
欺
晴
だ
っ
た
宣
言

こ
の
二
度
に
わ
た
る
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
は
〟

糖
衣
を
ま
と
っ
た
毒
薬
″

で
し
か
な
か
っ
た
｡
例
へ
ば
'
第

一
次
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
の
云
ふ

｢東
支
鉄
道
の
無
償
返
還
｣
は
第
二
次
宣
言
で
は
早
-
も
引
込
め
ら
れ

'

｢
ソ
連
の
必
要
を
尊
重
し
て
特
別
条
約
を
結
ぶ
｣
と
書
き
か
へ

アイグ
ン

ら
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
育
三
口
の
最
も
重
要
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
領
土
問
題
を
見
る
に
'
帝
政
ロ
シ
ア
が
か
つ
て

愛

嘩

条

約

二

八
五
八
年
)へ
北
京
条
約

二

八
六
〇
年
)
で
武
力
を
背
景
に
支
那
か
ら
奪
取
し
た
広
大
な
ア
ム
ー
ル
地
方
と
沿
海
州
を
'
ソ
連
は
今

日
に
至
る
ま
で

一
平
方
セ
ン
チ
も
返
還
し
て
ゐ
な
い
｡

ま
た
東
支
鉄
道
に
至
っ
て
は
'

一
九
三
五
年

(昭
和
十
年
)､
ソ
連
は
こ
れ
を
清
洲
国
に
譲
渡
し
た
｡
そ
の
後
､
第
二
次
大
戦
末
期
'

ヤ
ル
タ
の
秘
密
協
定
に
於
て
'
｢東
清

(=
東
支
)
鉄
道
及
び
大
連
に
出
口
を
提
供
す
る
南
満
洲
鉄
道
は
'
中
ソ
合
弁
会
社
を
設
立
し
て

共
同
に
運
営
す
る
｡
但
し
'
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
優
先
的
利
益
は
保
障
し
｣
云
々
と
し
て
'
東
支
鉄
道
の
み
な
ら
ず
南
満
洲
鉄
道
に
つ

い
て
ま
で
再
び
特
権
を
要
求
し
た
｡
因
に
'
ヤ
ル
タ
密
約
の
中
で
ソ
連
は
'
海
軍
基
地
と
し
て
の
旅
順
口
の
租
借
権
の
回
復
も
要
求
し

た
の
で
あ
る
｡
も
し
連
合
国
の
対
日
戦
争
が
'
支
那
の
主
権
を
守
る
た
め
の
正
義
の
戦
ひ
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
'
支
那
に
於
け
る

ソ
連
の
特
権
と
領
土
租
借
権
の
回
復
を
約
し
た
ヤ
ル
タ
の
密
約
は
'
そ
の
戦
争
の
意
味
と
正
当
性
を
ゼ
ロ
に
し
た
と
云
つ
て
よ
い
だ
ら

う
｡
否
'
そ
も
そ
も
'
対
日
戦
争
が
､
は
じ
め
か
ら
明
確
な
国
際
正
義
に
立
脚
し
た
戦
ひ
で
は
な
か
つ
た
が
故
に
'
上
の
如
き
戦
争
目

的
の
転
倒
と
矛
盾
が
終
局
に
於
て
露
呈
し
た
と
云
ふ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
｡

と
も
か
-
､
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
は
'
友
好
の
ゼ
ス
チ
ュ
ア
に
よ
っ
て
支
那
の
対
露
不
信
を
取
り
除
き
'
や
が
て
仝
支
那
を
赤
化
す
る
た

め
の
欺
肺
に
み
ち
た
手
口
で
し
か
な
か
っ
た
｡
支
那
の
一
部
指
導
者
'
探
き
思
慮
を
欠
い
た
知
識
人
と
学
生
達
が
こ
れ
を
盲
信
歓
迎

L
t
急
速
に
ソ
連
に
傾
倒
L
t
や
が
て
自
分
の
国
の
共
産
化
を
許
し
て
ゆ
-
様
は
'
そ
の
後
の
支
那
と
極
東
の
歴
史
を
知
る
者
の
胸

もよ
わ

に
'
限
り
も
な
く
深
い
悲
哀
の
感
を

催

さ

ず
に
は
居
な
い
の
で
あ
る
｡
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ソ
連
の
支
那
共
産
化
工
作
は
着
々
と
進
み
,

一
九
…

年
七
月
,
上
海
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
於
て
中
国
共
産
党
の
成
立
大
会
で
あ
る
第

哀

全
国
代
表
大
会
が
開
か
れ
た
｡
出
席
者
は
七
地
区
代
表
↑
三
名
で
あ
っ
た
｡
尤
も
当
時
の
-

全
部
で
三
十
余
人
'

一
説
で
は

六
十
余
人
に
す
ぎ
ず
,
｢
代
表
大
会
｣
と
は
い
へ
,
支
那
国
民
か
ら
は
仝
-
疎
外
さ
れ
た
少
数
グ
～
-
プ
の
密
会
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡

