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『
国
民
党
内
の
政
治
闘
争
　
　
注
精
衛
の
経
歴
を

　
　
　
中
心
と
し
て
ー
』

　
本
論
文
は
、
一
八
八
四
年
よ
り
一
九
三
二
年
ま
で
の
注
精
衛
の
経
歴
を
中
心

と
し
て
、
中
国
国
民
党
内
の
政
治
闘
争
を
あ
つ
か
つ
た
著
者
の
博
士
論
文
で
あ

る
。
従
来
の
博
士
論
文
が
、
そ
の
学
老
の
生
涯
の
研
究
の
集
大
成
と
い
う
性
格

を
も
つ
て
い
た
の
と
は
異
り
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
で
、
そ
れ
は
若
い
研
究
者
が

学
会
に
登
場
す
る
た
め
の
登
竜
門
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
い
た
つ
て
い
る
。

し
た
が
つ
て
、
そ
こ
に
は
、
若
さ
に
満
ち
た
縦
横
な
論
理
の
展
開
、
通
説
へ
の

挑
戦
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
と
り
あ
げ
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て
の

論
証
の
不
完
全
さ
、
扱
い
う
る
資
料
の
限
界
の
あ
る
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
事

　
　
　
細
介
と
批
評

実
で
あ
る
．
そ
の
意
味
で
、
本
論
文
に
あ
ら
わ
れ
た
成
果
そ
の
も
の
が
、
著
者

の
業
績
の
す
べ
て
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
、
著
者
の
本
望
で
な
い
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
現
代
史
研
究
の
な
か

で
、
中
国
共
産
党
史
と
比
較
す
る
と
、
中
国
国
民
党
史
の
研
究
が
立
ち
遅
れ
て

い
る
今
日
の
状
況
に
鑑
み
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
成
果
の
一
端

を
私
は
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
．

　
著
者
は
一
九
二
五
年
生
れ
、
現
在
ノ
ー
ザ
ン
・
イ
リ
ノ
イ
大
学
で
教
鞭
を
と

る
中
堅
の
中
国
現
代
史
研
究
家
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
は
、
ア
ナ
ー
バ
ー
（
、
・
・
シ

ガ
ン
）
の
ご
三
ぎ
邑
蔓
冒
す
。
旨
ヨ
の
一
琴
●
に
よ
つ
て
作
製
さ
れ
た
コ
ピ
ー
に

基
く
も
の
で
あ
る
．二

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
の
論
文
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
著
者
の
視
角
を
検

討
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
注
精
衛
の
た
ど
つ
て
き
た
政
治
的
経
歴
に

ふ
れ
て
お
く
こ
と
が
便
利
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
八
八
四
年
広
東
省
に
生
れ
た
注
精
衛
は
、
中
国
の
伝
統
的
教
育
の
な
か
で

成
長
し
、
一
九
〇
二
年
に
は
十
九
歳
に
し
て
「
秀
才
」
の
地
位
を
獲
得
し
て
い

る
。
し
た
が
つ
て
、
一
九
〇
四
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
日
本
へ
留
学
し
、
法
律

学
、
政
治
学
を
学
ん
だ
こ
と
は
、
日
本
的
な
ゆ
が
み
は
あ
つ
た
に
せ
よ
、
彼
が

西
欧
の
文
化
に
接
す
る
最
初
の
機
会
と
な
つ
た
。
こ
の
間
、
彼
は
東
京
で
孫
文

と
知
り
あ
い
、
中
国
革
命
同
盟
会
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
熱
烈
な
共
和
主
義

者
と
し
て
『
民
報
』
誌
上
に
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
〇
六
ー
九
年

に
わ
た
つ
て
注
は
東
京
を
離
れ
、
孫
文
ら
と
と
も
に
、
東
南
ア
ジ
ア
で
資
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
　
　
　
（
二
九
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

調
達
、
同
盟
会
の
組
織
化
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
．
帰
国
後
、
う
ち
っ
づ
く

