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『
國
民
蕪
と
中
國
共
産
窯
の
指
導
者
』

本
書
は
、
日
冨
国
8
＜
雲
H
葛
鎮
言
譜
き
血
ζ
ぼ
潜
ぐ
g
≦
胃
｝
響
，

＜
o
言
蝕
o
β
90
一
益
帽
Φ
9
ρ
8
に
よ
つ
て
行
わ
れ
て
い
る
国
一
詳
Φ
ω
言
象
霧
の
一

部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
ほ
、
過
去
約
六
十
年
に
わ
た
る
世
界

各
國
の
指
導
者
の
祉
會
的
基
盤
と
構
成
上
の
墜
化
と
を
種
々
の
角
度
か
ら
分
析

し
橡
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
泄
會
の
墓
本
的
特
質
を
理
解
し
、
現
代
革

命
の
性
格
と
課
題
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
本
書
も
ま

た
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
主
と
し
て
中
國
國
民
黛
及
び
中
國
共
産
窯
の
指
導

者
層
に
つ
い
て
、
そ
の
畿
展
過
程
及
び
批
會
的
纒
濟
的
背
景
を
詳
細
に
分
析
し
、

中
國
革
命
の
性
格
・
革
命
に
お
け
る
共
産
黛
の
勝
利
の
原
因
を
究
明
す
る
手
が

か
り
を
得
よ
う
と
す
る
む
の
で
あ
る
。

紹
介
と
批
評

　
い
つ
た
い
、
一
國
に
お
け
る
政
治
指
導
者
の
研
究
が
、
そ
の
國
の
肚
會
構
造

の
特
質
を
理
解
し
、
ひ
い
て
は
革
命
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
に
重
要
な

意
昧
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
指
導
者

の
研
究
が
以
上
の
目
的
を
蓬
成
す
る
た
め
の
第
一
義
的
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を

意
昧
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
か
れ
ら
の
存
在
そ
の
も
の
が
そ
の
國
の
瀧
會
の

構
造
的
特
質
を
は
な
れ
て
は
あ
り
え
な
い
以
上
、
こ
の
種
の
研
究
の
も
つ
重
要

性
は
な
ん
と
し
て
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
從
來
、
わ
が

國
に
お
い
て
も
、
政
治
指
導
者
に
關
す
る
研
究
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
そ
の
研
究
は
、
個
人
を
勤
象
と
す
る
そ
れ
に
と

ど
ま
り
、
指
導
者
を
全
麗
と
し
て
綜
合
的
且
つ
科
學
的
に
分
析
し
櫨
討
し
た
研

究
は
そ
う
多
く
な
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
く
に
中
國
の
研
究
に
お
い
て

は
、
中
國
共
産
黛
及
び
中
國
國
民
窯
に
封
す
る
研
究
成
果
は
敏
多
く
存
在
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
の
よ
う
に
國
共
爾
黛
の
指
導
者
を
種
々
の
観
鮎
か
ら

絡
括
的
に
と
り
扱
つ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い
つ
て
も
過
言
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
間
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貼
は

