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ア
ジ
ア
を
ど
う
見
る
か

こ
こ
に
掲
載
し
た
の
は
、
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
一
年
度
の
「
政
治
学
へ
の
案
内
」
で
私
が
講
義
で
話
し
た
内
容
を
記
録
し
た
も
の
で
あ

る
。
政
治
学
科
で
は
、
教
員
の
共
著
と
し
て
教
科
書
を
作
成
す
る
と
い
う
合
意
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
未
着
手
の
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
教
科
書
が
実
現
し
た
場
合
の
原
稿
の
素
案
と
し
て
本
稿
を
寄
稿
し
た
次
第
で
あ
る
。

現
在
、
「
ア
ジ
ア
」
を
抜
き
に
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
く
に
政
治
学
の
分
野
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

私
た
ち
は
十
分
に
「
ア
ジ
ア
」
を
理
解
す
る
方
法
を
手
に
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
理
由
を
突
き
詰
め
る
と
、
私
た
ち
の
知
っ
て

い
る
政
治
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
生
ま
れ
の
学
問
だ
と
い
う
こ
と
に
行
き
着
く
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
に
す
べ
て
の
責
任
を
押
し
つ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
「
政
治
学
」
は
、
都
市
国
家
が
最
も
完
全
な
人
間
の
政
治
生
活
の
場
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
時
代
の
地
中
海
世
界
で
生
ま
れ

た
。
も
し
政
治
学
が
そ
の
生
ま
れ
た
状
況
の
下
で
し
か
通
用
し
な
い
と
す
れ
ば
、
広
い
領
域
を
支
配
す
る
領
域
国
家
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ

た
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
通
用
し
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
で
は
、
何
が
問
題
な
の
か
。

そ
の
問
い
に
性
急
に
答
え
を
出
す
前
に
、
二
〇
世
紀
の
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
「
ア
ジ
ア
」
を
論
じ
る
方
法
を
模
索
し
続
け
た
一
人

アジアをどう見るか

39

〔
講
義
ノ
ー
ト
〕

ア
ジ
ア
を
ど
う
見
る
か

光
田

剛



77

の
知
識
人
の
試
み
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
竹
内
好
（
一
九
一
〇
～
一
九
七
七
年
）
と
い
う
人
物
で
あ
る
。

あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
こ
う
。
竹
内
好
が
そ
の
時
代
に
考
え
た
こ
と
そ
の
も
の
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
導
き
出
し
た
結
論
が

今
日
で
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
私
は
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。

竹
内
が
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
時
期
と
現
在
と
で
は
ア
ジ
ア
の
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ

ば
、
竹
内
好
が
亡
く
な
っ
た
一
九
七
七
年
は
、
社
会
主
義
社
会
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
「
共
産
主
義
」
の
理
想
社
会
の
実
現
を
追
求
し
た
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
（
文
化
大
革
命
、
さ
ら
に
「
文
革
」
と
略
称
さ
れ
る
）
が
終
結
し
た
と
さ
れ
る
年
の
翌
年
で
あ
る
。
し
か
も
、

私
た
ち
は
後
の
時
代
に
生
き
て
い
る
か
ら
、
一
九
七
六
年
で
文
化
大
革
命
が
終
わ
っ
た
と
い
う
共
通
認
識
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一

九
七
七
年
当
時
は
、
ま
だ
中
国
が
社
会
主
義
化
を
深
化
さ
せ
る
方
向
に
行
く
の
か
、「
現
代
化
」（
近
代
化
）
に
力
点
を
置
い
て
経
済
発
展

を
目
指
す
の
か
、
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
現
在
の
中
国
の
経
済
発
展
に
結
び
つ
い
て
い
る
「
改
革
・
開
放
」
政
策
は
ま
だ
始

ま
っ
て
い
な
い
。
当
時
は
、
ま
だ
韓
国
も
軍
事
政
権
下
に
あ
っ
た
し
、
台
湾
も
国
民
党
一
党
強
権
支
配
の
時
代
だ
っ
た
。
イ
ラ
ン
革
命
と

エ
ジ
プ
ト
で
の
サ
ダ
ト
（
サ
ー
ダ
ー
ト
）
大
統
領
暗
殺
に
よ
っ
て
、
当
時
は
「
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
」
・
「
イ
ス
ラ
ム
急
進
派
」
と
呼
ば
れ

た
、
今
日
の
イ
ス
ラ
ー
ム
「
原
理
主
義
」
の
存
在
が
世
界
的
注
目
を
浴
び
る
の
も
も
う
少
し
後
の
こ
と
で
あ
る
（
「
原
理
主
義
」
運
動
自

体
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
存
在
し
た
け
れ
ど
も
）
。
ま
し
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
竹
内
好
の
論
説
は
一
九
五
〇
年
代
を
中
心
に
書
か
れ
た

も
の
だ
か
ら
、
中
国
の
文
化
大
革
命
も
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
。

竹
内
好
の
考
え
は
そ
う
い
う
時
代
の
「
制
約
」
を
受
け
て
い
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
竹
内
好
は
、
そ
の
考
え
た
こ
と
・
書
い

た
こ
と
を
す
べ
て
「
な
か
っ
た
こ
と
」
に
す
る
に
は
惜
し
い
思
想
家
で
あ
る
。

私
た
ち
は
竹
内
好
の
考
え
た
こ
と
を
ど
う
受
け
継
げ
ば
い
い
の
か
。
そ
の
こ
と
に
答
え
を
出
す
の
も
や
は
り
後
回
し
に
し
て
、
ま
ず
、
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竹
内
好
の
ア
ジ
ア
論
の
構
造
を
解
き
明
か
し
て
み
た
い
。

一
竹
内
好
の
ア
ジ
ア
の
「
近
代
」
論

竹
内
好
の
ア
ジ
ア
論
の
基
本
構
図
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
侵
入
に
対
す
る
ア
ジ
ア
の
抵
抗
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、「
侵
入
」
・

「
抵
抗
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
政
治
的
・
軍
事
的
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
文
学
者
で
あ
っ
た
竹
内
は
、
文
学
活
動
も
重
要
な
「
抵
抗
」

の
場
で
あ
っ
た
。
竹
内
は
魯
迅
（
一
八
八
一
～
一
九
三
六
年
、
本
名
は
周
樹
人
。
弟
の
周
作
人
も
文
学
者
）
と
い
う
文
学
者
の
活
動
に
そ

