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現
在
の
中
国
に
お
け
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
研
究

　
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
は
何
か
。
例
え
ば
ウ
ド
コ
ッ
ク
に
従
う
な
ら
ば
、
「
〈
権
威
主

義
的
〉
国
家
を
、
自
由
な
個
人
の
間
の
、
政
治
に
よ
ら
な
い
形
態
に
置
き
か
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
社
会
思
想
の
一
体
系
」
と
規
定
さ
れ
る
。
だ
が
彼

は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
本
質
を
探
る
こ
と
は
「
プ
ロ
テ
ウ
ス
と
取
り
組
も
う
と
す

る
よ
う
な
も
の
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
歴
史
的
思
想
的
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
テ
ロ

リ
ズ
ム
と
交
錯
し
、
と
き
に
同
一
視
さ
れ
た
り
も
す
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
、
こ
の
思

想
を
扱
う
こ
と
の
難
し
さ
を
、
ウ
ド
コ
ッ
ク
は
、
変
幻
自
在
な
プ
ロ
テ
ウ
ス
と

の
取
り
組
み
に
た
と
え
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
現
在
の
中
国
に
お
け
る
思
想
史
研
究
の
場
で
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
ど
の

よ
う
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ア
ナ
キ
ズ
ム
、
即
ち
無
政
府
主
義
は
中
国
に
お
い
て
、
二
十
世
紀
初
頭
、
近

代
西
欧
思
想
の
一
潮
流
と
し
て
受
容
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
思
想
的
対
決

を
経
て
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
は
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
終
え
た
と
さ
れ
る
。

現
在
の
中
国
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
反
動
の
思
想
と
み
な
さ
れ
、
レ
ー

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ニ
ン
ら
の
定
義
づ
け
を
前
提
と
す
る
、
い
わ
ば
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
！
の
個
人
主

義
思
想
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
従
来
、
こ
う
し
た
解
釈
か
ら
批
判
的
研
究
が
な

さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
「
実
事
求
是
」
の
精
神
に
立
っ
て
、
中
国
近
代
思
想
史

に
お
け
る
状
況
的
変
化
に
対
応
し
た
評
価
が
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
一

方
、
文
化
大
革
命
に
お
け
る
ア
ナ
キ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
的
政
治
的
偏
向
に
対

す
る
反
省
と
重
ね
あ
わ
せ
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
蒋
俊
・
李
興
芝
「
建
国
以
来
中
国
近
代
無
政
府
主
義
思
潮
研
究
述
評
」
に
よ

れ
ば
、
一
九
七
八
年
十
一
期
三
中
全
会
以
後
、
一
九
五
・
六
〇
年
代
と
異
な
る

視
点
か
ら
研
究
の
深
化
が
は
か
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
総
括
す
る
。
即
ち
、
一
九
五

〇
年
代
末
期
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
の
問
題
に
対
す
る
関
心
か
ら
五
四
運
動

期
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
研
究
が
行
わ
れ
、
六
〇
年
代
に
入
っ
て
他
国
の
ア
ナ
キ
ズ
ム

と
の
比
較
ま
で
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
が
文
化
大
革
命
の
中
で
研
究
は
停
滞
、
七
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○
年
代
後
半
か
ら
再
び
、
関
係
資
料
の
発
刊
と
あ
い
ま
っ
て
、
研
究
の
範
囲
・

視
点
の
拡
大
が
み
ら
れ
た
と
す
る
。
現
在
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
思
想
の
受
容
か
ら
消

滅
ま
で
、
史
実
に
即
し
た
研
究
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
が
た
だ
弱
点
は
多
く
、
「
中

外
無
政
府
主
義
思
潮
と
の
関
係
、
中
国
無
政
府
主
義
の
哲
学
的
基
礎
、
経
済
・

文
化
・
婦
女
・
婚
姻
・
家
族
方
面
に
対
す
る
主
張
を
も
研
究
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
」
と
す
る
。

　
上
述
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
示
す
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
沈
駿
「
中
国
早
期

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

無
政
府
主
義
思
潮
初
探
」
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
沈
論
文
で
は
李
大

剣
や
毛
沢
東
・
渾
代
英
ら
が
青
年
時
代
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
こ
と

を
否
定
的
に
把
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
彼
ら
が
「
旧
い
も
の
」
を
の
り
こ
え
マ

ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
脱
却
し
て
い
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
と
す
る
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
五
四
運
動
以
後
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
敵

対
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
対
し
て
は
肯
定
・
否
定
の

両
面
か
ら
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
沈
論
文
に
従
っ
て
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
中

国
に
お
け
る
史
的
過
程
を
追
う
な
ら
ば
、
一
九
世
紀
末
、
康
有
為
の
「
大
同

書
」
に
ロ
シ
ア
革
命
前
の
暗
殺
事
件
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
を
以
て
、
ア
ナ

キ
ズ
ム
思
想
が
中
国
に
入
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
「
民
報
」
等
革
命
派
の
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
や
ロ
シ
ア
「
虚
無
党
」
の
影
響
を
受
け
た
の
は
、

