
三
八

38

は
じ
め
に　

彭
湃
（
一
八
九
六
―
一
九
二
九
）
は
中
国
に
お
け
る
農
民
運
動
の
先
駆
者
と
言
わ
れ

る
。
広
東
省
海
豊
県
を
舞
台
に
、
農
会
と
称
す
る
農
民
組
合
を
組
織
し
、
農
民
自
身

で
、
地
主
の
搾
取
に
対
抗
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
運
動
に
関
し
、
い
く
つ
か
の
先

行
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、彭
湃
の
生
い
立
ち
と
郷
里
・

広
東
省
海
豊
で
の
活
躍
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い①
。
日
本
に
留
学
し
、
早
稲
田

大
学
に
学
ん
だ
彭
湃
は
、
帰
国
後
、
農
民
組
合
で
あ
る
農
会
を
組
織
し
て
い
る
。
彭

湃
に
は
、「
農
民
の
貧
困
の
原
因
と
そ
の
救
済
方
法
、
そ
し
て
、
農
民
自
身
が
団
結
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
が
あ
っ
た②
。
最
初
、
6
人
の
同
志
を
獲
得
し
た

農
会
は
、
や
が
て
、
地
主
に
よ
る
小
作
地
取
り
上
げ
に
農
会
と
し
て
対
抗
す
る
等
、

農
会
が
農
民
の
利
益
を
守
る
組
織
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く

の
会
員
を
獲
得
し
、
例
え
ば
、
海
豊
県
下
の
農
村
で
あ
る
赤
山
約
で
は
、
政
治
の
実

権
を
農
会
が
左
右
す
る
情
況
を
呈
し
た
。
や
が
て
、
一
九
二
二
年
一
〇
月
二
五
日
に

は
、
赤
山
約
農
会
の
正
式
創
立
大
会
た
る
演
説
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、

海
豊
県
下
の
各
約
に
も
農
会
が
成
立
し
た
。
翌
年
（
一
九
二
三
年
）
一
月
一
日
に
は
、海

豊
県
総
農
会
が
成
立
し
て
い
る③
。
こ
の
時
期
、
彭
湃
は
、
農
会
が
発
言
権
を
強
め
て

も
、地
主
側
か
ら
の
反
撃
が
表
面
化
し
な
い
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
農
民
の
、
自
己
の
階
級
に
対
す
る
誠
実
さ
、
農
民
の
同
盟
非
耕

に
対
し
て
、
地
主
側
が
農
地
を
他
所
に
移
転
で
き
な
い
こ
と
等
を
挙
げ
て
い
る④
。

し
か
し
、
農
会
が
発
展
し
た
の
は
、
上
記
の
要
因
に
よ
る
も
の
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

彭
湃
が
農
会
活
動
を
行
っ
て
い
た
時
に
は
、
海
豊
、
陸
豊
両
県
を
含
む
東
江
地
方
は
、

海
豊
の
大
郷
紳
（
大
地
主
）
で
あ
る
陳
炯
明
（
一
八
七
八
―
一
九
三
三
）
が
実
権
を
握
っ

て
い
た⑤
。
陳
炯
明
が
「
求
め
た
の
は
、
人
民
に
自
分
の
こ
と
を
管
理
す
る
権
利
を
持

た
せ
、
村
、
県
の
直
接
的
な
民
主
主
義
政
権
に
よ
っ
て
、
大
小
の
軍
閥
を
消
滅
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陳
炯
明
に
し
て
は
じ
め
て
彭
湃
の
指
導
す

る
海
豊
・
陸
豊
の
農
民
自
治
運
動
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る⑥
」。

筆
者
は
、「
商
紳
政
権
―
連
省
自
治
の
理
念
と
現
実
―
広
東
省
の
場
合
」
三
部
作⑦
に

お
い
て
、
陳
炯
明
が
都
市
商
人
と
農
村
部
の
地
主
で
あ
る
郷
紳
を
支
持
基
盤
に
省
内

政
治
を
行
っ
た
と
論
じ
た
。
陳
炯
明
叛
変
（
一
九
二
二
年
六
月
一
六
日⑧
）
以
後
、
陳
炯

明
は
反
動
軍
閥
に
成
り
果
て
た
、
と
す
る
議
論
も
あ
る⑨
。
し
か
し
、
彭
湃
の
結
成
し

た
農
民
組
合
で
あ
る
農
会
は
一
九
二
二
年
以
降
、
そ
の
勢
い
を
増
し
て
い
る
。
彭
湃

―
陳
炯
明
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
彭
湃
同
志
は
明
ら
か
に
、
陳
炯
明
は
広
東
地
主
階

級
の
総
代
表
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
は
い
た
が
、
地
主
階
級
内
部
の
あ
る
種
の
問
題

の
争
い
に
対
し
、
互
い
の
矛
盾
は
一
定
の
条
件
の
も
と
で
、
さ
ら
に
利
用
し
う
る
の

で
あ
り
、
故
に
、
彭
湃
は
陳
炯
明
と
の
交
渉
に
臨
ん
だ
」
と
い
う
記
述
も
あ
る⑩
。

彭
湃
の
農
民
運
動
に
つ
い
て
述
べ
た
『
近
代
中
国
農
民
革
命
の
源
流
』（
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
、
一
九
六
九
年
、
以
下
、『
源
流
』
と
略
す
）
に
は
、
陳
炯
明
、
あ
る
い
は
郷
紳

に
対
し
て
、
妥
協
的
な
言
動
を
す
る
場
面
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、

い
わ
ば
、
当
時
の
中
国
共
産
党
は
殆
ど
、
農
民
運
動
に
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
が
故

彭
湃
に
関
す
る
一
考
察

―
陳
炯
明
と
の
関
係
を
中
心
に

―

生　

田　

頼　

孝
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に
、
彭
湃
が
中
国
共
産
党
中
央
と
無
関
係
に
海
陸
豊
地
方
に
絶
対
的
権
勢
を
持
つ
陳

炯
明
と
の
協
力
関
係
の
下
で
、
農
民
運
動
を
進
め
よ
う
と
し
た
姿
と
も
と
れ
よ
う⑪
。

彭
湃
は
、
中
国
共
産
党
に
入
党
す
る
が
、
何
時
、
入
党
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な

い⑫
。
又
、
陳
炯
明
を
利
用
す
る
と
し
て
、
ど
う
利
用
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
発