革
命
運
動
の
失
敗
に
強
い
不
満
を
も
つ
注
は
、
清
朝
の
摂
政
、
醇
親
王
載
濫
の
暗

殺
を
企
て
た
が
失
敗
に
帰
し
、
一
九
一
一
年
辛
亥
革
命
の
勃
発
を
ま
つ
て
釈
放

さ
れ
た
．
辛
亥
革
命
直
後
、
上
海
で
開
催
さ
れ
た
南
北
講
和
会
議
に
参
画
し
た

注
は
、
孫
文
と
蓑
世
凱
と
の
あ
い
だ
に
立
つ
て
、
両
者
の
妥
協
を
も
た
ら
す
こ

と
に
一
時
的
に
成
功
を
お
さ
め
た
が
、
や
が
て
孫
文
ら
の
共
和
主
義
者
が
蓑
の

独
裁
に
敗
れ
た
の
を
機
会
に
、
彼
自
身
は
フ
ラ
ン
ス
ヘ
留
学
す
る
こ
と
と
な
つ

た
。
注
は
一
九
一
七
年
に
帰
国
し
、
こ
の
頃
よ
り
孫
文
へ
の
接
近
の
度
合
を
強

め
て
い
つ
た
．
一
九
一
八
年
に
孫
文
の
非
公
式
代
表
と
し
て
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講

和
会
議
に
参
加
し
た
注
は
、
一
九
一
二
年
に
成
立
し
た
広
東
軍
政
府
に
も
参
画

し
、
一
九
二
四
年
に
成
立
し
た
第
一
次
国
共
合
作
以
後
、
孫
文
の
権
威
の
下
で

党
の
中
枢
へ
進
出
し
て
い
つ
た
．
一
九
二
五
年
三
月
に
孫
文
が
北
京
で
客
死
し

た
と
き
に
、
彼
は
遺
嘱
の
作
成
に
あ
た
つ
て
い
る
．
一
九
二
五
年
八
月
に
摩
仲

榿
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
は
、
胡
漢
民
が
党
か
ら
追
放
さ
れ
る
結
果
を
ま
ね
き
、

そ
れ
に
か
わ
つ
て
、
孫
文
亡
き
あ
と
の
党
内
の
権
威
の
空
白
の
な
か
か
ら
、
軍

に
基
盤
を
も
つ
蒋
介
石
と
の
協
力
の
も
と
に
、
新
た
な
指
導
集
団
の
中
心
人
物

と
し
て
注
精
衛
は
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
．
一
九
二
五
年
七
月
に
成
立
し
た

広
東
の
国
民
政
府
主
席
、
一
九
二
六
年
一
月
の
国
民
党
二
全
大
会
主
席
の
地
位

は
、
当
時
の
彼
の
指
導
的
立
場
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
注
・
蒋
協
力
体
制
は
、
早
く
も
一
九
二
六
年
三
月
に
勃

発
し
た
中
山
艦
事
件
に
よ
つ
て
崩
壊
し
、
蒋
と
の
権
力
闘
争
に
敗
れ
た
注
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
去
つ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
注
が
ヨ
：
ロ
ッ
パ
か
ら
再
び
帰
国

し
た
と
き
は
、
蒋
介
石
の
北
伐
の
進
展
、
武
漢
政
府
に
お
け
る
蒋
・
中
共
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
　
　
　
（
二
九
四
）

立
の
最
中
で
あ
つ
た
、
一
九
二
七
年
四
月
に
上
海
に
帰
つ
た
注
は
、
中
共
指
導

者
陳
独
秀
と
共
同
宣
言
を
発
表
し
、
蒋
介
石
に
対
抗
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
し