当
時
の
歴
史
的
現
実
の
中
で
コ
種
の
積
極
的
革
命
狂
熱
を
激
発
し
て
、
即
刻
、

現
状
を
改
変
し
よ
う
と
は
か
っ
た
が
ゆ
え
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ア

ナ
キ
ズ
ム
を
体
系
性
を
も
つ
社
会
政
治
思
想
と
し
て
よ
り
も
、
一
種
の
思
想
の

カ
オ
ス
と
し
て
把
え
る
視
点
が
あ
る
。
辛
亥
革
命
後
五
四
運
動
に
至
る
時
期
に

つ
い
て
も
、
陳
独
秀
や
李
大
釧
・
葵
元
培
ら
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
傾
向
を
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
「
何
ら
か
の
形
式
を
も
つ
国
家
や
政
府
に
反
対
す
る
宣
伝
」

に
よ
っ
て
婁
世
凱
や
軍
閥
の
罪
悪
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
政
治
闘
争

に
参
加
せ
ず
、
反
帝
反
軍
閥
の
戦
線
か
ら
労
働
運
動
を
離
脱
さ
せ
た
点
を
否
定

的
に
評
価
す
る
。
同
様
に
「
留
法
勤
工
倹
学
運
動
と
工
読
主
義
を
提
唱
し
た
」

点
を
評
価
す
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
国
へ
の
伝
播
に
妨
害
を
加
え
た
と
の

否
定
的
評
価
を
下
し
て
も
い
る
。
沈
論
文
は
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ア
ナ
キ
ズ
ム

，
評
価
と
い
え
よ
う
。

　
史
実
に
即
し
た
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、
非
歴
史
的
、
政
治
的
評
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

も
な
さ
れ
て
い
る
。
李
振
亜
「
中
国
無
政
府
主
義
的
今
昔
」
は
「
文
化
大
革
命

中
、
林
彪
・
四
人
組
に
よ
る
煽
動
に
よ
っ
て
無
政
府
主
義
が
再
度
滝
濫
し
、
国

家
と
人
民
に
甚
大
な
災
難
を
も
た
ら
し
、
流
毒
は
今
も
消
え
な
い
」
と
し
て
、

文
化
大
革
命
の
思
想
的
脈
絡
の
中
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
偏
向
を
見
出
し
、
こ
の
立

場
か
ら
中
国
近
代
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
思
潮
を
対
象
化
す
る
。
即
ち
四
人
組
の
策
動

は
社
会
主
義
の
秩
序
を
乱
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
専
制
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
絶

対
的
自
由
を
希
求
し
た
と
断
罪
、
そ
れ
に
重
ね
る
よ
う
に
中
国
近
代
の
ア
ナ
キ

ズ
ム
を
政
治
的
に
裁
断
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
歴
史
的
必
然
を
標
榜
し
て
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
破
産
を
追
認
す
る
湯
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

芽
「
試
論
無
政
府
主
義
在
中
国
的
破
産
」
は
、
従
来
の
視
点
と
同
様
に
マ
ル
ク

ス
主
義
と
中
国
革
命
の
正
道
か
ら
ア
ナ
キ
ズ
ム
史
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
こ

で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
正
統
性
と
中
国
革
命
の
方
向
性
に
背
反
し
た
ア
ナ

キ
ズ
ム
の
必
然
的
破
産
が
告
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
現
在
の
中
国
に
お
け
る
劉
思
復
評
価

　
劉
思
復
は
民
国
初
年
に
お
け
る
中
国
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
中
心
的
存
在
で
あ
り
、

中
国
国
内
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
広
め
る
先
駆
的
役
割
を
果
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
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中
国
で
竺
九
五
．
六
〇
年
代
殆
ど
論
じ
ら
れ
る
．
．
盛
な
か
っ
た
。
僅
か
に

李
維
甫
コ
九
ご
一
年
以
前
広
東
無
政
府
主
義
者
的
活
動
」
が
あ
り
、
辛
亥
革

命
後
の
軍
閥
政
治
の
時
代
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
主
体
的
に
選
び
と
り
、
個
人
的
ア

ナ
キ
ズ
ム
か
ら
無
政
府
共
産
主
義
へ
と
思
想
的
成
長
を
遂
げ
た
人
物
と
評
価
さ

れ
て
い
る
が
、
彼
の
思
想
の
分
析
ま
で
た
ち
い
っ
て
は
い
な
い
。

　
今
日
、
劉
思
復
の
思
想
と
行
動
に
言
及
し
た
論
文
が
提
出
さ
れ
つ
つ
あ
り
、

前
述
の
蒋
・
李
論
文
に
従
え
ば
、
徐
善
広
「
評
辛
亥
革
命
時
期
劉
師
復
的
無
政

府
蓼
で
は
甲
国
護
階
級
民
藍
命
に
対
す
る
反
動
」
・
み
釜
李

喜
所
「
略
論
民
国
初
年
的
社
会
主
義
田
心
潮
」
で
は
「
社
会
主
義
の
真
理
嚥
め

る
先
駆
者
た
る
こ
と
を
失
わ
な
い
」
と
し
、
張
嘉
・
余
炎
光
「
論
劉
師
復
」
で

は
、
社
会
主
義
の
啓
蒙
を
行
な
っ
た
こ
と
で
、
新
文
化
運
動
に
繋
げ
る
啓
蒙
作

用
を
果
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
三
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