あ
る
に
し
て
も
、
以
上
の
意
昧
で
本
書
の
も
つ
便
値
は
相
常
高
く
許
便
さ
れ
て

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二

　
本
書
は
全
部
で
五
章
か
ら
成
り
立
つ
て
い
る
。
滲
考
の
た
め
そ
の
顎
目
を
列
．

墨
す
る
と
、

　
第
一
章
　
帝
國
指
導
者
の
崩
竣

　
　
西
欧
の
衝
撃
・
共
産
主
義
の
影
響

　
第
二
章
　
國
民
蕪
に
お
け
る
指
導
の
資
展

五
九

（
五
九
）



紹
介
と
批
評

　
純
第
一
…
期
ー
軌
第
六
伽
刈
一
甲
央
執
行
委
口
貝
合
目
・
ム
エ
融
肥
的
傾
向

　
簿
｛
ミ
章
　
　
　
　
　
　
黒
に
お
け
る
指
導
の
孫
憾
展

　
陳
濁
秀
の
指
導
（
一
九
一
八
年
i
一
九
二
七
年
八
月
）
∴
初
期
共
産
黛

　
　
の
組
競
・
國
共
合
作
・
都
市
暴
動
の
時
鶏
（
一
九
二
七
年
八
月
ー
一
九

　
　
三
一
証
⊥
月
）
・
ロ
シ
ア
留
畢
生
の
時
期
（
一
九
三
一
年
一
月
ー
一
九

　
　
三
五
年
一
月
）
・
指
導
の
第
四
期
・
奈
禮
的
傾
向

　
第
四
章
　
図
共
雨
黛
指
導
音
の
証
會
的
特
質

　
　
典
麺
の
特
質
・
相
違
黙

　
第
五
章
　
人
民
政
府
下
の
馨
（
展

　
　
弧
味
と
弱
味
。
個
々
の
指
導
者
の
背
息
凧
と
特
…
徴
・
中
華
人
民
共
和
國

　
　
1
、
C
　
）
ウ
o

　
　
『
、
ふ
澱
曽
／
・

　
こ
の
う
ち
著
者
が
最
も
力
を
注
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
國
共
画
惣
指
導
者
の
性
格
を
分
析
し
た
第
四
章
で
あ
つ
て
、
他
の
四
章

は
第
四
章
に
封
し
て
補
足
的
闘
係
に
あ
る
と
い
つ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
釘
四
章
に
重
鮎
を
お
き
な
が
ら
以
下
順
次
に
各
章
の
内
客
を
簡
軍
に

紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
章
に
お
い
て
、
藷
者
は
、
ま
ず
清
朝
末
期
に
お
け
る
政
治
組
織
と
指
導

老
の
融
會
的
背
景
の
分
析
と
を
行
い
、
　
一
部
指
導
者
の
な
か
に
は
西
厭
文
明
の

探
用
に
よ
る
中
國
近
代
化
へ
の
動
き
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
朝
の
政

治
機
構
と
指
導
者
の
も
つ
博
統
的
な
保
守
性
・
非
能
摩
及
び
新
た
な
情
勢
に
封

懸
す
る
適
燃
能
力
の
不
足
な
ど
が
、
西
歌
勢
力
の
衝
撃
に
中
國
を
有
敷
に
封
庭

さ
せ
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
、
廣
汎
な
耽
會
的
混
胤
を
ひ
き
起
す
に
至
つ
た
と

の
見
解
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
こ
の
よ
う
な
中
國
肚
會
の
混
鰍
の
な
か
か
ら

生
れ
た
國
共
爾
窯
に
封
し
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
コ
ム
ユ
ニ
ズ
ム
が
あ
た
え
た
重
大
な

六
〇

（
六
〇
）

影
響
を
雁
史
的
に
概
親
し
、
一
九
二
四
年
の
國
共
合
作
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の

章
は
、
本
書
の
研
究
劃
象
で
あ
る
國
共
而
蕪
を
歴
史
的
に
理
解
す
る
た
め
の
い

わ
ば
序
説
的
な
部
分
に
當
る
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
間
題
と
な
る
鮎
は
見
當
ら

な
い
が
、
本
章
の
末
尾
で
冒
及
さ
れ
で
い
る
國
共
爾
黛
の
指
準
奢
の
性
絡
に
關

す
る
概
括
的
な
叙
述
は
、
第
四
章
に
示
さ
れ
た
著
者
の
見
解
を
整
理
し
理
解
す

る
う
え
に
有
釜
な
も
の
と
し
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
5
。

　
第
二
章
は
、
一
九
二
四
年
の
中
國
國
民
黛
第
一
届
全
國
代
表
大
會
か
ら
一
九

四
五
年
の
第
六
屈
全
國
代
表
大
會
に
至
る
ま
で
の
各
大
會
で
逞
出
さ
れ
た
中
央

執
行
委
員
會
の
メ
ソ
バ
ー
に
つ
き
、
窯
派
的
な
構
成
上
の
饗
化
を
歴
史
的
に
楡

討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
蒋
介
石
の
濁
裁
継
力
が
次
第
に
國
民
蕪
内
で
確
立
さ