生
す
る
。

１　
『
源
流
』
に
見
る
農
会
の
活
動

『
源
流
』
に
よ
れ
ば
、
海
豊
県
総
農
会
が
成
立
し
た⑬
一
九
二
三
年
、「
海
豊
総
農
会

は
、
こ
の
こ
ろ
す
で
に
隆
盛
の
極
み
に
達
し
て
い
た
。
海
豊
の
こ
の
時
期
の
執
政
者

県
長
は
、
陳
炯
明
の
も
っ
と
も
信
任
す
る
翁
桂
清
で
あ
っ
た
。
彼
は
農
会
に
賛
成
し

な
か
っ
た
が
、
し
か
し
ま
た
あ
え
て
農
会
を
解
散
し
た
り
、
禁
止
も
し
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
わ
れ
わ
れ
は
比
較
的
自
由
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
、
農
会
も
こ
の
と
き

ま
で
に
相
当
の
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た⑭
」。

「
海
豊
総
農
会
」
成
立
時
、
会
費
の
増
額
に
つ
い
て
の
討
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
の

際
、
農
会
は
市
場
（
こ
れ
ら
は
交
易
の
拠
点
で
あ
っ
た
「
墟
市
」
と
思
わ
れ
る
）
の
実
権

を
握
る
こ
と
を
検
討
し
、
実
行
に
移
し
て
い
る
。

「
蕃
薯
〈
さ
つ
ま
い
も
〉
市
、
糖
市
、
菜
脯
市
、
地
豆
市
、
手
墟
菜
市
、
米
市
、
柴

市
、
猪
仔
市
、
草
市
を
見
る
と
、
一
つ
と
し
て
農
民
の
産
物
で
な
い
も
の
は
な
く
、

ど
の
市
の
権
力
も
す
べ
て
紳
士
、
土
豪
、
ま
た
は
廟
祝
〈
廟
の
番
火
を
司
る
者
〉
に

よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
お
り
、
蕃
薯
市
だ
け
で
も
年
に
少
な
く
と
も
五
〇
〇
元
の
収
入

が
あ
る
か
ら
、
各
市
を
全
部
合
計
す
れ
ば
、
年
に
三
、
四
〇
〇
〇
元
の
収
入
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
。」・
・
・
・
・「
こ
れ
ら
の
市
権
を
握
ろ
う
と
す
れ
ば
必
ず
紳
士
と
衝

突
す
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
彼
ら
と
か
け
あ
っ
て
み
て
、
も
し
彼
ら
が

市
権
を
譲
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
蕃
薯
を
別
の
場
所
に
移
し
、

そ
の
他
の
市
も
一
様
に
こ
れ
に
な
ら
う
こ
と
、
そ
れ
も
三
日
以
内
に
実
行
す
べ
き
こ

と
を
決
議
し
た
。
実
行
の
順
序
と
し
て
、ま
ず
農
会
で
一
本
の
公
定
の
秤
を
作
製
し
、

農
会
か
ら
蕃
薯
市
へ
人
を
や
っ
て
管
理
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
案
の
定
、
紳
士
は
大

反
対
で
あ
っ
た
。
農
会
は
す
ぐ
に
、
全
県
下
の
農
民
に
布
告
し
、
甘
藷
を
農
会
付
近

の
場
所
に
移
し
て
販
売
さ
せ
、絶
対
に
元
の
市
で
販
売
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
果
然
勝
利
を
得
、
こ
れ
ら
の
各
市
の
収
入
を
持
っ
て
農
民

医
薬
房
の
経
費
に
あ
て
た⑮
」。

こ
う
し
た
市
権
の
管
理
の
た
め
に
は
、
読
み
書
き
算
盤
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
も
、『
源
流
』
に
記
述
が
あ
る
。

学
費
等
の
問
題
で
、「
新
学
」（
新
し
い
教
育
）
を
恐
れ
る
農
民
に
対
し
、「
農
会
は

教
育
に
対
し
て
一
つ
の
新
し
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
う
ち
だ
し
た
。
こ
れ
は『
農
民
教
育
』

と
呼
び
、
農
民
学
校
の
開
設
で
あ
る
。
農
民
教
育
は
新
学
と
ち
が
い
、
そ
の
目
的
は

も
っ
ぱ
ら
農
民
に
数
を
教
え
て
、
地
主
に
だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
た
り
、
手
紙
の

書
き
方
、
珠
算
、
食
料
品
名
や
農
具
の
書
き
方
な
ど
を
教
え
、
彼
ら
に
農
会
を
や
っ

て
ゆ
け
る
だ
け
の
能
力
が
あ
れ
ば
十
分
だ
と
し
た
。
農
民
は
大
い
に
賛
成
し
た
。
そ

の
う
え
、
農
会
は
報
酬
の
安
い
教
員
に
き
て
も
ら
い
、
校
舎
を
指
定
し
、
学
生
の
無

料
勉
学
を
規
定
し
た
の
で
、
彼
ら
は
ひ
じ
ょ
う
に
喜
ん
だ⑯
」。

す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
海
豊
県
で
は
、
陳
炯
明
が
実
権
を
有
し
て
い
る
。
そ

の
陳
炯
明
の
意
向
を
無
視
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
取
れ
ま
い
。
当
時
の
農
村

教
育
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。

２　

農
村
に
お
け
る
教
育
の
実
態

当
時
の
海
豊
に
は
、い
く
つ
か
の
学
校
（
小
中
学
校
や
師
範
学
校
等
）
が
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
学
校
の
学
生
が
、
社
会
変
革
の
一
種
の
力
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る⑰
。

し
か
し
、
彭
湃
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
海
豊
に
は
「
中
学
校
、
師
範
学
校
、
高

等
小
学
校
、
国
民
小
学
校
の
設
け
が
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
等
は
只
城
市
の
地
主
或
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い
は
富
商
の
子
供
た
ち
の
み
に
限
ら
れ
、
彼
等
に
し
て
始
め
て
教
育
の
機
会
に
恵
ま

れ
る
の
で
あ
る
。
農
民
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
只
金
持
ち
の
子
孫
等
の
為
に
教
育
費

を
負
担
す
る
だ
け
で
あ
る
。
全
県
下
の
教
育
費
の
収
入
は
そ
の
百
分
の
八
十
が
農
民

か
ら
取
り
立
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
而
か
も
農
民
は
却
っ
て
教
育
の
何
た
る
か
を
知

ら
な
い
。
県
下
全
体
の
農
民
の
中
、
自
分
の
名
前
の
書
け
る
も
の
は
百
分
の
二
十
に

及
ば
ず
、
そ
の
他
の
百
分
の
八
十
は
自
分
の
名
前
さ
え
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