の
「
ア
ジ
ア
の
抵
抗
」
を
見
出
し
て
い
る （
１
）。

ま
た
、
竹
内
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
西
洋
）
は
進
歩
す
る
が
、
ア
ジ
ア
（
東
洋
）
は
進
歩
し
な
い
と
い
う
図
式
を
持
っ
て
い
た
。
ア
ジ
ア

の
社
会
や
国
家
の
制
度
は
「
変
化
」
は
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
「
進
歩
」
は
あ
く
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
だ
っ
た
。
ア
ジ
ア
は
変

化
は
し
て
も
進
歩
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
侵
入
し
、
ア
ジ
ア
に
進
歩
を
持
ち
こ
ん
だ
。
ア
ジ
ア
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
っ
て
進
歩
を
持
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
で
、

自
ら
も
進
歩
を
始
め
た
。

そ
の
「
進
歩
」
に
よ
っ
て
到
達
す
る
時
代
が
「
近
代
」
で
あ
る （
２
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
た
は
欧
米
（
西
洋
）
が
ア
ジ
ア
（
東
洋
）
に
暴
力
的
に
侵
入
す
る
こ
と
で
ア
ジ
ア
の
進
歩
が
始
ま
る
と
い
う
見
か
た
を

「
西
洋
の
衝
撃
」
（
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
）
論
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
「
欧
米

暴
力
的
な
侵
入
者
／
ア
ジ
ア

被
侵
入
者
」
と
い

う
図
式
と
「
欧
米

進
歩
／
ア
ジ
ア

停
滞
」
と
い
う
図
式
が
、
い
わ
ば
ね
じ
れ
た
状
態
で
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
。
暴
力
的
な
こ
と
は

よ
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
欧
米
の
暴
力
的
な
侵
入
が
な
け
れ
ば
ア
ジ
ア
は
停
滞
し
た
ま
ま
だ
っ
た
。
一
方
で
進
歩
は
よ
い
こ
と
で

アジアをどう見るか
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あ
る
（
竹
内
好
は
そ
う
考
え
て
い
る （
３
））
。
だ
が
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
欧
米
の
暴
力
は
肯
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
「
西
洋
の

衝
撃
」
論
の
難
し
さ
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
か
り
に
「
欧
米
は
暴
力
に
よ
っ
て
停
滞
を
も
た
ら
し
た
」、「
ア
ジ
ア
は
欧
米
の
暴
力
的
な
侵
入
を
受
け
な
く
て
も
進
歩
し
た
」

で
あ
れ
ば
、
竹
内
好
が
直
面
し
た
難
し
さ
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
「
欧
米
は
暴
力
に
よ
っ
て
停
滞
（
低
開
発
）
を
も

た
ら
し
た
」
と
い
う
図
式
は
い
わ
ゆ
る
「
従
属
理
論
」
で
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
現
在
は
、
全
面
的
に
、
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
い
ず
れ

か
の
分
野
で
は
、
あ
る
い
は
、
あ
る
程
度
は
、「
ア
ジ
ア
は
欧
米
の
暴
力
的
な
侵
入
を
受
け
な
く
て
も
進
歩
し
た
（
進
歩
し
て
い
た
）」
と

い
う
見
か
た
が
む
し
ろ
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
竹
内
好
の
ア
ジ
ア
観
の
「
西
洋
の
衝
撃
」
論
的
な
構
造
は
、
現
在
の
政
治
発
展
論
・
経
済
発
展
論
や
ア
ジ
ア
論
の

な
か
で
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
論
じ
る
前
に
、
竹
内
好
の
ア
ジ
ア
論
の
構
造
を
も
う
少
し
深
く
探
っ

て
み
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
西
洋
の
衝
撃
」
論
は
、「
近
代
」
へ
向
け
て
の
「
進
歩
」、
つ
ま
り
「
近
代
化
」
は
単
線
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
単
線
的

発
展
論
に
結
び
つ
き
が
ち
で
あ
る
。
遅
れ
て
発
展
す
る
ア
ジ
ア
は
、
先
行
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
後
を
追
っ
て
、
何
年
か
遅
れ
で
同
じ
よ
う

な
発
展
を
す
る
は
ず
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る （
４
）。

だ
が
竹
内
好
は
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た
。
自
ら
順
調
に
進
歩
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
暴
力
的
侵
入
に
よ
っ
て
押
し
つ
け

ら
れ
る
こ
と
で
進
歩
を
始
め
た
ア
ジ
ア
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
近
代
は
自
ず
か
ら
異
な
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。
「
西
洋
の
衝
撃
」
論
を
採
り

な
が
ら
、「
ア
ジ
ア
に
独
自
な
近
代
」
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
が
竹
内
好
の
ア
ジ
ア
近
代
論
の
特
徴
で
あ
る
。

で
は
、
竹
内
好
に
よ
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
近
代
の
独
自
性
と
は
何
か
。
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ア
ジ
ア
は
「
近
代
」
の
最
初
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
敗
北
し
て
い
る
。
こ
の
敗
北
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
ア
ジ
ア
の

「
近
代
」
の
特
徴
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
敗
北
し
て
い
な
い
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
近
代
」
に
は
敗
北
へ
の
対
処
は
必
要
な
か
っ
た
。

敗
北
は
苦
痛
で
あ
る
。
敗
北
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
方
法
は
、
そ
の
敗
北
を
忘
却
し
、
苦
痛
に
抵
抗
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
抵
抗
を
放
棄
す
る
こ
と
は
堕
落
に
つ
な
が
る
。
堕
落
す
れ
ば
奴
隷
に
な
っ
て
し
ま
う
。

奴
隷
は
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
主
人
に
迎
合
す
る
よ
う
な
行
動
を
と
る
。
ま
た
、
奴
隷
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
自
分
で
主
人
と
な
り
、

他
人
を
自
分
の
奴
隷
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
人
と
奴
隷
か
ら
構
成
さ
れ
る
社
会
で
は
、
一
人
の
人
が
奴
隷
の
境
遇
か
ら
脱

出
し
て
も
、
そ
の
人
は
奴
隷
の
主
人
に
な
る
だ
け
で
あ
り
、
奴
隷
を
使
う
社
会
の
仕
組
み
は
再
生
産
さ
れ
て
し
ま
う
。
社
会
か
ら
奴
隷
が

い
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

自
ら
が
奴
隷
に
な
ら
ず
、
奴
隷
を
使
う
社
会
の
仕
組
み
を
な
く
す
た
め
に
は
、
敗
北
に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
敗
北
は
苦
痛
な