た
が
、
や
が
て
注
を
支
え
る
唐
生
智
の
軍
隊
が
中
共
の
激
烈
な
土
地
革
命
の
た

め
に
反
共
化
し
、
一
九
二
七
年
七
月
武
漢
政
府
は
崩
壊
し
た
。
武
漢
に
対
抗
し

て
南
京
に
成
立
し
た
国
民
政
府
内
部
で
は
、
蒋
介
石
に
代
つ
て
李
宗
仁
が
拾
頭

し
、
彼
の
指
導
の
下
で
分
裂
後
の
党
を
統
一
す
べ
く
中
央
特
別
委
員
会
が
開
催

さ
れ
た
．
注
は
こ
れ
に
参
加
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
生
智
と
相
容
れ
ず
、

一
九
二
七
年
十
月
特
別
委
員
会
を
去
つ
て
い
つ
た
．
一
九
二
七
年
末
に
お
い
て

中
央
特
別
委
員
会
に
反
対
す
る
こ
と
に
共
通
の
基
盤
を
見
出
し
た
注
精
衛
と
蒋

介
石
は
、
協
力
体
制
樹
立
の
方
向
に
向
う
の
で
あ
る
が
、
中
共
の
指
導
の
下
で

十
二
月
に
勃
発
し
た
広
東
コ
ム
ミ
ュ
ー
ン
は
張
発
奎
の
軍
隊
を
崩
壊
に
導
き
、

そ
れ
に
依
存
し
て
い
た
注
は
、
政
治
的
責
任
を
と
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
三

度
ヨ
ー
・
ッ
パ
ヘ
向
う
こ
と
に
な
つ
た
．
一
九
二
九
年
に
帰
国
し
た
注
は
、
今

度
は
李
宗
仁
に
接
近
し
、
両
広
を
基
盤
と
し
て
同
年
末
蒋
介
石
に
挑
戦
を
試
み

た
が
失
敗
し
、
ま
た
も
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ヘ
逃
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
つ
か

の
間
、
一
九
三
〇
年
秋
に
な
る
と
、
注
は
閻
錫
山
、
漏
玉
祥
と
連
合
し
て
反
蒋

戦
争
に
立
ち
あ
が
る
が
、
こ
れ
も
、
張
学
良
が
蒋
介
石
側
に
つ
く
に
お
よ
び
失

敗
に
帰
し
て
し
ま
う
．
以
後
、
彼
は
、
蒋
介
石
と
胡
漢
民
と
の
軋
礫
に
乗
じ
て

蒋
介
石
と
妥
協
し
、
一
九
三
二
年
に
行
政
院
長
に
就
任
し
た
．
以
上
が
、
本
論

文
の
扱
つ
て
い
る
時
期
の
注
精
衛
の
政
治
行
動
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
周
知

の
ご
と
く
、
そ
の
後
注
精
衛
は
、
抗
日
戦
争
中
の
一
九
四
〇
年
に
南
京
で
日
本

の
偲
偲
政
権
を
組
織
し
た
が
、
一
九
四
四
年
十
一
月
名
古
屋
で
病
死
し
た
の
で

あ
る
。



三

　
著
者
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
側
面
か
ら
注
精
衛
の
政
治
行
動
に
光
を
あ
て
よ
う

と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
第
一
は
．
注
精
衛
に
対
し
て
イ
デ
オ
・
ギ
ー

の
も
つ
意
味
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
は
、
調
停
者
と
し
て
の
注
精
衛
の
役
割
で

あ
り
、
第
三
は
、
中
国
の
伝
統
的
文
化
遺
産
の
継
承
者
と
し
て
の
注
精
衛
で
あ

る
。　

ま
ず
第
一
の
問
題
か
ら
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
著
者
は
、
国
民
党
崩
壊

の
重
要
な
要
因
を
そ
の
派
閥
抗
争
に
求
め
、
注
精
衛
の
経
歴
を
中
心
と
し
て
こ

れ
ら
の
抗
争
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
．
著
者
は
そ
こ
で
、
当
時
国
民
党
内

に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
派
閥
の
型
を
つ
ぎ
の
四
つ
に
類
型
化
し
て
い