代
表
に
は
李
達

(上
海
),
陳
公
博

(広
東
),
董
必
武

(武
漢
),
毛
沢
東

(湖
南
),
周
仏
海

(在
日
本
代
表
)
な
ど
が
名
を
連
ね
'
張
国

薫

(北
京
)
が
大
会
-

で
あ
っ
た
｡
コ
ミ
ン
テ
～
ン
代
表
と
し
て
マ
ー
リ
ン
と
ポ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
が
出
席
,
意
の
讐

大
会
を

〟指

導
″
し
た
･
か
-
し
て
中
国
共
産
党

(中
共
)
が
成
立
,
第
三
イ
ン

-
ナ
シ
ョ
ナ
～
に
加
盟
し
た
O

等

L節

第

1
次
国
共
合
作

赤
琴

孫
文
へ
接
近
す

そ
の
年
の
十
二
月
,
コ
ミ
ン
テ
～
ン
は

アジア間等門家であるオランダ人マーリンをして孫文と接触せ
し

め

た

｡

ネヅプ

､L.皇)斤至年女幕NEPを例にあげて｢ソ連
は

別

)

そ
の
年
の
十
二
月
'
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は

7,ン7iii晃.PrP至.̀.

ネップ

リンは孫文の共産主義に対する警戒↓を宥和せんとして,ソ連の新経済政策NEPを例にあげて｢ソ連
は

別

に

共

産

主義を実行してをらず,新しい経済政策をとることに改めた｣と語ってソ連の政策の柔軟性を力説した｡孫文は
マ

ーリンの言葉をその-
ソ連の新経済政策に大きな興味を寄せた｡新経済

政

策が,彼の民生主義に著し

壷

▲王ま

し
て
ゐ
る
と
の
印
象
と
安
心
感
を
孫
文
に
与
へ
た
こ
と
は
,
そ

の結
果

か

ら

見て,極
め
て
重

大
な

ことであった｡

孫
文
と
マ
ー
リ
ン
或
い
は
共
産
主
著

と
の
間
の
決
定
的
な
世
界
観

の

相

違
を
示
す
話
が
残

っ
て
ゐる
｡

マ
ー
リ
ン
が

｢あ
な
た
は
何
の
た
め
に
革
命
を
行
な
ふ
の
で
す
か
｣
と
尋
ね
る
と
,
孫
文
が

｢人
を愛
す
る
が
故
に
革
命
を
す
る
の

マ

-
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で
あ
る
｣
と
答
へ
た
｡
こ
の
答
へ
は
マ
ー
リ
ン
を
戸
惑
は
せ
た
｡
マ
ー
リ
ン
は
孫
文
と
の
会
談
後
'
張
継
に
対
し
て

｢
人
類
の
た
め
に

2

革
命
を
す
る
と
い
ふ
の
で
は
へ
革
命
は
永
遠
に
成
功
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
我
々
は
人
を
恨
む
が
故
に
革
命
を
行
な
ふ
の
だ
｣
と
云

22

つ
た
と
い
ふ
｡

孫
文
の
三
民
主
義
と
共
産
主
義
の
目
ざ
す
も
の
は
､
そ
の
出
発
点
に
於
て
'
す
で
に
天
地
の
差
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
'
孫
文
は
連
ソ
容
共
へ
即
ち
共
産
主
義
を
許
容
す
る
方
向
へ
傾
斜
し
て
行
っ
た
｡

7
九
二
三
年

1
月
二
十
六
日
'
有
名
な

｢孫
文

･
ヨ
ッ
フ
エ
宣
言
｣
が
発
表
さ
れ
た
｡
ヨ
ッ
フ
工
は
ソ
連
外
交
官
で
あ
る
｡
宣
言
は

四
項
目
か
ら
成
り
'
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

(
こ

孫
文
は
'
共
産
組
織
並
び
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ー
制
度
は
事
実
上
'
支
那
に
於
て
は
採
用
不
可
能
で
あ
る
'
そ
の
理
由
は
支
那
に
は

こ
の
様
な
共
産
党
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ー
制
度
が
成
功
し
得
る
や
う
な
情
勢
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
云
っ
た
｡
こ
の
孫
文
の
見
解
に
ヨ
ッ

フ
エ
も
完
全
に
同
意
し
た
｡
更
に
孫
文
は
'
支
那
の
最
大
緊
急
問
題
は
'
国
民
的
統

一
の
完
成
と
完
全
な
国
家
的
独
立
の
獲
得
に

あ
る
と
言
明
し
た
｡
こ
の
大
事
業
達
成
の
た
め
'
ヨ
ッ
フ
エ
は
孫
文
に
対
し
て
'
支
那
は
ソ
連
国
民
の
熱
誠
な
同
情
と
援
助
に
信

頼
し
て
も
よ
い
と
勧
告
し
た
｡

(
二
)