の
で
、
敗
北
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
、
そ
の
敗
北
の
苦
痛
に
抵
抗
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
敗
北
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
方
法
は
そ
の
苦
痛

を
忘
却
す
る
こ
と
な
の
で
、
敗
北
に
抵
抗
し
、
敗
北
の
苦
痛
に
抵
抗
す
る
と
は
、
敗
北
の
苦
痛
を
忘
却
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
で
も
あ
る
。

こ
の
抵
抗
こ
そ
が
ア
ジ
ア
の
「
近
代
」
の
特
徴
で
あ
る
と
竹
内
好
は
論
じ
る （
５
）。

こ
の
「
敗
北

苦
痛

忘
却

抵
抗
」
の
理
論
を
、
竹
内
好
は
魯
迅
を
参
照
す
る
こ
と
で
組
み
立
て
て
い
る （
６
）。

魯
迅
は
、
そ
の
初
期
の
代
表
作
「
阿
Ｑ
正
伝
」
（
短
篇
集
『
吶
喊
』
に
収
録
）
で
そ
の
「
奴
隷
根
性
」
を
描
い
て
い
る
。
主
人
公
は
街

で
日
雇
い
の
仕
事
を
し
て
い
る
農
民
で
、
「
精
神
勝
利
法
」
と
い
う
方
法
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
人
に
殴
ら
れ
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
自
分
は
人
に
自
分
を
殴
ら
せ
て
や
っ
た
」
と
解
釈
し
て
、
自
分
の
ほ
う
が
優
位
だ
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神

的
な
勝
利
感
を
得
る
方
法
で
あ
る
。「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
シ
ン
キ
ン
グ
」
だ
と
い
え
ば
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
の
「
精
神
勝
利
法
」
の
持
ち
主
は
、

アジアをどう見るか
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人
に
殴
ら
れ
た
こ
と
を
「
殴
ら
せ
て
や
っ
た
」
と
し
て
勝
利
感
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
機
会
が
あ
れ
ば
人
を
殴
っ
て
勝
利
感
を
得
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
人
を
殴
る
社
会
」
は
な
く
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
で
き
た
の
が
「
人
を
食
う
」
こ
と

を
麗
々
し
い
文
章
で
飾
り
立
て
る
「
人
を
食
う
礼
教
」
の
世
界
で
あ
る
（「
狂
人
日
記
」。『
吶
喊
』
に
収
録
）
。
阿
Ｑ
は
魯
迅
が
こ
れ
を
書

い
た
時
代
（
一
九
一
〇
年
代
後
半
）
の
中
国
人
の
象
徴
で
あ
り
（
阿
Ｑ
の
「
Ｑ
」
は
頭
か
ら
辮
髪
を
生
や
し
た
中
国
人
の
象
徴
だ
と
も
い

う
。「
阿
…
」
は
中
国
の
南
方
で
よ
く
使
わ
れ
る
愛
称
）、
そ
の
時
代
の
中
国
は
「
人
を
食
う
礼
教
」
の
支
配
す
る
社
会
だ
っ
た
。

ま
た
、
魯
迅
は
、
小
説
だ
け
で
な
く
、
「
雑
文
」
と
呼
ば
れ
る
短
い
時
評
や
評
論
で
も
知
ら
れ
る
。
魯
迅
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
「
花

な
き
バ
ラ
」
・
「
忘
却
の
た
め
の
記
念
」
を
書
き
、
自
分
の
教
え
子
が
当
時
の
北
京
政
府
の
弾
圧
で
死
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
は
魯
迅
の
苦
痛
へ
の
抵
抗
で
あ
り
、
苦
痛
を
忘
却
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
だ
っ
た
。
竹
内
好
は
、
こ
れ
ら
の
翻
訳
を
岩
波
文
庫
の
『
魯

迅
評
論
集
』
に
収
録
し
て
い
る
。
魯
迅
の
雑
文
を
集
め
た
こ
の
『
魯
迅
評
論
集
』
は
、
魯
迅
の
考
え
か
た
ば
か
り
で
な
く
、
竹
内
好
が
魯

迅
の
何
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
か
、
何
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
か
を
よ
く
示
す
一
冊
に
な
っ
て
い
る
。

竹
内
好
の
ア
ジ
ア
の
「
近
代
」
論
は
、
こ
の
魯
迅
の
論
理
を
用
い
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
、
竹
内
好
は
「
堕
落
」
・
「
奴
隷
」
を
カ
タ
カ
ナ
で
「
ダ
ラ
ク
」
・
「
ド
レ
イ
」
と
書
い
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦

後
、
漢
字
の
存
在
を
日
本
文
化
の
遅
れ
の
表
れ
と
み
な
し
、
そ
の
遅
れ
ゆ
え
に
日
本
は
東
ア
ジ
ア
で
戦
争
を
起
こ
し
た
と
み
な
し
て
、
漢

字
の
使
用
を
減
ら
し
、
将
来
的
に
は
な
く
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
運
動
が
あ
っ
た
（
現
在
で
も
あ
る
）
。
中
国
で
は
近
代
・
現
代
に
な
っ

て
も
漢
字
ば
か
り
で
文
を
綴
る
。
竹
内
好
の
例
は
、
中
国
の
文
学
を
専
門
と
す
る
知
識
人
が
こ
の
漢
字
制
限
論
に
ど
う
い
う
態
度
を
と
っ

た
か
と
い
う
一
例
で
あ
る
。

竹
内
好
が
活
発
に
ア
ジ
ア
の
「
近
代
」
を
論
じ
て
い
た
の
は
一
九
四
〇
年
代
末
か
ら
一
九
六
〇
年
代
初
め
で
あ
る
。
竹
内
好
は
、
ア
ジ
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ア
（
東
洋
）
の
抵
抗
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
に
見
て
い
た
。
と
く
に
、
中
国
の
「
毛
沢
東
コ
ー
ス
」
（
「
コ
ー
ス
」

は
「
路
線
」）
に
そ
れ
を
見
出
し
て
い
た
。

第
二
次
大
戦
の
、
あ
る
い
は
、「
大
東
亜
戦
争
」（
右
翼
的
な
人
び
と
を
除
い
て
、
戦
後
の
多
く
の
人
が
忌
避
し
た
こ
の
こ
と
ば
を
、
竹

内
好
は
使
っ
て
い
る （
７
））
の
敗
北
の
痛
手
か
ら
さ
め
や
ら
な
い
戦
後
日
本
の
人
び
と
、
ま
だ
「
占
領
さ
れ
た
日
本
」
だ
っ
た
時
代
の
日
本
人