あ
る⑱
」。

さ
ら
に
、
教
育
局
長
は
新
し
い
教
員
を
派
遣
す
る
も
の
の
、
学
費
の
増
加
や
新
税

の
賦
課
等
の
問
題
が
あ
っ
た
上
に
、
新
教
育
も
「
病
弱
な
農
村
の
小
児
を
す
こ
し
も

考
慮
に
い
れ
な
い
」
と
い
う
始
末
で
あ
っ
た⑲
。
こ
れ
等
の
資
料
か
ら
は
、
陳
炯
明
が

農
村
、
こ
と
に
農
民
の
教
育
向
上
に
貢
献
し
た
こ
と
は
窺
え
な
い⑳
。

そ
も
そ
も
、
清
代
に
は
郷
村
の
「
指
導
者
達
が
常
に
教
育
の
進
歩
の
た
め
の
便
宜

を
計
っ
て
来
た
事
を
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
成
功
す
る
に
た
る
資
性
あ
る
以
上
、
貧

富
を
問
わ
ず
、
村
の
少
年
全
部
に
対
し
て
教
育
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
政
策
に
、

村
が
徹
底
的
に
力
を
入
れ
た
の
は
時
宜
を
得
て
い
た
。・
・
・
・
・
ど
の
家
族
出
身
の

貧
し
き
少
年
で
あ
ろ
う
と
、
努
力
の
結
果
、
成
功
を
博
し
官
途
に
就
く
時
は
、
そ
の

家
族
を
貧
窮
の
ど
ん
底
よ
り
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
事
が
で
き
る
。
競
争
試
験
の
全
理

論
は
平
等
で
あ
る
。宋
代
に
定
め
ら
れ
た
標
準
に
拠
る
経
書
に
精
通
す
る
能
力
あ
り
、

之
を
身
に
つ
け
る
事
が
、
成
功
し
名
声
を
得
る
た
め
の
唯
一
の
用
件
で
あ
っ
た
。
旧

時
の
村
の
教
育
組
織
は
斯
る
要
件
に
適
合
し
た
人
間
を
出
し
そ
れ
に
依
っ
て
鳳
凰
村

が
名
誉
と
声
望
を
得
べ
く
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る㉑
」。
そ
し
て
、「
学
生
は
省
首

都
の
試
験
場
に
入
る
場
合
、
自
分
自
身
の
力
量
に
対
す
る
信
念
信
頼
と
共
に
、
そ
の

宗
族
に
対
す
る
責
任
感
を
感
じ
る
の
で
あ
る㉒
」。

清
朝
滅
亡
の
直
前
に
か
よ
う
な
教
育
は
廃
止
さ
れ
た㉓
。
代
わ
っ
て
、鳳
凰
村
に
は
、

新
し
い
学
校
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
結
果
と
し
て
「
教
育
に
対
し
て
宗
族
が
有
し

た
一
致
せ
る
要
求
の
凋
落
」
が
起
き
、「
旧
き
教
育
に
於
け
る
官
吏
任
用
に
対
応
す
る

如
き
確
然
た
る
目
標
は
新
し
い
教
育
に
は
存
し
な
い
。
結
局
、
集
団
を
全
体
と
し
て

観
察
す
る
限
り
、
そ
の
努
力
は
弛
緩
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
子
供
達
を
習
学
せ
し

め
る
一
般
的
な
社
会
的
威
圧
は
殆
ど
存
在
し
な
い
。
集
団
の
古
き
強
圧
力
は
失
わ
れ

た
の
で
あ
る
。

斯
く
し
て
結
局
は
そ
の
家
族
に
依
っ
て
通
学
せ
し
め
ら
る
る
子
供
達
だ
け
が
学
校

へ
行
く
こ
と
と
な
る
。
多
数
の
、
殊
に
貧
し
い
家
庭
の
態
度
は
教
育
に
関
し
て
は
冷

談
と
な
っ
た
。
併
し
少
数
の
親
達
は
商
業
文
を
つ
く
り
、
会
計
を
な
し
、
簡
単
な
る

文
語
の
読
み
書
き
を
な
す
等
の
訓
練
の
必
要
を
認
め
て
居
る㉔
」。

こ
れ
等
の
資
料
か
ら
、「
宗
族
」
が
広
東
農
村
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
が
窺

え
る㉕
。

３　

農
会
―
郷
紳
の
対
立

清
末
の
科
挙
廃
止
に
よ
っ
て
、
多
く
の
保
護
者
が
教
育
へ
の
情
熱
を
有
さ
な
く

な
っ
て
い
た
。
清
代
に
科
挙
制
度
に
よ
っ
て
、
村
全
体
に
教
育
の
機
会
を
与
え
て
い

た
の
は
宗
族
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
地
域
史
の
な
か
の
農
民
運
動
」
に
よ
れ
ば
、
宗

族
（
村
落
）
間
の
関
係
は
「
弱
肉
強
食
だ
っ
た
。
村
落
間
の
関
係
が
そ
の
よ
う
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
村
落
内
部
に
も
そ
う
し
た
構
造
が
見
ら
れ
た
。・
・
・
・
・
陸

豊
河
田
に
は
彭
、
葉
、
荘
、
羅
、
朱
の
大
族
が
あ
り
、
彭
姓
は
2
万
人
余
、
他
の
四

姓
は
6
、
7
千
人
か
ら
1
万
人
だ
っ
た
が
、『
強
房
は
弱
房
を
虐
げ
、
最
も
強
い
も
の

は
次
に
強
い
も
の
を
欺
き
、
互
い
に
か
み
付
き
合
い
風
気
が
極
め
て
悪
く
、
な
か
で

も
彭
姓
の
者
は
・
・
・
・
・
互
い
に
助
け
合
う
気
持
ち
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
人

の
不
幸
を
喜
ぶ
考
え
が
あ
る
』
有
様
だ
っ
た
と
い
う㉖
」。

清
代
に
は
科
挙
制
度
に
よ
っ
て
、
内
部
対
立
等
の
矛
盾
が
か
ろ
う
じ
て
抑
え
ら
れ

て
い
た
も
の
が
、
民
国
時
代
に
な
っ
て
、
一
層
激
化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

や
が
て
、「
海
豊
総
農
会
」
は
、
地
主
、
郷
紳
の
注
目
を
引
く
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
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た
。
彼
等
は
「
糧
業
維
持
会
」
と
い
う
組
織
を
結
成
、
対
抗
活
動
を
始
め
た
。
小
作

