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地
域
、
お
よ
び
国
際
的
な
事
象
と
の
関
連
性
と
い
う
多
元
的
な
観

点
、
よ
り
大
き
な
地
政
学
的
文
脈
に
金
門
社
会
を
位
置
づ
け
て
い
く

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
金
門
の
地
域
社
会
の
軍
事
化
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
地
政
学
と
日
常
生
活
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
な
ろ
う
。
第
二
に
、
長
期
に
わ
た
る
軍
事
化

が
も
た
ら
し
た
遺
産
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
今
日
で
は
金
門
か
ら
大

部
分
の
兵
力
が
撤
退
し
た
が
、
軍
事
化
の
時
代
に
は
、
そ
の
存
在
が

地
域
社
会
へ
影
響
を
与
え
続
け
て
い
た
。
こ
の
点
で
、
と
く
に
軍
事

化
時
代
の
記
憶
が
今
日
の
地
域
政
治
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
た
い
。

金
門
は
、中
華
人
民
共
和
国
（
Ｐ
Ｒ
Ｃ
）
と
中
華
民
国
（
Ｒ
Ｏ
Ｃ
）

の
間
の
軍
事
的
前
線
で
あ
り
、
政
治
的
係
争
地
で
あ
っ
た
と
い
う
物

理
的
条
件
、
そ
し
て
冷
戦
下
の
緊
張
を
映
し
出
す
象
徴
的
な
地
位
を

有
し
て
い
た
た
め
、
研
究
者
の
高
い
関
心
を
集
め
て
き
た
し
、
同
島

の
地
政
学
的
な
役
割
や
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
に
お
け
る
同
島
の
重
要
性

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
や
中
ソ
・
米
中
関
係

史
の
研
究
、
お
よ
び
抑
止
や
瀬
戸
際
政
策
な
ど
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論

的
な
研
究
に
お
い
て
も
、金
門
の
重
要
性
が
描
か
れ
て
き
た＊

３

。
だ
が
、

本
稿
で
は
、
英
語
圏
の
研
究
で
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
軽

視
さ
れ
て
き
た
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
、
金
門
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
。
そ
れ
は
、
よ
り
大
き
な
世
界
に
埋
め
込
ま
れ
た
人

間
社
会
と
し
て
の
金
門
に
つ
い
て
考
察
し
、
同
島
の
住
民
が
一
連
の

劇
的
な
事
件
を
ど
の
よ
う
に
経
験
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。

金
門
の
歴
史
は
、
①
権
力
の
中
枢
か
ら
発
動
さ
れ
た
事
件
、
政
策

決
定
、
お
よ
び
運
動
な
ど
の
記
録
と
と
も
に
、
②
村
落
に
お
け
る
経

験
、
闘
争
、
頻
繁
に
も
た
ら
さ
れ
た
苦
難
と
ま
れ
な
勝
利
な
ど
に
対

応
す
る
記
録
と
い
っ
た
、
二
重
の
時
系
列
に
よ
っ
て
跡
づ
け
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
門
島
に
お
い
て
、
前
者
の
記
録
は
国
家
の
レ

ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
お
よ
び
地
政
学
的
な
レ
ベ
ル
に
お

け
る
事
象
を
も
含
む
。
こ
れ
は
、
台
北
の
み
な
ら
ず
、
北
京
、
ワ
シ

ン
ト
ン
、
お
よ
び
モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
決
定
が
金
門
島
の
人
々
の
生

活
を
規
定
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
軍
事
化
と
地
政
学
化
と
い
う
二

つ
の
主
題
が
こ
の
時
系
列
か
ら
浮
か
び
上
が
る
。

筆
者
の
い
う
軍
事
化
と
は
、
国
家
が
戦
争
や
自
衛
の
た
め
に
そ
の

能
力
を
拡
大
し
て
い
く
意
図
的
な
過
程
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
「
一
組
織
と
し
て
の
軍
隊
ま
た
は
軍
国
主
義
的
な
基
準

に
よ
っ
て
あ
る
も
の
が
操
作
さ
れ
、
左
右
さ
れ
、
そ
の
価
値
を
引
き

出
さ
れ
る
段
階
的
な
プ
ロ
セ
ス
」
で
あ
る
。
こ
の
定
義
に
立
つ
と
、

シ
ン
シ
ア
・
エ
ン
ロ
ー（Cynthia Enloe

）
が
論
じ
た
よ
う
に
、ス
ー

プ
の
缶
に
い
た
る
ま
で
、
い
か
な
る
も
の
で
も
軍
事
化
さ
れ
う
る＊

４

。

つ
ま
り
、
金
門
に
お
い
て
軍
事
化
さ
れ
た
も
の
に
は
、
ネ
ズ
ミ
の
尻

尾
、
女
性
の
身
体
か
ら
ク
ッ
キ
ー
の
缶
ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
広
義
に
み
た
金
門
の
軍
事
化
は
、
国
府
軍
を
援
助
す

る
た
め
の
人
々
の
動
員
と
と
も
に
、
彼
ら
の
利
益
を
軍
事
的
関
心
に

従
属
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

　