れ
て
い
つ
た
過
程
を
朋
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
著
膏
は
、
第
一
期
及
び

第
二
期
中
央
執
行
委
員
會
に
お
い
て
は
、
汗
兆
銘
の
國
民
懲
左
派
及
び
共
爺
派

の
漣
合
勢
力
が
西
山
派
を
中
心
と
す
る
右
派
に
罰
し
て
優
越
的
地
位
を
占
め
、

窯
内
の
指
導
樺
を
掌
掃
し
て
い
た
が
、
第
二
朔
中
央
執
行
委
員
會
時
代
の
中
期

以
後
蒋
介
石
派
の
勢
力
が
擾
頭
し
、
中
山
艦
事
件
（
シ
肋
一
宍
年
）
・
四
・
ニ
ヲ

1
デ
タ
・
北
伐
の
完
成
を
脛
て
一
九
二
九
年
三
月
の
第
三
期
中
央
執
行
委
負
會

に
至
つ
て
・
て
の
樺
力
が
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
た
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時

期
は
、
な
お
黙
内
に
種
々
の
強
大
な
異
質
的
勢
力
を
有
し
て
い
た
た
め
に
、
反

蒋
職
事
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
多
く
の
薫
内
剛
、
箏
を
ひ
き
起
し
た
が
、
一
九
ご
二

年
十
一
月
の
第
四
期
中
央
執
行
委
負
會
の
成
立
常
時
に
な
る
と
、
蒋
介
石
派
ぼ

西
山
派
及
び
保
守
的
中
央
執
行
委
員
を
擁
し
て
汗
兆
銘
・
胡
漢
民
な
ど
の
勢
力

に
優
越
L
、
さ
ら
に
そ
の
後
劃
外
的
危
機
の
切
迫
と
相
倹
つ
て
茶
、
の
覇
権
を
樹

立
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
　
一
九
三
五
年
十
一
月
の
第
五
屈

全
國
代
表
大
會
に
ひ
き
つ
が
れ
、
蒋
派
は
軍
人
出
身
の
中
央
執
行
委
員
及
び
C



d
團
系
委
員
に
政
學
會
派
を
加
え
て
さ
ら
に
そ
の
勢
力
を
張
化
し
、
一
九
三
八

年
の
臨
時
全
國
代
表
大
會
で
は
蒋
介
石
は
國
民
黙
総
裁
に
選
出
さ
れ
、
國
民
黛

内
に
お
け
る
事
實
上
の
樺
力
濁
占
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。
著
老
は
、
以
上
の

事
實
を
楡
討
し
た
結
果
、
O
裳
内
各
派
の
構
成
上
の
墾
化
が
行
わ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
共
産
蕪
員
を
除
き
最
初
の
由
央
執
行
委
員
の
九
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
近

く
が
六
全
大
會
嘗
時
に
も
な
お
生
存
し
、
そ
の
大
部
分
が
依
然
と
し
て
指
導
的

地
位
に
あ
り
、
黛
の
指
導
は
全
騰
と
し
て
安
定
的
で
あ
つ
た
こ
と
　
⇔
國
民
窯

の
指
灘
の
歴
史
は
一
九
二
六
年
以
後
は
蒋
介
石
の
擾
頭
と
切
り
は
な
し
て
は
考

え
ら
れ
ず
、
そ
の
罐
力
強
化
に
は
と
く
に
日
本
の
中
國
侵
入
が
大
き
な
役
割
を

，
果
し
て
い
る
こ
と
　
◎
し
か
し
蒋
介
石
の
濁
裁
的
擢
力
の
確
立
は
、
窯
内
の
批

到
的
政
治
勢
力
を
後
退
さ
せ
、
人
民
大
衆
の
要
求
を
無
覗
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

國
民
窯
を
大
衆
か
ら
…
遊
離
さ
せ
て
し
ま
つ
た
こ
と
ー
を
結
論
と
し
て
述
べ
て

い
る
。
こ
の
◎
の
見
解
は
、
著
者
が
中
國
の
要
求
す
る
歴
史
的
課
題
を
正
し
く

，
解
決
し
え
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
國
民
黛
没
落
の
根
族
を
求
め
た
も
の
と
し
て
高

