
対
し
て
、
日
本
人
が
支
援
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
そ
の
支
援
は
、
あ
く
ま
で
も
中
国
人
の

主
体
的
な
民
主
化
運
動
を
、
日
本
人
が
陰か

げ

で
支
え
る
こ
と
が
重
要

な
こ
と
で
あ
り
、
日
本
人
が
先
頭
に
立
っ
て
、
中
国
人
を
指
導
す

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
、
断
じ
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

　

例
え
そ
れ
が
、
良
心
か
ら
の
支
援
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
活
動

の
主
体
が
日
本
人
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
侵
略
主
義
、
謀
略
工
作
、

覇
道
思
想
と
そ
れ
が
無
意
識
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
根
底
を
同
じ

く
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
の
辺
の
所
の
線
を
し
っ
か
り
と
弁わ

き
ま

え
て
、
き
ち
ん
と
ケ
ジ
メ

を
着
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
恐
ら
く
、
中
国
の
民
主
化
運
動
や
反
体
制
派
の
人
々

の
中
に
は
、
中
共
政
府
の
特
務
、
す
な
わ
ち
ス
パ
イ
が
必
ず
い
る

は
ず
で
す
。
そ
の
逆
に
ア
メ
リ
カ
の
ス
パ
イ
も
い
ま
す
。

　
―
―
覇
道
か
ら
王
道
の
中
国
へ
―
―

　

日
華
が
全
面
武
力
衝
突
を
し
た
支
那
事
変
の
時
に
、
頭
山
満
を

は
じ
め
玄
洋
社
関
係
者
は
、
蒋

し
ょ
う

介か
い
せ
き石

と
重
慶
政
府
を
直
接
対
象
と

し
た
和
平
運
動
を
し
て
い
ま
し
た
。　

　

そ
の
時
に
頭
山
は
、「
汪お

う

兆ち
ょ
う
め
い銘

も
蒋
介
石
も
孫
文
の
弟
子
。
中
国

を
思
う
心
は
一
つ
だ
」と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

要
す
る
に
そ
れ
は
、
汪
兆
銘
に
対
し
て
何
か
を
伝
え
れ
ば
、
そ

れ
が
必
ず
蒋
介
石
に
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。　

　

日
本
は
中
国
と
如い

か何
に
付
き
合
っ
て
行
く
べ
き
な
の
か
？

　

そ
れ
の
解
を
得
る
た
め
に
は
、
ま
ず
中
国
の
民
心
を
理
解
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

中
華
革
命
を
日
本
人
が
支
援
し
た
よ
う
に
、
中
国
の
民
主
化
に

● 

第
16
回

　

民
主
化
運
動
を
す
る
中
国
人
の
中
に
は
、「
誰
が
中
共
の
ス
パ
イ

な
の
か
」と
、
ス
パ
イ
狩
り
を
す
る
傾
向
が
多
々
あ
り
ま
す
。

　

ス
パ
イ
だ
と
さ
れ
た
人
も
、
自
分
を
ス
パ
イ
だ
と
い
う
と
レ
ッ

テ
ル
を
貼
っ
た
相
手
に
対
し
て
、「
あ
い
つ
こ
そ
ス
パ
イ
だ
」と
応

戦
し
ま
す
。

　

お
互
い
に
ス
パ
イ
だ
と
し
て
攻
撃
し
合
っ
た
結
果
、
組
織
は
分

裂
し
、
運
動
は
低
迷
し
ま
す
。

　

こ
う
た
ス
パ
イ
合
戦
は
、
本
当
に
ど
ち
ら
か
片
方
が
ス
パ
イ
で

あ
る
こ
と
も
事
実
と
し
て
あ
り
得
る
の
で
す
が
、
大
半
は
政
治
的

な
対
立
、
人
間
と
し
て
の
感
情
の
も
つ
れ
、
嫉
妬
、
そ
れ
に
政
治

的
な
派
閥
の
対
立
に
よ
っ
て
、
ス
パ
イ
合
戦
が
引
き
起
こ
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
人
が
主
体
と
な
っ
て
、
中
国
人
の

民
主
化
組
織
内
に
潜
入
し
て
い
る
ス
パ
イ
探
し
を
す
る
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