は
じ
め
に

軍
事
化
は
二
〇
世
紀
に
広
く
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
本
稿＊

１

は
、
筆
者
に
よ
る
著
作
『
冷
戦
島
―
―
前
線
と
し
て
の
金
門
（Cold 

W
ar Island: Q

uem
oy on the Front Line

）』
に
依
拠
し
つ
つ
、

台
湾
海
峡
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
島
で
あ
り
、
ま
た
中
国
の
一
地
域
で
も

あ
る
金
門
の
、
一
九
四
九
年
以
降
の
軍
事
化
に
つ
い
て
分
析
す
る＊

２

。

国
共
内
戦
の
終
盤
、
敗
走
す
る
蒋
介
石
の
国
府
軍
が
保
持
し
た
こ
と

に
よ
り
、
金
門
は
世
界
で
最
も
軍
事
化
さ
れ
た
地
域
の
一
つ
と
な
っ

た
。
現
地
住
民
は
皆
兵
体
制
の
下
で
民
兵
と
し
て
動
員
さ
れ
、
文
民

を
凌
ぐ
数
の
駐
屯
兵
へ
の
兵
站
供
給
を
強
い
ら
れ
た
。
二
〇
世
紀
中

国
に
お
け
る
大
規
模
暴
力
の
恐
ろ
し
さ
に
比
べ
る
と
、
一
九
四
九
年

以
降
の
金
門
に
お
け
る
戦
争
経
験
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
地
政
学
的
紛

争
で
あ
る
一
九
五
四
～
五
五
年
お
よ
び
一
九
五
八
年
の
台
湾
海
峡
危

機
、
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
七
八
年
の
人
民
解
放
軍
に
よ
る
形
式
的

な
隔
日
砲
撃
（「
単
打
双
不
打
」）
に
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
門
の
地
域
社
会
が
軍
事
化
に
よ
り
受
け
た
影

響
は
深
刻
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
主
張
な
い
し
考
察
す
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一

は
、
金
門
島
の
軍
事
化
が
た
ど
っ
た
複
雑
な
軌
跡
を
解
明
す
る
に
際

し
、
そ
れ
を
軍
事
的
な
観
点
か
ら
の
み
見
る
の
で
は
な
く
、
国
家
、

軍
事
化
・
記
憶
・
金
門
社
会
―
―
一
九
四
九
〜
一
九
九
二
年

マ
イ
ケ
ル
・
ス
ゾ
ー
ニ

（
福
田
円
訳
・
太
田
雄
三
監
訳
）

 
特
集
―

１ 

金
門
島
研
究
―
―
そ
の
動
向
と
可
能
性
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が
集
ま
る
と
こ
ろ
に
は
い
つ
も
見
ら
れ
る
婦
女
暴
行
の
危
険
性
に
対

応
し
た
か
―
―
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
金
門
で
の
地
政

学
的
な
対
立
を
考
察
す
る
に
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
や
北
京
に
お
け
る
外

交
か
ら
現
地
の
地
域
政
治
ま
で
、
こ
の
土
地
に
重
な
り
合
っ
て
展
開

し
た
多
層
的
な
権
力
体
制
の
相
互
作
用
と
い
う
文
脈
に
基
づ
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
現
代
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
以
前
で
あ
っ
て

も
、
金
門
の
地
域
社
会
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
に
深
く
埋
め
込
ま
れ

て
い
た
。
た
と
え
ば
決
意
の
シ
グ
ナ
ル
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ

る
政
治
体
制
の
も
う
一
方
に
対
す
る
優
越
性
の
主
張
、
ま
た
は
危
機

と
脅
威
の
暗
示
な
ど
、
金
門
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
り
、
地

政
学
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
も
う
ひ
と
つ
の
地
政
学
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
。

　

Ⅰ 

時
系
列
的
に
見
た
金
門
の
軍
事
化

複
雑
な
時
系
列
を
か
な
り
単
純
化
す
る
な
ら
ば
、
一
九
四
九
年

以
来
の
金
門
の
歴
史
は
五
つ
の
互
い
に
重
な
り
合
う
時
期
―
―
①

臨
時
的
軍
事
化
（
一
九
四
九
～
一
九
五
六
年
）、
②
形
式
化
と
制
度

化
（
一
九
五
六
～
一
九
九
二
年
）、
③
発
展
と
い
う
形
の
軍
事
化

（
一
九
六
〇
～
一
九
六
八
年
）、
④
戦
闘
的
軍
事
化
（
一
九
六
八
年
～

一
九
八
〇
年
代
）、
⑤
脱
軍
事
化
（
一
九
九
〇
年
代
～
現
在
）
―
― 

に
区
分
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
、
地
政
学
的
な
展
開

は
現
地
当
局
や
民
衆
か
ら
の
一
連
の
反
応
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
、
地
域
政
治
、
個
人
の
行
為
の
相
互
作
用
が
、

同
島
に
お
け
る
生
活
経
験
に
予
想
外
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
っ

た
。１ 

第
一
期　

臨
時
的
な
軍
事
化

金
門
の
地
政
学
的
な
重
要
性
は
歴
史
的
事
実
の
蓄
積
の
産
物
で
あ

る
。
一
九
四
九
年
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
共
産
党
の
勝
利
と
毛
沢
東

