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最
終
講
義

中
華
民
国
史
研
究
の
展
望

山

田

辰

雄

中華民国史研究の展望

　
只
今
、
森
征
一
法
学
部
長
な
ら
び
に
国
分
良
成
教
授
か
ら
過
分
の
ご
紹
介
の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
常
々
考
え

て
い
る
こ
と
、
こ
れ
か
ら
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
最
初
に
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
私
は
先
輩
達
の
最
終
講
義
に
度
々
出
席
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
と
一
つ
違
う
こ
と
は
、
私
に
と

っ
て
大
変
幸
せ
な
こ
と
に
、
自
分
が
指
導
を
受
け
た
先
生
に
聞
い
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
の
指
導
教
授
の
石
川

忠
雄
先
生
が
お
忙
し
い
な
か
を
ご
列
席
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
は
大
変
嬉
し
い
と
同
時
に
緊
張
し
て
お
り
ま
す
。

　
本
日
の
話
は
、
一
面
で
は
く
だ
け
た
も
の
に
な
る
と
同
時
に
、
他
面
で
は
極
め
て
専
門
的
な
話
に
な
り
、
説
明
し
な
け
れ
ば
わ
か

り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
時
間
の
関
係
で
少
し
説
明
を
省
く
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
本
日
は
、
「
中
華
民
国
史
研
究
の
展
望
」
と
い
う
題
を
設
定
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
過
去
の
研
究
の
回
顧
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
少
し
意
地
を
は
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
ま
だ
過
去
の
回
顧
は
し
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
で
す
。
む
し
ろ
私
は
残

さ
れ
た
問
題
、
こ
れ
か
ら
や
り
た
い
課
題
に
行
き
つ
く
た
め
に
過
去
の
問
題
に
批
判
的
に
言
及
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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今
日
の
私
の
話
の
手
が
か
り
と
な
る
言
葉
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
第
一
は
水
平
的
発
展
、
第
二
は
垂
直
的
発
展
、
そ
し
て
第
三
は
相

対
化
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
話
の
中
で
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

　
私
は
法
学
部
政
治
学
科
で
中
国
政
治
史
を
担
当
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
、
現
代
の
中
国
政

治
ま
で
を
扱
い
ま
す
。
こ
れ
は
法
学
部
で
は
古
い
伝
統
の
あ
る
科
目
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
石
川
忠
雄
先
生
の
跡
を
継
い
で
こ
の
科

目
を
担
当
し
ま
し
た
が
、
石
川
先
生
の
前
に
は
及
川
恒
忠
先
生
と
い
う
立
派
な
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
中
国
政
治
の
研
究
が
発
展
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
中
華
人
民
共
和
国
と
そ
の
前
の
中
華
民
国
の
時
期
を
分
け
て
考
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
は
現
代
中
国
論
と
い
う
科
目
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
国
分
教
授
が
担
当
し
て
お
り
、
主
と
し
て
現
代

中
国
の
政
治
、
外
交
の
問
題
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
一
九
四
九
年
以
前
の
政
治
史
を
担
当
し
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
常
に
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
を
意
識
し
て
講
義
し
て
き
ま
し
た
。
私
の
最
も
関
心
が
強
い
と
こ
ろ
は
、
一
九
一
二
年
に
始

ま
る
中
華
民
国
か
ら
】
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
成
立
ま
で
の
時
期
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
現
在
「
中
国
政
治
史
1
1
」
と
い

う
科
目
と
な
っ
て
お
り
、
高
橋
伸
夫
助
教
授
が
跡
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
中
国
政
治
史
と
い
う
科
目
が
大
学
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
私
共
慶
鷹
義
塾
の
人
間
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
よ
う
で
す
け
ど
、

大
変
贅
沢
な
こ
と
で
、
こ
ん
な
科
目
が
日
本
の
大
学
を
み
て
も
い
く
つ
あ
る
だ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
に
沢
山
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、

企
業
の
研
究
所
や
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
こ
う
い
う
問
題
を
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
日
本

国
際
問
題
研
究
所
や
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
が
こ
の
よ
う
な
研
究
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
け
ど
、
今
は
も
う
駄
目
で
す
。
後
に
述
べ
ま

す
け
ど
、
現
在
の
中
国
の
政
治
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
過
去
の
歴
史
、
特
に
近
い
過
去
の
歴
史
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
問
題
を
研
究
し
、
教
育
で
き
る
の
は
実
は
大
学
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
大
学
が
担
っ

て
い
く
べ
き
最
も
重
要
な
任
務
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
は
大
学
改
革
と
称
し
て
、
世
に
お
も
ね
る
よ
う
な
「
面
白
い
」
授
業
が
増
え

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
大
学
が
人
間
の
文
明
の
継
承
者
と
し
て
本
当
に
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
基
礎
的
な
研
究
、
世
の
中
が
あ
ま
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り
注
目
し
な
く
て
も
、
将
来
の
社
会
が
必
要
と
す
る
研
究
を
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
が
大
学
の
第
一
の
使
命
で
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
使
命
を
果
し
た
上
で
、
大
学
が
多
様
化
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
結
構
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
現
在

の
大
学
は
こ
う
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
慶
鷹
義
塾
は
祉
会
に
優
秀
な
人
材
を
多
数
送
り
出
す
と
同
時
に
、
も
う

一
つ
の
重
要
な
使
命
は
研
究
者
を
再
生
産
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
研
究
者
を
作
り
出
せ
る
大
学
は
そ
ん
な
に
沢