7
九
二
〇
年
九
月
二
十
七
日
の
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
の
依
然
有
効
で
あ
る
こ
と
｡
ソ
連
は
帝
制
ロ
シ
ア
が
結
ん
だ
露
支
条
約

(東

支
鉄
道
の
締
約
を
含
む
)
を
喜
ん
で
放
棄
す
る
意
思
の
あ
る
こ
と
｡

(≡
)
東
支
鉄
道
は
当
面
'
現
状
維
持
す
る
他
な
い
こ
と
｡

(四
)
ヨ
ッ
フ
エ
は
孫
文
に
対
し
､
ソ
連
現
政
府
は
決
し
て
外
蒙
古
に
於
て
帝
国
主
義
的
政
策
も
し
-
は
支
那
と
分
立
す
る
如
き
工

作
を
実
施
す
る
意
思
と
目
的
を
持
た
な
い
と
宣
言
し
た
｡

孫
文

･
ヨ
ッ
フ
エ
会
談
で
､
孫
文
の
国
民
革
命
路
線
と
の
接
触
に
成
功
し
た
ソ
連
は
'
結
党
三
年
目
の
中
共
に
対
し
て
国
民
党
と
の

合
作
を
働
き
か
け
た
｡
こ
の
結
果
'
そ
の
年
六
月
に
開
か
れ
た
中
共
三
仝
大
会
に
於
て

｢
国
民
党
が
国
民
革
命
の
中
心
勢
力
で
あ
る
｣

こ
と
を
採
択
し
'
国
共
合
作
路
線
を
打
出
し
た
｡
中
共
が
'
そ
の
本
来
の
使
命
で
あ
る
支
那
の
共
産
化
を
胸
中
探
-
秘
め
て
'
共
産
主

義者
の云ふブ
ルジョア民主主義革命を目標とする国民党との合作に踏切
ったのは,中共の自発的
書
に基づ-もの

にあらずして
,仝-
コミンテ～ンの
〝戦術に基づ-命令〟によるものであ
ったと云はれる
(大久保泰-中国共産量

上
)｡

孫
文
の
共
産
主
義
楽
観
論

享

三
年

八月,薄
介
石
は
孫
文

の
命
を
受
け
,
ソ
連
代
表
マ
ー
リ
ン
と
会
見
,
｢孫
逸
仙
博
士
代
表
団
｣
を
組
織
し
て
ソ
連
を

i1

訪
問
,
そ

の軍事,政治
並
び
に
党

-
視察して

十
二
月
に
帰
国

し
た
｡
こ
の
訪
ソ
に
よ
っ
て
,
落
介
石
が
ソ
連
や
共
産
主
義
に
つ

い
て
得
た

印象
と
結
論
は
次
の
如
き
も

のであった｡

(
｣
)
コ
ミ
ン
テ
～
ン
の
革
命
の
友

に対する策略は,
か
へ
っ
て
革
命
の
敵
に
対
す
る
等

り
も
多
い
｡

(
二
)
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
政
治
組
織
は
専
制
か
つ
恐
怖
的
な
も
の
で
あ
り
,
国
民
党
の
三
民
主
義
政
治
制
度
と
は
到
底
相
容
れ
な
い
｡

(≡
)
ソ
連
共
産
党
や
政
-

是

者
は
外
蒙
侵
略
の
野
心
を
絶
対
に
放
棄
し
て
ゐ
な
い
｡

(四
)
訪
ソ
三
カ
月
間
に
受
け
た
印
象
を

一
言
に
し
て
云
へ
ば

,それはソ連の
共
産
政
権
が

1
た
び
強
固
な
存
在
に
な
っ
た
暁
に

は
､
ツ
ア
ー
時
代
の
政
治
的
野
↓
の
復
活
す
る
可
能
性
が
あ
り
,
従
っ
て
そ
れ
が
将
来
,
我
国
と
我
が
国
民
革
命
に
与
へ
る
禍
は

測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
｡

(五
)
ソ
連
共
産
党
の
対
華
政
策
は
,
先
づ
満
蒙
や
新
琴

チ
ベ
ッ
ト
を
そ
の
〝

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
〟

の
一
つ
と
す
る
こ
と
で
あ
り
'
中

国
本
部
に
つ
い
て
も
侵
略
の
意
図
が
な
い
と
は
云
へ
な
い
｡

(六
)
ソ
連
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
か
世
界
革
命
と
か
も
,
そ
の
実
は
ツ
ァ

ーの
帝
国
主
義
と
何
ら
変
ら
ず
'
た
だ
名
義

を
変
へ
て
世
人
を
莞

さ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

｡

(七
)
私
は
訪
ソ
に
先
立
ち
,

ソ連共産党の中国
国
民
党
に
対
す
る
援
助
は
我
々
を
平
等
に
取
扱
ふ
真
↓
か
ら
出
た
も
の
で
'
絶
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対
に
私
心
や
悪
意
を
さ
し
は
さ
ま
ぬ
も
の
だ
と
確
信
し
て
ゐ
た
｡
し
か
し
,
ソ
連
を
視
察
し
た
結
果
,
私
の
理
想
と
信
念
は
霧
の