に
よ
る
中
華
人
民
共
和
国
成
立
宣
言
と
と
も
に
台
湾
へ
敗
走
し
た
国

府
軍
は
、
金
門
、
馬
祖
は
じ
め
い
く
つ
か
の
大
陸
沿
海
島
嶼
を
保
持

し
た
。
当
初
の
共
産
党
に
よ
る
金
門
解
放
の
試
み
は
、
一
九
四
九
年

中
国
や
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
二
〇
世
紀
社
会
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
金
門
の
軍
事
化
は
国
家
の
緊
急
事
態
と
い
う
コ
ン
テ
キ

ス
ト
の
下
で
推
し
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
緊
急
事
態
と
い
う
概
念
で
は

な
く
、
例
外
状
態
の
概
念
を
用
い
た
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン

（Giorgio A
gam

ben
）
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
は
通
常
、
危
機
へ

の
単
純
な
対
応
の
諸
事
実
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
緊
急
事
態
の
宣
言
は
常
に
政
治
的
決
断
で
あ
る
が
、
ア
ガ
ン
ベ

ン
は
例
外
状
態
を
法
哲
学
と
倫
理
の
観
点
か
ら
考
察
し
、
例
外
状
態

は
法
的
問
題
よ
り
も
法
的
事
実
を
表
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
そ
れ
は
単
に
法
の
停
止
で
は
な
く
、
法
秩
序
の
停
止
を
意
味
す

る
た
め
、
例
外
状
態
は
法
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る＊

５

。
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
の
大
半
は
、
中
華
民
国
全
体
が
戒
厳
令

と
動
員
戡
乱
時
期
臨
時
条
款
を
法
的
根
拠
と
す
る
非
常
事
態
下
に

あ
っ
た
。
馬
祖
な
ど
他
の
台
湾
海
峡
の
島
々
と
同
様
、
金
門
は
特
殊

な
地
位
に
あ
っ
た
た
め
、
戒
厳
令
と
動
員
戡
乱
時
期
臨
時
条
款
を

も
っ
て
し
て
も
、
直
面
す
る
事
態
へ
の
対
応
と
し
て
は
不
十
分
で
あ

る
と
み
な
さ
れ
た
。
金
門
や
そ
の
他
の
大
陸
沿
海
島
嶼
を
統
括
す
る

た
め
に
作
ら
れ
た
特
殊
な
シ
ス
テ
ム
は
、
例
外
状
態
の
な
か
の
例
外

状
態
で
あ
っ
た
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
主
張
す
る
非
常
事
態
が
客
観
的
な

状
況
で
は
な
く
て
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
歴
史
家
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
。
そ
の
緊
急
性
や
例
外
と
い
う

概
念
は
一
時
的
な
状
況
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
例
外
状

態
の
概
念
は
中
国
の
み
な
ら
ず
世
界
中
の
二
〇
世
紀
に
お
け
る
政
治

的
主
権
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
い
っ
そ
う
重
要
と
な
る
パ

ラ
ダ
イ
ム
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
金
門
の
軍
事
化
は
地
政
学
化
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た

と
い
え
る
。
地
政
学
化
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
筆
者
が
意
味
す
る
の

は
、
単
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
政
学
に
お
け
る
金
門
の
軍
事
的
重
要
性

や
、
同
島
が
世
界
的
な
事
件
や
権
力
か
ら
い
か
に
直
接
的
な
影
響
を

受
け
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
筆
者
が
こ
の
概
念
を
用

い
る
の
は
、
地
域
的
、
世
界
的
な
緊
張
が
社
会
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な

側
面
へ
影
響
を
与
え
、
そ
の
こ
と
が
自
ら
の
経
験
を
金
門
の
人
々
が

理
解
す
る
際
に
重
要
な
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
た

め
で
あ
る
。
冷
戦
は
集
団
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
め
ぐ
る
闘
争
で
あ

り
、
あ
る
べ
き
社
会
構
成
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
闘
争
と
い

う
側
面
を
持
つ＊

６

。
し
か
し
、
グ
レ
ッ
グ
・
グ
ラ
ン
デ
ィ
ン
（Greg 

Grandin

）
が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
紛
争
に
つ
い
て
記
し
た
よ
う
に
、

「
そ
の
闘
争
へ
多
大
な
力
を
与
え
た
の
は
、
日
常
生
活
や
一
般
的
な

経
験
の
政
治
化
で
あ
り
、
国
際
化
な
の
で
あ
る＊

７

」。
金
門
の
人
々
に

と
っ
て
、
冷
戦
は
当
時
に
お
い
て
も
、
今
日
思
い
出
す
場
合
に
お
い

て
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
対
立
と
い
う
よ
り
は
、
日
常
生
活
に
お

け
る
よ
り
細
々
と
し
た
苦
労
―
―
夜
間
外
出
禁
止
令
、
灯
火
管
制
、

住
民
登
録
の
規
則
な
ど
に
彼
ら
が
い
か
に
対
処
し
た
か
、
無
学
の
農

民
た
ち
が
い
か
に
新
た
な
農
業
技
術
を
学
び
、
兵
隊
た
ち
へ
売
る
商

品
を
つ
く
っ
た
か
、
家
族
が
い
か
に
性
の
商
品
化
や
、
男
性
の
兵
隊

写真 1 古寧頭戦役にて中共側の船隻が破壊
されている様（金門県政府「胡璉将軍珍蔵文
物」）。
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必
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
た＊＊