料
の
値
上
げ
を
め
ぐ
っ
て
、
農
会
会
員
た
る
小
作
農
民
と
地
主
が
対
立
し
た
こ
と
に

端
を
発
し
て
い
る㉗
。

こ
の
「
糧
業
維
持
会
」
の
結
成
に
あ
た
っ
て
、
当
初
、
組
織
の
名
を
「
田
主
会
」

に
し
よ
う
と
い
う
案
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
で
は
「
政
府
に
つ
な
が
り
を
つ
け
に
く

い
か
ら
『
糧
業
維
持
会
』〈
税
金
と
（
農
業
）
を
守
る
会
〉
の
名
を
用
い
る
」
べ
き
と

の
意
見
が
出
、「
会
衆
は
み
な
一
致
し
て
こ
れ
に
賛
成
し
た
」。
ま
た
、
小
作
料
か
ら

得
た
資
金
で
活
動
し
、「
海
豊
総
農
会
」
を
潰
そ
う
と
い
う
提
案
に
対
し
て
は
、「
大

地
主
は
賛
成
し
た
が
小
地
主
は
可
否
を
と
わ
ず
あ
え
て
十
分
に
反
対
を
表
明
し
な
い

う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
通
過
し
て
し
ま
っ
た㉘
」。
地
主
の
間
に
、
規
模
の
大
小
に

よ
っ
て
、
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
糧
業
維
持
会
」
は
裁
判
官
を
脅
し
て
、
対

立
す
る
小
作
農
民
を
尋
問
も
な
く
収
監
さ
せ
た
。し
か
し
、こ
の
行
為
は
違
法
で
あ
っ

た
。
彭
湃
達
の
農
会
は
団
結
し
て
、
裁
判
官
に
誓
願
し
、
不
当
逮
捕
さ
れ
た
農
民
の

釈
放
を
勝
ち
取
っ
た
。
ま
た
、「
糧
業
維
持
会
」
が
小
作
料
で
活
動
す
る
こ
と
に
対
し

て
は
、
農
会
側
が
一
致
し
て
小
作
料
を
納
め
ず
、
農
地
の
畦
を
壊
し
て
地
主
の
土
地

の
境
を
分
か
ら
な
く
す
る
等
の
態
度
に
よ
っ
て
、
動
き
が
取
れ
な
く
な
り
、
結
果
と

し
て
、「
糧
業
維
持
会
は
う
や
む
や
の
う
ち
に
解
散
し
て
し
ま
っ
た㉙
」。
さ
ら
に
、
こ

の
時
期
、
農
会
が
拡
大
し
て
い
る
。

「
海
豊
総
農
会
が
、
今
次
の
請
願
と
示
威
を
経
験
し
て
か
ら
は
、
農
民
は
完
全
に
農

会
が
、
農
民
自
身
の
利
益
を
代
表
し
て
奮
闘
す
る
機
関
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と

認
識
し
た
。
同
時
に
農
民
の
地
主
階
級
に
対
す
る
敵
意
は
ひ
じ
ょ
う
に
猛
烈
を
き
わ

め
る
と
同
時
に
、
農
会
の
名
声
も
ま
た
付
近
の
各
県
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
入
会
を
求
め
る
も
の
は
紛
々
と
や
っ
て
き
、
実
に
応
接
の
い
と
ま
の
な
い
ほ

ど
の
盛
況
を
呈
し
た
。
紫
金
、
五
華
、
恵
陽
、
陸
豊
各
県
農
民
の
加
入
す
る
も
の
は

日
を
追
っ
て
多
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
海
豊
総
農
会
を
『
恵
州
農
民
連
合
会
』

に
改
組
し
、
各
県
に
『
県
連
合
会
』
を
分
設
す
る
こ
と
と
し
た
。
二
ヶ
月
足
ら
ず
の

う
ち
に
今
度
は
潮
州
、
普
寧
、
恵
来
の
各
県
に
発
展
し
た
の
で
、
ま
た
ま
た
連
合
会

を
改
組
し
て
『
広
東
省
農
会
』
と
し
、
各
県
す
べ
て
に
『
県
農
会
』
を
設
け
た㉚
」。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
反
地
主
を
叫
ぶ
農
民
の
勢
力
が
広
東
全
省
に
拡
大
さ
れ
た
と
言

え
よ
う
。「
こ
れ
よ
り
以
後
、
農
会
に
反
対
す
る
も
の
は
わ
ず
か
に
陳
秋
霖
、
陳
伯
華

ら
の
経
営
す
る
『
陸
安
日
報
』
の
み
で
、
毎
日
デ
マ
を
と
ば
し
て
農
会
を
破
壊
し
よ

う
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
地
主
兼
劣
紳
の
丘
景
雲
（
丘
は
陳
炯
明
の
師
で
あ
っ
て
は
な
は

だ
勢
力
を
も
っ
て
い
る
）
と
は
、ひ
そ
か
に
陳
炯
明
お
よ
び
広
東
審
判
庁
に
向
か
っ
て
、

農
会
が
造
反
〈
謀
反
〉
を
起
こ
し
、
ほ
し
い
ま
ま
に
官
庁
に
侵
入
し
て
囚
人
を
強
奪

す
る
等
々
の
で
た
ら
め
を
打
電
し
た
。
し
か
し
農
会
に
と
っ
て
こ
の
時
期
は
、
波
風

の
平
穏
な
時
期
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
お
ち
つ
い
て
宣
伝
お
よ
び
農
民
訓
練

の
工
作
に
従
事
し
、
同
時
に
農
会
の
組
織
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た㉛
」。

こ
れ
ら
の
文
面
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、海
豊
の
郷
紳
で
あ
る
陳
炯
明
に
と
っ
て
は
、不

利
益
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
陳
炯
明
が
農
会
に
対
し
て
、
弾
圧
的
態
度

で
臨
ん
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、「
農
会
」
の
動
き
が
全
て
の
地
主
に
と
っ
て
不

都
合
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
す
く
な
く
と
も
広
東
・
福
建
の
農
村
は
、
清
代
に
お
い

て
、
大
族
・
大
郷
が
小
族
・
小
郷
を
日
常
的
に
抑
圧
し
、
小
族
・
小
郷
は
連
合
し
て

そ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
構
図
を
備
え
て
い
た
」
と
い
う
議
論
が
あ
る32
。

ち
な
み
に
、
一
九
二
〇
年
代
の
後
の
彭
湃
等
の
活
動
は
、
か
つ
て
の
見
慣
れ
た
械

闘
の
延
長
的
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る33
。
陳
炯
明
支
配
下
の
こ