や
う
に
消
え
去
っ
て
∵
ゎ
が
党
の
連
ソ
容
共
策
は
'

毒

的
に
は
西
洋
の
植
民
地
政
策
に
対
抗
で
き
る
が
,
決
し
て
国
家
の
独
立

自
由
を
達
成
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
｡
ま
た
ソ
連
の

〝世
界
革
命
〟

の
策
略
や
目
的
は
､
東
洋
の
民
族
準

且

運
動
に
と
っ
て
'
む
し
ろ
西
洋
の
植
民
地
政
策
よ
り
も

一
層
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
感
じ

た
｡

ソ
連
と
共
産
党
に
つ
い
て
の
薄
の
得
た
結
論
は
斯
-
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
,
薄
の
報
告
を
聴
い
た
孫
文
は
,
中
ソ
両
国

の
将
来
に
つ
い
て
の
薄
の
見
解
は
取
越
し
苦
労
に
過
ぎ
て
革
命
の
現
実
に
そ
ぐ
は
な
い
と
述
べ
,
｢
中
共
を
国
民
党
の
指
導
下
に
お
く

こ
と
に
よ
っ
て
'
彼
ら
が
階
級
闘
争
で
国
民
革
命
を
妨
害
す
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
北
伐
が
成
功
す
れ
ば
,
共
産
党
が
国

民
党
を
破
壊
し
ょ
う
と
し
て
も
不
可
能
に
な
る
｡
し
か
も
,
ソ
連
は
国
民
党
を
中
国
革
命
を
指
導
す
る
唯

云

政
党
と
し
て
認
め
､
ま

た
共
産
党
貝
に
国
民
党
に
加
入
し
て
そ
の
指
導
に
服
す
る
や
う
勧
告
し
て
ゐ
る
｡
ま
た
ソ
連
は
中
国
で
共
産
主
義
を
実
行
す
る
可
能
性

の
な
い
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
｣
と
主
張
し
て
,
連
ソ
容
共
の
既
定
方
針
を
変
更
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
共

産
主
義
に
対
す
る
孫
文
の
こ
の
恐
る
べ
き
楽
観
主
義
を
見
れ
ば
,
共
産
主
義
に
よ
る
支
那
指
導
部
の
洗
脳
工
作
が
,
い
か
に
短
期
間
に

進
捗
L
t
着
実
な
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
っ
た
か
を
看
取
で
き
よ
う
｡

国
民
党
が
容
共
を
決
定
す
る
と
'
共
産
党
月
は
続
々
と
国
民
党
に
〝
混
入
〟

し
は
じ
め
た
｡
混
入
の
方
法
は
様
々
で
,
紹
介
に
よ
る

も
の
'
相
互
に
引
入
れ
た
も
の
､
自
薦
'
集
団
加
入
な
ど
で
あ
っ
た
が
,
中

に
は
長
期
間
,
身
分
を
隠
し
て
潜
伏
し
て
ゐ
た
者
も
居

た
｡
い
づ
れ
に
せ
よ
'
当
時
の
共
産
党
月
の
殆
ど
す
べ
て
が
混
入
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡

ソ
連
の
指
導
で
国
民
党
改
組

こ
の
年
'

完

二
三
年
十
月
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
も
っ
た
人
物
が
ソ
連
共
産
党
か
ら
支
那
に
派
遣
さ
れ
た
｡
ポ
ロ
ヂ
ン
で
あ

る
｡
彼
は
孫
文
を
訪
ね
'
国
民
党
の
重
大
欠
陥
と
し
て
,
組
織
の
不
完
全
と
規
律
の
な
い
こ
と
,
更
に
大
衆
組
織
形
態
を
採
る
た
め
の

224

民
衆
的
基
礎
を
欠
い
て
ゐ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
,
国
民
党
が
有
力
な
革
命
的
武
器
と
な
る
に
は
'
こ
れ
ら
諸
点
を
改
変
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
説
い
た
｡

支
那
に
於
て
は
,
ま
だ
共
産
主
義
を
論
ず
べ
き
状
態
に
な
い
と
か
,
共
産
党
と
国
民
党
の
究
極
目
的
が

姦

す
る
と
か
'
共
産
党
は

国
民
党
の
指
導
に
服
す
べ
き
だ
と
か
の
ポ
ロ
ヂ
ン
の
巧
言
は
完
全
に
孫
文
の
↓
を
捉

へ
た
｡
孫
文
は
ポ
ロ
ヂ
ン
の
意
見
に
仝
-
同
意

し
,
直
ち
に
彼
を
顧
問
に
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
間
,
既
述
の
如
く