＊

。
つ
ま
り
、
戦
地
政
務
の
下
で
は
政
府
の

全
機
能
が
中
国
（
Ｐ
Ｒ
Ｃ
）
と
の
政
治
的
紛
争
に
向
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
化
の
主
要
な
原
因
は
、
蒋
介
石
が
ア
メ
リ
カ
か

ら
の
圧
力
に
直
面
し
て
も
な
お
、
現
実
的
と
い
う
よ
り
も
象
徴
的
な

理
由
か
ら
、
台
湾
海
峡
の
島
嶼
を
中
国
へ
渡
す
わ
け
に
は
い
か
な
い

と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
島
嶼
を
保
持
す
る
象
徴
的
な

意
味
は
、
国
府
が
い
ま
だ
に
中
国
大
陸
の
一
部
分
（
少
な
く
と
も
近

接
し
た
地
域
）
を
領
土
と
し
て
統
治
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に

あ
っ
た
。
ま
た
現
実
的
に
は
、
そ
れ
ら
島
嶼
は
将
来
中
国
大
陸
へ
反

攻
す
る
際
の
重
要
な
足
場
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
国
府
軍
に
よ
る

金
門
駐
留
が
一
定
期
間
継
続
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
指
導

者
は
兵
站
に
対
す
る
軍
の
負
担
の
一
部
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
文
民

を
よ
り
効
率
的
に
利
用
す
る
方
法
を
編
み
出
し
た
。
一
九
五
四
年
か

ら
五
五
年
、
人
民
解
放
軍
の
こ
れ
ら
島
嶼
に
対
す
る
大
規
模
砲
撃
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
台
湾
海
峡
危
機
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な

試
み
は
加
速
し
た
。

研
究
者
（
少
な
く
と
も
英
語
圏
お
よ
び
台
湾
の
研
究
者
）
に
よ
る

通
説
で
は
、
毛
沢
東
は
米
華
相
互
防
衛
条
約
締
結
を
阻
止
す
る
た
め

に
金
門
へ
の
砲
撃
作
戦
を
行
い
、
国
府
を
支
援
す
る
あ
ら
ゆ
る
国
家

に
対
し
て
、
戦
争
も
辞
さ
な
い
構
え
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
さ
れ

る＊＊
＊

。
し
か
し
、
こ
の
試
み
は
失
敗
し
、
一
九
五
四
年
末
に
米
華
相
互

防
衛
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。
条
約
締
結
交
渉
に
お
い
て
、
台
湾
お
よ

び
澎
湖
諸
島
の
み
な
ら
ず
、
台
湾
防
衛
に
不
可
欠
な
国
府
統
治
下
の

そ
の
他
の
領
域
の
防
衛
に
も
ア
メ
リ
カ
は
関
与
す
る
と
い
う
合
意
が

形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
蒋
介
石
が
金
門
駐
留
軍
を
拡
大
す
る
強
い

動
機
と
な
っ
た
。
全
軍
隊
に
対
す
る
金
門
駐
留
軍
の
比
率
を
増
大
さ

せ
、
そ
れ
が
失
わ
れ
て
は
、
台
湾
防
衛
じ
た
い
も
危
う
く
な
る
ほ
ど

の
状
況
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
蒋
介
石
は
金
門
の
重
要
性

を
高
め
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
支
援
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

実
際
、
金
門
駐
留
軍
の
規
模
は
最
終
的
に
一
〇
万
以
上
に
膨
れ
上

が
っ
た
。
そ
れ
は
同
島
の
文
民
の
約
二
倍
の
数
で
あ
っ
た
。
駐
留
軍

が
肥
大
化
し
、
そ
れ
が
長
期
化
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
、
文
民

政
府
が
偶
発
的
な
軍
事
的
非
常
事
態
に
干
渉
す
る
よ
う
な
こ
と
は
容

認
で
き
な
い
と
、
軍
の
指
揮
官
た
ち
は
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

特
殊
で
精
巧
な
官
僚
組
織
で
あ
る
戦
地
政
務
委
員
会
の
創
設
と
い
う

軍
の
指
揮
官
た
ち
の
反
応
は
、
前
述
の
例
外
状
態
の
概
念
に
お
い
て

は
ご
く
一
般
的
、
か
つ
意
図
な
し
に
起
こ
る
現
象
で
あ
り
、
制
度
化

と
そ
れ
に
伴
う
永
続
化
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

一
九
五
八
年
の
第
二
次
台
湾
海
峡
危
機
に
お
い
て
、
戦
地
政
務
は

初
め
て
本
格
的
に
試
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
八
月
二
三
日
、
人
民

解
放
軍
の
砲
撃
部
隊
は
三
万
発
以
上
の
砲
弾
を
金
門
へ
発
射
し
た
。

そ
れ
か
ら
四
四
日
間
、
軍
人
も
文
民
も
、
第
一
次
台
湾
海
峡
危
機
後

に
各
地
域
に
つ
く
ら
れ
た
防
空
壕
で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
た
。
人
民

解
放
軍
が
暫
時
休
戦
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
約
五
〇
万
の
砲
弾