の
時
点
で
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
よ
う
。
農
会
が
力
を
つ
け

て
く
れ
れ
ば
、
大
郷
、
大
族
へ
の
対
抗
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。「
糧
業
維
持
会
」
の

運
営
費
の
件
に
関
し
て
、「
小
地
主
は
可
否
を
と
わ
ず
、
あ
え
て
十
分
に
反
対
を
表
明

し
な
い
」
と
い
う
表
現
に
は
、
こ
う
し
た
背
後
関
係
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
彭
湃
も
承
知
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
地
主
の
走
狗
陳
小
倫
が
」・
・
・
・
・「
農
会
に
や
っ
て
来
て
、
農
会
が
将
来
共
産

を
実
行
す
る
の
か
ど
う
か
を
聞
い
た
」
時
、
彭
湃
等
は
以
下
の
よ
う
な
4
つ
の
回
答
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を
な
し
て
い
る
。

①　

 
農
民
が
圧
迫
に
よ
っ
て
死
ん
だ
ら
、
小
作
料
取
立
て
の
で
き
な
い
地
主
も
自
然

と
死
す
。

②　

農
民
の
生
活
改
善
に
よ
る
治
安
改
善
で
、
地
主
も
安
心
で
き
る
。

③　

農
民
の
生
活
が
よ
く
な
れ
ば
、
小
作
料
取
立
て
も
容
易
で
あ
る
。

④　

農
民
は
生
活
改
善
に
よ
っ
て
反
地
主
と
な
ら
な
く
な
る34
。

い
ず
れ
も
、
地
主
（
郷
紳
）
に
配
慮
し
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
小
族
、
小
村
、
あ

る
い
は
弱
房
の
地
主
（
郷
紳
）
に
も
受
け
入
れ
可
能
で
あ
ろ
う
。
彼
等
に
と
っ
て
は
、

地
主
と
し
て
の
地
位
が
保
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
農
村
部
の
強
者
（
大
族
の
郷
紳
等
）
に

対
抗
す
る
と
い
う
意
味
で
、「
糧
業
維
持
会
」
よ
り
も
、「
農
会
」
の
方
が
良
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
も
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
農
民
に
と
っ
て
も
、大
族
、

大
郷
、
強
房
に
よ
る
圧
迫
は
、
不
利
益
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、「
農
村
部
の

強
者
」
へ
の
対
抗
は
小
郷
紳
（
地
主
）
―
農
民
の
共
通
の
利
害
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
農
民
の
叫
ん
だ
「
反
地
主
」
の
標
的
と
な
っ
た
地
主
は
、
大
族
、
大
郷
、
強
房

の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
、陳
炯
明
は
な
ぜ
、弾
圧
的
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
の
か
。

４　

匪
賊
と
広
東
省

当
時
、
広
東
の
農
村
は
、
閉
鎖
的
で
あ
り
、
農
村
か
ら
の
徴
税
は
困
難
で
あ
っ
た

か
と
思
わ
れ
る35
。
故
に
、
陳
炯
明
に
と
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
市
場
か
ら
の
徴
税
は
重

要
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
一
九
二
三
年
前
後
の
徴
税
一
覧
を
見
て
も
、

田
賦
（
土
地
税
）
よ
り
も
、
厘
捐
の
方
が
多
い
の
が
現
実
で
あ
る36
。「
利
益
が
集
ま
る

と
こ
ろ
故
に
、墟
市
は
各
宗
族
あ
る
い
は
勢
豪
の
争
奪
の
対
象
と
な
っ
た37
」。
大
郷
紳

の
参
加
に
よ
っ
て
、械
闘
も
起
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
械
闘
で
勝
利
す
る
の
は
大
族
、

大
郷
、
強
房
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

市
場
が
大
族
、
大
郷
、
強
房
等
の
「
強
者
」
の
管
理
の
下
に
あ
っ
て
は
、
徴
税
に

支
障
を
き
た
す
可
能
性
も
あ
る
。
農
村
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
郷
紳
は
清
末
か
ら
匪
賊

を
軍
事
力
と
し
て
雇
う
こ
と
で
、徴
税
に
抵
抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
広
東
省
で
は
、

辛
亥
革
命
後
に
、賊
の
勢
力
が
急
増
し
て
い
た
。
共
和
派
と
し
て
決
起
し
た
「
民
軍
」

の
多
く
が
、
匪
賊
に
転
じ
て
い
た
の
で
あ
る38
。
一
九
一
七
年
に
、
孫
文
の
第
一
次
広

東
軍
政
府
が
広
州
に
樹
立
さ
れ
る
と
、こ
れ
と
周
辺
の
軍
閥
の
間
で
抗
争
が
起
こ
り
、

敗
走
に
よ
っ
て
、
匪
賊
化
す
る
兵
士
の
数
は
さ
ら
に
増
え
た
。
い
く
つ
か
の
賊
集
団

は
、正
規
軍
顔
負
け
の
規
律
を
有
す
る
強
大
な
勢
力
と
化
し
て
い
た
。「
裕
福
な
土
豪

は
賊
集
団
の
後
援
者
と
な
り
、
そ
の
武
力
を
背
景
に
地
方
の
実
力
者
に
の
し
上
が
っ

た
。
絶
え
間
な
い
戦
乱
の
な
か
で
は
、
か
ね
て
か
ら
そ
の
非
道
ぶ
り
を
嫌
わ
れ
て
い

た
正
規
軍
よ
り
も
、
む
し
ろ
息
の
か
か
っ
た
賊
将
に
よ
る
統
治
の
ほ
う
が
有
産
階
級

に
と
っ
て
も
居
心
地
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る39
」。

広
東
省
内
が
、
武
力
を
有
す
る
大
郷
紳
・
大
地
主
に
よ
る
群
雄
割
拠
の
様
相
を
呈

し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る40
。
彭
湃
に
よ
れ
ば
、
農
会
の
活
動
が
匪
賊
対
策
に
効
果
を

あ
げ
て
い
る
。　

「
恵
陽
、
紫
金
、
五
華
の
各
県
一
帯
に
巣
食
っ
て
い
る
土
匪
は
、
農
会
が
も
っ
ぱ
ら

貧
民
を
救
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
、
か
な
り
、
わ
け
が
わ
か
っ
て
き
て
、

は
な
は
だ
農
会
に
同
情
を
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
農
会
の
あ
る
郷
村
に
対

