室
編
『
中
国
共
産
党
広
東
歴
史
（
一
九
四
九
―
一
九
七
八
）』（
第
二
巻
）
中
共
党
史
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、

八
六
―
八
九
頁
。

（
49
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
一
八
―
一
二
〇
頁
。
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（
50
）
同
右
、
一
二
一
頁
。

（
51
）
楊
康
華
「
関
於
広
東
反
“
地
方
主
義
”
問
題
」（
一
九
八
六
年
一
一
月
一
日
）、
楊
康
華
『
楊
康
華
回
憶
録
』
広
東
人
民
出
版
社
、
二
〇

〇
一
年
、
三
五
九
頁
。

（
52
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
二
八
頁
。

（
53
）
同
右
、
一
二
四
―
一
二
五
頁
。

（
54
）
同
右
、
一
二
九
頁
。

（
55
）
同
右
、
一
二
三
頁
。

（
56
）
同
右
、
八
三
頁
。

（
57
）
陳
遐
瓚
・
劉
子
健
「
関
於
方
方
的
“
地
方
主
義
”
問
題
」、
中
共
広
東
省
委
党
史
研
究
室
・
広
東
省
中
共
党
史
学
会
・
広
東
省
中
共
党
史

人
物
研
究
会
編
『
方
方
研
究
―
紀
念
方
方
同
志
誕
辰
九
〇
周
年
学
術
討
論
会
論
文
集
』（
上
巻
）
広
東
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
一

六
九
―
一
七
一
頁
。

（
58
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
八
六
頁
。

（
59
）
前
掲
、
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』、
二
一
六
―
二
一
七
頁
。

（
60
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
〇
二
頁
。

（
61
）「
論
正
在
前
進
中
的
広
東
農
民
運
動
」、『
長
江
日
報
』
一
九
五
一
年
七
月
一
〇
日
。「
認
真
学
習
，
穏
歩
前
進
―
再
論
広
東
農
民
運
動
」、

『
長
江
日
報
』
一
九
五
一
年
七
月
一
七
日
。

（
62
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
〇
三
頁
。

（
63
）
同
右
、
一
〇
四
頁
。

（
64
）
前
掲
、
楊
康
華
「
関
於
広
東
反
“
地
方
主
義
”
問
題
」、
三
六
〇
頁
。

（
65
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
一
二
頁
。

（
66
）
同
右
、
一
〇
〇
頁
。
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（
67
）
同
右
、
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
。

（
68
）
同
右
、
一
一
一
―
一
一
二
頁
。
前
掲
、
呉
之
・
賀
朗
『
馮
白
駒
伝
』、
七
五
五
頁
。

（
69
）
前
掲
、
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』、
二
二
四
頁
。

（
70
）
方
方
「
堅
決
支
援
農
村
土
地
改
革
運
動
―
在
省
市
協
商
委
員
会
聯
席
会
議
上
的
報
告
」（
一
九
五
二
年
八
月
六
日
）、
前
掲
、
中
共
広
東

省
委
党
史
研
究
室
・
広
東
省
檔
案
館
編
『
方
方
文
集
』、
四
四
九
頁
。

（
71
）
前
掲
、
中
共
広
東
省
委
党
史
研
究
室
編
『
中
国
共
産
党
広
東
歴
史
（
一
九
四
九
―
一
九
七
八
）』（
第
二
巻
）、
八
八
頁
。

（
72
）
前
掲
、『
当
代
中
国
』
叢
書
編
輯
部
編
『
当
代
中
国
的
広
東
』、
四
四
頁
。

（
73
）
方
方
「
広
東
省
進
入
計
劃
建
設
新
時
期
，
四
大
関
係
緊
張
及
其
解
決
辦
法
―
在
行
署
主
任
会
議
上
的
講
話
」（
一
九
五
三
年
）、
前
掲
、

中
共
広
東
省
委
党
史
研
究
室
・
広
東
省
檔
案
館
編
『
方
方
文
集
』、
四
八
四
―
四
八
五
頁
。

（
74
）
前
掲
、
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』、
二
二
九
頁
。

（
75
）
同
右
、
二
二
七
―
二
二
八
頁

（
76
）
前
掲
、「
整
頓
隊
伍
，
継
続
前
進
」、
三
七
三
頁
。

（
77
）
葉
剣
英
「
広
東
解
放
初
期
社
会
情
況
和
今
後
工
作
打
算
」（
一
九
五
〇
年
一
月
二
一
日
）、
前
掲
、
広
東
葉
剣
英
研
究
会
他
編
『
葉
剣
英