山
あ
り
ま
せ
ん
。
慶
鷹
義
塾
は
、
そ
の
よ
う
な
数
少
な
い
大
学
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
そ
の
よ
う
な
一
つ
の
科
目
を
三
十
余

年
に
わ
た
り
慶
鷹
義
塾
で
ず
っ
と
担
当
し
て
こ
れ
た
こ
と
を
大
変
誇
り
に
思
っ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
、
贅
沢
な
こ
と
で
あ
る
と
も

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
仕
事
は
ま
だ
終
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
続
き
ま
す
。

　
私
は
、
さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
学
生
時
代
に
石
川
忠
雄
先
生
の
ゼ
ミ
の
門
を
た
た
き
ま
し
た
。
先
生
は
名
著

『
中
国
共
産
党
史
研
究
』
を
出
さ
れ
た
直
後
で
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
私
が
学
生
の
時
代
で
し
た
。
実
は
私
は
法
律
学
科
の
学
生
で
し

た
が
、
こ
の
時
先
生
の
ゼ
ミ
に
入
ろ
う
と
思
い
政
治
学
科
へ
転
科
し
ま
し
た
。
今
で
も
そ
う
で
す
が
、
法
律
学
科
か
ら
政
治
学
科
へ

転
科
す
る
学
生
は
ま
ず
お
り
ま
せ
ん
。
何
年
か
に
一
人
い
れ
ば
い
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
か
わ
り
、
そ
う
い
う
学
生
は
問
題
意
識
を

も
っ
て
い
る
学
生
で
す
か
ら
、
良
い
学
生
な
ん
で
す
。
私
は
そ
う
い
う
数
少
な
い
学
生
の
一
人
で
し
た
。

　
石
川
門
下
は
面
白
い
と
こ
ろ
で
、
私
以
外
は
み
ん
な
中
国
共
産
党
の
研
究
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
私
だ
け
な
ん
だ
か
知
ら
な
い
が

孫
文
や
国
民
党
な
ど
に
興
味
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
面
白
い
こ
と
に
、
石
川
先
生
の
前
の
及
川
先
生
は
国
民
党
を
研
究
さ
れ

て
い
て
、
そ
の
弟
子
の
石
川
先
生
は
共
産
党
史
の
研
究
を
お
や
り
に
な
り
、
そ
の
次
の
私
が
国
民
党
史
を
や
り
、
そ
し
て
私
の
後
に

来
る
高
橋
君
が
私
の
と
こ
ろ
で
は
珍
し
く
共
産
党
の
研
究
を
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
慶
慮
義
塾
の
良
さ
と
い
う
か
、

そ
こ
に
は
な
に
も
先
生
の
や
っ
て
る
こ
と
を
真
似
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
自
由
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
石
川
門
下
で
中

国
共
産
党
の
研
究
を
し
た
人
が
み
ん
な
先
生
の
真
似
を
し
た
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
ど
、
そ
う
い
う
良
き
ジ
ン
ク
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
私
に
と
っ
て
非
常
に
都
合
の
良
い
こ
と
で
し
た
。
つ
ま
り
、
石
川
ゼ
ミ
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
共
産
党
に
関
す
る
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高
度
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
で
研
究
し
な
く
と
も
ま
わ
り
の
人
が
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
常
に
知
識
が
入
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
非
常
に
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
知
識
を
も
っ
て
学
界
で
議
論
し
て
も
通
じ
る
と
い
う
よ
う
な

環
境
で
し
た
。
私
は
国
民
党
の
こ
と
を
研
究
し
ま
し
た
け
ど
も
、
共
産
党
の
こ
と
も
半
分
ぐ
ら
い
や
っ
て
い
る
の
と
同
じ
な
ん
で
す
。

こ
れ
は
、
私
に
と
っ
て
は
素
晴
ら
し
い
研
究
環
境
で
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
う
い
う
な
か
で
も
中
国
を
見
て
い
く
上
で
共
産
党
だ
け
で
中
国
を
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
常
に
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
す
が
、
大
き
な
示
唆
を
得
た
の
が
、
一
九

五
二
年
に
石
川
先
生
が
書
か
れ
た
『
中
国
憲
法
史
』
と
い
う
本
か
ら
で
し
た
。
こ
れ
は
、
通
信
教
育
の
教
材
と
し
て
書
か
れ
た
も
の

で
、
あ
ま
り
み
な
が
注
目
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
石
川
先
生
が
書
か
れ
た
『
中
国
共
産
党
史
研
究
』
は
一
九
五
九
年
の
出
版
で
す
か
ら

そ
の
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
先
生
が
文
化
勲
章
を
受
賞
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
理
由
が
中
国
憲
法
史
の
研
究
な
ん
で
す
。
こ
の
通
信

教
育
の
教
材
に
最
も
高
い
価
値
を
見
出
し
た
の
は
私
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
な
ぜ
私
に
と
っ
て
意
義
が
あ
っ
た
か
と
申
し
ま

す
と
、
そ
れ
は
政
治
史
を
背
景
と
し
て
清
朝
末
期
以
来
の
中
国
の
憲
法
の
発
展
の
跡
を
た
ど
っ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
し
た
。
そ
こ

で
は
憲
法
や
政
治
制
度
を
中
心
と
し
て
、
軍
閥
、
国
民
党
、
共
産
党
の
相
互
関
係
が
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
さ

き
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
共
産
党
だ
け
を
や
っ
て
い
て
中
国
を
理
解
で
き
る
か
と
い
う
間
題
に
対
し
て
正
面
か
ら
答
え
て
く
れ
る