に
と
っ
て
、
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
、
つ
ま
り
毛
沢
東
の
共
産
党
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
中
国
の
出
現
は
衝
撃
的
な
で

き
ご
と
だ
っ
た
。
満
洲
事
変
（
一
九
三
一
～
三
三
年
）
以
来
、
日
本
が
戦
い
、
つ
い
に
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
相
手
は

�介

石
・
国
民
党
の
率
い
る
中
国
で
あ
り
、
毛
沢
東
・
共
産
党
は
そ
の
提
携
相
手
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
竹
内
好
自
身
を
含
む
、
戦
時

下
に
も
中
国
に
関
心
を
持
ち
つ
づ
け
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、
国
民
党
と
共
産
党
の
一
九
二
七
年
か
ら
の
血
で
血
を
洗
う
よ
う
な
敵
対
関
係

は
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
戦
後
の
�介

石
・
国
民
党
は
ア
メ
リ
カ
（
合
衆
国
）
の
支
援
を
受
け
て
い
た
。
戦
後
の
日
本
人
に
と
っ

て
、

�介
石
・
国
民
党
が
中
国
を
統
一
す
る
の
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
っ
て
も
、
毛
沢
東
・
共
産
党
が
中
国
を
統
一
す
る
の
は
予
想
外
の
で

き
ご
と
で
あ
り
、
衝
撃
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
国
共
産
党
の
強
さ
の
本
質
を
、
竹
内
好
は
、
中
国
化
さ
れ
た
社
会
主
義
・
マ
ル
ク
ス
レ
ー
ニ
ン
主
義
と
し
て
の
「
毛
沢
東
コ
ー

ス
」
に
見
出
し
て
い
た
。

し
か
し
、
社
会
主
義
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
み
出
さ
れ
た
思
想
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
レ
ー
ニ
ン
主
義
も
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
を
レ
ー

ニ
ン
が
ロ
シ
ア
で
発
展
さ
せ
た
思
想
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
が
自
ら
生
み
出
し
た
思
想
で
は
な
い
。
そ
れ
が
ア
ジ
ア
の
抵
抗
の
思
想
と
し
て
役

割
を
果
た
せ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
ジ
ア
で
の
「
毛
沢
東
コ
ー
ス
」
の
実
践
に
よ
る
の
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
竹
内
好
は
ロ
シ
ア
の
役
割
に
も
注
目

アジアをどう見るか
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す
る
。
ロ
シ
ア
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
し
て
の
一
面
と
と
も
に
、
ア
ジ
ア
と
し
て
の
一
面
も
あ
る
。
竹
内
好
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
文
学

者
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
も
ト
ル
ス
ト
イ
も
、
ロ
シ
ア
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
し
て
の
ロ
シ
ア
」
に
な
り
き
る
こ
と
に
抵
抗
し
た
。
竹
内
好
は

マ
ル
ク
ス

レ
ー
ニ
ン
主
義
に
も
同
じ
性
格
を
見
出
す
。
そ
れ
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
な
り
き
る
」
こ
と
に
抵
抗
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
だ
っ

た
。
だ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス

レ
ー
ニ
ン
主
義
は
ア
ジ
ア
の
抵
抗
の
理
論
と
し
て
役
立
っ
た
。
そ
れ
が
竹
内
好
の
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
に
つ

い
て
の
考
え
か
た
だ
っ
た
。

二
ア
ジ
ア
の
「
近
代
」
と
日
本

先
に
少
し
述
べ
た
よ
う
に
、
竹
内
好
は
、
進
歩
す
る
こ
と
も
、
進
歩
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
近
代
」
も
基
本
的
に
は
よ
い
も
の
だ

と
考
え
て
い
た
。
竹
内
好
は
「
進
歩
的
」
な
文
化
人
・
知
識
人
に
は
と
き
お
り
強
い
嫌
悪
・
反
発
を
示
す
。
そ
の
理
由
は
後
に
述
べ
る
と

し
て
、
し
か
し
竹
内
好
は
進
歩
も
「
近
代
」
も
否
定
し
て
い
な
い
し
、
む
し
ろ
、
い
ず
れ
は
進
歩
し
て
「
近
代
」
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
竹
内
好
を
反
進
歩
・
反
近
代
の
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
る
試
み
は
あ
る
が
、
竹
内
自
身
の
立

場
か
ら
い
え
ば
そ
れ
は
誤
り
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
（
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
反
進
歩
・
反
近
代
の
思
想
家
」
と
し
て
竹
内
好
を
論
じ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）。

し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
侵
入
」
に
抵
抗
す
る
と
い
っ
て
も
、
抵
抗
し
て
進
歩
を
拒
絶
し
「
近
代
」
を
拒
絶
す
る
と
い
う
方
向

を
竹
内
好
は
考
え
な
い
。
進
歩
し
な
け
れ
ば
、
堕
落
し
て
奴
隷
に
な
っ
て
し
ま
う
と
竹
内
好
は
考
え
て
い
る
。
ア
ジ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
侵
入
に
は
抵
抗
し
な
が
ら
、
自
ら
は
「
近
代
」
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
進
歩
し
て
「
近
代
」
的
に
な
る
こ
と
を
目

指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
進
歩
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
侵
入
に
対
す
る
抵
抗
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
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あ
る
。
こ
こ
に
ア
ジ
ア
の
近
代
に
独
特
の
屈
折
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
竹
内
好
は
、
進
歩
の
要
件
と
し
て
、
基
盤
が
進
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
基
盤
と
は
、
社
会
全
体
の
仕
組
み
や
社

会
全
体
の
構
成
な
ど
で
あ
る
。
基
盤
が
進
歩
し
な
い
ま
ま
、
基
盤
の
上
に
載
っ
て
い
る
も
の
だ
け
が
「
近
代
」
的
な
も
の
に
変
わ
っ
て
も
、

そ
れ
は
進
歩
で
は
な
い
と
竹
内
好
は
言
う
。

竹
内
好
は
、
こ
の
視
点
か
ら
日
本
の
「
優
等
生
」
文
化
を
批
判
す
る
。

竹
内
好
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
接
触
し
た
と
き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
抵
抗
し
な
か
っ
た
。
抵
抗
せ
ず
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

「
近
代
」
を
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
は
成
功
し
た
。
そ
れ
は
、
「
近
代
」
化
の
成
功
で
あ
っ
て
も
、
「
奴
隷
的

な
成
功
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た （
９
）。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、「
大
東
亜
戦
争
」
ま
で
の
日
本
文
化
の
批
判
は
、
竹
内
に
と
っ
て
け
っ
し
て
他
人
ご
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