中
共
の
有
力
者
が
続
々
と
国
民
党
に
加
入
t
か
-
て
孫
文
は

ソ
連
及
び
中
共
の
革
命
戦
術
を
採
用
し
て
国
民
革
命
を
進
め
る
決
↓
を
し
た
｡
そ
し
て
そ
の
前
提
と
し
て
国
民
党
の
改
組
が
行
な
は
れ

L1

た
の
で
あ
る
｡
改
組
の
前
夜
,
孫
文
は
国
民
党
貝
に

｢
も
し
我
々
が
革
命
の
成
功
を
欲
す
る
な
ら
ば
'
我
々
は
ロ
シ
ア
の
方
法
と
組
織

と
訓
練
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
｣
と
教
へ
,
併
せ
て
ポ
ロ
ヂ
ン
の
意
見
に
忠
実
に
服
従
せ
ん
こ
と
を
希
望
し
た
｡

十
月
下
旬
,
孫
文
は
広
東
に
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
を
組
織
し
,
雲

ロ,
党
綱
な
ど
の
起
草
を
始
め
る
と
共
に
'
ポ
ロ
ヂ
ン
を
最
高

顧
問
と
し
て
国
民
党
の
改
組
に
着
手
し
た
｡

か
-
し
て
歴
史
的
な
国
民
党
第

哀

全
国
代
表
大
会
が
,

完

二
四
年

一
月
二
↑
日
か
ら
三
十
日
ま
で
広
東
で
開
か
れ
た
.
こ
の
大

会
が
決
議
せ
る
重
要
事
項
は
次
の
通
り
｡

(
一
)
国
民
党
の
改
組

新
し
い
党
組
織
は
,
ポ
ロ
ヂ
ン
の
顧
問
団
の
完
全
な
指
導
と
影
響
の
下
に
作
-
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
'
ソ

連
共
産
党
の
組
織
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
模
倣
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
党
全
体
を

l
個
の
続

去

る
強
力
な
戟
闘
単
位
た
ら
し

め
る
た
め
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
中
央
集
権
制
を
採
り
,
委
員
会
制
度
を
採
用
し
た
｡
因
に
国
民
党
改
組
に
つ
い
て
孫
文
は
'
辛
亥

革
命
が
成
果
を
挙
げ
な
い
の
は
革
命
の
方
法
が
間
違
っ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
,
六
年
あ
と
の
ロ
シ
ア
革
命
が
成
功
し
た
の
は
方
法

が
良
好
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
､
と
述
べ
て
ソ
連
共
産
党
を
範
と
す
る
立
場
を
公
表
し
た
｡

(
二
)
連
ソ
容
共

(国
共
合
作
)

連
ソ
容
共
に
関
し
て
は
,
当
初
か
ら
国
民
党
内
の
意
見
が
左
右
に
分
裂
し
て
ゐ
た
｡

鳩
自
由
､
謝

ひ
さ
し

英
伯
等
を
中
心
と
す
る
右
派
は

｢
共
産
党
に
廟
を
貸
し
て
母
屋
を
取
ら
れ
る
｣
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
共
産
党
の
国
民
党
入
党
に

強
-
反
対
し
た
が
,
孫
文
は
こ
れ
ら
の
反
対
者
を
押
へ
て
共
産
党
と
合
作
し
た
の
で
あ
る
｡
良
識
あ
る
者
な
ら
'
共
産
党
に
対
し
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て
当
然
砲
-
こ
の
不
安
と
懐
疑
に
つ
い
て
,
孫
文
は
こ
の

妄

大
会
の
演
説
の
中
で
次
の
如
-
宥
和
,
説
得
せ
ん
と
し
た
｡

｢
我
党
が
す
で
に
遵
奉
し
て
ゐ
る
民
生
主
義
は
,
い
は
ゆ
る
社
会
主
義
,
共
産
主
義
及
集
産
主
義
を
こ
と
ご
と
-
そ
の
中
に
包
括

226

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

(民
生
主
義
は
社
会
主
義
を
抱
括
し
,
共
産
主
義
は
社
会
主
義
の
義

で
あ
る
が
故
に
,
共
産
主
義
は
民
生
主
義
に
含
ま

れ
る
)

｡
-

露
国
の
今
日
実
行
し
て
ゐ
る
政
策
の
如
き
は
実
は
純
粋
の
共
産
主
義
で
は
な
く

民
生
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の

政
策
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
我
党
の
同
志
諸
君
は
,
こ
こ
に
於
て
共
産
主
義
と
民
生
主
義
と
は
墓
も
衝
突
す
る
も
の
で
な
く
,

こう

範
囲
に
大
小
あ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
｣
(外
務
省
調
査
部
訳

蒜

文
全
集
』
)･

民
生
主
義
は
社
会
主
義
に
等
し
く

従
っ
て
共
産
主
義
を
も
砲
括
す
る
と
云
ふ
こ
の
孫
文
の
議
論
は
誤
謬
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
甚