書
物
で
し
た
。
私
は
初
め
は
そ
の
点
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
通
信
教
育
の
採
点
を
す
る
た
め
に
何
回
も
こ
の
書
物
を
読
ん

で
い
く
う
ち
に
、
そ
こ
か
ら
重
要
な
示
唆
を
得
た
の
で
す
。

　
そ
も
そ
も
政
治
の
発
展
、
つ
ま
り
政
治
が
ど
ち
ら
の
方
向
に
行
く
の
か
を
考
え
る
場
合
に
政
治
史
の
な
か
で
重
要
な
こ
と
は
、
政

権
保
持
者
と
そ
れ
に
対
す
る
挑
戦
者
（
革
命
勢
力
）
の
力
関
係
を
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
、
ど
ち
ら
が
勝
つ
か
と
い
う
こ
と
を
正
し

く
判
断
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
一
九
四
九
年
以
前
の
中
国
に
お
い
て
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
、
共
産
党

で
は
な
く
て
軍
閥
で
あ
り
、
国
民
党
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
こ
の
軍
閥
や
国
民
党
の
分
析
が
十
分
に
行
わ
れ
な
い
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と
こ
ろ
で
中
国
政
治
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
現
実
に
は
、
こ
の
国
民
党
や
軍
閥
の
研
究
な
く
し
て
中
国
共
産

党
の
統
治
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
な
ぜ
問
題
で
あ
る
か
は
、
単
に
過
去
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
実
は
現
代
の
間
題

に
も
関
係
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
理
解
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
日
本
の
中
国
研
究
は
、
少
し
厳
し
い
言
い
方
を
す

れ
ば
、
き
わ
め
て
基
本
的
な
誤
り
を
犯
し
て
き
ま
し
た
。

　
一
九
八
九
年
に
天
安
門
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
一
部
の
人
々
の
間
に
中
国
の
民
主
化
へ
の
期
待
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
当
時
は
ソ
連
、
東
欧
の
社
会
主
義
の
崩
壊
の
時
期
で
あ
り
、
中
国
の
社
会
主
義
も
崩
壊
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
希
望
的

観
測
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
そ
れ
は
誤
り
で
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
挑
戦
者
と
し
て
の
学
生
や
知
識
人
の

民
主
化
要
求
ば
か
り
に
焦
点
を
当
て
、
政
権
保
持
者
と
し
て
の
共
産
党
や
政
府
・
軍
の
力
を
充
分
に
分
析
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
あ
の
当
時
共
産
党
の
政
権
が
倒
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
常
識
な
ん
で
す
。
当
時
中
国
で
は
農
民
が
動

か
な
か
っ
た
。
農
民
は
改
革
・
開
放
の
受
益
者
で
す
か
ら
動
く
必
要
が
な
い
。
農
民
が
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
軍
隊
が
動
か
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
辛
亥
革
命
の
時
の
経
験
に
照
ら
せ
ば
、
軍
隊
に
は
農
民
出
身
者
が
多
い
、
農
民
の
不
満
が
軍
隊
を
動
揺
さ
せ
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
農
民
が
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
兵
士
も
あ
ま
り
動
揺
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
場
合
に

政
府
は
そ
う
簡
単
に
は
倒
れ
な
い
と
い
う
常
識
が
通
じ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
政
権
保
持
者
と
挑
戦
者
を

相
対
化
し
て
両
者
の
力
関
係
を
分
析
し
て
政
治
の
動
向
を
考
え
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
し
た
。
先
の
問
題
に
戻
り
ま
す
と
、
過
去

に
お
い
て
共
産
党
の
運
動
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
軍
閥
や
国
民
党
と
の
力
関
係
の
分
析
の
中
で
し
か
考
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
は
国
民
党
や
軍
閥
の
研
究
を
充
分
し
な
い
で
共
産
党
の
勝
利
を
語
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
が
私
の
研
究
の
出
発
点
で
し
た
。

　
二
〇
世
紀
の
中
国
、
特
に
中
華
民
国
時
期
に
は
い
ろ
い
ろ
政
治
勢
力
が
あ
り
ま
し
た
。
軍
閥
、
国
民
党
、
そ
し
て
第
三
勢
力
な
ど

が
あ
り
、
私
は
そ
れ
ら
を
ひ
と
ま
ず
共
通
の
立
場
に
置
い
て
そ
の
相
互
関
係
を
見
て
い
く
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
勢
力
の
路
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線
や
政
策
を
相
対
化
し
て
見
て
い
こ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
相
対
化
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
私
の
中
華
民
国
史

研
究
の
視
角
で
す
。
こ
れ
は
私
の
特
殊
な
言
葉
使
い
で
す
け
れ
ど
も
、
民
国
史
観
、
中
華
民
国
史
観
と
称
し
、
こ
の
考
え
方
を
学
界

に
提
起
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
私
は
国
民
党
の
研
究
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
の
国
民

党
の
研
究
は
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
共
産
党
の
研
究
を
排
除
し
た
も
の
で
は
な
く
、
石
川
ゼ
ミ
に
お
け
る
共
産
党
研
究
の
成
果

の
上
に
立
っ
た
国
民
党
研
究
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
中
国
革
命
は
、
結
果
的
に
は
国
民
党
と
共
産
党
に
二
極
分
解
し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
、
一
方
の
立
場
に
自
ら
の
身