る
。
e
「
地
方
主
義
に
基
い
た
派
閥
」
、
口
「
個
人
に
対
す
る
共
通
の
忠
誠
に

基
い
た
派
閥
」
、
㊧
「
共
通
の
政
策
遂
行
に
基
い
た
派
閥
」
、
㊨
か
つ
て
の
学
校

で
の
結
び
つ
き
に
基
い
た
派
閥
が
そ
れ
で
あ
る
．
第
一
の
地
方
主
義
に
つ
い
て

み
る
な
ら
、
大
部
分
の
国
民
党
指
導
者
は
中
国
社
会
の
エ
リ
ー
ト
層
出
身
で
あ

り
、
共
通
の
家
庭
環
境
、
教
育
、
言
語
、
民
族
主
義
的
目
標
を
も
つ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
派
閥
の
支
配
的
要
因
で
は
な
か
つ
た
が
、
国

民
党
内
で
い
ぜ
ん
と
し
て
影
響
力
を
も
つ
て
い
た
。
第
二
の
、
個
人
の
忠
誠
に

基
い
た
派
閥
は
、
近
代
中
国
の
政
治
の
著
し
い
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
家

族
主
義
の
延
長
と
し
て
一
層
強
化
さ
れ
た
．
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
に
対
し
て
、

第
三
の
共
通
政
策
の
遂
行
、
し
た
が
つ
て
、
そ
の
政
策
の
根
底
を
な
す
共
通
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
い
た
派
閥
は
、
国
民
党
内
の
派
閥
結
成
の
力
と
し
て
、
事

実
上
な
ん
ら
の
機
能
も
果
さ
な
か
つ
た
、
と
著
者
は
主
張
し
て
い
る
（
八
一
！

　
　
　
紹
介
と
批
評

五
頁
）
。

　
以
上
の
枠
組
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
国
民
党
左
派
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

と
、
そ
れ
は
「
国
共
の
同
盟
を
支
持
し
た
人
々
に
対
し
て
中
共
が
あ
た
え
た
言

い
方
で
あ
る
。
…
…
そ
の
言
葉
は
特
殊
な
政
治
問
題
に
言
及
し
て
い
る
（
が
）
、

：
か
な
ら
ず
し
も
社
会
的
も
し
く
は
思
想
的
内
容
を
も
つ
て
い
な
い
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
（
八
六
ー
七
頁
）
．
し
た
が
つ
て
、
国
民
党
左
派
の
指
導
者
と
し

て
の
注
精
衛
の
立
場
は
、
「
共
産
主
義
者
の
左
派
を
も
つ
必
要
性
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
つ
て
、
」
「
純
粋
に
左
翼
的
な
社
会
的
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
か
ら
来

て
い
る
の
で
は
な
い
（
八
八
頁
）
。
注
精
衛
の
立
場
は
、
こ
の
よ
う
に
理
論
的
独

自
性
を
も
た
な
い
他
律
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
は
つ
ね
に
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
基
い
た
革
命
の
処
方
箋
に
興
味
を
示
さ
ず
、
革
命
の
戦
術
の
み
に
心
を

奪
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
の

価
値
を
否
定
し
．
問
題
の
解
決
に
あ
た
つ
て
．
テ
ロ
の
よ
う
な
単
純
な
方
法
に

た
よ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
二
〇
五
頁
）
。
一
例
と
し
て
、
著
者
は
、
一
九

一
〇
年
の
注
に
よ
る
清
朝
の
摂
政
暗
殺
計
画
の
動
機
を
、
無
政
府
主
義
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
う
ち
つ
づ
く
革
命
の
失
敗
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
注

の
欲
求
不
満
の
な
か
に
求
め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
著
者
は
つ
ね
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
が
い
か
に
国

民
党
左
派
お
よ
び
注
精
衛
の
政
治
行
動
を
動
機
づ
け
て
ぎ
た
か
、
と
い
う
視
点

か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
の
問
題
に
と
り
く
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
左
派
お
よ
び
注
精
衛
の
政
治
行
動
を
動
機
づ
け
て
い
な
い
と

結
論
づ
け
る
こ
と
は
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
そ
の
も
の
の
構
造
の
分
析
を
軽
視
す
る