し
て
は
牛
な
ど
の
家
畜
を
少
し
も
掠
奪
せ
ず
、か
り
に
掠
奪
し
た
も
の
が
あ
っ
て
も
、

農
会
か
ら
返
還
を
要
求
さ
れ
れ
ば
直
ち
に
返
還
し
た
。
土
匪
の
い
る
土
地
は
だ
れ
も

あ
え
て
通
過
す
る
も
の
が
い
な
い
の
に
、
農
会
の
人
は
い
つ
で
も
自
由
に
出
入
り
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
反
動
派
は
ま
た
も
や
農
会
が
土
匪
と
結
託
し
て
い
る

と
陳
炯
明
に
打
電
し
た41
」。
し
か
し
、陳
炯
明
が
そ
れ
に
反
応
し
た
と
い
う
記
述
は
な

い
。
や
は
り
、
黙
認
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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「
農
会
」
に
結
集
し
た
農
民
の
力
に
圧
倒
さ
れ
、「
墟
市
」
の
権
力
（
市
権
）
等
を
奪

わ
れ
た
「
強
者
」
に
と
っ
て
、
匪
賊
を
自
身
の
武
力
と
し
て
雇
っ
て
お
く
の
は
経
済

的
に
苦
し
か
ろ
う
。
当
時
、
失
業
農
民
等
は
金
銭
で
軍
閥
軍
に
傭
兵
さ
れ
る
こ
と
も

多
か
っ
た
。
そ
う
し
た
傭
兵
は
資
金
不
足
で
給
与
が
滞
る
と
、
脱
走
、
掠
奪
を
行
い
、

軍
律
を
弛
緩
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
者
達
が
他
の
軍
に
編
入
さ

れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た42
。
陳
炯
明
に
と
っ
て
は
、
彭
湃
等
の
「
市
権
」
奪
取
に
よ
っ

て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
の
大
族
、
大
郷
、
強
房
等
の
「
強
者
」
が
い
な
く
な
っ
た

「
賊
集
団
」
を
自
軍
に
編
入
し
、
軍
事
力
の
拡
大
を
図
り
、
広
州
の
孫
文
に
対
抗
し
よ

う
と
し
た
の
で
は
な
い
か43
。
さ
ら
に
、
一
部
の
「
強
者
」
が
市
場
に
関
す
る
権
力
を

掌
握
し
て
い
る
状
態
か
ら
「
墟
市
」
を
開
放
し
、
徴
税
を
容
易
に
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。「
土
匪
」
が
農
会
の
要
求
に
応
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、彼
等
の
背
後

に
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
の
陳
炯
明
が
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

故
に
、「
民
国
一
二
年
（
一
九
二
三
年
）
の
上
半
期
は
、
農
民
運
動
は
き
わ
め
て
平

穏
裡
に
発
展
し
た44
」
の
で
あ
り
、
彭
湃
と
陳
炯
明
は
互
い
を
利
用
し
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
や
が
て
、
農
会
の
解
散
を
引
き
起
こ
す
事
件
が
起
こ
る
。

一
九
二
三
年
旧
暦
六
月
、
嵐
が
海
豊
を
襲
い
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
農

会
加
入
者
は
さ
ら
に
増
え
た
が
、「
そ
の
う
ち
に
は
陳
炯
明
と
親
族
関
係
に
あ
る
三
、

四
ヶ
郷
に
属
す
る
も
の
も
い
た
。
彼
ら
は
日
頃
陳
の
勢
力
を
傘
に
き
て
自
ら
高
く
止

ま
り
、
農
会
な
ん
か
問
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
も
と
よ
り
農
会
に
加
入
し
な

か
っ
た
。
し
か
し
今
度
の
利
害
衝
突
、
生
死
の
関
頭
に
立
つ
や
、
陳
炯
明
は
頼
み
に

な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
か
え
っ
て
勢
力
を
も
っ
て
圧
迫
を
加
え
て
き
た
。
つ
ま
り
、

陳
姓
の
地
主
連
は
利
害
関
係
に
な
る
と
親
族
の
こ
と
な
ん
か
て
ん
で
問
題
に
せ
ず
、

小
作
料
の
納
入
を
迫
る
こ
と
を
急
務
と
し
た
の
だ
」。
故
に
、
陳
炯
明
関
係
の
村
の

人
々
も
農
会
に
謝
罪
、
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る45
。

農
会
は
、
農
民
の
た
め
に
、
小
作
料
の
「
最
高
三
割
納
租
」
を
議
決
し
た46
。
又
、
陳

炯
明
に
、
農
民
の
被
害
状
況
を
説
明
し
、
反
動
側
に
立
た
な
い
よ
う
、
伝
え
て
い
る47
。

こ
の
頃
、「
海
豊
全
県
下
は
、
き
わ
め
て
明
瞭
な
二
つ
の
階
級
的
陣
営
に
分
裂
し

た
。
す
な
わ
ち
一
つ
は
地
主
階
級
、
一
つ
は
農
民
階
級
で
あ
る48
」。
し
か
し
、
地
主
の

中
で
も
、
小
地
主
は
、「
最
高
三
割
納
租
」
議
決
に
従
っ
て
、
小
作
料
を
取
り
立
て

た
。
他
方
、
大
地
主
は
反
動
化
し
、
密
か
に
「
糧
業
維
持
会
」
を
復
活
さ
せ
た49
。
そ

し
て
、
軍
隊
の
力
を
借
り
て
、
農
会
を
解
散
さ
せ
た
（
一
九
二
三
年
旧
暦
七
月
五
日50
）。

お
わ
り
に

小
地
主
の
農
会
に
よ
る
「
最
高
三
割
納
租
」
議
決
に
従
っ
た
小
作
料
取
立
て
に
は
、

や
は
り
、「
糧
業
維
持
会
」
よ
り
「
農
会
」
を
支
持
せ
ん
と
す
る
小
地
主
の
利
害
が
現

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
大
地
主
の
反
動
化
は
、
陳
炯
明
の
反
動
化

と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。彭
湃
は
老
隆
に
駐
屯
し
て
い
た
陳
炯
明
を
訪
問
し
、

交
渉
を
経
て
、
陳
炯
明
に
農
会
回
復
の
電
報
を
打
た
せ
た
。
し
か
し
、
海
豊
の
現
場

で
は
、
県
長
・
王
作
新
に
よ
っ
て
、
そ
の
電
報
は
握
り
つ
ぶ
さ
れ
た
。
陳
炯
明
の
黙

認
が
な
け
れ
ば
、
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
農
会
側
は
「
陳
炯
明
か
ら
き
た
電
報