し
-
軽
卒
無
責
任
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

何
故
な
ら
ば
'
国
民
党

一
仝
大
会
の
開
か
れ
た
と
同
じ

一
九
二
四
年
八
月
,
孫
文
は
黄
輔
軍
官
学
校
で
初
め
て
統

一
的
に
マ
ル
ク
ス

主
義
を
批
判
し
'
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
三
民
主
義
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
｡
彼
は
唯
物
史
観
に
対
し
て
民
生
史
観
を

提
出
し
'
階
級
闘
争
を
鋭
-
排
撃
し
て
階
級
調
和
主
義
を
主
張
し
,
剰
余
価
値
論
の
誤
謬
を
指
摘
す
る

一
方
,
事
実
に
よ
っ
て
資
本
主

義
の
不
消
滅
を
証
明
し
'
フ
ォ
ー
ド
自
動
車
工
場
の
生
産
組
織
を
理
想
的
-

の
と
し
て
賞
讃
し
た
｡
結
論
と
し
て
は
彼
は

｢
マ
ル
ク

ス
の
学
問
は
崇
拝
す
る
が
'
マ
ル
ク
ス
的
方
-

中
国
に
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
｣
と
し
た
の
で
あ
る
｡
孫
文
の
三
民
主
義
の
思
悲

に
は
私
有
財
産
制
度
を
否
掌

る
要
素
は
少
し
も
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
｡
後
年
の
南
京
政
府
に
よ
る

｢
中
華
民
国
憲
聾

案
｣

は
忠
実
に
三
民
主
義
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
,
そ
れ
は
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
以
上
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
り

(高
橋

勇
治

『孫
文
』
)'
三
民
主
義
と
共
産
主
義
と
の
本
質
的
懸
隔
と
矛
盾
は
,
掩
ふ
べ
-
も
な
-
明
ら
か
な
の
で
あ
る
｡

望

ハ合
作
が
国
民
党
の
勢
力
を
利
用
し
,
国
民
党
を
徐
々
に
赤
化
し
,
遂
に
は
支
那
革
命
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
量

接
し
,
全
支
那
を
赤

化
せ
ん
と
企
む
第
三
イ
ン
タ
ー
及
び
中
共
の
野
望
を
実
現
す
る
戦
術
の
第

l
歩
で
し
か
-

つ
た
こ
と
は
,
そ
の
後
の
国
共
合
作
の
歴

史
が
立
証
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
-

そ
し
て
国
民
党
員
の
中
に
は
そ
の
疑
念
と
警
戒
心
を
-

,
合
作
に
反
対
あ
る
い
は
明
確
な
入

党
条
件
を
要
求
し
た
先
見
の
明
あ
る
人
々
も
居
た
の
で
あ
る
が
ー

遺
憾
な
が
ら
,
孫
文
に
は
,
こ
の
共
産
主
義
者
の
遠
大
な
る
陰
謀

を
見
抜
-
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡

か
く
て
共
産
党
員
は
個
人
の
資
格
で
続
々
入
党
し
､
国
民
党
の
要
職
に
つ
い
た
｡
即
ち
定
員
二
十
四
人
の
中
央
執
行
委
員
の
中
に
は

李
大
別
,
講
平
山
ら
三
人
,
定
員
↑
七
名
の
同
候
補
の
中
に
は
林
祝
酒
,
毛
沢
東
ら
七
人
が
選
出
さ
れ
た
｡
ま
た
'
李
大
別
は
北
京
政

治
分
会
主
任
,
林
粗
酒
は
党
農
民
部
長
､
詩
平
山
は
党
組
織
部
長
の
要
職
に
つ
い
た
他
,
国
民
党
中
枢
機
関
に
多
数
の
共
産
党
員
が
入

込
み
,

云

勢
力
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
｡
斯
-
し
て
国
民
党
の
中
に
共
産
党
が
公
然
と
同
居
し
た
の
で
あ
る
｡
国
民
党
は
も
は
や
国

民
党
で
は
あ
り
得
ず
,
国
民
革
命
は
も
は
や
漸
進
的
穏
健
な
る
改
革
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
慕

っ
た
｡
以
後
､
国
民
党
と
国
民
革
命

は
､
内
部
に
巣
-
ふ
赤
魔
に
剰
邦
さ
れ
,
否
応
な
-
狂
暴
過
激
な
る
路
線
を
突
走
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
O

(≡
)
黄
浦
軍
官
学
校
設
立

国
民
党

1
<H
大
会
に
於
け
る
第
三
番
目
の
重
要
決
議
は
,
国
民
革
命
軍
の
幹
部
を
養
成
す
る
た
め
の
､

こう
ほ

黄
輔

(広
東
省
)
軍
官
学
校
設
立
で
あ
っ
た
｡
第
三
イ
ン
タ
ー
の
財
政
的
支
援
と
ポ
ロ
ヂ
ン
の
指
導
の
下
に
準
備
さ
れ
た
の
で
あ