在
広
東
』、
一
二
二
―
一
二
三
頁
。

（
78
）『
当
代
中
国
』
叢
書
編
輯
部
編
『
当
代
中
国
的
土
地
改
革
』
当
代
中
国
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
三
二
九
頁
。
前
掲
、
葉
剣
英
「
整
頓
隊

伍
，
継
続
前
進
」、
三
七
九
頁
。

（
79
）
前
掲
、
葉
剣
英
「
為
建
設
一
個
有
高
度
覚
悟
的
有
高
度
紀
律
性
的
党
而
闘
争
」、
三
五
五
―
三
五
六
頁
。

（
80
）
前
掲
、
葉
剣
英
「
整
頓
隊
伍
，
継
続
前
進
」、
三
七
五
―
三
七
六
頁
。

（
81
）
前
掲
、
葉
剣
英
「
整
理
農
村
基
層
組
織
的
重
要
性
」、
二
二
九
頁
。

（
82
）
前
掲
、『
葉
剣
英
伝
』
編
写
組
『
葉
剣
英
伝
』、
四
九
三
頁
。

（
83
）
楊
建
「
七
十
年
代
末
的
広
東
反
婾
渡
闘
争
」、『
百
年
潮
』
第
四
〇
期
（
二
〇
〇
一
年
四
月
）、
二
三
―
二
六
頁
。
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（
84
）
楊
康
華
「
広
東
両
次
反
地
方
主
義
都
“
錯
了
”，“
造
成
許
多
冤
假
錯
案
”」、
前
掲
、
張
江
明
選
編
『
広
東
歴
史
問
題
研
究
』、
一
一
六
―

一
二
七
頁
。

（
85
）
前
掲
、
楊
康
華
「
関
於
広
東
反
“
地
方
主
義
”
問
題
」、
三
六
〇
頁
。

（
86
）
前
掲
、
中
共
広
東
省
委
党
史
研
究
室
編
『
中
国
共
産
党
広
東
歴
史
（
一
九
四
九
―
一
九
七
八
）』（
第
二
巻
）、
三
二
三
―
三
二
七
頁
。

（
87
）
前
掲
、
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』、
二
六
九
―
二
七
〇
頁
。

（
88
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
四
〇
―
一
四
一
頁
。

（
89
）
同
右
、
一
四
八
頁
。

（
90
）
同
右
、
二
二
二
―
二
二
五
頁
。

（
91
）
前
掲
、
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』、
二
七
一
―
二
七
二
頁
。

（
92
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
四
四
―
一
四
五
頁
。

（
93
）
同
右
、
一
四
五
頁
。

（
94
）
同
右
、
一
六
四
―
一
六
五
頁
。

（
95
）
同
右
、
一
四
九
頁
。

（
96
）
前
掲
、
呉
之
・
賀
朗
『
馮
白
駒
伝
』、
七
八
五
頁
。

（
97
）
同
右
、
七
八
七
頁
。

（
98
）
同
右
、
七
八
八
―
七
八
九
頁
。

（
99
）
同
右
、
七
五
七
頁
。

（
100
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
一
二
九
頁
。

（
101
）
同
右
、
二
二
二
頁
。

（
102
）
前
掲
、
楊
康
華
「
関
於
広
東
反
“
地
方
主
義
”
問
題
」、
三
六
二
―
三
六
三
頁
。

（
103
）
同
右
、
三
六
五
―
三
六
六
頁
。
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（
104
）
同
右
、
三
六
六
頁
。

（
105
）
前
掲
、
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』、
二
七
一
頁
。

（
106
）
磯
部
靖
「
広
東
省
に
お
け
る
文
化
大
革
命
の
展
開
と
地
方
主
義
」、
国
分
良
成
編
著
『
中
国
文
化
大
革
命
再
論
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
三
年
、
第
一
一
章
。