蒋
・
李
論
文
は
孫
文
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
革
命
派
と
背
反
し
た
者
は
す
べ
て

消
極
的
、
反
動
的
と
み
な
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
が
本
質
的
に
民

主
主
義
か
社
会
主
義
か
、
科
学
的
社
会
主
義
の
伝
播
に
啓
蒙
作
用
を
な
し
た
の

か
ど
う
か
、
検
討
す
る
必
要
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
と
り
あ
げ
、

辛
亥
革
命
か
ら
五
四
運
動
へ
の
思
想
的
展
開
の
中
に
劉
思
復
の
思
想
と
行
動
を

位
置
．
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
触
れ
る
こ
と
の
出
来
た
劉
思
復
評
価
を
少
し
く
紹

介
、
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
H
孫
茂
生
「
中
国
無
政
府
派
的
政
治
思
想
」

　
蓑
世
凱
に
よ
る
専
制
・
独
裁
・
災
難
が
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
人
に
政
権
を
厭

悪
す
る
消
極
的
感
情
を
よ
び
お
こ
さ
せ
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
伝
播
に
と
っ
て
良
質
の

土
壌
を
提
供
し
た
と
の
情
況
分
析
の
後
、
劉
思
復
ら
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
無
政
府

個
人
主
義
、
ア
ナ
ル
コ
・
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
（
工
団
主
義
）
、
無
政
府
共
産

主
義
の
三
流
派
に
わ
た
っ
て
い
た
と
す
る
。

　
さ
て
、
彼
の
政
治
思
想
は
ど
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
た
か
。
コ
切
の
強
権
に

反
対
し
絶
対
自
由
を
主
張
し
た
」
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
。

　
ω
劉
は
抽
象
的
人
性
か
ら
出
発
し
て
「
互
助
」
を
人
類
が
自
然
に
も
つ
感
情

と
み
な
し
て
お
り
、
階
級
対
立
の
存
在
す
る
社
会
を
理
解
せ
ず
、
「
互
助
」
と

は
階
級
調
和
の
一
形
式
に
す
ぎ
な
い
。

　
②
国
家
硅
強
権
と
み
な
し
、
国
家
を
歴
史
的
産
物
と
せ
ず
、
国
家
が
階
級
性

を
も
つ
こ
と
を
理
解
し
な
い
。
し
か
も
、
英
雄
史
観
に
対
す
る
熱
狂
的
崇
拝
者

で
あ
る
。

　
圖
政
府
を
強
権
の
母
と
し
て
絶
対
自
由
を
主
張
し
、
国
家
や
政
府
に
対
す
る

具
体
的
分
析
を
な
さ
ず
、
孫
文
と
蓑
世
凱
を
同
一
視
す
る
誤
り
を
お
か
し
た
。

同
様
に
「
恐
怖
暗
殺
と
同
盟
罷
工
を
鼓
吹
し
た
」
こ
と
に
関
し
て
は
、
前
者
が

あ
く
ま
で
特
定
の
歴
史
条
件
の
下
で
の
革
命
の
補
助
手
段
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

理
解
せ
ず
、
後
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
っ
て
地
主
・
資
本
家
政
権
を
打
倒
で
き

る
な
ど
と
す
る
夢
想
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。
更
に
「
個
人
の
品
徳
修
養
を

唱
導
し
、
社
会
的
悪
習
・
流
俗
に
抵
抗
し
た
」
こ
と
に
関
し
て
も
、
革
命
の
担

い
手
た
る
べ
き
青
年
を
政
治
か
ら
離
脱
さ
せ
、
現
実
の
階
級
闘
争
か
ら
逃
避
さ

せ
た
と
み
な
し
た
。
か
く
て
、
劉
思
復
の
政
治
思
想
は
「
中
国
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
辛
亥
革
命
に
対
す
る
失
望
と
軍
閥
に
対
す
る
痛
恨
を
反
映
し
た
」
も
の

と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
マ
ル
ク
ス
．
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
高
み

か
ら
な
さ
れ
た
正
統
的
批
判
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
口
張
蕩
・
余
炎
光
「
論
劉
師
復
」

　
劉
思
復
が
旧
民
主
主
義
革
命
期
に
お
け
る
最
も
傑
出
し
た
ア
ナ
キ
ス
ト
で
あ
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っ
た
と
し
て
、
彼
の
生
涯
を
あ
と
づ
け
、
ア
ナ
キ
ス
ト
と
し
て
宣
伝
活
動
を
行

な
う
以
前
の
思
想
と
ア
ナ
キ
ス
ト
と
し
て
の
彼
の
思
想
と
を
検
証
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
辛
亥
革
命
後
、
ア
ナ
キ
ス
ト
と
し
て
積
極
的
に
活
動
す
る
以
前
の