を
置
い
て
他
方
を
研
究
す
る
、
そ
う
い
う
中
国
研
究
の
在
り
方
に
対
し
私
は
違
和
感
を
持
ち
ま
し
た
。
時
に
は
、
政
治
的
に
共
産
党

に
つ
き
、
あ
る
い
は
国
民
党
に
つ
い
た
り
す
る
研
究
者
も
一
部
に
は
お
り
ま
し
た
。
私
が
二
〇
～
三
〇
歳
代
の
頃
、
そ
も
そ
も
国
民

党
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
何
か
政
治
的
に
反
動
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
学
界
の
風
潮
に

反
発
し
ま
し
た
。
私
は
決
し
て
国
民
党
支
持
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
学
問
の
在
り
方
に
大
い
に
反
発
し
ま
し
た
。
も
っ

と
自
由
な
研
究
が
し
た
い
。
慶
慮
義
塾
は
い
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の
自
由
を
認
め
て
く
れ
ま
し
た
。
誰
も
注
目
し
な
い
研
究
を
一
〇
年
、

一
五
年
許
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
わ
り
全
部
が
共
産
党
の
研
究
を
し
て
い
る
石
川
ゼ
ミ
の
な
か
で
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

私
は
本
当
に
ゼ
ミ
の
在
り
方
、
慶
鷹
義
塾
の
学
問
の
在
り
方
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
間
が
中
国
政
治
史
だ
け
を
専
門
科

日
と
称
し
て
三
十
何
年
や
っ
て
こ
れ
た
と
い
う
の
は
、
大
学
と
し
て
は
大
変
贅
沢
な
人
の
雇
い
方
で
あ
っ
て
、
慶
慮
義
塾
で
な
く
し

て
は
こ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
私
は
国
民
党
左
派
の
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
左
派
の
研
究
の
な
か
で
も
、
名
前
を
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
精
衛
ら
に
焦

点
を
あ
て
ま
し
た
。
こ
れ
が
ま
た
評
判
の
悪
い
人
物
な
ん
で
す
ね
。
彼
は
日
中
戦
争
中
日
本
と
の
和
平
を
と
な
え
、
日
本
の
偲
偶
政

権
を
作
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
中
国
大
陸
に
お
い
て
も
、
台
湾
に
お
い
て
も
、
中
国
語
で
言
う
と
「
漢
妊
」
つ
ま
り
裏
切
り
者
な
ん
で

す
。
そ
う
い
う
理
由
で
、
大
陸
に
お
い
て
も
、
台
湾
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
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を
私
が
研
究
す
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
ま
た
評
判
が
悪
い
と
言
う
か
、
勝
手
な
こ
と
を
や
っ
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
問
題
を
選
ん
だ
の
か
、
そ
れ
は
私
の
中
国
政
治
に
対
す
る
見
方
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
国
民
党
左
派

と
い
う
の
は
、
一
方
に
お
け
る
蒋
介
石
の
国
民
党
と
、
も
う
一
方
に
お
け
る
毛
沢
束
の
共
産
党
と
の
問
の
あ
る
種
の
中
間
派
的
立
場

に
立
っ
た
人
達
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
左
派
と
い
う
の
は
、
蒋
介
石
と
も
毛
沢
東
と
も
違
う
面
と
、
同
時
に
共
通
す
る
面
を
持
っ
て

い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
左
派
の
研
究
は
私
が
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
勢
力
を
共
通
の
場
に
置
い
て
、
そ
の

相
互
関
係
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
私
の
考
え
方
に
合
致
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
な
け
れ
ば
、
左
派
の
問
題
は
恐
ら

く
取
り
L
げ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
特
定
の
政
治
路
線
、
あ
る
い
は
政
治
勢
力
の
立
場
に
依
ら
な
い
で
、
中
国
全
体
の
政

治
勢
力
の
相
互
関
係
を
追
及
す
る
な
か
で
、
現
代
中
国
を
理
解
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
私
が
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
た

の
は
、
今
か
ら
約
三
〇
年
前
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
、
中
国
で
も
近
年
こ
の
よ
う
な
研
究
が
だ
ん
だ
ん
盛
ん
に
な
っ
て
参
り
ま
し

た
。
日
本
で
も
こ
の
考
え
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
て
、
今
で
は
日
本
の
中
国
政
治
史
研
究
の
主
流
に
な
っ
た
感
が
あ
り
ま
す
。

　
私
が
こ
こ
で
も
う
一
つ
言
い
た
い
の
は
、
そ
れ
で
は
共
産
党
史
の
研
究
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
か
く
学
界
と
い

う
の
は
は
や
り
に
流
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
少
し
流
れ
に
逆
ら
う
痩
せ
我
慢
が
必
要
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
や
ら
な
い
で
今
は

何
と
な
く
中
華
民
国
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
共
産
党
の
歴
史
の
研
究
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
す
。
昔

は
共
産
党
研
究
の
資
料
が
な
く
て
困
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
は
沢
山
あ
り
過
ぎ
る
く
ら
い
で
す
。
そ
れ
な
の
に
や
ら
な
い
の
は

お
か
し
い
。
み
ん
な
逃
げ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
大
量
の
資
料
を
読
ん
で
ち
ゃ
ん
と
し
た
研
究
を
ま
と
め
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
昔
限
ら
れ
た
資
料
の
な
か
で
、
資
料
が
な
い
と
言
っ
て
や
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
も
う
状

況
が
変
わ
り
ま
し
た
。
中
華
民
国
史
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
は
大
変
結
構
で
す
が
、
今
こ
そ
中
国
共
産
党
史
の
研
究
を
ち
ゃ
ん