く
評
贋
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
著
者
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
蒋
介
石
の
権
力
確
立
が
C
C
團
系
と
の
結
合
の
う
え
に
行
わ
れ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
為
が
、
こ
の
こ
と
は
、
蒋
派
の
中
心
勢
力
が
軍
人
で
あ
る
こ
と
と

相
侯
つ
て
、
國
民
黛
指
導
勢
力
の
極
端
な
右
傾
化
を
招
來
し
た
有
力
な
原
因
を

な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
批
會
的
基
盤
を
分
析
し
た
第
四
章
と
と
も
に
十
分
注

目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
章
は
、
中
國
共
産
窯
に
お
け
る
指
導
勢
力
の
礎
遷
過
程
を
と
り
扱
つ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、
裳
成
立
の
時
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を

四
つ
の
時
期
に
匿
分
し
、
鴬
の
指
導
椹
が
陳
凋
秀
・
羅
秋
白
・
李
立
三
・
陳
紹

禺
な
ど
を
脛
て
、
さ
ら
に
は
ま
た
張
國
蕉
と
の
抗
雫
を
脛
て
次
第
に
毛
澤
東
に

紹
介
と
批
評

移
つ
て
い
く
過
程
を
、
窯
の
革
命
職
略
の
攣
遷
と
の
關
連
に
お
い
て
詳
細
に
観

察
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
敏
述
は
極
め
て
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
参

考
と
な
る
鮎
も
少
く
な
い
が
、
と
く
に
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
著
者
が
窯
史
の
時
代
匠
分
の
一
時
期
と
し
て
都
市
暴
動
の
時
期
（
一
九
二

七
年
八
月
ー
一
九
三
一
年
一
月
）
を
墾
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期

は
一
般
に
李
立
三
時
代
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
都
市
暴
動
主

義
に
立
つ
李
立
三
の
革
命
コ
ー
ス
の
誤
謬
を
指
摘
す
る
場
合
、
わ
が
國
に
お
い

て
は
、
黛
が
一
九
二
八
年
七
月
の
六
全
大
會
で
毛
澤
東
コ
ー
ス
ヘ
の
基
礎
を
確

立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
李
立
三
は
こ
れ
を
正
し
く
理
解
せ
ず
左
翼
機
會

主
義
的
誤
謬
を
お
か
し
た
と
し
て
非
難
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ

の
鮎
に
つ
い
て
、
李
立
三
時
代
が
一
貫
し
て
都
市
暴
動
主
義
の
時
代
で
あ
り
、

中
國
共
産
窯
の
指
導
に
當
つ
て
い
た
コ
ミ
ソ
テ
ル
ソ
す
ら
毛
澤
東
コ
ー
ス
に
封

し
て
明
確
な
認
識
を
も
つ
て
い
な
か
つ
た
と
し
て
、
完
全
に
反
封
の
見
解
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
事
賓
は
、
一
九
二
八
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
共
燕
叢
員
の

構
成
が
激
攣
し
、
農
民
化
へ
の
傾
向
が
顯
著
に
な
つ
た
こ
と
、
毛
澤
束
の
指
導

的
地
位
の
確
立
は
以
上
の
事
實
に
表
現
さ
れ
る
中
國
革
命
の
性
絡
を
彼
が
早
く

か
ら
理
解
L
賢
蹉
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
薯
者
の

見
解
と
と
も
に
愼
重
に
槍
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
岡
題
で
あ
ろ
）
。

　
つ
い
で
著
者
は
、
第
四
章
に
お
い
て
、
多
く
の
統
計
資
料
を
駆
使
し
て
國
共

爾
窯
の
指
導
者
の
批
會
的
背
景
の
分
析
を
行
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
國