は
、必
ず
効
力
を
発
揮
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
」。
こ
れ
に
よ
っ
て
陳
炯
明
は
農
会

解
散
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た51
。
い
ず
れ
の
立
場
か
ら
も
、
陳
炯
明
が
大

き
な
力
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

陳
炯
明
と
し
て
は
、
自
身
の
村
々
の
者
ま
で
が
、
農
会
に
加
入
し
た
た
め
、
自
身

の
見
の
置
き
場
を
失
い
、
結
果
と
し
て
、
自
ら
の
支
配
権
を
再
確
立
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
陳
炯
明
は
、
当
時
の
各
村
の
弱
肉
強

食
と
相
互
対
立
の
状
況
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
又
、彭
湃
の
運
動
も
、

そ
う
し
た
当
時
の
広
東
農
村
社
会
の
性
格
と
関
係
し
た
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
言
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
時
期
、
互
い
を
利
用
し
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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注①　
藤
原
康
晴  

「
中
国
に
お
け
る
農
民
運
動
の
一
考
察
（
Ⅰ
）」『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』

人
文
科
学
編
54

 

　
　
　
　
　

  

「
中
国
に
お
け
る
農
民
運
動
の
一
考
察
（
Ⅱ
）」『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』

人
文
科
学
編
57

 

　

斎
藤
秋
男  
「
研
究
ノ
ー
ト 

Ⅰ
早
稲
田
大
学
留
学
生
・
彭
湃
と
〝
建
設
者
同
盟
〞」『
専

修
商
学
論
集
』
第
35
号

 

　
　
　
　
　

  

「
日
本
留
学
・
中
国
人 

彭
湃
の
生
と
死
」『
専
修
人
文
論
集
』
21

 

　

横
山
英　

  

「
一
イ
ン
テ
リ
革
命
家
の
生
涯
」『
社
会
科
研
究
』
第
9
号
、
広
島
大
学

教
育
学
部
社
会
科
学
会

②　

古
島
和
雄
「
彭
湃
と
農
民
革
命
（
一
）」『
東
洋
研
究
』
71
、p.145

③　

同
上
、pp.146-147

④　

同
上
、p.147

⑤　

同
上
、pp.134-135

 

彭
湃
著
、
山
本
秀
夫
訳
『
近
代
中
国
農
民
革
命
の
源
流
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、

一
九
六
九
年
、pp.3-8

⑥　

ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
チ
ェ
ン
著
、
北
村
稔
他
訳
『
軍
紳
政
権
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四

年
、pp.99-100

⑦　
『
立
命
館
文
学
』
五
六
九
、
五
七
一
、
五
七
六
号

⑧　

連
省
自
治
を
主
張
す
る
陳
炯
明
が
武
力
統
一
を
主
張
す
る
孫
文
に
対
し
て
行
っ
た

反
乱
。
上
記
の
拙
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨　

段
雲
章
他
『
陳
炯
明
的
一
生
』
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、p.237

⑩　

 

林
務
農
「
彭
湃
与
海
陸
豊
農
民
運
動
的
幾
件
事
」『
広
東
文
史
資
料
』
第
三
十
集
、

一
九
八
一
年
、pp.88-89

⑪　

山
本
秀
夫
「
彭
湃
と
農
民
運
動
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
一
九
六
八
年
12
月
号
、p.105

⑫　
「
中
国
に
お
け
る
農
民
運
動
の
一
考
察
（
Ⅱ
）」
前
掲
書
、pp.2-3

⑬　
『
源
流
』、pp.39-40

⑭　
『
源
流
』、p.49

⑮　

同
上
、pp.42-43

⑯　

同
上
、p.45

⑰　
「
日
本
留
学
・
中
国
人　

彭
湃
の
生
と
死
」
前
掲
書
、p.45

⑱　
『
源
流
』、pp.15-16

⑲　

同
上
、pp.17-18

⑳　

た
だ
し
、
彭
湃
は
一
九
二
一
年
五
月
、
海
豊
の
教
育
局
長
に
就
任
し
て
い
る
。「
教

育
か
ら
手
を
つ
け
て
社
会
革
命
を
実
現
し
よ
う
と
の
夢
を
抱
い
て
い
た
」
彭
湃
は
、海

豊
県
城
で
メ
ー
デ
ー
の
労
働
祭
を
実
施
し
、
デ
モ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
非
難
す

る
郷
紳
ら
の
陳
炯
明
へ
の
訴
え
に
よ
っ
て
、教
育
局
長
を
解
任
さ
れ
て
い
る（『
源
流
』、

p.20

）。
陳
炯
明
は
、
国
民
の
良
否
を
教
育
に
も
と
め
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
こ
の

件
に
関
し
て
は
、
拙
著
「
福
建
に
お
け
る
陳
炯
明
―
閩
南
護
法
政
権
に
関
す
る
一
考

察
」（『
立
命
館
文
学
』
五
八
一
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
陳
炯
明
統
治
下
の
広
東
省
で

は
、
教
育
の
整
備
が
行
わ
れ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
刷
新
さ
れ
て
い
る
（「
聯
省
自
治
的

実
行
者
（
六
）」『
伝
記
文
学
』
第
六
十
三
巻
第
六
期
、p

p.125-127

）。
教
育
改
革
と

い
う
点
で
は
、
陳
炯
明
―
彭
湃
の
理
念
は
一
致
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
本
文
中
に
見
た
よ
う
に
、
郷
紳
の
声
（
利
害
）
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
彭
湃
が
な
ぜ
、
陳
炯
明
支
配
下
で
、
教
育
局
長
に
な
れ
た
の
か
、
に
つ
い
て
、
古

島
和
雄
氏
は
「
外
国
留
学
か
ら
戻
っ
た
若
い
知
識
人
に
対
す
る
一
定
の
社
会
的
評
価

と
、
大
地
主
の
一
族
と
し
て
の
彭
家
に
た
い
す
る
、
海
豊
県
の
士
紳
の
一
部
の
評
価
と

が
結
び
付
い
て
い
た
に
違
い
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
（「
彭
湃
と
農
民
革
命
（
一
）」
前

掲
書
、p.141

）。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

㉑　

Ｄ
，Ｈ
，カ
ル
プ
著
、喜
多
野
清
一
他
訳『
南
支
那
の
村
落
生
活
』生
活
社
、一
九
四
〇

年
、pp.283-284

　

本
文
中
の
鳳
凰
村
と
は
、
Ｄ
，Ｈ
，カ
ル
プ
が
調
査
研
究
し
た
広
東
省
の
一
郷
村
の
名

で
あ
る
。
そ
の
地
理
に
つ
い
て
は
、
同
書
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