り
､
軍
事
教
育
の
た
め
,
ソ
連
か
ら
ガ
ロ
ン

(本
名
ブ
リ
ユ
ッ
ヘ
～
)
以
↑
多
数
の
将
校
が
派
遣
さ
れ
た
｡
特
に
注
意
す
べ
き
は
軍

人
の
政
治
教
育
で
あ
り
､
党
代
表
が
参
加
し
､
政
治
部
が
設
置
さ
れ
た
｡
六
月
に
開
校
式
が
行
は
れ
へ
校
長
は
蒋
介
石
で
あ
っ
た

が
,
教
授
部
副
主
任
に
菓
剣
英
,
政
治
部
副
主
任
に
周
恩
来
な
ど
,
早
-
も
共
産
分
子
が
混
入
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

(
四
)
大
会
室

口

大
会
は
最
後
に
党
の
綱
領
を
決
定
し
,
国
民
党
第

一
次
全
国
大
会
宣
言
を
中
外
に
発
表
し
て
そ
の
歴
史
的
な
幕

を
閉
ぢ
た
｡
こ
の
宣
言
は
①
中
国
の
現
状

②
国
民
党
の
主
義

③
国
民
党
の
政
綱
-
の
三
段
よ
り
成
っ
て
ゐ
た
｡
こ
の
う
ち
国

民
党
の
主
義
に
つ
い
て
は
､
民
族

･
民
権

･
民
生
の
三
民
主
義
に
従
ふ
と
さ
れ
た
｡
そ
の
中
の
民
族
主
義
は
二

中
国
民
族
日
放

解
放
｣
即
ち
中
国
民
族
の
独
立
と
,
｢
国
内
各
民
族

一
律
平
等
｣
即
ち
,
清
朝
の
版
図
に
含
ま
れ
て
ゐ
た
辺
境
諸
民
族
を
い
か
に

遇
す
る
か
の
二
つ
の
間
警

含
ん
で
ゐ
た
｡
後
者
の
辺
境
諸
民
族
問
題
に
つ
い
て
は

｢
国
民
党
は
国
内
諸
民
族
に
対
し
鄭
重
に
次

の
如
-
宣
言
す
る
｡
国
内
各
民
族
の
自
決
権
を
承
認
し
,
反
帝
-

義
,
反
軍
閥
革
命
に
勝
利
を
獲
得
せ
る
後
'
自
由
に
し
て
統

一
的
な
る

(各
民
族
の
自
由
な
る
連
合
よ
り
成
る
)
中
華
民
国
を
組
織
す
る
で
あ
ら
う
｣
と
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
'
国
内
諸

民
族
の
平
等
と
自
決
権
の
約
束
は
,
し
か
し
な
が
ら
決
し
て
実
行
さ
れ
た
と
は
云
へ
な
い
｡
新
涯
や
チ
ベ
ッ
-
の
諸
民
族
の
自
決
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権
や
独
立
は
今
日
に
至
る
も
中
国
は
認
め
よ
う
と
せ
ず
,
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
辺
境
地
方
で
流
血
の
独
立
運
動
が
起
き
て
ゐ
る
の

で
あ
る
｡
ま
た
満
洲
に
つ
い
て
は
,
清
朝
を
倒
し
た
後
,
-

は
清
洲
ま
で
-

の
領
土
と
み
な
し
た
の
で
あ
り
､
後
年
の
満
洲

事
変
に
於
て
は
満
洲
民
族
の
独
立
と
自
決
権
を
明
確
に
否
認
し
て
､
満
洲
民
族
の
翌

を
主
張
す
る
日
本
と
対
立
し
た
の
で
あ
っ

た
｡
今
日
､
満
洲
は

｢
中
国
東
北
部
｣
の
名
称
の
↑
に
抹
誉

れ
,
勿
論
,
満
洲
民
族
の
名
称
も
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
讐

あ
る
｡

｣よ士-

国
民
党
の
政
綱
の
中
で
往
昔

べ
き
項
目
と
し
て
は
対
外
政
策
と
し
て

｢
扇

の
不
平
等
条
約
,
例
へ
ば
外
人
の
租
借
地
,
掌

裁

判
権
'
外
人
の
関
税
管
理
権
及
び
外
人
が
中
国
領
土
内
に
於
て

T
切
の
政
治
的
権
力
を
行
使
し
て
中
国
の
主
権
を
侵
略
す
る
如
き
は
皆

こ
れ
を
取
消
し
'
相
互
に
主
権
を
尊
重
す
る
条
約
を
改
め
て
締
結
す
る
｣
と
う
た
ひ
,
不
平
等
条
約
の
嘉

的
廃
棄
を
宣
言
し
た
点

で
'
こ
れ
は
後
日

｢
革
命
外
交
｣
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

以
上
の
書

案
も
ポ
ロ
ヂ
ン
の
起
草
に
成
る
も
の
で
,
こ
こ
に
現
は
れ
た
三
民
主
義
は
第
三
イ
ン
タ
ー
乃
至
中
共
の
革
命
理
論
と
孫