が
発
射
さ
れ
、
金
門
島
は
一
キ
ロ
平
方
あ
た
り
三
千
発
以
上
の
砲
撃

一
〇
月
に
古
寧
頭
の
戦
い
に
敗
れ
た
こ
と
で
、
困
難
に
陥
っ
た
。
台

湾
へ
撤
退
し
た
国
府
軍
に
と
っ
て
最
初
の
勝
利
と
し
て
、
古
寧
頭
は

す
ぐ
に
台
湾
に
お
け
る
中
華
民
国
生
存
の
象
徴
と
な
っ
た
。
こ
の
重

要
な
象
徴
性
を
保
持
す
る
た
め
に
、
金
門
は
大
規
模
な
部
隊
に
よ
っ

て
防
衛
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
数
ヵ
月
後
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す

る
と
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
共
産
党
に
よ
る
台
湾
攻
撃
に
備
え
、

米
第
七
艦
隊
へ
台
湾
海
峡
を
中
立
化
す
る
よ
う
命
じ
、
同
島
を
め
ぐ

り
さ
ら
な
る
紛
争
が
勃
発
す
る
こ
と
を
防
い
だ
。
未
完
の
中
国
内
戦

は
こ
う
し
て
国
際
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

古
寧
頭
の
戦
い
か
ら
数
ヵ
月
後
、
金
門
の
文
民
政
権
は
解
体
さ

れ
、
政
治
的
な
権
限
は
金
門
防
衛
司
令
部
（
Ｊ
Ｄ
Ｈ
Ｑ
）
の
司
令
官

へ
移
譲
さ
れ
た
。
戦
地
の
処
理
、
遺
体
の
埋
葬
、
生
存
者
の
捜
索
、

後
に
は
次
の
攻
撃
に
備
え
た
軍
事
物
資
や
建
設
物
資
の
輸
送
な
ど
、

一
般
住
民
は
戦
闘
後
の
労
働
に
駆
り
出
さ
れ
た
。
一
九
四
九
年
か
ら

一
九
五
六
年
は
、
一
般
住
民
の
責
務
が
増
大
し
た
時
期
で
あ
る
。
成

人
男
子
は
「
責
任
隊
」
に
組
織
さ
れ
、
平
時
と
戦
時
を
問
わ
ず
、
金

門
島
に
駐
留
す
る
多
く
の
軍
隊
へ
の
兵
站
供
給
を
担
っ
た
。
一
〇
代

の
青
少
年
と
年
配
男
性
は
道
路
修
復
隊
に
組
織
さ
れ
、
成
人
女
子
は

看
護
と
救
急
医
療
の
訓
練
を
受
け
た
。
こ
れ
ら
業
務
の
割
り
当
て
や

統
括
は
、
政
治
指
導
員
や
統
制
委
員
（
指
導
員
）
と
し
て
各
集
落
へ

派
遣
さ
れ
た
、
下
級
武
官
の
任
務
で
あ
っ
た
。

２ 

第
二
期　

形
式
化
と
制
度
化

一
九
五
三
年
、
名
目
上
の
文
民
地
方
政
府
と
し
て
金
門
県
政
府
が

復
活
し
た
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
軍
事
司
令
官
に
従
属
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
三
年
後
、
金
門
に
は
戦
地
政
務
委
員
会
（
Ｗ
Ｚ
Ａ
）
と
い

う
新
た
な
行
政
機
構
が
誕
生
し
、
文
民
に
対
す
る
権
限
は
戦
地
政
務

委
員
会
へ
移
譲
さ
れ
、金
門
防
衛
司
令
部
政
治
部
の
管
轄
と
さ
れ
た
。

戦
地
政
務
委
員
会
の
組
織
は
金
門
県
政
府
の
組
織
に
対
応
し
、
あ
ら

ゆ
る
組
織
の
活
動
を
統
括
し
た
。
つ
ま
り
、
金
門
防
衛
司
令
部
に
よ

り
構
成
さ
れ
た
組
織
が
、
文
民
行
政
機
関
で
あ
る
県
政
府
と
完
全
に

平
行
し
て
存
在
し
、
県
政
府
と
明
確
に
区
別
さ
れ
、
か
つ
県
政
府
に

優
越
し
て
い
た
の
で
あ
る＊

８

。
同
島
に
関
す
る
公
式
な
軍
事
史
は
、「
戦

地
政
務
の
基
本
的
な
構
想
は
…
…
中
国
大
陸
に
存
在
す
る
匪
賊
政
権

を
打
ち
破
る
た
め
に
、
軍
事
的
領
域
と
政
治
的
領
域
を
統
合
す
る
仕

組
み
を
採
用
し
、
科
学
的
な
行
政
と
政
治
戦
が
（
文
民
政
府
と
）
軍

事
力
を
統
合
す
る
手
段
と
な
り
、
す
べ
て
の
人
々
を
巻
き
込
む
総
力

戦
を
組
織
し
、
遂
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
る＊

９

。
文

民
政
府
の
基
本
的
な
役
割
は
、
軍
の
駐
留
を
支
え
る
た
め
に
必
要
な

任
務
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、「
軍
事
的
考
慮
が
最
優
先
さ

れ
る
状
況
に
お
い
て
、
反
共
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
発
展
さ
せ
る
た
め