確
か
な
証
拠
な
く
し
て
、
噂
に
煽せ

ん
ど
う動

さ
れ
て
、
誰
が
ス
パ
イ
で

あ
る
か
否
か
の
探
偵
ゲ
ー
ム
に
、
日
本
人
が
断
じ
て
参
加
し
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
間
違
え
て
ス
パ
イ
で
も
な
い
人
を
ス
パ
イ
呼
ば
わ

り
し
て
し
ま
う
危
険
性
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
す
。

　

実
際
に
、
ス
パ
イ
だ
と
噂
さ
れ
、
攻
撃
さ
れ
て
い
た
人
が
、
有

能
な
活
動
家
で
あ
り
、
彼
を
ス
パ
イ
呼
ば
わ
り
し
て
攻
撃
の
急
先

鋒
だ
っ
た
人
が
、
実
は
中
共
政
府
が
潜
入
さ
せ
た
ス
パ
イ
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

頭
山
流
で
言
え
ば
、
日
本
人
の
正
義
、
信
義
、
正
し
い
気
持
ち
、

真
心
を
尽
く
せ
ば
、
そ
の
精
神
は
必
ず
敵
に
も
伝
わ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
日
本
人
の
偉
大
さ
、
尊
さ
を
相
手
が
解
る
の
で
す
。　

　

そ
れ
を
知
ら
し
め
れ
ば
い
い
の
で
す
。「
あ
い
つ
は
ス
パ
イ
じ
ゃ

な
い
の
か
」な
ど
と
い
う
憶
測
で
物
を
言
わ
ず
、
ど
ん
な
人
物
も
分

け
隔へ

だ

て
な
く
、
別
に
余
計
な
こ
と
も
言
う
必
要
も
な
く
、
そ
の
人

物
が
日
常
生
活
で
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
た
だ
黙
々
と
真
心
か

ら
助
け
て
や
れ
ば
い
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
私
自
身
の
経
験
で
も

あ
り
ま
す
。

　

私
は
、
そ
の
日
本
人
と
し
て
の
真
心
と
任に

ん

侠き
ょ
う心

こ
そ
が
、
日
本

と
い
う
国
を
、
混
迷
か
ら
救
う
こ
と
だ
と
固
く
信
じ
て
い
ま
す
。

　

中
国
の
民
主
化
は
、
欧
米
流
の
民
主
主
義
の
押
し
付
け
で
あ
っ

て
は
、
中
国
の
文
化
、
伝
統
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

中
国
の
民
主
化
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
思
想
で
あ
る
仁
愛
に
よ
っ

て
統
治
す
る
政
道
、
す
な
わ
ち“
王
道
”の
実
践
以
外
に
方
法
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

資
本
主
義
、
社
会
主
義
は
共
に
欧
米
思
想
で
あ
り
、
唯
物
主
義

で
す
。
そ
こ
に
は
、
覇
者
が
力
に
よ
っ
て
行
う
政
道
、
す
な
わ
ち“
覇

道
”し
か
な
い
の
で
す
。
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こ
の
覇
道
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
弊へ

い
が
い害

が
、
人
権
問
題
、
民

族
問
題
に
代
表
さ
れ
る
、
今
日
の
中
国
に
お
け
る
問
題
で
す
。

　

欧
米
列
強
の
思
想
で
あ
る
覇
道
を
棄す

て
、
中
国
の
伝
統
的
な
思

想
で
あ
る
王
道
を
実
践
す
る
こ
と
が
、
今
日
の
中
国
の
急
務
で
す
。

　

一
九
二
〇
年
代
に
中
国
で
起
き
た“
郷
村
建
設
運
動
”と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、「
農
業
技
術
の
改
良
や
民
衆
教
育
の
普
及
、
あ
る
い
は

新
し
い
民
衆
自
治
組
織
の
形
成
を
通
し
て
農
村
を
再
建
し
、
民
族

的
危
機
を
克
服
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
」も
の
で
、
梁

り
ょ
う

漱そ
う
め
い溟

と
い
う

中
国
の
思
想
家
が
提
唱
し
、
実
践
し
た
も
の
で
す
。

　

彼
は
、
西
洋
化
の
波
が
押
し
寄
せ
た
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇

年
代
と
い
う
混
迷
の
時
代
に
あ
っ
て
、
西
洋
を
規
範
と
す
る
近
代

化
の
図
式
に
反
対
し
、
伝
統
の
復
興
を
主
張
し
ま
し
た
。

　

東
洋
の
村
落
の
伝
統
的
自
治
を
復
活
し
、
伝
統
に
依い

拠き
ょ

す
る
形

で
教
育
を
中
軸
に
据
え
な
が
ら
、
社
会
の
改
革
を
目
指
し
た
、
梁

漱
溟
に
よ
る
提
唱
、
実
践
と
は
即
ち
、
伝
統
へ
の
回
帰
と
共
同
体

的
人
間
関
係
の
復
活
に
よ
っ
て
、
中
国
の
危
機
克
服
を
企き

と図
し
た

も
の
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
梁
漱
溟
の
思
想
の
中
に
、
中
国
人
が
本
来
伝
統
的
に

持
っ
て
い
る
、
中
国
式
民
主
化
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

中
国
は
、
欧
米
に
押
し
付
け
ら
れ
た
民
主
化
を
推お

し
進
め
る
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
中
国
の
破
壊
に
繋つ

な

が
る
か
ら
で
す
。
あ
く
ま
で
も
王
道

の
実
践
こ
そ
が
、
中
国
を
救
い
、
発
展
さ
せ
る
唯
一
の
道
な
の
だ

か
ら
で
す
。

　
―
―
日
本
に
失
望
す
る
中
国
の
活
動
家
―
―

　

私
に
は
、
Ｓ
さ
ん
と
い
う
三
十
年
来
の
友
人
が
い
ま
す
。
彼
は

中
国
の
民
主
化
運
動
家
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
主
義
者
で
す
。
そ
し
て

彼
は
孫
文
を
尊
崇
し
て
い
ま
す
。

　

Ｓ
さ
ん
は
、
ア
メ
リ
カ
と
か
台
湾
に
行
け
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
支

援
が
受
け
ら
れ
て
、
な
か
な
か
立
派
な
活
動
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
彼
が
そ
っ
ち
へ
行
く
こ
と
を
私
は
止
め
ま
し
た
。

「
君
が
日
本
を
棄
て
て
、
ア
メ
リ
カ
や
台
湾
に
亡
命
し
た
ら
、
日
本

と
中
国
の
関
係
は
、
将
来
ど
う
な
る
の
だ
」

　

と
言
っ
た
の
で
す
。

「
あ
な
た
た
ち
が
革
命
を
起
こ
し
て
、
政
権
を
奪
取
し
た
場
合
、
中

国
民
主
派
の
中
で
、
日
本
を
理
解
す
る
者
が
い
な
く
な
る
じ
ゃ
な

い
か
」

　

と
私
は
彼
に
力
説
し
ま
し
た
。

　

彼
も
私
の
話
を
聞
い
て
、
ア
メ
リ
カ
や
台
湾
に
移
住
す
る
こ
と

を
思
い
留
ま
り
ま
し
た
。

　

Ｓ
さ
ん
は
、
頭
山
満
を
は
じ
め
と
す
る
玄
洋
社
や
黒
龍
会
の
先せ

ん

覚か
く

を
大
事
に
し
て
、
中
華
革
命
を
支
援
し
た
日
本
人
志
士
の
思
想

と
行
動
を
う
ん
と
勉
強
し
て
き
た
人
で
す
。

　

し
か
し
そ
の
分
、
日
本
で
た
く
さ
ん
の
苦
労
を
し
て
い
ま
す
。

　

彼
は
自
分
で
事
業
を
起
こ
し
て
成
功
、
失
敗
を
繰
り
返
し
な
が

ら
革
命
運
動
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
や
は
り
日
本
に
お
い
て
、
中
国
の
民
主
化
運
動

を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
不
安
定
で
あ
り
、
自
由
に
で

き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
で
中
国
の
民
主
化
に
関
す
る
活
動
を
し
て
き
た
多
く
の
活