竹
内
好
は
、
「
大
東
亜
戦
争
」
期
に
も
文
学
者
の
一
人
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
戦
後
の
竹
内
好
は
「
忘
却
」
し
よ
う
と
は

し
な
か
っ
た
。
「
大
東
亜
戦
争
」
が
中
国
に
対
す
る
侵
略
戦
争
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
欧
米
に
対
す
る
ア
ジ
ア

の
抵
抗
の
戦
争
だ
っ
た
面
を
正
当
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
戦
後
の
竹
内
好
は
主
張
し
続
け
た （

�）。

も
う
一
つ
の
点
は
、
そ
の
批
判
が
、
「
大
東
亜
戦
争
」
中
の
知
識
人
だ
け
で
な
く
、
戦
後
の
知
識
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
戦
後
の
「
進
歩
」
的
な
知
識
人
の
主
張
は
、
そ
の
内
容
こ
そ
「
大
東
亜
戦
争
」
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
を
担
っ
た
知
識
人
と
は
正
反

対
だ
が
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
思
想
に
対
す
る
態
度
は
「
大
東
亜
戦
争
」
ま
で
の
日
本
の
知
識
人
と
な
ん
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
つ
ま

り
、
基
盤
を
進
歩
さ
せ
ず
、
そ
の
上
に
載
せ
る
も
の
を
、
た
と
え
ば
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
、「
民
主
主
義
」、
あ
る
い

アジアをどう見るか
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は
、
竹
内
好
に
よ
り
近
か
っ
た
人
た
ち
の
ば
あ
い
だ
と
む
し
ろ
「
共
産
主
義
」
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

竹
内
好
は
、
マ
ル
ク
ス

レ
ー
ニ
ン
主
義
が
「
進
歩
」
の
正
し
い
方
向
と
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
か
ら
そ
れ
を
「
正

し
い
」
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
う
主
張
す
る
共
産
党
・
共
産
党
支
持
の
知
識
人
に
は
共
感
せ
ず
、
批
判
的
だ
っ
た
。
竹
内
好
は
、
魯

迅
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
だ
れ
よ
り
も
マ
ル
ク
ス
主
義
に
近
い
立
場
に
い
た
」
と
毛
沢
東
に
評
さ
れ
た

こ
と
に
強
い
共
感
を
抱
い
て
い
た
。

竹
内
好
は
、
欧
米
で
成
功
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
来
、
そ
れ
が
失
敗
し
た
ら
ま
た
新
し
い
欧
米
の
も
の
を
持
っ
て
来
て
置
き
換

え
る
よ
う
な
日
本
の
優
等
生
文
化
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
あ
の
「
大
東
亜
戦
争
」
の
徹
底
的
な
敗
北
の
苦
痛
も
、
そ
の
知
識
人
に
よ
っ

て
「
忘
却
」
さ
れ
、
た
と
え
ば
共
産
主
義
の
よ
う
な
新
し
い
も
の
を
持
っ
て
来
て
「
大
東
亜
戦
争
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
置
き
換
え
る
よ

う
な
態
度
に
反
発
を
隠
さ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
批
判
の
対
象
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
平
野
義
太
郎
の
中
国
論
で
あ
る
。
平
野
義
太
郎
は
、
「
大
東
亜
戦
争
」
後
、

�介
石
・

国
民
党
に
よ
る
中
国
統
一
を
展
望
し
た
が
、
毛
沢
東
・
共
産
党
に
よ
る
中
国
統
一
が
実
現
す
る
と
、
そ
れ
を
賛
美
し
た
（
と
竹
内
好
は
位

置
づ
け
る
）
。
毛
沢
東
・
共
産
党
に
よ
る
統
一
を
肯
定
す
る
と
い
う
点
で
は
、
竹
内
好
と
平
野
義
太
郎
は
一
致
し
て
い
る
。
だ
が
、
平
野

義
太
郎
が

�介
石
支
持
か
ら
毛
沢
東
支
持
に
転
じ
た
安
易
さ
を
竹
内
好
は
許
容
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
こ
に
、
日
本
を
「
大
東
亜
戦
争
」

を
経
て
破
滅
に
導
い
た
優
等
生
文
化
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
か
ら
で
あ
る （

�）。

優
等
生
文
化
を
持
つ
日
本
は
自
生
的
な
「
近
代
」
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
ア
ジ
ア
の
「
近
代
」
に
は
到
達
で
き
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
「
大
東
亜
戦
争
」
の
敗
北
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
西
洋
、
欧
米
）
の
よ
う
な
「
帝
国
主
義
」
の
国
と
し
て

も
成
功
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
は
「
近
代
」
国
家
の
よ
う
で
あ
る
が
、
日
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本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
な
け
れ
ば
ア
ジ
ア
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
日
本
は
何
も
の
で
も
な
い （

�）。

こ
れ
は
、
竹
内
好
の
ば
あ
い
、
日
本
の
だ
め
さ
を
嘲
笑
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
日
本
は
何
も
の
で
も
な
い
」
と
言
っ
た
と
き
、
そ
の
「
日
本
」
に
は
竹
内
好
自
身
の
戦
時
下
の
活
動
の
少
な
く
と
も
あ
る
部
分
は
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
竹
内
好
は
、
だ
か
ら
、
そ
の
「
何
も
の
で
も
な
い
」
地
点
か
ら
、
自
生
的
な
「
近
代
」
を
目
指
し
て
独
自
の
「
進

歩
」
を
果
た
す
以
外
に
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
出
発
点
の
確
認
で
あ
る （

�）。

し
か
し
、
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
（
主
と
し
て
中
国
を
考
え
て
い
る
）
は
な
ぜ
自
生
的
な
「
近
代
」
に
到
達
し
た
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
政
府
の
「
も
の
わ
か
り
」
が
悪
く
、
一
方
で
は
自
分
た
ち
の
「
古
さ
」
を
守
る
こ
と
に
固
執
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
「
帝
国
主
義
」
の
手
先
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
ア
ジ
ア
の
人
民
は
、
そ
の
よ
う
な
政
府
に
抵
抗
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
抵
抗
し
な

が
ら
、
自
生
的
な
進
歩
を
成
し
遂
げ
、
自
生
的
な
「
近
代
」
を
手
に
入
れ
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
人
民
は
、
政
府
や
エ
リ
ー

ト
層
の
「
も
の
わ
か
り
」
が
よ
か
っ
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
そ
の
機
会
を
失
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