思
想
を
取
上
げ
て
い
る
点
は
新
鮮
で
あ
る
が
、
い
ま
こ
こ
で
は
、
こ
の
段
階
の

思
想
を
孫
文
の
三
民
主
義
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と

に
止
め
て
お
く
。
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
が
ゆ
え
に
、
辛
亥
革
命
後
の
苛
酷

な
政
治
情
況
が
、
獄
中
、
虚
無
主
義
に
傾
い
て
い
た
劉
思
復
を
し
て
民
主
主
義

か
ら
ア
ナ
キ
ズ
ム
へ
の
転
回
を
促
し
た
と
す
る
。
劉
思
復
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
思
想

に
関
し
て
は
、
バ
ク
ー
ニ
ン
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
思
想
の
混
合
物
と
み
な
し
、
実

践
に
お
い
て
は
「
伝
播
」
、
す
な
わ
ち
宣
伝
を
第
一
の
手
段
と
し
た
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
劉
の
思
想
活
動
が
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
以
前
の
思
想
情
況
の

下
で
社
会
主
義
を
啓
蒙
し
た
点
に
肯
定
的
評
価
を
下
し
、
新
文
化
運
動
へ
の
促

進
作
用
を
な
し
た
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
劉
の
理
論
は
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ

ン
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
・
社
会
観
に
お
い
て
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

独
特
の
空
想
性
を
露
呈
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
国
へ
の
普
及
に
対
す
る
反
動

を
も
た
ら
し
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

国
胡
饗
・
金
沖
及
三
＋
世
紀
初
的
中
国
無
政
府
主
蓄
瀧
L

　
劉
思
復
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
思
想
は
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
と
ト
ル
ス
ト
イ
の
影
響
が
大

き
い
と
み
な
す
が
、
思
想
の
深
刻
さ
独
創
性
に
お
い
て
辛
亥
革
命
以
前
の
ア
ナ

キ
ス
ト
に
及
ば
ず
、
何
ら
新
し
い
展
開
を
示
し
て
い
な
い
と
す
る
。
劉
思
復
ら

に
と
っ
て
は
反
清
革
命
か
ら
軍
閥
統
治
批
判
に
闘
争
目
標
が
変
化
し
た
だ
け
で

あ
っ
て
、
当
時
の
中
国
に
お
け
る
歴
史
的
現
実
と
き
り
結
ん
だ
思
想
を
提
出
し

え
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
の
問
題
か
ら
す

る
な
ら
ば
、
妨
害
を
行
な
っ
た
と
み
な
す
。

　
以
上
、
三
例
を
あ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
ほ
ぼ
現
在
に
お
け
る
中
国
の
劉
思

復
評
価
を
概
観
し
た
。
こ
れ
ら
は
相
互
に
対
立
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
補
完

し
あ
っ
て
い
る
と
い
え
る
わ
け
で
、
劉
思
復
の
行
動
と
思
想
を
と
り
あ
げ
る
問

題
関
心
の
深
さ
に
対
応
し
た
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

三
　
辛
亥
前
に
お
け
る
劉
思
復
の
思
想

　
ア
ナ
キ
ス
ト
劉
思
復
が
「
晦
鳴
録
」
や
「
民
声
」
に
よ
っ
て
展
開
し
た
思
想

活
動
に
っ
い
て
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
が
ア
ナ
キ
ス
ト
と
し
て
活
動
す

る
以
前
の
思
想
に
つ
い
て
は
従
来
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
盟
会

員
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
と
し
て
の
事
跡
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
的
立
場
を
推

測
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
張
嘉
・
余
炎
光
の
「
論
劉
師
復
」

は
、
鄭
楓
剛
の
「
師
復
伝
」
「
師
復
年
譜
」
（
手
稿
）
や
『
香
山
循
報
』
に
掲
載

さ
れ
た
論
稿
を
手
が
か
り
と
し
て
、
下
獄
時
代
の
彼
の
思
想
に
関
す
る
検
討
を

試
み
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
劉
思
復
の
思
想
的
展
開
を
よ
り
事
実
に
即
し
て

探
究
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
で
は
張
・
余
論
文
は
辛
亥
以
前
の
劉
思
復
の
思
想
を
ど
う
把
え
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
張
・
余
論
文
で
は
「
民
族
主
義
と
民
主
共
和
国

観
念
を
伝
え
、
清
廷
の
〈
偽
立
憲
〉
を
暴
露
し
、
保
皇
派
の
謬
論
と
封
建
儒
子
へ

の
反
駁
」
を
行
な
っ
た
と
集
約
さ
れ
、
基
本
的
に
は
孫
文
の
三
民
主
義
及
び
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

盟
会
の
政
治
綱
領
に
符
合
す
る
と
い
う
。

　
先
ず
、
劉
思
復
は
反
満
を
主
柱
と
す
る
民
族
主
義
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

中
国
を
亡
国
に
導
き
、
漢
民
族
を
圧
迫
す
る
清
朝
は
、
た
と
え
満
漢
通
婚
な
ど

改
良
的
詔
を
発
布
し
た
と
は
い
え
、
実
体
は
変
ら
ず
、
「
最
も
重
要
な
軍
政
は

更
に
悉
く
親
貴
に
操
ら
せ
」
（
「
立
憲
的
裏
面
」
）
て
お
り
、
「
国
民
た
る
者
、
ま
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さ
に
大
い
に
六
師
を
張
り
、
以
て
光
復
を
図
る
べ
し
」
（
「
民
族
与
国
土
」
）
と
主