動
家
が
、
日
本
に
失
望
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
辛し

ん
が
い亥

革
命
の
時
も
同
様
で
し
た
。
日
本
で
革
命
活
動

に
参
加
し
た
人
々
は
、
均ひ

と

し
く
日
本
に
失
望
し
て
、
自
由
に
活
動

が
で
き
る
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
相
次
い
で
亡
命
し
て
行

き
ま
し
た
。
日
本
に
期
待
し
た
人
た
ち
が
、
中
国
の
将
来
に
つ
い

て
理
解
が
な
い
日
本
政
府
に
失
望
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
将
来
の
中
国
を
担に

な

っ
て
い
く
人
々
を
日
本
が
失
望

さ
せ
た
結
果
、
ア
メ
リ
カ
に
新
天
地
を
求
め
て
、
彼
ら
を
移
住
さ

せ
る
こ
と
が
日
常
茶
飯
事
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
そ
れ
は
、
日
本

も
中
国
も
ダ
メ
に
な
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
の
中
国
の
若
い
人
た
ち
に
対
し
て
、
私
は
将
来
の
中
国
に
対

す
る
希
望
が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
第
二
次
天
安
門
事
件
の
世
代
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、

は
る
か
に
若
い
人
た
ち
が
中
国
共
産
党
政
府
の
中

ち
ゅ
う

枢す
う

で
活
躍
す
る

一
方
、
中
国
民
主
化
を
理
解
し
、
同
調
す
る
よ
う
な
中
国
の
若
い

世
代
の
人
た
ち
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
ま
た
、
チ

ベ
ッ
ト
や
南
モ
ン
ゴ
ル
、
ウ
イ
グ
ル
な
ど
の
民
族
独
立
運
動
と
の

連
帯
も
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
一
つ
の
よ
い
兆き

ざ

し
で
す
。
こ
の
時
、
そ
れ
を
支
援
す
る

日
本
人
は
、
あ
く
ま
で
も
サ
ポ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
主
体
的
に
指
導

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
―
―
中
共
の
一
番
の
犠
牲
者
は
中
国
人
自
身
―
―

　

民
主
化
を
推
し
進
め
た
い
中
国
人
と
中
共
と
関
係
が
あ
る
中
国

人
と
の
見
極
め
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

　

中
国
共
産
党
と
関
係
が
あ
る
中
国
人
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
反

日
的
と
は
限
ら
な
い
人
も
大
勢
い
ま
す
。

　

民
主
化
運
動
を
や
っ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
必
ず
し
も
親
日

的
と
も
限
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
人
の
支
援
者
が
中
国
人
を
無
理
矢
理
、
例
え
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ば
民
主
化
の
活
動
家
や
ウ
イ
グ
ル
独
立
派
の
人
び
と
を
靖
国
に
参

拝
さ
せ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
動
向
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
決
し

て
良
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

む
し
ろ
そ
れ
は
、
中
共
欧
米
派
の
反
日
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
利
用

さ
れ
、
中
共
知
日
派
、
親
日
派
の
勢
力
と
親
日
的
な
中
国
人
の
世

論
を
弱
体
化
さ
せ
る
だ
け
で
す
。

　

大
切
な
こ
と
は
、「
中
国
人
は
こ
う
な
の
だ
」と
か
、「
朝
鮮
人（
韓

国
人
）は
こ
う
な
の
だ
」、「
ロ
シ
ア
人
は
こ
う
だ
」と
い
う
単
視
眼

的
な
目
で
、
中
国
人
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
を
見
な
い
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
日
本
人
に
も
色
々
な
人
が
い
る

よ
う
に
、
中
国
人
や
朝
鮮
人（
韓
国
人
）、
ロ
シ
ア
人
に
も
色
々
な

人
が
い
ま
す
。　

　

彼
ら
と
組
め
る
人
も
い
れ
ば
組
め
な
い
人
も
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
出
身
国
や
民
族
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
本
位
を

見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
中
国
共
産
党
自
体
は
、
一
枚
岩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
に
は
色
々
な
派
閥
が
あ
り
ま
す
。
中
国
国
内
に
も
様
々
な

矛
盾
を
孕は

ら

ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
党
内
も
ま
た
、
数
々
の
矛
盾

を
孕
ん
で
い
ま
す
。

　