と
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
が
国
民
党
左
派
を
取
り
L
げ
た
も
う
一
つ
の
動
機
は
、
日
本
の
国
民
党
研
究
が
孫
文
研
究
だ
け
で
終
っ
て
い
て
、
し
か
も
孫
文
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研
究
だ
け
や
っ
て
い
る
と
も
う
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
や
め
て
し
ま
う
人
も
い
ま
し
た
。
私
が
考
え
た
の
は
、
孫
文
を
さ

ら
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
国
民
党
の
そ
の
後
の
発
展
か
ら
も
う
一
度
孫
文
を
見
な
お
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
、

孫
文
に
近
い
関
係
に
あ
っ
た
国
民
党
左
派
の
人
達
の
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
今
申
し
上
げ
た
こ
と
は
、
研
究
の
回
顧
で
は
な
く
、
明

ら
か
に
私
の
意
識
の
な
か
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
研
究
の
在
り
方
を
批
判
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
批
判
は
現
在
に
対
す
る
批
判

と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
私
は
、
一
九
八
O
年
頃
か
ら
別
な
視
角
か
ら
問
題
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
七
八
年
以
後
の
改
革
・
開
放
政

策
の
な
か
で
中
国
は
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
ま
た
、
中
国
は
変
わ
っ
た
と
騒
が
れ
ま
し
た
。
確
か
に
中
国
は
変
わ
り
ま
し
た
。

私
も
毎
年
中
国
に
行
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
変
わ
り
方
は
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
経
験
的
に
見
て
、
こ
れ
に
は
ど
う
も
疑
問

が
残
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
中
国
研
究
は
ど
う
も
時
代
の
趨
勢
の
な
か
で
中
国
を
と
ら
え
、
そ
の
方
向
の
な
か
で
変
化
を
見

出
し
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
、
多
く
の
人
は
中
華
民
国
時
期
か
ら
中
国
社
会

主
義
が
生
ま
れ
て
く
る
過
程
を
跡
付
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
文
化
大
革
命
が
起

こ
り
、
そ
こ
に
新
し
い
社
会
主
義
を
見
出
そ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
一
九
七
八
年
以
降
に
な
り
ま
す
と
、
改
革
・
開
放
の
な

か
に
ま
た
新
し
い
変
化
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
本
当
に
そ
う
な
の
か
、
ど
う
も
現
象
を
見
て
い
ま
す
と
政
治
史
的
な

意
味
で
連
続
性
が
そ
こ
に
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
一
九
八
九
年
天
安
門
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
中
国
社
会
の
変
化
の
上
に
立
っ
て
民
主
化
を
期

待
し
、
ソ
連
・
東
欧
社
会
主
義
政
権
の
崩
壊
か
ら
の
類
推
に
よ
り
中
国
社
会
主
義
の
崩
壊
を
予
測
す
る
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
っ
た
こ

と
が
結
果
的
に
は
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
研
究
の
方
法
に
お
け
る
論
理
的
整
合
性
が
欠
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
物
事
が

変
わ
る
場
合
に
は
、
変
化
す
る
前
の
状
態
、
つ
ま
り
連
続
性
を
確
認
し
な
け
れ
ば
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
卑
近
な
例
で
す
が
、
太
っ
た
人
に
対
し
て
あ
な
た
痩
せ
ま
し
た
ね
と
言
え
る
の
は
、
痩
せ
る
前
の
太
っ
た
状
態
を
知
っ
て
い
る

56



中華民国史研究の展望

か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
論
法
か
ら
す
れ
ば
、
学
問
的
に
文
化
大
革
命
の
解
明
な
く
し
て
の
中
国
が
変
わ
っ
た
と
は
言
え
な
い
は
ず

で
す
。
そ
こ
で
天
安
門
事
件
を
通
し
て
、
二
〇
世
紀
全
体
の
中
国
政
治
の
連
続
性
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
私
は
三
つ
の
連
続
性
の
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
第
一
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
つ
ま
り
中
国
人
の
帰
属
意
識
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
設
定
し
た
の
は
、
伝
統
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
国
民
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
す
。
伝
統
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
清
朝
の
盛
ん
で
あ
っ
た
乾
隆
帝
時
代
の
領
土
感
覚
か
ら
ひ
き
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
の
統
治
は
朝
貢
体
制

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
支
配
の
範
囲
が
中
国
あ
る
い
は
中
華
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
朝
貢

体
制
下
の
周
辺
地
域
、
例
え
ば
、
ウ
イ
グ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
も
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
対
す
る
支
配
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
独
自
性
、
文
化
的
な
独
立
を
認
め
た
緩
や
か
な
支
配
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
の
中
国
指
導
者
や
知
識

人
は
そ
こ
が
中
国
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
後
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
中
国
は
近
代
国
家
を
樹
立
し
よ
う
と
し
ま
す
。
近
代

的
国
家
の
重
要
な
特
徴
は
中
央
の
権
力
が
く
ま
な
く
国
境
の
内
部
に
ま
で
浸
透
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
税
金
が
北
京
で
も
広
東

で
も
、
そ
し
て
ウ
イ
グ
ル
白
治
区
で
も
一
律
に
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
私
は
国
民
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
呼
び

ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
本
来
伝
統
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
な
か
で
は
緩
や
か
な
支
配
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
国
民
国
家
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
中
央
の
権
力
を
浸
透
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
、
こ
こ
に
中
国
が
歴
史
的
に
引
き
継
い
で
き
た
連
続
性
と
現