（
107
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
二
七
二
頁
。

（
108
）
前
掲
、
磯
部
靖
「
広
東
省
に
お
け
る
文
化
大
革
命
の
展
開
と
地
方
主
義
」。

（
109
）「
中
共
中
央
、
国
務
院
批
轉
広
東
省
委
、
福
建
省
委
関
於
対
外
経
済
活
動
実
行
特
殊
政
策
和
霊
活
措
置
的
両
個
報
告
」（
一
九
七
九
年
七

月
一
九
日
）、
中
共
広
東
省
委
辦
公
庁
編
印
『
中
央
対
広
東
工
作
指
示
匯
編
』（
一
九
七
九
年
―
一
九
八
二
年
）、
一
九
八
六
年
、
一
九
頁
。

（
110
）
任
仲
夷
「
打
開
広
東
新
局
面
的
四
条
基
本
経
験
」（
一
九
八
三
年
二
月
三
日
）、
張
岳
琦
・
李
次
岩
主
編
『
先
行
一
歩
―
改
革
開
放
編
』

広
東
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
〇
頁
。

（
111
）
中
共
中
央
「
関
於
馮
白
駒
、
古
大
存
同
志
恢
復
名
誉
的
通
知
」（
一
九
八
三
年
二
月
九
日
）、
中
共
広
東
省
委
辦
公
庁
編
印
『
中
央
対
広

東
工
作
指
示
匯
編
』（
一
九
八
六
年
―
一
九
八
七
年
、
下
）、
一
九
八
八
年
、
五
二
六
頁
。
中
共
中
央
紀
律
検
査
委
員
会
「
関
於
撤
鎖
対
方

方
同
志
処
分
的
批
復
」、
前
掲
、
張
江
明
選
編
『
広
東
歴
史
問
題
研
究
』、
六
頁
。

（
112
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
二
八
一
頁
。

（
113
）
前
掲
、
劉
田
夫
『
劉
田
夫
回
憶
録
』、
二
七
二
―
二
七
三
頁
。

（
114
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
二
八
二
頁
。

（
115
）
同
右
、
二
九
〇
頁
。

（
116
）
同
右
、
三
〇
二
―
三
〇
三
頁
。

（
117
）
同
右
、
二
九
一
頁
。

（
118
）
同
右
、
三
一
二
頁
。

（
119
）
同
右
、
三
一
四
―
三
一
五
頁
。
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（
120
）
前
掲
、
楊
康
華
「
関
於
広
東
反
“
地
方
主
義
”
問
題
」、
三
五
六
頁
。

（
121
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
二
九
九
頁
。

（
122
）
楊
立
「
為
古
大
存
平
反
応
該
吸
取
教
訓
」、
同
右
、
三
三
五
―
三
三
九
頁
。

（
123
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
三
一
五
―
三
一
七
頁
。

（
124
）
広
東
党
史
編
輯
部
「
他
也
是
一
支
“
帯
刺
的
紅
玫
瑰
”
―
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
―
古
大
存
沈
冤
録
』
座
談
会
側
記
」、
同
右
、
三
四
九
頁
。

（
125
）
前
掲
、
楊
立
編
著
『
帯
刺
的
紅
玫
瑰
』、
三
〇
一
頁
。

（
126
）
前
掲
、
楊
康
華
「
関
於
広
東
反
“
地
方
主
義
”
問
題
」、
三
五
七
頁
。

（
127
）
習
仲
勲
「
広
東
的
建
設
如
何
大
幹
快
上
」（
一
九
七
八
年
一
一
月
八
日
）、『
習
仲
勲
文
選
』
編
輯
委
員
会
編
『
習
仲
勲
文
選
』
中
央
文
献

出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
二
八
四
―
二
八
五
頁
。

（
128
）
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
鄧
小
平
年
譜
一
九
七
五
―
一
九
九
七
』（
上
）
中
央
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
五
〇
六
頁
。

（
129
）
磯
部
靖
「
省
指
導
者
と
利
益
誘
導
」、
前
掲
、
磯
部
靖
『
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係
』、
第
四
章
。

（
130
）
前
掲
、
磯
部
靖
「
中
央
・
地
方
関
係
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」。

（
131
）
広
東
省
に
お
け
る
改
革
・
開
放
政
策
の
推
進
と
地
方
主
義
批
判
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
磯
部
靖
『
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関

係
』
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
132
）
前
掲
、
磯
部
靖
「
現
代
中
国
に
お
け
る
地
方
主
義
」。
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