張
す
る
。
こ
う
し
た
反
満
の
立
場
の
み
な
ら
ず
、
植
民
地
主
義
の
鎖
を
打
破
し
、

亡
国
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
反
帝
的
側
面
も
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
「
近
世
帝
国

主
義
の
貧
暴
、
殖
民
政
策
の
狼
毒
は
陸
海
軍
商
工
業
を
動
か
し
、
人
と
国
家
を

亡
ぼ
す
」
（
「
寒
柏
畜
縢
言
」
）
も
の
だ
か
ら
、
「
恥
を
知
り
」
「
民
族
の
気
節
」

（
同
前
）
を
錬
磨
し
て
外
国
崇
拝
に
反
対
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
た
だ
必

ず
し
も
反
帝
の
要
求
と
政
綱
と
が
明
確
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
し
か
も
辛

亥
革
命
期
の
革
命
派
に
共
通
す
る
大
漢
民
族
主
義
的
傾
向
が
根
強
く
存
在
す
る

と
い
う
。
そ
の
根
拠
は
漢
民
族
の
も
つ
「
神
明
の
遺
制
」
「
前
代
の
典
章
文
物
」

（「

�
d
宝
随
筆
」
）
を
無
批
判
に
賛
美
す
る
た
め
、
少
数
民
族
、
と
り
わ
け
満
州

族
の
歴
史
的
位
置
と
作
用
と
を
抹
殺
、
「
大
漢
の
天
声
を
振
う
」
（
「
香
山
循
報

発
刊
詞
」
）
べ
し
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
劉
思
復
の
民
族
主
義
は
当
時
の
革
命
派

の
共
有
す
る
危
機
意
識
を
反
映
し
て
い
た
と
い
う
。

　
民
主
主
義
思
想
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
た
、
自
由
平
等
観
念
を
宣
伝
し
て

封
建
的
専
制
主
義
に
反
対
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
把
え
ら
れ
る
。
い
ま
中
国
は

「
人
々
が
平
等
で
、
権
利
と
義
務
が
み
な
均
し
い
」
（
「
民
族
平
等
観
念
之
発

達
」
）
文
明
国
で
は
な
く
、
「
門
閥
が
互
い
に
ひ
き
あ
い
、
階
級
が
歴
然
と
し
て

い
る
」
野
蛮
国
で
あ
り
、
皇
帝
権
力
が
絶
対
で
「
国
民
の
権
利
が
日
々
に
減
少

し
て
い
る
」
（
「
立
憲
之
裏
面
」
）
情
況
に
あ
る
。
し
か
も
政
治
的
の
み
な
ら
ず
社

会
的
に
も
封
建
的
遺
習
が
行
わ
れ
、
女
権
は
抑
制
さ
れ
、
蛋
民
や
堕
民
、
家
撲

が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
情
況
把
握
が
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
劉
思
復
の
民
主

主
義
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
枠
内
に
止
ま
り
、
人
民
大
衆
を
解
放
す
る
思

想
た
り
え
て
い
な
い
と
い
う
。

　
儒
家
思
想
批
判
に
関
し
て
は
、
劉
思
復
の
批
判
が
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
も
の
で

な
い
と
し
な
が
ら
も
、
改
良
派
の
孔
子
顕
賞
へ
の
対
応
を
表
現
し
て
お
り
、
儒

学
の
絶
対
化
を
批
判
し
た
と
す
る
。
即
ち
儒
家
が
歴
代
の
皇
帝
に
利
用
さ
れ
、

「
虚
名
に
務
め
、
禄
位
を
営
む
」
（
「
民
族
平
等
観
念
之
発
達
」
）
道
具
と
な
っ
た

こ
と
で
、
「
学
術
の
由
る
所
、
日
に
隆
く
」
（
同
前
）
な
り
、
学
術
の
発
展
を
束

縛
し
た
点
を
批
判
。
ま
た
「
夫
れ
経
は
古
の
典
籍
な
り
。
歴
史
あ
り
、
政
書
あ

り
、
文
学
あ
り
、
…
…
概
し
て
経
と
名
づ
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
経
を
一
切
の

典
籍
の
上
に
置
く
べ
き
で
も
な
い
」
（
同
前
）
と
し
て
、
儒
学
に
よ
る
学
問
の
秩

序
化
を
批
判
し
た
と
す
る
。

　
更
に
清
朝
の
預
備
立
憲
、
康
有
為
批
判
に
も
言
及
し
て
い
る
。
劉
思
復
は
預

備
立
憲
が
革
命
へ
の
勢
を
抑
制
す
る
た
め
の
「
表
面
は
立
憲
に
し
て
裏
面
は
専

制
」
（
同
前
）
の
政
策
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
た
。
ま
た
康
有
為
思
想
が
「
聖
経

を
こ
な
ご
な
に
し
、
仏
語
を
剰
窃
し
、
西
欧
哲
学
政
治
や
公
羊
三
世
の
説
を
取

っ
て
附
会
し
た
」
（
同
前
）
も
の
と
み
な
す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
批
判
は