中
国
の
民
主
化
は
、
ま
ず
党
内
の
矛
盾
を
い
か
に
上
手
く
見
極

め
て
い
く
か
が
要か

な
め

な
の
で
す
。

　

日
本
の
保
守
派
の
中
に
は
、
中
国
人
と
中
国
共
産
党
を
一
体
化

し
て
見
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。　

　

彼
ら
は
、
中
国
共
産
党
を
反
日
的
な
存
在
だ
と
決
め
つ
け
て
、

憎
い
存
在
な
ら
ば
、
中
国
人
自
身
も
悪
の
存
在
だ
と
し
て
憎
し
み

の
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

　

中
国
が
叫
ぶ“
反
日
”の
ほ
と
ん
ど
が
、
中
共
内
部
の
派
閥
抗
争
と
、

そ
れ
に
絡
む
国
内
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
要
素
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

対
日
貿
易
な
ど
、
日
本
と
の
関
係
が
中
国
経
済
発
展
の
基
盤
で

あ
る
こ
と
を
鑑か

ん
が

み
、
日
本
と
の
関
係
悪
化
が
、
中
国
経
済
の
失
速

に
繋
が
る
こ
と
を
中
共
自
身
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
中
共

が
本
気
に
な
っ
て“
反
日
”に
躍や

っ

起き

に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
ど

こ
か
で
妥
協
点
と
対
日
関
係
改
善
の
路
線
を
常
に
模
索
す
る
の
が
、

中
共
の
対
日
政
策
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
国
共
産
党
の
一
番
の
犠
牲
者
だ
っ
た
の
は

中
国
人
自
身
で
す
。

　

現
在
の
中
国
で
は
、
何
ら
か
の
形
で
全
て
に
お
い
て
中
国
共
産

党
が
日
常
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
無
視
、
黙
殺
し
て
は
生

活
が
成
り
立
つ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

就
職
に
し
て
も
、
出
世
に
つ
い
て
も
、
中
国
共
産
党
と
の
関
係
が
、

人
生
を
大
き
く
左
右
し
ま
す
。

　

一
九
四
九（
昭
和
二
四
）年
十
月
一
日
に
中
国
共
産
党
政
権
が
成

立
し
て
以
来
、
中
国
人
民
は
、
そ
の
権
力
闘
争
の
犠
牲
を
強し

い
ら

れ
て
来
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
一
九
五
〇
年
代
に
始
ま
っ
た
、「
隠
れ
た
反
革
命
分
子
粛

清
運
動
」を
は
じ
め
、「
百
花
斉
放
・
百
家
争
鳴
」、「
整
風
運
動
」、「
反

右
派
闘
争
」、「
大
躍
進
運
動
」、「
文
化
大
革
命
」、「
四
・
五
天
安
門

事
件
」、「
六
・
四
天
安
門
事
件
」な
ど
、
中
国
共
産
党
に
よ
る
政
治

闘
争
、
権
力
闘
争
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
大
粛
清
に
お
い
て
、

中
国
人
民
は
常
に
そ
の
犠
牲
と
な
っ
て
来
ま
し
た
。

　

ま
さ
に
中
国
人
自
身
こ
そ
、
中
国
共
産
党
に
よ
る
最
大
の
犠
牲

者
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
中
国
共
産
党
創
立
百
年
の
間
、
中
国
共
産
党
自
身
が

大
き
く
変
貌
し
た
の
も
事
実
で
す
。

　

ス
タ
ー
リ
ン
体
制
を
踏と

う

襲し
ゅ
うし

た
毛
沢
東
時
代
が
、
一
九
七
六（
昭

和
五
一
）年
九
月
九
日
、
毛
沢
東
の
死
去
に
よ
っ
て
、
四
人
組
が
逮
捕
、

粛
清
さ
れ
て
終

し
ゅ
う

焉え
ん

し
ま
し
た
。

　

四
人
組
の
逮
捕
、
粛
清
に
よ
っ
て
復
権
し
た
の
が
鄧と

う

小し
ょ
う
へ
い平

で
す
。

彼
は
、
一
九
七
六
年
四
月
五
日
に
勃ぼ

っ
ぱ
つ発

し
た
、
反
革
命
動
乱
と
認

定
さ
れ
た
第
一
次
天
安
門
事
件
の
首
謀
者
と
し
て
、
全
て
の
職
務

を
剥は

く
だ
つ奪

さ
れ
失
脚
し
て
い
ま
し
た
。

　