文
の
革
命
理
論
と
の
最
大
公
約
数
で
あ
る
と
云
ほ
れ
て
ゐ
る
｡

第
三
節

中
共
の
陰
謀
と
国
共
対
立
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共
産
党
早
く
も
策
動

国
共
合
作
で
国
民
党
に
加
入
し
た
共
産
糞

は
,
忽
ち
そ
の
正
体
を
現
は
し
,
国
民
党
を
分
裂
破
壊
せ
し
め
る
陰
謀
を
企
て
た
｡
共

産
党
は
週
刊
機
関
讐

警

｣
や
書
籍

･
雑
誌
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
を
宣
伝
し
,
浸
透
工
作
を
進
め
,
次
い
で
切
崩
し
の
た
め
国

民
党
内
部
で

｢左
派
｣
｢
右
派
｣
｢
中
間
派
｣
な
ど
の
名
称
を
で
っ
ち
上
げ

｢
革
命
の
た
め
に
左
煩
せ
よ
｣
と
云
ふ
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ

て
挑
発
離
間
に
狂
奔
し
た
｡

共
産
党
に
よ
る
国
民
党
赤
化
工
作
を
指
揮
し
て
ゐ
た
の
は
,
云
ふ
ま
で
も
な
-
国
民
党
顧
問
ポ
ロ
ヂ
ン
で
あ
っ
た
｡
赤
化
の
魔
手
は

黄
輔
軍
官
学
校
に
も
伸
び
て
き
た
｡
ポ
ロ
ヂ
ン
は
先
づ
,
軍
官
学
校
学
生
を
切
崩
し
'
更
に
学
校
も
乗
っ
取
ら
う
と
企
て
た
の
で
あ

る
｡
当
時
,
軍
官
学
校
校
長
で
あ
っ
た
蒋
介
石
は
次
の
如
-
書
い
て
ゐ
る
｡

｢
一
九
二
五
年

一
月
二
十
五
日
,
共
産
分
子
は

〝青
年
軍
人
連
合
会
〟

を
結
成
し
て
軍
官
学
校
と
各
部
隊
内
の
両
党
か
け
持
ち
分
子

を
吸
収
し
た
ば
か
り
で
な
く

私
自
身
ま
で
も
共
産
党
に
入
っ
た
1)
雲

デ
マ
を
飛
ば
し
て
'
軍
官
学
校
学
生
の
砲
込
み
に
狂
奔
し

て
ゐ
た
｡
そ
こ
で
軍
官
学
校
の
学
生
と
部
隊
将
兵
の
う
ち
三
民
主
義
と
国
民
党
に
忠
誠
を
誓
っ
て
ゐ
る
者
は
'
連
合
会
の
圧
迫
に
た

ま
り
か
ね
､
遂
に
陳
誠
を
中
心
と
し
て

〟孫
文
主
義
学
会
〟

を
結
成
L
t
こ
れ
に
対
抗
し
た
｣
(冒

国
の
な
か
の
ソ
連
)

0

国
共
合
作
か
ら
わ
づ
か

妄

後
の
完

二
五
年
初
頭
,
共
産

党
は

｢
国
民
党
内
工
作
決
議
案
｣
な
る
秘
密
決
議
案
を
全
党
員
に
指
令

し
た
｡
そ
の
要
点
と
は

①
国
民
党
各
党
部
を
共
産
党
の
団
体
活
動
機
関
と
認
定
し
,
こ
れ
を
通
じ
て
'
全
力
を
挙
げ
て
我
が
党

(共
産
党
)
の
国
民
党
利
用

の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
｡

りよ
う
ち
ゆう
が
い

②
国
民
党
左
派
,
即
ち
親
共
産
派
の
法
精
衛
,
摩

仲
憧
ら
に
対
し
て
は
'
慎
重
な
態
度
を
以
て
接
触
L
t
追
々
純
粋
の
共
産
党
員

化
す
る
こ
と
｡

③
国
内
実
力
派
と
国
民
党
と
の
提
携
を
打
破
す
る
こ
と
｡

④
ソ
連
以
外
の
国
家
と
国
民
党
と
の
間
に
親
善
関
係
が
発
生
す
る
の
を
妨
害
せ
よ
｡

⑤
国
民
党
員
及
び

一
般
民
衆
に
暗
示
を
与
へ
て
'
三
民
主
義
を
懐
疑
L
t
批
判
す
る
の
風
を
起
こ
す
こ
と
.

⑥
社
会
組
織
の
中
枢
に
潜
入
L
t
社
会
の
現
状
を
破
壊
す
る
こ
と
｡

⑦
国
民
党
の
労
働
者
生
活
改
良
の
計
画
を
破
壊
す
る
こ
と
｡

⑧
北
京
そ
の
他
各
地
の
学
生
総
会
に
潜
入
L
t
こ
れ
を
我
が
党
の
活
動
利
用
磯
関
と
す
る
こ
と
｡
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