必
ず
し
も
政
治
的
思
想
的
現
実
に
立
脚
し
た
か
た
ち
で
明
ら
か
に
し
え
て
お
ら

ず
、
い
わ
ば
感
想
の
域
に
止
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
以
上
、
張
・
余
論
文
に
準
拠
し
つ
つ
、
劉
思
復
が
ア
ナ
キ
ス
ト
と
し
て
活
動

す
る
以
前
、
「
香
山
循
報
」
誌
上
に
お
け
る
彼
の
思
想
を
紹
介
し
た
。
獄
中
に

あ
っ
た
劉
思
復
の
思
想
は
確
か
に
三
民
主
義
的
と
も
い
う
べ
き
傾
向
を
示
し
て

い
る
が
、
体
系
性
を
も
っ
た
か
た
ち
で
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
張
・
余
論
文

は
「
民
主
主
義
の
範
躊
に
属
し
、
孫
文
の
唱
え
た
三
民
主
義
に
大
体
一
致
し
、

同
盟
会
の
政
綱
と
基
本
的
に
符
合
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
論
稿
が
書
か
れ
た
一
九
〇
八
・
九
年
、
つ
ま
り
彼
が
香
山
監
獄
に
入
獄

し
て
い
た
時
期
、
彼
の
自
伝
に
従
う
な
ら
ば
「
入
獄
両
年
余
、
種
々
の
刺
激
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

研
究
を
経
て
余
の
思
想
は
一
変
し
た
」
と
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
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彼
の
著
述
自
体
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
影
が
帯
び
る
は
ず
で
あ
る
が
、
上
述
の
紹
介

を
み
る
限
り
、
首
肯
で
き
な
い
。
張
・
余
論
文
で
は
引
用
さ
れ
た
著
述
の
製
作

年
月
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
思
想
的
変
化
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
で
き

ず
、
一
括
し
て
、
「
三
民
主
義
に
大
体
一
致
」
す
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
む
し
ろ
、
獄
中
、
既
に
虚
無
主
義
に
染
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
彼
が
、
ア

ナ
キ
ズ
ム
へ
と
思
想
的
転
回
を
遂
げ
た
根
拠
を
、
辛
亥
革
命
後
に
お
け
る
蓑
世

凱
政
権
の
独
裁
へ
と
移
行
す
る
政
治
的
現
実
へ
の
絶
望
に
求
め
て
い
る
。
お
そ

ら
く
こ
こ
で
は
、
劉
思
復
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
思
想
の
展
開
の
問
題
、
即
ち
個
人
主

義
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
か
ら
無
政
府
共
産
主
義
へ
と
発
展
・
変
化
し
た
過
程
が
問
わ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
劉
思
復
が
獄
中
か
ら
投
稿
し
た
「
香
山
循
報
」
は
、
一
九
〇
八
年

八
月
、
鄭
岸
父
ら
が
香
山
県
石
岐
に
お
い
て
発
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も

と
「
香
山
旬
報
」
と
命
名
さ
れ
た
が
、
「
香
山
循
報
」
と
名
を
改
め
、
辛
亥
革

命
後
、
「
香
山
新
報
」
と
な
り
、
二
次
革
命
の
失
敗
後
、
竜
済
光
に
よ
り
封
鎖

さ
れ
た
。
そ
の
間
、
一
二
三
期
、
四
年
間
に
わ
た
っ
て
発
行
さ
れ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

そ
の
「
発
刊
辞
」
は
劉
思
復
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
中
華
開
国
四
千
六
百
有
六
年
。
歳
は
戊
申
八
月
二
十
一
日
。
我
が
香
山
旬
報

　
出
世
す
。
本
報
同
人
「
小
雅
」
の
尽
く
廃
れ
て
而
も
中
国
の
亡
ぶ
の
を
催
れ
、

　
威
大
悲
を
抱
き
、
無
辺
の
弘
願
を
発
し
、
邦
人
士
女
を
し
て
真
智
を
払
拭
し

　
て
威
旧
染
を
革
め
、
化
を
興
し
俗
を
属
ま
し
て
、
我
が
民
気
を
作
し
、
因
り

　
て
以
て
自
由
を
回
復
し
、
大
漢
の
天
声
を
振
い
、
我
が
邑
人
の
歌
光
を
発
揚

　
し
、
中
土
を
被
わ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
に
、
乃
ち
翫
勉
し
て
斯
の
報
を
作

　
る
。
海
潮
の
音
を
掲
げ
、
民
の
道
鐸
と
為
す
。
美
満
光
大
に
し
て
、
将
に
今

　
よ
り
始
め
ん
。
我
が
先
民
、
陳
天
覚
・
馬
南
宝
諸
公
在
天
の
霊
、
実
に
式
に

　
之
れ
兜
る
。
鳴
呼
！
　
風
雨
は
晦
の
如
く
鶏
鳴
は
已
ま
ず
。
凡
そ
我
が
仁
、

　
良
、
隆
、
黄
梁
、
所
、
得
、
四
大
、
黄
圃
、
恭
、
常
、
谷
、
境
、
旗
十
三
、

　
す
べ
て
五
十
万
諸
父
老
、
昆
弟
、
姉
妹
、
庶
く
は
奔
走
し
て
借
に
来
り
、
我

　
が
法
音
を
所
き
て
怖
る
る
こ
と
な
か
れ
！

こ
こ
に
は
民
族
主
義
を
宣
揚
す
る
劉
思
復
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
が
反
満