鄧
小
平
は
、
改
革
開
放
の
道
を
開
き
、
中
国
の
近
代
化
を
推
進

し
ま
し
た
。

　

そ
の
改
革
開
放
は
、
中
国
に
貧
富
の
格
差
と
い
う
矛
盾
と
、
官

僚
に
よ
る
腐
敗
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
一
因
と
し
て
、
中
国
社
会

に
対
す
る
中
国
人
民
の
不
満
が
、
中
国
に
民
主
化
を
求
め
る
声

と
し
て
爆
発
。
一
九
八
九（
平
成
元
）年
六
月
四
日
、
学
生
、
学
者
、

そ
し
て
市
民
が
、
人
民
解
放
軍
と
衝
突
し
、
多
数
の
死
傷
者
を
出

し
た
第
二
次
天
安
門
事
件
が
生
じ
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

こ
の
年
、
十
一
月
九
日
に
鄧
小
平
が
死
去
、
そ
の
後
継
と
な
っ

た
江こ

う
た
く
み
ん

沢
民
政
権
は
、
中
国
の
国
民
の
中
国
共
産
党
に
対
す
る
不
満

を
鎮
静
さ
せ
る
べ
く
、
よ
り
一
層
、
経
済
開
放
に
力
を
注
ぎ
、「
社

会
主
義
市
場
経
済
」の
導
入
を
決
定
、
中
国
を
事
実
上
、
資
本
主
義

国
化
さ
せ
ま
し
た
。

　

反
日
的
だ
と
さ
れ
て
い
る
江
沢
民
で
す
が
、
実
は
そ
の
父
親
で

あ
る
江こ

う

世せ

俊し
ゅ
んは

、
日
本
軍
占
領
下
の
江こ

う

蘇そ

省
で
、
日
本
の
特
務
機

関
ジ
ェ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
七
六
号
に
協
力
を
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て

お
り
、
支
那
事
変
の
時
に
は
、
対
日
和
平
派
の
汪
兆
銘
政
権
の
官

吏
で
し
た
。

　

江
沢
民
自
身
、
汪
兆
銘
政
権
の
下
で
日
本
軍
が
管
轄
す
る
南
京

中
央
大
学
に
入
学
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
に
日
本
語
も
少
し
話
せ

ま
す
。
彼
は
、
酒
が
入
る
と
日
本
語
で『
炭
坑
節
』を
歌
う
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
北
国
の
春
』も
愛
唱
歌
だ
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
江
沢
民
は
日
本
と
の
縁
も
深
く
、
反
日
的
な
の
は
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あ
く
ま
で
も
、
国
内
に
対
す
る
政
治
姿
勢
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

二
〇
〇
二（
平
成
一
四
）年
十
一
月
十
五
日
、
江
沢
民
引
退
後
に

成
立
し
た
胡こ

錦き
ん
と
う濤

政
権
は
、「
和
諧
社
会
」「
小
康
社
会
」と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
所
得
格
差
の
是
正
と
安
定
成
長
に
努
め
、
内

需
主
導
の
大
量
消
費
社
会
に
転
換
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

二
〇
一
二（
平
成
二
四
）年
十
一
月
十
五
日
に
発
足
し
た
習
近
平

政
権
は
、「
脱
貧
困
」を
政
策
と
し
、
一
部
の
人
々
を
豊
か
に
さ
せ

る
と
い
う
段
階
か
ら
、
次
の「
共
同
富
裕
」の
段
階
に
中
国
が
入
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

中
国
が「
共
同
富
裕
」を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
展
優
先
の

現
実
路
線
か
ら
、
社
会
主
義
の
平
等
と
い
う
理
念
を
優
先
す
る
こ

と
に
繋
が
る
と
い
う
考
え
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
同
政
権
下
の
中
国
で
は
、「
富
強
」、「
民
主
」 
、「
文
明
」、