結
果
を
ま
ね
く
に
い
た
つ
て
い
る
．
注
精
衛
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
彼
．
、
，
、
、
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紹
介
と
批
評

オ
ロ
ギ
ー
の
体
系
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
を
も
つ
て
い
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
い

て
、
彼
は
、
辛
亥
革
命
以
前
か
ら
共
和
主
義
者
で
あ
り
、
第
一
次
国
共
合
作
で

は
、
い
わ
ゆ
る
連
ソ
・
容
共
・
労
農
扶
助
政
策
の
積
極
的
支
持
者
で
あ
つ
た
。

そ
こ
に
は
、
共
和
政
体
、
社
会
革
命
、
反
帝
国
主
義
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸

問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主

義
が
中
国
共
産
党
員
の
政
治
行
動
を
動
機
づ
け
て
い
た
度
合
と
比
較
す
れ
ぽ
、

こ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
問
題
が
注
の
政
治
行
動
を
動
機
づ
け
る
度
合
の

低
い
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
彼
は
そ
の
政
治
行
動
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

諸
間
題
か
ら
完
全
に
自
由
で
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
い
．
さ
ら
に
一
歩
ゆ
ず
つ

て
、
著
者
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
注
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
問
題
に
か
ん
す
る

発
言
が
、
機
会
主
義
的
な
彼
の
政
治
行
動
を
正
当
化
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
つ

て
、
彼
の
行
動
を
動
機
づ
け
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
る
と
し
て

も
、
注
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
論
理
構
造
の
分
析
は
、
彼
の
実
際
の
政
治
行
動
の

型
、
そ
こ
に
ひ
そ
む
行
動
の
真
の
動
機
、
彼
の
お
か
れ
て
い
る
政
治
情
況
を
説

明
す
る
こ
と
に
密
接
な
関
係
を
も
つ
て
い
る
．
往
々
に
し
て
、
現
実
の
政
治
情

況
の
混
乱
、
そ
の
情
況
に
お
け
る
人
間
の
行
動
の
隠
さ
れ
た
意
図
は
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
論
理
構
造
の
な
か
に
、
よ
り
純
粋
な
か
た
ち
を
と
つ
て
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
著
者
は
、
武
漢
政
府
に
あ
つ
て
中
共
と
対
立
し
つ
つ

あ
つ
た
と
き
の
注
精
衛
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
を
引
用
し
て
い
る
．

　
「
共
産
主
義
者
と
農
民
組
合
は
革
命
に
必
要
で
あ
る
…
…
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

　
ジ
ー
も
同
様
に
必
要
で
あ
る
．
」
「
労
働
と
資
本
は
革
命
の
た
め
に
協
力
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
七
四
頁
）
。

　
注
精
衛
の
こ
の
階
級
調
和
的
な
見
解
の
表
明
は
、
階
級
闘
争
の
激
化
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二
九
六
）

て
武
漢
政
府
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
中
共
に
対
抗
し
つ
つ
あ
つ
た
彼
の
お
か
れ

て
い
た
情
況
を
反
映
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
階

級
調
和
的
政
策
の
遂
行
は
、
階
級
闘
争
の
激
化
に
よ
つ
て
革
命
の
主
導
権
を
掌

握
し
よ
う
と
す
る
中
共
の
立
場
を
弱
め
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
も
つ
意
味
を
動
機
主
義
的
な
面
に
お
い
て
の
み
理
解
し
よ
う
と
す
る
著

者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
そ
の
も
の
の
な
か
に
現
実
の

反
映
を
見
よ
う
と
す
る
立
場
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
構

造
と
現
実
と
の
相
関
関
係
の
追
求
は
生
れ
て
来
な
い
こ
と
に
な
る
．
し
た
が
つ

て
、
イ
デ
オ
目
ギ
ー
の
も
つ
意
味
の
一
面
的
理
解
が
本
論
文
の
問
題
点
の
一
つ

と
な
る
。

　
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
そ
の
政
治
行
動
に
対
す
る
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
動