革
命
を
担
う
民
族
主
義
者
と
し
て
の
自
己
を
転
回
さ
せ
、
民
族
主
義
か
ら
ア
ナ

キ
ズ
ム
へ
と
思
想
の
座
標
軸
を
移
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
の
こ
と

な
の
か
、
い
ま
は
断
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

主
　
　
　
　
　
゜

（
1
）
　
G
・
ウ
ド
コ
ッ
ク
『
ア
ナ
キ
ズ
ム
ー
』
（
白
井
厚
訳
、
一
九
六
八
、
紀
伊
国
屋
書

　
店
）
。

（
2
）
　
レ
ー
ニ
ン
「
社
会
主
義
と
無
政
府
主
義
」
（
一
九
〇
五
）
で
は
「
社
会
主
義
と
無

　
政
府
主
義
と
の
あ
い
だ
に
は
深
淵
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
挑
発
す
る
密
偵
や

　
反
動
諸
政
府
の
新
聞
紙
上
の
召
使
ど
も
は
そ
れ
を
存
在
し
な
い
も
の
の
よ
う
に
述
べ

　
よ
う
と
試
み
て
い
る
が
、
そ
れ
は
む
だ
な
こ
と
で
あ
る
。
無
政
府
主
義
者
の
世
界
観

　
は
、
裏
返
し
に
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
世
界
観
で
あ
る
。
彼
ら
の
個
人
主
義
的
理
論
、
彼

　
ら
の
個
人
主
義
的
理
想
は
、
社
会
主
義
と
は
正
反
対
で
あ
る
」
（
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』

　
第
十
巻
、
大
月
書
店
）
と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
依
拠
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら

　
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
評
価
を
下
す
例
が
最
も
多
い
。

（
3
）
　
『
近
代
史
研
究
』
（
一
九
八
五
、
第
四
期
）
。

（
4
）
　
『
華
中
師
院
学
報
』
哲
社
版
（
一
九
八
三
、
第
三
期
）
。

（
5
）
　
『
南
開
学
報
』
（
一
九
八
〇
、
第
一
期
）
。

（
6
）
　
『
華
中
師
院
学
報
』
（
一
九
八
三
、
第
四
期
）
。
な
お
、
湯
庭
券
「
五
四
時
期
無
政

　
府
主
義
的
派
別
及
分
化
」
（
『
華
中
師
院
学
報
』
一
九
八
一
、
第
三
期
）
は
、
ア
ナ
キ
ズ

　
ム
運
動
の
分
化
と
転
落
を
追
認
す
る
。

（
7
）
　
『
理
論
与
実
践
』
（
一
九
五
八
）
。



中国における劉思復研究の現在77

（
8
）
　
「
武
漢
師
院
学
報
』
（
一
九
八
一
、
第
三
期
）
未
確
認
。

（
9
）
　
『
北
方
論
叢
』
（
一
九
八
三
、
第
六
期
）
。
民
国
初
年
の
社
会
主
義
は
孫
文
の
民

　
生
主
義
と
結
合
し
た
り
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
結
合
し
た
り
、
「
工
団
福
利
主
義
」
（
サ
ン

　
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
）
と
結
合
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
無
政
府
共
産
主
義
同
志
社
や
心
社

　
を
「
辛
亥
革
命
中
の
極
〈
左
〉
派
、
民
国
初
年
の
理
想
派
」
と
み
な
し
、
民
国
成
立
後
、

社
会
に
進
歩
な
く
、
人
民
が
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
現
実
の
中
で
、
「
無
政
府
主
義

を
〈
体
〉
と
し
、
科
学
的
社
会
主
義
を
〈
用
〉
と
す
る
」
ア
ナ
キ
ズ
ム
が
出
現
し
た
と
す

　
る
。

（
1
0
）
　
『
近
代
中
国
人
物
』
（
一
九
八
三
・
八
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
）
。

（
1
1
）
　
『
求
是
月
刊
』
（
一
九
八
一
・
四
）
。

（
1
2
）
　
『
従
辛
亥
革
命
到
五
四
運
動
』
（
一
九
八
三
・
十
一
、
湖
南
人
民
出
版
社
）
。
胡
・

金
論
文
は
「
天
義
」
「
新
世
紀
」
の
思
想
内
容
に
関
す
る
分
析
を
中
心
に
す
え
た
も

　
の
で
あ
り
、
辛
亥
革
命
前
後
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
対
し
て
積
極
的
評
価
を
下
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
以
下
、
『
香
山
循
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
劉
思
復
の
著
作
に
つ
い
て
、
殆
ど
実
見