「
和
諧（
融
和
）」、「
自
由
」、「
平
等
」、「
公
正
」、「
法
治
」、「
愛
国
」、

「
敬
業
」、「
誠
信
」、「
友
善
」を“
中
国
の
夢
”だ
と
し
て
い
ま
す
。

　

中
国
の
民
主
化
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、「
民
主
」、「
自
由
」、「
人

権
」、「
法
治
」の
四
つ
で
す
が
、
習
近
平
が
唱
え
る
中
国
の
夢
の
中

に
は
、「
人
権
」以
外
の
三
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
つ
ま
り
、「
民
主
」、

「
自
由
」、「
法
治
」の
三
つ
ま
で
が
同
じ
で
す
。

　

一
九
七
六（
昭
和
五
一
）年
四
月
五
日
の
第
一
次
天
安
門
事
件
で

中
共
か
ら
弾
圧
を
受
け
た
結
果
、
海
外
に
亡
命
し
て
、
そ
こ
を
拠

点
に
、
中
国
の
民
主
化
運
動
を
開
始
し
た
人
々
と
習
近
平
は
、
彼

が
数
年
若
い
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
同
世
代
で
す
。

　

海
外
を
拠
点
に
中
国
の
民
主
化
運
動
を
行
っ
て
い
る
指
導
者
の

親
た
ち
の
少
な
か
ら
ず
が
、
中
国
共
産
党
の
幹
部
出
身
者
で
、
文

化
大
革
命
の
時
に“
反
革
命
”だ
と
し
て
弾
圧
、
失
脚
し
た
人
々
で

し
た
。
ま
た
、
本
人
た
ち
も
反
革
命
と
し
て
弾
圧
さ
れ
た
り
僻へ

き

地ち

に
下か

放ほ
う

さ
れ
た
り
し
て
、
非
常
に
苦
労
し
、
恐
怖
の
中
で
、
辛し

ん

酸さ
ん

を
嘗な

め
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

　

習
近
平
の
父
親
で
あ
る
習
仲

ち
ゅ
う

勲く
ん

は
、
中
国
共
産
党
の
八
大
元
老

と
ま
で
言
わ
れ
た
大
幹
部
で
し
た
が
、
反
革
命
と
し
て
、
十
六
年

間
も
拘
束
さ
れ
る
な
ど
残
酷
な
迫
害
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　

習
近
平
自
身
も
、
そ
う
し
た
父
親
の
影
響
を
免ま

ぬ
が

れ
る
こ
と
は
出

来
ず
、
文
化
大
革
命
期
に
は
、
反
動
学
生
と
し
て
批
判
さ
れ
、
紅

衛
兵
に
よ
っ
て
十
数
回
も
批
判
闘
争
大
会
に
引
き
出
さ
れ
た
挙あ

げ

句く

に
、

四
度
も
監
獄
に
放
り
込
ま
れ
て
お
り
、
一
九
六
九（
昭
和
四
四
）年

か
ら
七
年
間
、
陝せ

ん
せ
い西

省
延
安
市
延
川
県
に
下
放
さ
れ
る
と
い
う
経

験
を
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
習
近
平
の
父
親
で
あ
る
習
仲
勲
は
、
一
九
七
八（
昭

和
五
三
）年
十
二
月
に
名
誉
を
回
復
し
て
中
央
委
員
に
選
出
さ
れ
、

全
人
代
常
務
委
員
会
副
委
員
長
か
ら
党
中
央
政
治
局
委
員
を
経
て
、

一
九
八
八（
昭
和
六
十
三
）年
四
月
八
日
か
ら
第
七
期
全
人
代
常
務

委
員
会
副
委
員
長
を
務
め
、
一
九
九
三（
平
成
五
）年
に
退
任
し
ま

し
た
。

　

ま
た
習
仲
勲
は
、
香
港
へ
の
密
航
者
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
に

衝
撃
を
受
け
て
、
広
東
省
の
改
革
開
放
を
進
め
、
党
中
央
工
作
会

議
で
経
済
特
区
構
想
を
提
起
し
結
果
、
一
九
八
〇（
昭
和
五
十
五
）

年
五
月
に
、
深し

ん
せ
ん圳

市
は
正
式
に
経
済
特
区
と
し
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
上
、
習
仲
勲
は
ウ
イ
グ
ル
人
な
ど
の
少
数
民
族
に
融
和
的