に
、
全
民
を
動
員
し
、
全
民
の
戦
闘
能
力
を
高
め
、
総
力
戦
を
遂
行

す
る
た
め
に
す
べ
て
の
政
治
経
済
的
な
努
力
を
組
織
化
す
る
こ
と
が



068069 軍事化・記憶・金門社会

内
の
す
べ
て
の
生
活
に
影
響
を
与
え
る
臨
時
的
軍
事
化
を
形
式
化

し
て
い
っ
た
。
古
寧
頭
の
戦
い
の
後
、
各
家
庭
に
対
す
る
軍
隊
へ

の
民
家
供
給
令
（
そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
軍
の
一
般
女
性
に
対

す
る
暴
行
）
に
よ
り
、
軍
は
文
字
通
り
す
べ
て
の
家
庭
に
入
り
込

ん
で
い
っ
た
。
こ
の
時
期
、
軍
隊
は
駐
留
の
た
め
の
仮
設
住
宅
へ

引
き
揚
げ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
に
軍
事
化
の
形
態
と
し
て
の
新
た

な
民
衆
統
治
が
始
ま
り
、
文
民
を
統
制
・
監
視
し
、
戦
時
と
平
時

を
問
わ
ず
、
軍
隊
を
支
持
・
支
援
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る

役
割
に
基
づ
い
て
文
民
を
分
類
し
、
国
家
の
事
業
に
貢
献
す
る
た

め
の
自
己
規
制
を
文
民
に
求
め
た
。

一
九
五
八
年
以
降
、
金
門
に
お
け
る
生
活
は
さ
ら
に
軍
事
化
し

た
。
中
国
が
金
門
へ
の
隔
日
砲
撃
継
続
を
決
定
し
た
こ
と
に
よ

り
、
日
常
生
活
の
リ
ズ
ム
は
軍
事
的
考
慮
に
深
く
影
響
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
島
内
の
建
造
物
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
解
放

軍
の
砲
兵
が
金
門
の
民
家
を
砲
撃
目
標
に
ね
ら
い
を
定
め
る
た

め
に
利
用
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
建
造
物
の
場
所
や
高
さ
が

規
定
さ
れ
た
。
新
た
な
民
家
は
す
べ
て
防
空
壕
を
備
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
島
内
へ
も
た
ら

さ
れ
た
電
力
と
水
力
の
供
給
を
受
け
る
た
め
の
条
件
と
さ
れ
た＊＊

＊

。

一
九
五
八
年
以
降
の
金
門
駐
留
部
隊
の
増
強
は
、
島
の
経
済
面
に

お
け
る
軍
隊
へ
の
依
存
度
を
さ
ら
に
高
め
、
金
門
の
多
く
の
家
庭

で
は
軍
隊
へ
の
物
資
や
役
務
の
提
供
が
家
計
の
基
盤
と
な
っ
た
。

３ 

第
三
期　

三
民
主
義
の
モ
デ
ル
地
域

　

 

―
―
発
展
と
い
う
形
の
軍
事
化

一
九
六
〇
年
四
月
、
蒋
介
石
は
金
門
（
と
馬
祖
）
を
「
三
民
主

義
実
現
の
モ
デ
ル
地
域
」
と
位
置
づ
け
た
。
民
族
主
義
、
民
権
主

義
、
民
生
主
義
か
ら
成
る
三
民
主
義
は
、
孫
文
に
よ
り
展
開
さ
れ
、

国
府
と
中
国
が
共
に
忠
誠
を
誓
っ
た
中
国
革
命
の
理
念
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
ま
で
に
、
中
華
民
国
に
お
い
て
は
、
三
民
主
義
の
理

念
は
近
代
化
と
同
義
で
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
金

門
は
常
に
戦
略
的
に
重
要
な
位
置
に
あ
り
、
攻
撃
の
危
険
に
さ
ら
さ

れ
、
国
府
軍
の
反
撃
態
勢
を
保
つ
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
金
門
の
近

代
化
は
き
わ
め
て
挑
戦
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
後
に
、「
金

門
は
内
戦
の
最
前
線
で
あ
る
と
同
時
に
、
困
窮
し
た
未
開
発
の
島
で

あ
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
初
頭
の
一
連
の
演
説

を
通
じ
、
蒋
介
石
は
い
か
に
金
門
の
近
代
化
が
推
し
進
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
を
詳
細
に
語
っ
た＊＊

＊

。
そ
れ
に
対
応
し
、
戦
地
政
務

委
員
会
は
金
門
開
発
の
た
め
に
、
一
九
八
七
年
ま
で
を
対
象
と
す
る

一
連
の
多
年
次
計
画
を
立
て
た
。
こ
れ
ら
の
計
画
の
全
体
的
な
目
標

は
「
戦
地
の
政
治
的
近
代
化
」
で
あ
り
、そ
の
第
一
段
階
の
課
題
は
、

「
民
衆
を
教
育
し
、
生
活
を
向
上
さ
せ
、
民
衆
を
支
え
る
た
め
に
軍

隊
が
負
う
負
担
を
軽
減
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た＊＊

＊

。

一
九
六
〇
年
以
降
の
文
民
建
設
へ
の
新
た
な
動
き
は
、
そ
れ
ま
で

を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
砲
撃
の
最
中
に
あ
っ
て
も
、
軍

隊
に
と
っ
て
死
活
的
な
兵
站
を
提
供
す
る
た
め
、
民
兵
の
動
員
が
行

わ
れ
た
。
一
九
五
四
年
の
金
門
砲
撃
を
め
ぐ
る
研
究
者
間
の
見
解
が

一
致
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
毛
沢
東
に
よ
る
一
九
五
八
年
の