機
づ
け
の
薄
弱
な
注
精
衛
は
、
革
命
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
は
な
く
、
そ
の
戦
術
に

よ
り
心
を
奪
わ
れ
る
傾
向
を
も
つ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
背
景
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
政
策
を
実
行
す
る
の
で
は
な
く
、
他

の
政
治
勢
力
の
力
関
係
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
う
え
に
自
ら
の
政
策
を
つ
く
り

あ
げ
て
い
く
こ
と
に
、
彼
が
よ
り
関
心
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
自
分
以
外
の
政
治
勢
力
間
の
力
関
係
を
い
か
に
正
確
に

把
握
し
、
そ
れ
ら
を
操
縦
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
こ
れ
こ
そ
、
第

二
の
視
角
で
あ
る
、
調
停
者
と
し
て
の
注
精
衛
の
役
割
の
問
題
で
あ
る
．

　
注
精
衛
は
、
国
民
党
内
で
長
年
に
わ
た
つ
て
派
閥
を
超
越
し
た
立
場
に
あ
つ

た
が
、
な
お
か
つ
、
他
の
派
閥
の
指
導
者
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
て
い
た
、
と

考
え
ら
れ
て
ぎ
た
。
例
え
ば
、
孫
文
死
去
の
前
後
に
、
党
内
に
は
孫
科
と
胡
漢

民
に
率
い
ら
れ
た
二
つ
の
有
力
な
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
た
が
、
注
は
こ
れ



ら
の
グ
ル
㌧
フ
に
対
し
て
独
立
の
立
場
を
保
持
し
つ
つ
も
、
こ
れ
ら
の
指
導
者

と
は
緊
密
な
関
係
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る
（
九
三
頁
）
．
同
様
の
こ
と
は
、
一

九
二
七
年
に
結
成
さ
れ
た
改
組
派
と
注
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
改
組

派
の
組
織
は
、
陳
公
博
の
指
導
の
下
に
、
本
来
「
注
を
支
持
す
る
た
め
に
つ
く

ら
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、
彼
は
あ
き
ら
か
に
そ
の
指
導
者
の
一
人
と
見
な
さ
れ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
参
加
す
る
こ
と
も
な
く
、

そ
の
必
要
も
な
か
つ
た
．
「
公
然
と
加
わ
る
こ
と
は
、
彼
が
派
閥
の
指
導
者
で

あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る
（
一
九
九
－
二
〇
〇
頁
）
。
さ

ら
に
、
こ
の
点
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
権
力
闘
争
に
敗
れ
た
と
き
彼

が
あ
ま
り
に
も
度
々
「
外
遊
」
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
派
閥
の
指
導
者
と
し

て
活
動
す
る
こ
と
を
事
実
上
不
可
能
に
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
つ
け

加
え
て
お
き
た
い
．
注
精
衛
が
こ
の
よ
う
に
派
閥
的
束
縛
か
ら
自
由
で
あ
つ
た

と
い
う
こ
と
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
．
第
一
は
、
相
対
立
す
る
派
閥
の
指
導
者

は
、
自
ら
の
派
閥
的
権
力
の
基
盤
を
浸
蝕
さ
れ
る
心
配
な
く
、
彼
の
名
声
と
権

威
を
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
彼
は
派
閥
的
力
を
欠
く
が

ゆ
え
に
、
一
た
ん
派
閥
対
立
の
当
事
者
に
な
る
と
、
戦
わ
ず
し
て
敗
れ
る
運
命

に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
、
派
閥
的
力

を
欠
く
が
、
他
の
派
閥
の
指
導
者
に
と
つ
て
そ
の
名
声
と
権
威
が
利
用
さ
れ
う

る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
政
治
的
野
心
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
注
に
の

こ
さ
れ
た
道
は
調
停
者
の
そ
れ
で
あ
つ
た
．

　
注
精
衛
の
調
停
者
的
役
割
を
考
え
る
に
あ
た
つ
て
、
二
つ
の
場
合
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
彼
が
独
立
の
立
場
か
ら
、
第
二
は
、
孫
文
の
代
表