実
と
の
矛
盾
が
生
じ
て
き
ま
す
。

　
第
二
の
要
素
と
し
て
、
私
は
党
の
排
他
的
支
配
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
独
裁
、
権
力
の
集
中
と

い
う
形
を
と
っ
て
現
れ
ま
す
。
こ
の
排
他
的
支
配
が
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
細
か
く
申
し

上
げ
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
中
国
の
主
要
な
政
治
勢
力
が
独
自
の
支
配
地
域
と
独
自
の
軍
隊
を
も
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
で
も
そ
う
な
ん
で
す
。
中
華
人
民
共
和
国
の
軍
隊
は
、
国
の
軍
隊
で
あ
る
ま
え
に
共
産
党
の
軍
隊
な

の
で
す
。
中
華
民
国
時
期
を
み
れ
ば
、
国
民
党
の
支
配
す
る
領
域
は
限
ら
れ
て
い
て
、
国
民
党
は
独
自
の
軍
隊
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
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そ
れ
に
対
し
て
共
産
党
も
、
農
村
革
命
根
拠
地
と
独
自
の
軍
隊
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
い
け
ば
、
軍
閥
も
同

じ
よ
う
な
支
配
の
仕
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
異
な
っ
た
政
治
勢
力
が
お
互
い
に
共
通
の
枠
組
の
な
か
で
権
力
を
争
う
と
い

う
、
制
度
的
な
保
証
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
政
党
間
あ
る
い
は
政
治
勢
力
問
の
対
立
は
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
、
つ
ま
り
、
独
自
の

軍
隊
と
独
自
の
支
配
地
域
を
も
っ
て
そ
れ
を
取
る
か
取
ら
れ
る
か
の
闘
い
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
そ
の
こ
と
が
、
政
党
の
排
他
的
支
配
に
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
で
郡
小
平
が
学
生
の
運

動
を
動
乱
で
あ
る
と
認
定
し
た
の
は
、
絶
対
的
な
党
の
独
裁
体
制
に
反
対
派
が
出
て
き
た
か
ら
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
〇
〇
万
や

二
〇
〇
万
の
学
生
が
来
て
も
共
産
党
政
権
は
倒
れ
な
い
と
見
て
い
ま
し
た
が
、
共
産
党
の
指
導
者
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
生
死
を
か
け

た
闘
争
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
反
対
派
と
の
闘
争
は
歴
史
的
に
培
わ
れ
て
き
た
連
続
性
の
意
識
の
中
に
あ
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
共
産
党
は
あ
の
よ
う
な
弾
圧
の
行
動
に
出
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
第
三
の
要
素
は
、
改
革
は
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
上
か
ら
の
指
導
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
市
民
的
な
参
加
の
自
由
を
許
さ
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
だ
か
ら
学
生
が
民
主
化
を
要
求
し
て
も
共
産
党
や
政
府
が
許
さ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
少
し
説
明
が
不
充
分
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
の
よ
う
な
連
続
性
の
側
面
を
見
な
が
ら
天
安
門
事
件
を
観
察
し
、
さ
ら
に
こ

れ
を
二
〇
世
紀
中
国
の
政
治
全
体
に
広
げ
て
考
え
て
い
こ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
中
華
民
国
と
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
的
連

続
性
の
追
求
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
を
、
例
え
ば
、
哀
世
凱
、
孫
文
、
蒋
介
石
、
毛
沢
東
、
郵
小
平
と
い
う
政
治
指
導
者
の
思
想
の

な
か
に
ど
の
よ
う
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
か
考
え
て
み
ま
し
た
。
一
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
こ
の
問
題
に
注
目
し
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
最
近
は
学
界
で
も
取
り
ヒ
げ
る
よ
う
に
な
り
、
恐
ら
く
今
後
は
中
国
政
治
史
研
究
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
政
治
勢
力
を
水
平
に
並
べ
て
相

互
関
係
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
連
続
性
を
考
え
て
い
く
な
か
で
現
代
中
国
の
政
治
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。
私
は
そ
れ
を
垂
直
的
発
展
と
呼
ん
で
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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私
が
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を
通
し
て
、
過
去
の
中
国
政
治
史
研
究
の
在
り
方
を
批
判
的
に
述
べ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
が

重
要
で
す
。
残
さ
れ
た
課
題
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
や
ろ
う
と
し
て
こ
れ
ま
て
や
れ
な
か
っ
た
問
題
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
更
に
研

究
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
最
大
の
問
題
は
、
今
申
し
ヒ
げ
ま
し
た
歴
史
的
連
続

性
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
党
と
社
会
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
政
治
史
の
研
究
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
政
党
の

政
策
、
路
線
が
中
心
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
共
産
党
に
せ
よ
国
民
党
に
せ
よ
、
そ
れ
が
中
国
社
会
の
な
か
で
活
動
し
て
き

た
政
党
で
あ
る
以
L
、
現
実
の
支
配
が
ど
の
よ
う
に
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
実
証
的
に
研
究
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
社
会
史
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
問
題
は
社
会
史
を
研
究

す
る
場
合
、
ど
れ
た
け
政
治
勢
力
を
意
識
し
て
い
る
の
か
、
例
え
ば
疫
病
の
研
究
が
ど
の
よ
う
に
政
治
勢
力
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
、

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
私
が
少
し
手
を
つ
け
て
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
問
題
と
し
ま
し
て
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
政
治
勢
力
の
相
互
関
係
、