金
門
砲
撃
の
目
的
に
関
し
て
は
、
多
様
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
台
湾
防
衛
へ
の
関
与
を
「
戦
略
的
に
試
す
た
め
」
だ
っ

た
と
か
、
中
国
の
ソ
連
に
対
す
る
独
立
性
を
示
す
た
め
、
あ
る
い
は

中
東
危
機
へ
の
米
国
の
介
入
に
対
し
て
第
三
世
界
の
団
結
を
示
す
た

め
だ
っ
た
な
ど
と
い
っ
た
見
解
が
あ
る
。
今
日
で
は
ト
マ
ス
・
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
セ
ン
（T

hom
as Christensen

）
を
筆
頭
と
す
る
多
く
の

研
究
者
が
、
危
機
は
国
内
要
因
と
対
外
要
因
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
一
九
五
八
年
、
毛
沢

東
は
大
躍
進
と
呼
ば
れ
る
急
進
的
な
社
会
革
命
を
開
始
し
、
巨
大
な

心
理
的
、
経
済
的
負
担
を
大
衆
へ
強
い
た
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
の

主
張
に
よ
れ
ば
、
こ
の
計
画
へ
の
支
持
を
取
り
付
け
る
と
い
う
難
題

に
、
毛
沢
東
は
「
対
立
を
操
作
し
、
社
会
を
軍
事
化
す
る
」
こ
と
に

よ
り
、
対
処
し
よ
う
と
し
た
と
い
う＊＊

＊

。
毛
沢
東
は
外
部
の
脅
威
を
高

め
る
た
め
に
金
門
砲
撃
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
内
政
上
の
主

張
に
対
す
る
大
衆
の
熱
狂
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
国
内
動
員
の
問
題
は
、
少
な
く

と
も
一
九
五
八
年
台
湾
海
峡
危
機
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
背
景
で
あ

り
、
対
外
政
策
の
急
進
化
を
利
用
す
る
こ
と
で
毛
沢
東
は
内
政
上
の

目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

一
九
五
八
年
の
砲
撃
へ
の
反
応
と
し
て
、
民
間
労
働
者
が
軍
隊
保

持
の
た
め
に
徴
兵
さ
れ
る
な
ど
、
軍
事
的
考
慮
や
目
標
が
人
々
の
社

会
生
活
へ
よ
り
頻
繁
に
入
り
込
み
、
金
門
に
お
け
る
民
衆
の
動
員
も

劇
的
に
強
化
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
五
八
年
に
毛
沢
東
が
外
部
の

（
た
だ
し
国
外
で
は
な
い
）
敵
か
ら
の
脅
威
を
高
め
、
民
衆
を
動
員

し
よ
う
と
し
た
時
、意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
、敵
側
（
た
る
金
門
）

に
も
同
様
の
現
象
が
生
じ
た
と
い
え
る
。
今
度
は
国
府
が
金
門
に
お

い
て
中
国
大
陸
の
敵
か
ら
の
脅
威
を
強
調
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自

ら
の
政
策
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
金

門
で
の
動
員
と
軍
事
化
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
中
国
と
国
府
の
国
内

政
治
は
事
実
上
歩
調
を
揃
え
て
進
行
し
、
こ
の
二
つ
の
歯
車
は
毛
沢

東
の
対
外
政
策
と
い
う
第
三
の
歯
車
と
連
動
し
て
い
た
。

そ
の
後
の
数
年
間
、
戦
地
政
務
は
、
経
済
、
社
会
、
政
治
な
ど
島

写真 2  1958 年 10 月 22 日に台北で会談す
る蒋介石とダレス（台湾・国史館所蔵）。
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が
っ
て
き
た
虫
を
取
り
除
い
た
。
粉
ミ
ル
ク
は
煉
瓦
状
に
固
ま
っ
て

お
り
、そ
れ
を
壁
に
叩
き
つ
け
て
割
っ
た
。学
校
で
は
マ
ン
ト
ウ
（
饅

頭
）
が
供
給
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
隠
し
て
持
ち
帰
り
、

ま
っ
た
く
何
も
食
べ
て
い
な
い
両
親
へ
渡
し
た
」
と
い
う
。
食
糧
供

給
に
使
わ
れ
た
麻
袋
は
衣
服
に
再
利
用
さ
れ
た
。「
胸
に
は
『
米
国

民
か
ら
の
寄
付
』
と
い
う
文
字
が
印
字
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う＊＊