と
し
て
の
立
場
か
ら
調
停
に
あ
た
る
場
合
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
の
例
と
し
て

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

は
、
辛
亥
革
命
直
後
に
、
注
が
孫
文
と
衰
世
凱
の
あ
い
だ
に
入
つ
て
妥
協
を
成

立
さ
せ
た
こ
と
、
武
漢
政
府
に
あ
つ
て
中
共
と
提
携
す
る
た
て
ま
え
を
と
り
な

が
ら
も
、
中
共
と
蒋
介
石
と
の
間
の
対
立
を
調
停
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
な

ど
、
彼
の
政
治
的
経
歴
の
な
か
に
多
く
の
例
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

二
の
場
合
の
例
と
し
て
は
、
一
九
一
七
年
フ
ラ
ン
ス
よ
り
帰
国
し
た
注
が
、
複

雑
に
対
立
す
る
広
東
政
権
の
な
か
に
あ
つ
て
、
孫
文
を
代
表
し
て
調
停
に
あ
た

つ
た
こ
と
、
一
九
二
四
年
反
直
同
盟
結
成
に
あ
た
つ
て
、
孫
文
の
代
表
と
し
て

北
方
軍
閥
と
の
交
渉
に
あ
ず
か
つ
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
．

　
と
く
に
、
著
者
が
、
第
一
の
立
場
に
あ
る
注
精
衛
を
、
孫
文
と
の
関
係
に
お

い
て
か
な
り
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
．
前
述
し
た
よ
う

に
、
辛
亥
革
命
勃
発
後
、
注
は
上
海
に
お
け
る
南
北
講
和
会
議
に
出
席
し
て
、

蓑
世
凱
と
休
戦
に
つ
い
て
交
渉
す
る
一
方
、
他
方
で
は
、
孫
文
が
大
総
統
に
な

る
の
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
孫
と
嚢
と
の
あ
い
だ
に
妥
協
を

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
注
に
よ
る
摂
政
暗
殺
計
画
が
孫
文

の
反
対
を
押
し
切
つ
て
た
て
ら
れ
た
こ
と
、
こ
の
時
涯
は
自
分
の
地
位
を
孫
と

同
等
の
地
位
に
あ
る
指
導
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
一
九
一
四
年
の
中

華
革
命
党
の
結
成
に
対
し
て
注
は
冷
淡
で
あ
つ
た
こ
と
の
諸
事
実
を
背
景
と
し

て
、
孫
に
対
す
る
当
時
の
注
の
独
立
的
立
場
を
鮮
明
に
し
つ
つ
、
辛
亥
革
命
後

の
南
北
妥
協
に
果
し
た
注
の
調
停
者
的
役
割
を
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
著

者
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
従
来
の
国
民
党
史
の
研
究
者
は
、
孫
文
の
権
威
を
強

調
す
る
あ
ま
り
、
国
民
党
の
発
展
そ
の
も
の
を
孫
文
個
人
の
経
歴
と
同
一
視

し
、
「
党
内
の
派
閥
は
一
九
二
五
年
三
月
の
孫
の
死
後
生
れ
て
ぎ
た
」
と
主
張

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
孫
文
に
対
す
る
他
の
国
民
党
指
導
者
の
独
立
的
立
場
を
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紹

介

と

批

評

軽
視
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
た
（
八
O
頁）。

し
か
し、

こ
れ
は
誤
り
で
あ
る。

事
実、
一
九
二
二
年
に
死
去
す
る
ま
で、

伍
廷
芳
は
孫
文
に
対
抗
し
う
る
派
閥

的
勢
力
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
（
九
O
頁）、

孫
文
の
直
接
の
指
導
下

で
彼
に
忠
誠
を
誓
い
つ
つ
も、

胡
漢
民、

孫
科
ら
は
派
閥
的
力
を
有
し
て
い

た。

私
自
身、

国
民
党
内
に
お
け
る
孫
文
の
絶
大
な
権
力
を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い。