三
方
法
と
し
て
の
竹
内
好

一
九
五
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
時
期
の
竹
内
好
の
言
論
活
動
は
、
竹
内
の
周
辺
に
い
た
知
識
人
た
ち
の
活
動
と
も
影
響
を
及
ぼ
し
合
う

も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
哲
学
者
の
鶴
見
俊
輔
の
グ
ル
ー
プ
は
、
太
平
洋
戦
争
前
・
太
平
洋
戦
争
中
（
竹
内
好
の
い
う
「
大
東
亜
戦
争
」

下
）
の
知
識
人
の
「
転
向
」
を
倫
理
的
な
非
難
と
切
り
離
し
て
研
究
し
、
そ
れ
は
身
体
的
強
制
に
よ
っ
て
の
み
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、

生
活
か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
い
う
不
安
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
面
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
「
転
向
」
し
た
者
に
も
一
定
の

一
貫
性
を
認
め
、
ま
た
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
「
非
転
向
」
を
貫
い
た
者
に
も
実
質
的
な
「
転
向
」
を
見
出
す
な
ど
、
独
自
の
批
判
的
な

アジアをどう見るか
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「
転
向
」
観
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
思
想
は
生
活
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
活
か
ら
遊
離
し
た
思
想
は
「
転
向
」
を

起
こ
し
や
す
い
。
こ
れ
は
、
竹
内
好
が
批
判
し
た
日
本
文
化
の
優
等
生
的
性
格
、
基
盤
を
進
歩
さ
せ
な
い
で
上
に
載
せ
る
も
の
だ
け
を
次
々

に
取
り
替
え
て
い
く
と
い
う
性
格
を
、
別
の
素
材
か
ら
批
判
し
た
も
の
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。

ま
た
、
丸
山
眞
男
は
、
「
固
執
低
音
」
（
「
通
奏
低
音
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
「
通
奏
低
音
」
と
「
固
執
低
音
」
は
別
の
も
の

で
あ
る
）
論
や
、
後
年
に
は
「
古
層
」
論
を
提
起
し
て
日
本
文
化
を
論
じ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
私
の
手
に
余
る
が
、
外

来
文
化
を
「
日
本
的
」
な
も
の
に
変
え
て
い
く
日
本
文
化
の
強
固
な
傾
向
を
丸
山
眞
男
も
強
く
感
じ
て
相
手
に
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
日
本
に
「
基
盤
の
進
歩
」
が
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
批
判
し
て
い
た
竹
内
好
と
も
共
通
す
る
問
題
意
識
で
あ
る
。

竹
内
好
も
、
自
分
の
同
時
代
の
知
識
人
に
つ
い
て
、
そ
の
主
張
の
内
容
や
結
論
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
そ
の
内
容
や
結
論
に
到
達
し
た

か
と
い
う
点
を
注
視
し
続
け
て
い
た
。
そ
こ
に
、
自
生
的
か
優
等
生
的
か
、
奴
隷
的
で
な
い
か
奴
隷
的
か
と
い
う
違
い
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

先
に
触
れ
た
平
野
義
太
郎
の
毛
沢
東
中
国
論
に
つ
い
て
の
嫌
悪
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、「
二
つ
の
ア
ジ
ア
史
観
」（
一
九
五
八
年
）

と
い
う
論
文
で
は
、
「
日
本
は
ア
ジ
ア
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
で
は
共
通
し
て
い
る
梅
棹
忠
夫
の
「
文
明
の
生
態
史
観
」
と
竹
山
道
雄

の
「
日
本
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
の
発
言
を
取
り
上
げ
、
梅
棹
忠
夫
を
評
価
し
な
が
ら
、
竹
山
道
雄
に
つ
い
て
は
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
梅
棹
忠
夫
は
自
ら
ア
ジ
ア
を
歩
い
て
調
査
し
て
「
日
本
は
ア
ジ
ア
で
は
な
い
」
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
の
に
対
し
て
、

竹
山
道
雄
は
最
初
か
ら
「
日
本
は
ア
ジ
ア
と
は
違
う
」
と
い
う
結
論
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
梅
棹
説
の
結
論
だ
け
を
継
ぎ
合
わ
せ
た
か

ら
だ
と
竹
内
は
説
明
し
て
い
る
。
最
初
か
ら
自
分
で
調
べ
て
結
論
に
到
達
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
結
論
に
合
わ
せ
て
他
か
ら
議
論
を

持
っ
て
く
る
の
は
優
等
生
的
で
あ
り
、
奴
隷
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
っ
た
。
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竹
内
好
は
魯
迅
論
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
毛
沢
東
は
、
魯
迅
の
「
自
嘲
」
と
い
う
戯
詩
を
め
ぐ
っ
て

「
外
に
出
る
と
人
に
批
判
さ
れ
て
い
や
な
の
で
／
家
で
子
ど
も
の
た
め
に
お
馬
に
な
っ
て
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
を
、「
ど
ん
な
に
敵

か
ら
批
判
さ
れ
て
も
自
分
は
人
民
の
た
め
に
献
身
す
る
の
だ
」
と
読
み
、
魯
迅
を
賞
賛
す
る
。
竹
内
好
は
、
こ
の
毛
沢
東
の
「
読
み
」
を

肯
定
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
毛
沢
東
自
身
の
革
命
の
体
験
に
基
づ
い
た
解
釈
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
ん
な
革
命
体
験
を
持
っ

て
い
な
い
日
本
の
「
進
歩
」
的
な
知
識
人
が
、
そ
の
毛
沢
東
の
魯
迅
評
を
引
用
し
て
「
魯
迅
は
人
民
大
衆
の
た
め
に
献
身
し
よ
う
と
し
た

人
だ
」
と
論
じ
る
こ
と
に
対
し
て
は
「
そ
ん
な
読
み
か
た
は
無
理
だ
」
と
厳
し
く
反
駁
し
た
。

さ
て
、
言
論
は
自
ら
調
べ
て
考
え
て
到
達
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
価
値
が
な
く
、
ほ
か
の
人
の
言
論
か
ら
結
論
だ
け
持
っ
て
く
る
の
は

優
等
生
的
で
あ
り
奴
隷
的
だ
と
い
う
竹
内
好
の
批
判
は
、
竹
内
好
と
同
時
代
の
「
進
歩
」
的
な
知
識
人
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
近
代
的

な
学
問
へ
の
重
大
な
問
題
提
起
に
も
な
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