中
華
民
国
史
観
に
基
づ
く
研
究
が
あ
り
ま
す
。
第
一
次
国
共
合
作
の
問
題
、
日
中
戦
争
に
お
け
る
長
期
的
抗
日
戦
略
の
問
題
、
つ
ま

り
蒋
介
石
の
安
内
撰
外
論
、
共
産
党
の
抗
日
民
族
統
一
戦
論
そ
し
て
江
精
衛
の
和
平
救
国
論
な
ど
の
相
互
関
係
を
考
え
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
今
ま
て
少
し
研
究
を
や
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
不
充
分
で
す
。
各
政
治
勢
力
の
相
互
関
係
と
い
う

観
点
か
ら
中
国
の
政
治
史
全
体
を
見
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
と
中
国
の
近
代
史
と
は
相
互
に
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
局
面
に
お
い
て
は
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
政
治
的
対
立
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
皆
さ
ん
ご
存
知
の
通
り
で
す
。
こ
の
問

題
も
し
っ
か
り
学
術
的
に
研
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
私
は
、
日
、
米
、
中
、
三
国
の
国
際
共
同

研
究
と
し
て
日
中
戦
争
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
全
然
手
を
つ
け
て
い
ま
せ
ん
が
、
時
間
が
で
き
た
ら
や
っ
て

み
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
歴
史
資
料
と
し
て
の
新
聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
の
分
析
で
す
。
こ
れ
は
も
の
す
ご
い
量
の
資
料

で
す
が
、
ま
だ
誰
も
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
ど
う
使
う
か
、
そ
の
方
法
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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私
が
な
ぜ
中
国
に
こ
だ
わ
る
の
か
。
勿
論
、
中
国
が
好
き
だ
か
ら
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
は
、
よ
り
広
い
文
明
の
問
題
が
あ
り
、
世
界
の
歴
史
の
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
か
ね
が
ね
注
目
し
て
い
る
の
は
、

中
国
の
近
代
化
の
過
程
は
外
か
ら
の
要
因
で
は
な
く
、
内
部
か
ら
の
発
展
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。

特
に
今
日
の
よ
う
に
世
界
的
に
普
遍
的
な
も
の
を
要
求
さ
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
や
民
族
は
自
分
が
何
で
あ
る
か

と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
る
、
つ
ま
り
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
出
そ
う
と
し
ま
す
。
私
は
人
間
の
文
明
と
い
う
の
は
単
一

の
方
向
に
進
む
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
見
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
普
遍
性
を
押
し
つ
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

支
配
的
な
今
日
の
世
界
で
、
中
国
文
化
の
独
自
性
と
は
何
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
だ
か
ら
最
近
は
中
国
は
普
通
の
国

に
な
っ
た
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
私
は
そ
れ
に
反
対
で
す
。
む
し
ろ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
基
準
が
押
し
つ
け
ら
れ
れ
ば
押

し
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
中
国
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
国
人
自
ら
が
間
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
が
必
ず
来
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

う
い
う
徴
候
は
現
在
で
も
見
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
今
日
、
近
代
化
の
産
物
と
し
て
の
環
境
問
題
が
あ
り
ま
す
。
中
国
は
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
解
決

で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ま
た
、
日
本
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。
人
問
が
こ
の
近

代
化
の
産
物
と
し
て
の
環
境
問
題
を
ど
う
解
決
し
、
ど
う
生
き
延
び
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
問
題
な

の
で
す
。
人
間
よ
り
弱
い
パ
ン
ダ
が
ど
う
す
れ
ば
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
突
き
止
め
る
こ
と
は
人
間
の

生
存
に
と
っ
て
も
重
要
な
間
題
で
す
。
パ
ン
ダ
に
と
っ
て
良
く
な
い
環
境
は
人
間
に
と
っ
て
も
良
い
環
境
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

ら
が
、
私
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
み
た
い
問
題
で
あ
り
、
今
日
の
話
の
重
点
は
こ
の
部
分

に
あ
り
ま
す
。
私
は
慶
慮
義
塾
を
去
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
は
今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
思
い
つ
い
た
こ
と
を
二
、
三
申
し
あ
げ
ま
す
。

60



中華民国史研究の展望

　
ひ
と
つ
は
、
学
術
の
国
際
交
流
の
問
題
で
す
。
学
術
の
国
際
交
流
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
私
が
こ
こ
で
説
明
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
自
分
の
学
術
活
動
の
］
部
と
し
て
国
際
交
流
に
は
そ
れ
な
り
の
努
力
を
し
て
参
り
ま
し
た
。

　
古
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
明
治
の
文
豪
に
漱
石
と
鴎
外
が
お
り
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
漱
石
は
イ
ギ
リ
ス
に
、
鴎
外
は
ド
イ

ツ
に
留
学
し
ま
し
た
。
私
は
こ
の
二
人
の
作
家
に
あ
る
種
の
親
し
み
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
に
行
っ
た
と
き
、
ロ
ン
ド
ン

に
行
っ
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
宿
を
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
特
に
感
慨
深
か
っ
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
鴎
外
の
下
宿
で
し
た
。
そ
こ

は
、
今
は
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
か
何
か
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
東
ド
イ
ツ
の
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
で
博
士
論
文
の
審
査
に
来

て
く
れ
と
言
わ
れ
、
そ
の
場
所
で
立
ち
あ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
ベ
ル
リ
ン
の
か
べ
の
崩
壊
し
た
時
で
し
た
。
一
九

九
〇
年
の
］
一
月
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
漱
石
は
、
イ
ギ
リ
ス
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
に
接
し
、
日
本