で
理
解
が
あ
る
人
物
で
、
チ
ベ
ッ
ト
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
と

親
交
が
深
く
、
腕
時
計
を
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
内
モ
ン
ゴ

ル
自
治
区
の
指
導
者
で
あ
る
ウ
ラ
ン
フ
と
も
、
中
国
西
北
部
で
共

に
活
動
し
た
時
代
か
ら
非
常
に
親
密
な
仲
で
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
族

の
民
族
衣
装
で
あ
る
デ
ー
ル
を
着
て
、
ウ
ラ
ン
フ
と
握
手
す
る
姿

も
記
念
写
真
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

習
仲
勲
は
、
中
国
共
産
党
の
元
老
で
、
そ
の
人
事
権
に
極
め
て

影
響
力
が
あ
る
宋そ

う
へ
い平

と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た

人
間
関
係
か
ら
宋
平
は
、
胡
錦
涛
の
後
継
者
と
し
て
、
習
近
平
が

指
名
さ
れ
る
際
の
後
ろ
盾
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

習
近
平
は
本
心
に
お
い
て
、
習
仲
勲
が
実
現
し
よ
う
と
し
た
一

層
の
経
済
改
革
と
中
国
の
近
代
化
、
そ
れ
に
民
族
融
和
を
行
う
こ

と
に
あ
る
は
ず
で
す
が
、
著
し
い
中
国
共
産
党
の
内
部
的
な
権
力

闘
争
と
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
外
交
圧
力
、
そ
れ
に
中
国
共

産
党
と
い
う
巨
大
な
官
僚
体
質
の
中
で
は
、
自
由
に
身
動
き
が
出

来
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
そ
れ
は「
中
国
の
夢
」な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
中
国
共
産
党
の
指
導
者
の
世
代
は
若
く
な
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
現
在
五
十
歳
代
前
半
か
ら
四
十
歳
代
後
半
の
中
国
共
産

党
の
幹
部
が
最
高
指
導
者
と
な
っ
た
時
に
は
、
中
国
は
自
ら
が
大

き
く
変
化
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

事
実
、
そ
の
兆
し
が
見
え
て
い
ま
す
。
日
本
は
そ
の
兆
し
を
見

逃
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
中
国
を

感
情
的
に
嫌
っ
た
色
眼
鏡
で
観
て
は
、
断
じ
て
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

日
本
の
対
中
政
策
の
遅
れ
、
失
敗
は
、
中
国
大
陸
の
市
場
、
利

権
の
多
く
が
欧
米
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
日
本
が
参
入
す
る
機
会

が
極
め
て
少
な
く
な
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
日
本
は
国
益
を
失
い
、

巨
大
な
親
米
抗
日
国
家
が
隣
に
成
立
し
た
場
合
、
日
本
は
未
来
永

劫
に
わ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
。

田
中 

健
之
（
た
な
か
・
た
け
ゆ
き
）

歴
史
作
家
・
維
新
運
動
家
。
昭
和
38
年
11
月
５
日
生
ま
れ
。
福
岡
市
出
身
。

玄
洋
社
初
代
社
長
平
岡
浩
太
郎
の
直
系
の
曾
孫
で
、
黒
龍
会
を
創
立
し
た
内

田
良
平
の
血
脈
道
統
を
継
承
す
る
親
族
。
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
近
現

代
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
を
経
て
、
現
在
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

東
洋
学
研
究
所
及
び
モ
ス
ク
ワ
市
立
教
育
大
学
外
国
語
学
部
客
員
研
究
員
。

日
露
善
隣
協
會
々
長
、
2
0
0
8
年
に
黒
龍
會
を
再
興
し
会
長
に
就
任
。

主
な
著
書
に『
靖
国
に
祀
ら
れ
ざ
る
人
々
』、『
昭
和
維
新
』、『
北
朝
鮮
の
終

幕
』、『
実
は
日
本
人
が
大
好
き
な
ロ
シ
ア
人
』『
横
浜
中
華
街
』な
ど
。『
中
央

公
論
』『
正
論
』、『
歴
史
群
像
』な
ど
の
論
壇
誌
に
多
数
執
筆
。
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