近
代
的
な
学
問
、
つ
ま
り
大
学
で
学
ぶ
学
問
は
、
経
歴
や
背
景
が
ま
っ
た
く
違
う
人
に
も
利
用
可
能
な
よ
う
に
、
客
観
的
・
中
立
的
な

方
法
で
客
観
的
・
中
立
的
な
業
績
を
上
げ
、
そ
れ
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
を
方
法
し
て
い
る
。
竹
内
好
の
「
方
法
と
結
論
は
切
り
は
な
し

え
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
こ
の
近
代
的
学
問
へ
の
重
大
な
問
題
提
起
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
何
も
か
も
自
分
で
一
か
ら
確
認
し

て
い
た
の
で
は
、
現
在
の
学
問
体
系
は
成
り
立
た
な
い
。
竹
内
好
の
批
判
を
ど
う
生
か
し
て
い
く
か
は
、
私
た
ち
の
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
最
初
に
書
い
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
生
ま
れ
の
政
治
学
を
い
か
に
「
私
た
ち
」
の
政
治
学
へ
と
変
え
て
い
く
か
と
い
う
課
題
と
も

つ
な
が
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
の
持
つ
「
普
遍
性
」
を
ど
う
考
え
、
ど
う
扱
う
か
と
い
う
問
題
は
、
私
た
ち
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
の
問
題
は
竹
内
好
自
身
に
と
っ
て
も
問
題
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
「
自
生
」
的
な
知
識
を
手
に
入
れ
、
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
竹
内
好
は
決
ま
っ
た
明
確
な
方
法

アジアをどう見るか
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を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

竹
内
好
は
魯
迅
の
い
う
「
あ
が
き
」
（
「

�

そ
う

紮 さ
つ

」
）
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
何
を
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
と
も
か

く
苦
し
い
の
で
暗
闇
の
な
か
で
あ
が
い
て
い
る
。
そ
の
な
か
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
の
が
自
分
の
文
学
だ
と
い
う
の
が
魯
迅
の
第
一
短
篇
集

『
吶
喊
』
で
の
主
張
で
あ
る
。

竹
内
好
の
「
方
法
」
に
も
こ
れ
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
竹
内
好
の
文
章
は
必
ず
し
も
論
理
的
に
構
成
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
な
か

に
は
非
常
に
難
解
な
印
象
を
与
え
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
論
理
的
な
文
章
は
、
最
初
に
こ
と
ば
の
定
義
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
そ
れ
を
も

と
に
叙
述
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
竹
内
好
の
ば
あ
い
、
わ
ざ
と
定
義
を
は
っ
き
り
さ
せ
ず
に
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
竹

内
好
の
文
章
は
、
自
分
で
「
あ
が
き
」
、
模
索
し
、
そ
の
過
程
を
含
め
て
最
終
的
に
文
章
に
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
大
学

で
学
ぶ
べ
き
「
学
問
的
に
論
理
的
で
明
快
な
文
章
」
と
は
質
が
違
う
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
私
た
ち
が
竹
内
好
が
到
達
し
た
「
結
論
」
だ
け
を
学
ぶ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
竹
内
好
の
書
い
た
も
の
の
よ
い
読

み
か
た
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
竹
内
好
が
到
達
し
た
「
結
論
」
だ
け
に
注
目
し
て
そ
れ
を
非
難
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
の
も
よ
い
読

み
か
た
で
は
な
い
。

竹
内
好
が
見
て
い
た
の
は
、
貧
し
い
中
国
で
あ
り
、
現
在
の
よ
う
に
「
共
産
党
が
独
裁
的
政
治
権
力
を
握
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
社

会
主
義
」
で
は
な
く
、
社
会
全
体
を
社
会
主
義
的
に
、
さ
ら
に
は
社
会
主
義
の
理
想
で
あ
る
共
産
主
義
に
向
け
て
改
造
し
よ
う
と
奮
闘
し

て
い
た
中
国
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
内
好
に
と
っ
て
、
「
ア
ジ
ア
」
で
の
圧
倒
的
な
存
在
は
中
国
で
あ
り
、
朝
鮮
・
韓
国
に
つ
い
て
は
意
識

は
し
て
い
る
も
の
の
そ
れ
ほ
ど
多
く
論
じ
て
は
い
な
い
。
イ
ン
ド
や
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
は
チ

ベ
ッ
ト
問
題
も
起
こ
っ
て
い
る
し
、
台
湾
で
は

�介
石
・
国
民
党
の
支
配
に
対
抗
す
る
台
湾
独
立
派
の
運
動
も
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
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今
日
の
台
湾
の
主
要
な
政
治
課
題
で
あ
る
「
統
独
問
題
（
統
一
か
独
立
か
の
問
題
）
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

も
、
私
の
管
見
の
限
り
で
は
竹
内
好
が
強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

ア
ジ
ア
の
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
中
国
だ
け
と
っ
て
み
て
も
、
中
国
は
日
本
を
抜
い
て
経
済
大
国
に
成
長
し
た
。
一
九
五
〇
年
代

に
は
も
ち
ろ
ん
、
一
九
八
〇
年
代
で
も
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い
う
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
レ
ー
ニ
ン
主
義
と
「
毛
沢
東
コ
ー
ス
」
を
正
し
い
進
歩
の
方
向
だ
と
考
え
て
い
た
竹
内
好
の
「
結
論
」

が
ど
れ
だ
け
有
効
性
を
持
ち
う
る
か
と
い
う
と
、
ゼ
ロ
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
あ
ま
り
有
効
性
は
持
た
な
い
と
考
え
る
の
が

普
通
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
な
の
は
竹
内
好
の
「
方
法
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
竹
内
好
の
「
方
法
」
が
何
か
を
確
定
し
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
来
て
自
分
の
方
法
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
優
等
生
的
だ
。
私
た
ち
は
、
も
し
竹
内
の
「
方
法
」

か
ら
、
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
を
感
じ
取
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
「
抵
抗
」
し
、
あ
が
き
な
が
ら
自
分
の
方
法
を
見
出
し

て
い
く
べ
き
だ
。
そ
れ
が
、
た
ぶ
ん
竹
内
好
の
「
方
法
」
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

私
は
二
〇
一
二
年
度
の
「
政
治
学
へ
の
案
内
」
で
、
竹
内
好
の
「
方
法
」
を
ど
う
受
け
継
ぎ
、
生
か
し
て
い
く
か
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
課