共
爾
窯
の
指
導
者
に
共
通
な
耽
會
的
特
徴
と
し
て
、
O
爾
黛
の
指
導
者
は
大
部

分
が
中
國
人
民
の
上
暦
階
級
す
な
わ
ち
地
主
・
商
入
・
學
者
・
官
僚
な
ど
の
子

弟
で
あ
り
、
西
欧
勢
力
の
侵
透
の
激
し
い
地
方
の
出
身
者
で
高
度
の
教
育
を
受

け
、
し
か
も
中
國
就
會
の
主
流
に
容
れ
ら
れ
な
か
つ
た
人
々
で
あ
る
こ
と
　
◎
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紹
介
と
批
評

教
育
の
程
度
も
、
海
外
留
學
を
行
つ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
概
し
て
共
通
し

て
い
る
こ
と
　
◎
指
導
者
の
年
齢
は
一
般
先
進
諸
國
家
の
そ
れ
に
比
べ
て
若
い

こ
と
　
㈲
概
ね
職
業
的
革
命
政
治
家
で
あ
る
こ
と
　
㈲
爾
窯
と
も
指
導
者
を
邊

り
出
す
祉
會
暦
に
つ
い
て
は
（
國
民
黛
の
場
合
に
は
軍
人
を
除
き
そ
の
経
濟
的

地
位
に
つ
い
て
も
）
全
膿
と
し
て
下
降
的
現
象
が
み
ら
れ
る
こ
と
　
㈹
軍
人
の

指
導
的
地
位
へ
の
進
出
が
顯
著
で
あ
る
こ
と
ー
な
ど
が
撃
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
特
徴
は
、
中
國
の
よ
う
な
後
進
的
植
属
地
國
家
に
お
け
る
革
命
が

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
に
お
い
て
叢
生
し
且
つ
獲
展
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
す

も
の
と
し
て
頗
る
興
昧
深
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
更
に
興
味
あ
る
間

題
は
、
こ
の
よ
う
な
共
通
の
特
徴
を
も
つ
、
い
い
か
え
れ
ば
一
鷹
は
共
通
の
歴

史
的
基
盤
の
う
え
に
生
れ
た
國
共
爾
蕪
が
、
そ
の
耽
會
的
性
格
に
お
い
て
、
ど

の
鮎
で
相
違
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、

最
も
重
大
な
相
蓮
と
し
て
國
民
蕪
指
導
者
の
都
市
化
と
共
産
蕪
指
導
者
の
農
村

化
と
を
學
げ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
爾
窯
の
指
導
者
は
、
も
と
も
と
上

層
階
級
に
腸
す
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で

も
共
産
窯
に
國
民
蕪
よ
り
も
農
村
出
身
者
の
比
率
が
大
き
く
、
國
民
黛
に
共
産

蕪
よ
り
も
都
市
商
人
・
學
者
・
官
僚
の
子
弟
の
占
め
る
割
合
が
多
か
つ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
傾
向
は
そ
の
後
衣
第
に
搬
大
さ
れ
て
い
つ
た
が
、
と
く
に
共
産
蕪

が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
革
命
の
時
代
に
入
り
毛
澤
束
を
中
心
と
す
る
農
村
工
作
が
活
漫

と
な
る
に
つ
れ
て
共
産
窯
指
導
者
の
農
村
化
は
一
段
と
顯
者
と
な
つ
た
（
前
述

し
た
指
導
者
の
肚
會
層
に
お
け
る
下
降
現
象
は
共
産
蕪
の
揚
合
こ
の
黙
で
著
し

か
つ
た
の
で
あ
る
）
。
ま
た
一
方
、
國
民
窯
に
お
い
て
も
、
都
市
商
工
業
を
肚

會
的
基
盤
と
す
る
右
派
f
た
と
え
ば
C
C
團
系
i
の
擁
頭
に
よ
つ
て
そ
の

都
市
化
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
か
く
て
著
者
は
、
國
共
爾
窯
指
導
者
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の
統
計
的
分
析
の
結
果
は
一
言
で
い
え
ば
分
極
現
象
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
そ