で
き
ず
、
張
．
余
論
文
に
引
用
さ
れ
た
も
の
を
転
借
し
た
。
尚
、
劉
思
復
の
著
作
の

う
ち
、
「
香
山
循
報
発
刊
之
詞
」
は
、
鄭
侃
剛
「
〈
香
山
循
報
〉
及
其
創
辮
人
鄭
岸
父
」

　
に
転
載
さ
れ
た
も
の
の
み
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
鄭
論
文
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
民
族

与
国
土
」
は
内
外
の
民
族
・
国
家
発
展
の
歴
史
を
科
学
的
に
分
析
し
、
反
清
を
否
定

す
る
奴
隷
思
想
、
つ
ま
り
は
立
憲
派
の
思
想
を
排
斥
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま

た
「
立
憲
之
裏
面
」
は
預
備
立
憲
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
満
漢
平
等
は
実

行
で
き
な
い
」
「
言
論
出
版
集
会
の
自
由
を
禁
制
す
る
」
「
孔
教
を
尊
崇
す
る
の
は
信

仰
の
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
三
点
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

（
1
4
）
　
「
駁
江
充
虎
」
（
「
民
声
』
第
十
四
号
）
。

（
1
5
）
　
鄭
偲
剛
「
〈
香
山
旬
報
〉
及
其
創
辮
人
鄭
岸
父
」

（
追
記
）
劉
思
復
の
伝
記
に
つ
い
て
、
従
来
、
彼
の
自
述
で
あ
る
「
駁
江
充
虎
」
の
他
、

凋
自
由
「
心
社
創
作
人
劉
思
復
」
、
纈
父
「
師
復
君
行
略
」
、
文
定
「
師
復
先
生
伝
」

　
な
ど
が
あ
る
が
、
張
・
余
「
論
劉
師
復
」
に
は
鄭
侃
剛
「
師
復
伝
」
「
師
復
年
譜
」
に

　
依
拠
し
た
事
実
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
鄭
偲
剛
は
劉
思
復
の
妹
を
妻
と
し
て
、
い
わ

　
ば
義
弟
で
あ
り
、
彼
を
紀
念
す
る
こ
と
深
い
人
物
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
前
の
劉
思
復

　
の
伝
記
に
つ
い
て
、
疑
問
点
と
と
も
に
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
　
U
ゆ
　
劉
思
復
の
原
名
は
紹
彬
、
字
は
子
麟
、
痒
名
は
紹
元
。
日
本
留
学
に
際
し
て

　
　
　
思
復
と
名
乗
り
、
の
ち
、
師
復
と
改
名
し
た
。

　
　
②
　
一
九
〇
一
年
、
郷
試
落
第
後
、
課
嗣
同
の
「
仁
学
」
に
共
鳴
し
、
演
説
社
を

　
　
　
設
立
す
る
。
一
九
〇
四
年
の
留
日
時
期
、
幸
徳
秋
水
の
著
作
が
彼
に
深
い
影
響

　
　
　
を
与
え
た
と
あ
る
が
、
疑
問
。

　
　
㈹
　
一
九
〇
五
年
末
、
帰
国
し
て
「
東
方
報
」
編
集
の
か
た
わ
ら
、
石
岐
に
鍔
徳

　
　
　
女
学
を
創
設
、
武
峰
閲
報
社
を
創
立
す
る
と
あ
る
が
、
帰
国
を
「
一
九
〇
六
年

　
　
　
春
」
と
す
る
も
の
が
多
く
、
疑
問
。

　
尚
、
楊
天
石
「
師
復
」
（
『
民
国
人
物
伝
』
第
四
巻
、
一
九
八
四
）
な
る
伝
記
も
書
か

れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
新
事
実
は
な
い
。

　
脱
稿
後
、
嵯
峨
隆
「
最
近
の
中
国
に
お
け
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
研
究
の
動
向
」
（
『
ア
ジ
ア

経
済
』
一
九
八
四
・
十
一
）
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
嵯
峨
論
文
で
は
最
近
の
中
国
に

お
け
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
研
究
は
、
「
（
実
事
求
是
V
の
方
針
の
産
物
に
関
連
す
る
」
成
果
を

生
ん
で
い
る
が
、
一
方
、
「
現
政
権
の
政
策
の
正
当
化
と
い
う
政
治
的
要
請
を
も
反
映

す
る
も
の
」
と
し
て
、
「
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
側
面
」
を
も
つ
と
す
る
。
ま
た
劉
思
復

評
価
に
関
し
て
、
徐
善
広
「
評
辛
亥
革
命
時
期
劉
師
復
的
無
政
府
主
義
」
及
び
楊
才
玉

「
評
民
国
初
年
的
無
政
府
主
義
思
潮
」
（
『
学
術
月
刊
』
一
九
八
三
、
第
二
期
」
を
取
り

上
げ
、
と
も
に
「
孫
文
の
革
命
路
線
を
正
統
と
す
る
立
場
」
か
ら
裁
断
し
た
も
の
と
し
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
「
劉
師
復
ら
の
主
張
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
腐
蝕
、
互
解
さ
せ
る

作
用
を
持
っ
て
い
た
」
と
の
結
論
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
六
・
十
一
）