㉒　

同
上
、p.283

㉓　

同
上
、p.295

㉔　

同
上
、pp.285-286

㉕　

な
お
、「
概
括
す
れ
ば
、
宗
族
と
は
、
父
系
的
、
父
性
的
外
婚
性
で
あ
り
、
全
村
落

を
包
有
し
、
効
果
的
な
社
会
的
輿
論
の
範
囲
で
あ
り
、
共
同
体
内
部
の
身
分
の
決
定
者

で
あ
り
、
性
的
、
経
済
的
、
及
び
、
共
祖
的
等
の
序
列
を
持
つ
と
こ
ろ
の
下
位
集
団
か

ら
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」（
同
上
、pp.187-190

、
参
照
）。

㉖　

蒲
豊
彦
「
地
域
史
の
な
か
の
広
東
農
民
運
動
」『
中
国
国
民
革
命
の
研
究
』
京
大
人

文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
二
年
、p.274
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㉗　

前
掲
『
源
流
』、pp.54-57

㉘　

同
上
、pp.57-58

㉙　

同
上
、pp.58-66

㉚　

同
上
、p.64

㉛　

同
上
、pp.67-68

32　
「
地
域
史
の
な
か
の
広
東
農
民
運
動
」
前
掲
書
、p.242

33　

同
上
、p.283

　
　

彭
湃
達
は
、
後
の
「
農
民
協
会
」（
第
一
次
国
共
合
作
成
立
後
の
一
九
二
四
年
六
月

に
国
民
党
の
指
導
の
下
に
作
ら
れ
た
農
民
組
織
）
の
結
成
に
あ
た
っ
て
は
、宗
族
間
の

弱
者
に
当
た
る
勢
力
か
ら
、
組
織
し
始
め
た
と
い
う
。

34　
『
源
流
』、pp.66-67

35　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、拙
著
「
商
紳
政
権
―
連
省
自
治
の
理
念
と
現
実
―
広
東
省

の
場
合
（
終
編
）」（『
立
命
館
文
学
』
五
七
六
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

36　

安
藤
元
節
『
南
支
大
観
』
東
京
：
日
本
合
同
通
信
社
、
一
九
三
七
年
、p.497

 

各
種
の
税
収
に
つ
い
て
は
、
同
資
料
の
「
省
税
」
を
参
照
さ
れ
た
い
（pp.521-528

）

37　

譚
棣
華
『
広
東
歴
史
問
題
論
文
集
』
稲
禾
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、pp.145-146

38　

陳
炯
明
は
、
辛
亥
革
命
当
時
、
自
系
列
以
外
の
他
の
民
軍
を
弾
圧
す
る
こ
と
で
、
軍

事
力
を
掌
握
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、拙
著
「
商
紳
政
権
―
連
省
自
治
の

理
念
と
現
実
―
広
東
省
の
場
合
（
続
編
）」（『
立
命
館
文
学
』
五
七
一
号
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

39　

フ
ィ
ル
＝
ビ
ン
グ
ズ
リ
ー
著
、
山
田
潤
訳
『
匪
賊
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
、

p.59
 

　

本
文
中
で
は
、「
第
一
次
広
東
軍
政
府
」
と
表
現
し
た
が
、
同
書
内
で
は
、「
数
年
後

に
、
孫
文
の
臨
時
政
府
が
広
州
に
樹
立
さ
れ
・
・
・
・
・
」
と
な
っ
て
い
る
。

40　

陳
炯
明
は
、
後
に
、
国
民
革
命
軍
に
よ
る
2
度
の
東
征
（
１
９
２
５
年
）
に
よ
っ

て
、
海
豊
を
追
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
農
民
の
組
織
で
あ
る
農
民
自
衛
軍
と
郷
紳
（
地

主
）
の
組
織
で
あ
る
民
団
の
協
力
関
係
が
見
ら
れ
た
。「
農
民
自
衛
軍
と
民
団
の
衝
突

が
本
格
化
す
る
以
前
に
は
、両
者
の
本
来
的
な
任
務
は
と
も
に
郷
村
防
衛
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
衝
突
が
本
格
化
し
た
の
ち
も
、
こ
の
基
本

的
性
格
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
村
落
に
共
通
の
敵
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
に
は
、

両
者
が
協
力
す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
。両
者
の
衝
突
が
は
や
く
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
広

寧
県
で
、
一
九
二
六
年
の
な
か
ご
ろ
、
土
匪
に
た
い
し
て
、
こ
う
し
た
協
力
が
な
さ
れ

て
い
る
。・
・
・
・
・
南
海
、
順
徳
、
紫
金
、
恵
陽
な
ど
で
も
同
様
の
例
が
見
ら
れ
た
」

（「
地
域
史
の
な
か
の
広
東
農
民
運
動
」
前
掲
書
、p.244

）。
本
文
中
に
見
る
よ
う
に
、

紫
金
、
恵
陽
は
農
会
の
活
動
に
よ
っ
て
、
土
匪
の
活
動
が
抑
え
ら
れ
て
来
た
地
区
で
あ

る
。
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
の
陳
炯
明
の
退
去
に
よ
っ
て
、
再
び
、
土
匪
の
活
動
が
活
発

化
し
た
の
で
は
な
い
か
。

41　

前
掲
『
源
流
』、p.68

42　
「
兵
士
」
前
掲
『
軍
紳
政
権
』、
参
照

43　

陳
炯
明
叛
変
に
よ
っ
て
、
広
州
を
追
わ
れ
た
孫
文
で
は
あ
っ
た
が
、
周
囲
の
軍
閥
軍

に
呼
び
か
け
る
こ
と
で
、
孫
文
は
広
州
に
戻
っ
て
来
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
三

次
広
東
軍
政
府
が
成
立
し
て
い
る
（
一
九
二
三
年
）。

44　

前
掲
『
源
流
』、p.73

45　

同
上
、p.77

46　

同
上
、p.83

47　

同
上
、p.85

48　

同
上
、p.86

49　

同
上
、p.87

50　

同
上
、p.93

 

「
彭
湃
と
農
民
革
命
（
一
）」
前
掲
書
、p.156

 

「
中
国
に
お
け
る
農
民
運
動
の
一
考
察
（
Ⅱ
）」
前
掲
書
、pp.10-11

51　

前
掲
『
源
流
』、p.119

 

「
一
イ
ン
テ
リ
革
命
家
の
生
涯
」
前
掲
書
、p.59（

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
修
了
者
）