し
て
都
市
化
し
た
國
民
窯
が
勤
勢
大
衆
と
く
に
農
民
か
ら
遊
離
し
て
中
國
革
命

の
課
題
を
捲
い
え
な
く
な
つ
た
の
に
勤
し
、
共
産
窯
は
農
民
を
基
盤
と
す
る
革

命
組
織
に
獲
展
し
、
國
共
内
職
に
お
け
る
勝
利
へ
の
基
礎
を
き
ず
い
た
寸
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
（
著
者
は
こ
の
外
に
も
、
共
産
蕪
指
導
者
に
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

連
邦
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
留
學
し
た
も
の
が
多
く
、
日
本
及
び
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
留

學
生
に
は
國
民
糞
指
導
者
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
。
　
こ
れ
は
今
日
と

く
に
目
新
し
い
見
解
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
中
國
革
命
の
基
本
的
性
格
に

ふ
れ
た
見
解
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
第
五
章
は
、
最
近
に
お
け
る
國
共
内
職
を
脛
て
中
華
人
民
共
和
國

が
成
立
す
る
に
至
つ
た
歴
史
的
過
程
を
追
求
し
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
國
共
爾

裳
の
強
昧
と
弱
黙
と
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
中
國
共
産
窯
の
現
指
導
者
の
各

々
に
つ
い
て
若
干
の
解
読
を
試
み
て
い
る
。
著
者
は
、
本
章
の
最
後
の
部
分
に

お
い
て
、
「
そ
の
全
膣
主
義
的
方
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
國
共
産
主
義
制
度

は
、
そ
れ
が
自
己
の
教
義
を
中
國
人
の
基
本
的
要
求
に
適
鷹
さ
せ
よ
う
と
し
、

ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
長
く
擢
力
を
維
持
し
つ
づ
け
る
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
、
中
華
人
民
共
和
國
の
將
來
に
封
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
す
る

一
方
、
中
ソ
關
係
に
つ
い
て
は
、
中
國
共
蓬
黙
と
コ
ミ
ソ
テ
ル
ソ
及
び
ソ
ヅ
ィ

エ
ト
漣
邦
と
の
歴
史
的
關
係
か
ら
到
蜥
し
て
、
爾
者
間
の
勤
立
は
「
ま
だ
稜
展

し
て
は
い
な
い
に
し
て
も
、
結
局
は
殆
ん
ど
確
實
に
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
」

こ
と
を
豫
想
し
て
い
る
。

　
以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
本
書
の
も
つ
償
値
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ

た
か
ら
こ
こ
で
は
再
言
し
な
い
が
、
こ
の
紹
介
を
終
る
に
當
つ
て
本
書
に
封
す



る
不
満
を一
つ
だ
け
述
べ
て
お
こ
う
と
思
う。
そ
れ
は
著
者
の
使
用
し
て
い
る

貧
料
の
問
題
で
あ
る。
著
者
は、
序
文
に
お
い
て、
述
べ
て
い
る
よ
う
に、
か
な

り
成
汎
な
英
文
資
料
に
加
え
て、
図
共
同
誌
指
導
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た

人
々
の
報
告
を
合
せ
利
用
し
て
い
る。
し
か
し、
こ
こ
に
見
目
さ
れ
る
資
料
は、

著
者
の
究
明
し
よ
う
と
す
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
決
し
て
十
分
と
は
い

え
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る。
こ
の
事
官
は、
た
と
え
ば、
図
共
同
誌
指
導
者
の

社
合
的
特
質
を
分
析
す
る
に
蛍
っ
て、
園
民
誌
に
つ
い
て
は一
九
二
四
年・
二

六
年・
二
九
年
の
中
央
執
行
委
員
曾
の
資
料
だ
け
が
数
多
く
利
用
さ
れ、
最
近

の
そ
れ
が
殆
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
明
白
に
現
れ
て
い
る。
も
ち

ろ
ん、
こ
の
植
の
資
料
を
十
分
に
蒐
集
す
る
こ
と
は
極
め
て
煩
雑
な
仕
事
で
は

あ
る
が、
差
首
り
本
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
資
料
を
相
蛍
程
度
ま
で
補
充
す
る

こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
0

・本
書
は、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
よ
り
充
質
し
た
内
容
を
も
つ
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ

う。

（
石
川
忠
雄〉
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