し
か
し、

孫
文
に
対
す
る
調
停
者
と
し
て
の、
在
の
独
立
的
立
場
を
分

析
す
る
こ
と
は、

党
内
で
の
孫
文
の
立
場
が
一
貫
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な

く、

孫
文
の
指
導
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
国
民
党
の
指
導
者
と
孫
と

の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る、

と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
は
じ
め
て、

孫
文
お
よ

び
国
民
党
内
の
権
力
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る。

こ
の
観
点
か
ら、

本

書
の
も
つ
価
値
は
充
分
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

最
後
は、

中
国
の
伝
統
的
文
化
遺
産
の
継
承
者
と
し
て
の
在
精
衛
の
問
題
で

あ
る。

こ
の
観
点
か
ら
著
者
は
い
く
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
て
い
る。

第一
は、

成
人
す
る
ま
で
の
涯
の
教
育
は、

ほ
と
ん
ど
中
国
の
伝
統
的
文
化
ρ
な
か
で
お

こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る。

第
二
は、

兄
に
よ
っ
て
と
り
き
め
ら
れ
た
婚

約
を
き
っ
か
け
と
す
る、
庄
の
家
族
的
束
縛
か
ら
の
離
脱
で
あ
る。

注
の
家
族
的

束
縛
か
ら
の
離
脱
の
背
後
に
は、

清
朝
が
彼
の
革
命
運
動
に
課
し
た
罰
の
連
帯

主
任
か
ら
家
族
を
守
る
と
い
う
配
慮
が
強
く
働
い
て
い
た。

そ
の
意
味
で、

在

の
家
族
的
束
縛
の
否
定
は、

伝
統
的
家
族
制
度
の
価
値
を
肯
定
す
る
こ
と
の
な

か
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る

こ
六
｜
八
頁）。

第
三

は、
一
九
二
七
l
八
年
に
南
京
を
中
心
に
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
蒋
介
石
の
権

力
を、

党
の
政
策
を
軍
事
問
題
に
従
属
さ
せ
た
と
い
う
理
由
で
迂
は
非
難
し‘

一
四
六

（
二
九
八）

文
官
優
位
の
政
府
を
要
求
し
た。

著
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は、

こ
の
文
官

政
府
の
要
求
は、

孟
子
的
発
想
を
基
礎
と
し
て
お
り、

こ
の
よ
う
に
古
典
に
論

拠
を
求
め
る
こ
と
は、

圧
が
「
つ
ね
に
基
本
的
に
は
儒
教
的
な
思
考
様
式
を
保

持
し
て
い
た」
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る、

と
い
う
こ
と
に
な
る
（
二
O
四

頁）。
し
か
し、

こ
れ
だ
け
の
事
例
に
よ
っ
て、

近
代
的
諸
問
題
に
直
面
し
た、
在

が、
「
基
本
的
に
は」

旧
中
国
の
伝
統
的
文
化
の
規
範
に
し
た
が
っ
て
行
動
し

て
い
た
と
説
明
す
る
こ
と
は、

充
分
に
納
得
の
い
く
も
の
で
は
な
い。

在
精
衛

に
お
け
る
伝
統
的
要
素
と
近
代
的
要
素
と
の
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
す
れ
ば、

日
本
留
学
時
代
の
西
欧
思
想
と
の
ふ
れ
あ
い、

五
回
文
化
運
動
に
対
す
る
彼
の

態
度、

お
よ
び、

彼
の
度
々
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
訪
問
中
の
経
験
を
検
討
し
な
く
て

は
な
ら
な
い。

こ
の
点
こ
そ、

著
者
が
こ
の
論
文
の
な
か
で
充
分
に
検
討
し
て

い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り、

今
後、

著
者
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
体
系
的
に
と
り
く

ま
れ
る
こ
と
を
私
は
希
望
し
て
や
ま
な
い。

（一
九
六
八
・

二
了
一
）

（
山
田

辰
雄）