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
真
似
を
し
て
は
い
け
な
い
、
日
本
独
自
の
文
学
を
作
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
考
え
、
彼
は
非
常
に
悩
み
、
う
つ

う
つ
と
し
た
留
学
生
活
を
送
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
鴎
外
は
ド
イ
ツ
語
も
う
ま
く
な
っ
て
、
さ
ら
に
女
性
と
も
親
し

く
な
っ
て
、
女
性
が
日
本
に
追
い
か
け
て
く
る
と
い
う
、
ま
あ
な
か
な
か
す
ば
ら
し
い
留
学
生
活
を
送
っ
た
人
で
す
。
私
は
漱
石
と

鴎
外
に
は
親
し
み
と
尊
敬
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
る
意
味
で
二
人
は
異
な
っ
た
留
学
生
活
を
送
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
両
者

に
は
共
通
し
た
点
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
が
日
本
に
帰
っ
て
き
て
、
何
人
の
欧
米
の
学
者
を
日
本
に
招
い
た
で
し
ょ
う
か
。
私
の
知
る

限
り
、
彼
ら
が
一
人
も
意
味
あ
る
研
究
者
を
日
本
に
連
れ
て
来
た
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
問

違
っ
て
い
た
ら
教
え
て
下
さ
い
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
背
負
っ
て
い
た
明
治
の
限
界
な
の
で
す
ね
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
態
度

を
い
ま
だ
に
引
き
ず
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
国
際
交
流
と
い
う
と
、
言
葉
を
覚
え
て
、
外
国
へ
出
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
ま

す
。
戦
後
わ
れ
わ
れ
の
先
輩
が
ア
メ
リ
カ
ヘ
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
そ
れ
が
日
米
の
相
互
理
解
に
役
立
っ
た
こ

と
は
事
実
で
す
が
、
そ
れ
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
発
展
し
て
き
た
日
本
は
国
際
交
流

に
対
し
て
こ
れ
で
い
い
の
か
、
私
は
常
々
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
す
。
今
の
日
本
の
国
力
を
考
え
る
と
、
国
際
交
流
で
一
回
外
国
に
招
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か
れ
た
ら
三
回
日
本
に
呼
ん
で
し
か
る
べ
き
で
あ
る
、
日
本
は
今
そ
う
い
う
立
場
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
皆
さ
ん
に
申
し
上
げ

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
学
生
諸
君
に
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
私
の
ゼ
ミ
で
勉
強
し
た
諸
君
は
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
私
は
気
難
し
く
て
、
あ
る
時
は
結

構
キ
ツ
イ
こ
と
を
言
っ
た
教
師
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
私
が
学
生
諸
君
に
望
ん
だ
こ
と
は
、
慶
鷹
義
塾
の
卒
業
生
と
し
て
恥
ず

か
し
く
な
い
だ
け
の
教
養
を
身
に
つ
け
て
欲
し
い
、
そ
れ
は
自
分
で
物
を
考
え
論
理
を
構
成
し
、
正
確
な
文
章
を
書
け
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
た
め
に
私
は
指
導
し
て
き
ま
し
た
。

　
大
学
院
の
諸
君
に
対
し
て
は
、
独
立
し
た
研
究
者
の
養
成
を
心
が
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
場
合
私
が
一
番
気
を
つ
け
た
こ
と
は
、

大
学
院
の
学
生
達
が
提
起
す
る
問
題
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
し
て
積
極
的
意
義
を
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
も
し
、
教
師
が

そ
こ
に
意
義
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
学
生
の
問
題
意
識
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
教
師
と
し
て
最
大

の
罪
悪
で
あ
る
と
考
え
て
、
で
き
る
だ
け
大
学
院
の
学
生
諸
君
に
対
し
て
は
出
し
て
き
た
問
題
の
な
か
に
ど
れ
だ
け
学
問
的
意
義
が

あ
る
か
を
見
出
す
つ
も
り
で
彼
ら
に
接
し
て
き
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
私
の
好
き
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
ゴ
ル
フ
の
名
手
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
ニ
ク
ラ
ウ
ス
が
私
が
た
ま
た
ま
一
九
九

四
年
に
ア
メ
リ
カ
で
生
活
を
し
て
い
た
時
、
テ
レ
ビ
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
話
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ニ
ク
ラ
ウ

ス
で
さ
え
ス
ラ
ン
プ
に
お
ち
い
っ
た
時
は
「
自
分
の
最
初
に
習
っ
た
と
き
の
フ
ォ
ー
ム
に
戻
り
、
そ
の
上
で
新
し
い
フ
ォ
ー
ム
を
考

え
る
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
は
仲
々
い
い
こ
と
を
言
う
な
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

考
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
不
確
か
な
中
国
の
未
来
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
と
き
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
。
ニ
ク

ラ
ウ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
前
に
も
ど
る
、
す
な
わ
ち
、
中
国
の
過
去
の
歴
史
構
造
、
歴
史
的
連
続
性
を
確
認
し
、
変
わ
ら
な
い
連
続

性
の
将
来
に
お
け
る
変
化
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
研
究
を
意
識
し
な
い
中
国
研
究

は
、
時
流
に
流
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
の
時
も
そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
ま
し
た
。
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そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
慶
鷹
義
塾
を
去
り
ま
す
が
、

ご
静
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

三
田
に
愛
着
を
持
ち
な
が
ら
研
究
と
教
育
を
も
う
少
し
続
け
て

（
二
〇
〇
二
年
一
月
一
七
日
）

中華民国史研究の展望
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