題
を
課
し
た
。
こ
の
、
い
く
ぶ
ん
（
と
い
う
よ
り
ず
い
ぶ
ん
）
意
地
の
悪
い
課
題
に （

�）対
し
て
、
多
く
の
学
生
各
位
が
ま
さ
に
自
分
で
考
え

て
、
自
生
的
に
自
分
の
答
え
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
、
私
は
心
強
さ
を
感
じ
た
。

注（
１
）
「
私
が
魯
迅
に
出
あ
っ
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
つ
の
事
件
で
あ
っ
た
」
と
い
う
竹
内
の
い
さ
さ
か
唐
突
な
告
白
が
、
魯
迅
と
の
出
会
い
の

衝
撃
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
（
一
九
四
八
年
。
竹
内
好
『
日
本
と
ア
ジ
ア
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
、

二
二
頁
。
以
下
、
竹
内
の
文
章
の
引
用
は
す
べ
て
本
書
に
よ
る
）。

アジアをどう見るか

53



77

（
２
）
こ
の
「
進
歩
」
論
・
「
近
代
」
論
は
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
に
よ
っ
て
構
成
し
た
。
「
胡
適
と
デ
ュ
ー
イ
」
（
一
九
五
二
年
）
に
も
同
じ

よ
う
な
認
識
が
見
ら
れ
る
。

（
３
）
こ
の
点
で
竹
内
は
「
日
本
ロ
マ
ン
派
」
の
「
文
明
開
化
の
全
否
定
」
論
と
は
総
じ
て
批
判
的
だ
っ
た
。
「
岡
倉
天
心
」
（
一
九
六
二
年
）
、
三
九
八
頁
。

ま
た
「
近
代
の
超
克
」（
一
九
五
九
年
）
二
一
二
～
二
二
八
頁
。

（
４
）
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
進
歩
と
反
動
」（
一
九
五
七
年
）
一
三
六
頁
。

（
５
）
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
一
六
～
一
八
頁
。

（
６
）
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
三
九
～
四
三
頁
。

（
７
）
「
た
し
か
に
大
東
亜
戦
争
と
い
う
呼
び
名
の
復
活
は
、
危
険
な
兆
候
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
危
険
は
、
回
避
す
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
と
も
に
取

り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
」
。
「
日
本
人
の
ア
ジ
ア
観
」
（
一
九
六
四
年
）
九
三
頁
。
竹
内
は
「
太
平
洋
戦
争
」
と
い
う

語
も
使
っ
て
い
る
。
戦
時
下
の
時
代
か
ら
内
在
的
に
論
じ
る
と
き
は
「
大
東
亜
戦
争
」
、
執
筆
時
点
か
ら
回
顧
的
に
論
じ
る
と
き
は
「
太
平
洋
戦
争
」

を
使
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
「
使
い
分
け
」
に
つ
い
て
は
精
密
に
追
っ
て
み
な
い
と
何
と
も
言
え
な
い
。

（
８
）
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
六
～
一
七
頁
、
四
四
頁
。
な
お
、
ロ
シ
ア
が
「
半
ア
ジ
ア
」
な
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
（
合
衆
国
）
は
「
超
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
９
）
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
三
四
～
三
八
頁
ほ
か
で
繰
り
返
さ
れ
る
。

（

10）
「
日
本
人
の
ア
ジ
ア
観
」
九
四
～
九
六
頁
。

（

11）
「
日
本
の
ア
ジ
ア
主
義
」（
一
九
六
三
年
）
二
九
六
～
三
〇
一
頁
。

（

12）
「
抵
抗
が
な
い
の
は
、
日
本
が
東
洋
的
で
な
い
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
自
己
保
持
の
欲
求
が
な
い
（
自
己
が
な
い
）
こ
と
は
、
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
は
何
も
の
で
も
な
い
」
。
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
二
九
～
三
〇
頁
。
竹
内
は
、
「
自
己
保
持
の
欲
求
」

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
進
歩
に
も
ア
ジ
ア
侵
略
に
も
駆
り
立
て
た
と
考
え
て
い
る
。

（

13）
こ
の
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
で
の
「
日
本
は
何
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
断
定
の
印
象
は
強
烈
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
留
保
を
つ
け

る
必
要
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
総
力
戦
と
し
て
の
「
大
東
亜
戦
争
」
下
の
思
想
の
状
況
に
つ
い
て
、
竹
内
は
「
あ
る
状
況
の
下
に
お
け
る
抵
抗
と
屈

服
は
ほ
と
ん
ど
紙
一
重
で
あ
っ
た
」
と
し
（
「
近
代
の
超
克
」
二
〇
一
頁
）
、
状
況
に
「
屈
服
」
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
思
想
か
ら
「
抵
抗
」
の
要
素

を
救
い
出
そ
う
と
努
め
て
い
る
。
ま
た
、
「
日
本
ロ
マ
ン
派
」
を
代
表
す
る
保
田
與
重
郎
に
つ
い
て
「
「
空
白
な
る
思
想
」
が
彼
の
思
想
で
あ
り
、
空

白
で
な
け
れ
ば
不
死
身
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
竹
内
は
書
く
（
「
近
代
の
超
克
」
二
二
一
頁
）
。
こ
れ
ら
の
叙
述
か
ら
、
竹
内
が
「
何
も

の
で
も
な
い
」
と
い
う
と
き
の
「
な
い
」
（
「
無
」
「
空
白
」
）
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
感
覚
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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し
か
も
、
竹
内
が
こ
の
「
日
本
は
何
も
の
で
も
な
い
」
に
つ
づ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
は
、
日
本
の
「
学
者
」
（
優
等
生
）
文
化
へ
の
強
い
い
ら
立
ち

に
満
ち
て
い
る
が
、
一
方
で
「
日
本
は
東
洋
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
か
」
と
い
う
「
観
念
」
的
な
問
い
方
そ
の
も
の
を
相
対
化
す

る
も
の
で
も
あ
る
。

（

14）
竹
内
自
身
が
「
方
法
と
し
て
の
ア
ジ
ア
」
（
一
九
六
一
年
）
で
「
方
法
と
し
て
の
ア
ジ
ア
」
を
「
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
は
私
に
も
で
き
な
い
の
で

す
」
（
四
七
〇
頁
）
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
！

な
お
、
竹
内
の
「
方
法
」
と
は
、
「
与
え
ら
れ
た
学
説
と
し
て
受
け
取
」
る
と
い
う
優
等
生
的
な

行
な
い
の
対
極
に
あ
る
行
な
い
で
あ
っ
た
。「
胡
適
と
デ
ュ
ー
イ
」
三
八
〇
頁
。

アジアをどう見るか
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