＊

。
こ

の
よ
う
な
状
況
で
は
、
金
門
が
国
府
の
優
位
を
示
す
広
告
塔
と
な
る

こ
と
は
難
し
か
っ
た
た
め
、
台
湾
海
峡
両
岸
の
宣
伝
戦
の
中
で
、
金

門
の
生
活
水
準
を
劇
的
に
引
き
上
げ
る
必
要
が
出
て
き
た
の
で
あ

る
。ま

た
、
国
府
の
宣
伝
が
効
果
的
に
働
く
た
め
に
は
、
そ
れ
が
中
国

大
陸
へ
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
陸
か
ら
金
門
を
区
別
化
す

る
た
め
に
行
わ
れ
た
モ
デ
ル
地
域
化
運
動
で
あ
っ
た
が
、
宣
伝
の
普

及
を
図
る
方
法
は
中
国
大
陸
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
酷
似
し
て
い

た
。
冷
戦
文
化
の
比
較
研
究
に
お
い
て
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
メ
ジ
ャ
ー

（Patrick M
ajor

）
と
レ
イ
ナ
・
ミ
ッ
タ
ー
（Rana M

itter

）
は
こ

の
現
象
を
「
ミ
ラ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
（m

irror-im
aging

）」
と
呼

び
、
意
図
的
な
も
の
も
、「
意
図
せ
ざ
る
皮
肉
な
も
の
」
も
あ
る
と

説
明
し
て
い
る＊＊

＊

。
金
門
の
モ
デ
ル
地
域
化
運
動
は
、
そ
の
両
方
の
例

証
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
中
国
と
国
府
は
自
ら
の
民
衆
を
敵
の
有
害

な
影
響
か
ら
隔
離
し
つ
つ
も
、
同
時
に
宣
伝
工
作
を
通
じ
て
相
手
の

民
衆
へ
影
響
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
者
が
宣
伝
の
技

法
に
お
い
て
同
一
の
傾
向
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年

代
初
頭
か
ら
、
金
門
島
に
設
置
さ
れ
、
日
夜
放
送
を
行
っ
て
い
た
ラ

ジ
オ
放
送
局
と
拡
声
器
基
地
は
、
世
界
で
最
大
の
拡
声
器
を
備
え
て

い
た
と
い
わ
れ
る
。
宣
伝
広
告
が
搭
載
さ
れ
た
数
百
か
ら
数
千
の
ヘ

リ
ウ
ム
風
船
や
宣
伝
ブ
イ
が
、
金
門
か
ら
大
陸
へ
放
た
れ
た
。
宣
伝

広
告
と
共
に
、宣
伝
ブ
イ
に
は
食
糧
、衣
服
、タ
バ
コ
、石
鹸
、遊
具
、

時
計
、
ラ
ジ
オ
な
ど
大
陸
で
供
給
不
足
と
な
っ
て
い
る
物
資
が
搭
載

さ
れ
た
。
同
様
の
物
資
は
、
中
空
を
飛
翔
し
、
着
弾
す
る
前
に
破
裂

し
て
物
資
を
ば
ら
ま
く
宣
伝
砲
弾
に
も
詰
め
込
ま
れ
た＊＊

＊

。
し
か
し
、

金
門
も
ま
た
、
中
国
か
ら
の
拡
声
器
、
砲
弾
、
風
船
や
宣
伝
ブ
イ
に

の
軍
事
化
傾
向
を
撤
回
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
軌
道
修
正
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
金
門
の
人
々
は
こ
れ
を
新
た
な
強
要
と

し
か
見
な
さ
な
か
っ
た
。
金
門
の
元
警
察
官
は
、
同
政
策
の
撤
回
が

公
布
さ
れ
た
後
に
、「
地
方
政
府
は
地
域
の
建
設
の
た
め
に
全
力
を

尽
く
し
…
…
警
察
官
の
役
割
は
主
に
賭
け
事
を
止
め
さ
せ
、
豚
小
屋

を
破
壊
し
、
人
家
を
と
り
壊
す
こ
と
で
あ
っ
た
（
こ
れ
ま
で
の
紛
争

で
損
傷
を
受
け
た
一
般
家
屋
が
再
建
の
対
象
と
な
っ
た
）。
こ
れ
ら
は

す
べ
て
民
意
に
反
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
、
喜
ん
で
離
職
手
当

を
受
け
取
り
、
…
…
帰
郷
し
て
農
夫
に
な
っ
た
」
と
回
顧
し
て
い

る＊＊
＊

。数
年
前
の
軍
事
化
と
同
様
、
金
門
を
三
民
主
義
の
モ
デ
ル
地
域
と

し
て
建
設
す
る
政
策
は
、
中
国
大
陸
の
動
向
に
対
す
る
反
応
で
あ
っ

た
。
一
九
六
〇
年
ま
で
に
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
大
躍
進
の
失
敗
は

明
白
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
比
較
的
早
い
段
階
で
は
、

中
国
大
陸
の
変
化
は
金
門
と
中
国
社
会
の
同
質
化
を
も
た
ら
し
た
の

に
対
し
て
、
こ
の
段
階
で
は
、
国
府
は
金
門
を
中
国
大
陸
か
ら
区
別

化
し
よ
う
と
試
み
た
。
中
国
大
陸
に
お
け
る
大
飢
饉
と
経
済
危
機
が

明
ら
か
に
な
る
と
、
国
府
に
は
新
た
な
宣
伝
の
機
会
が
訪
れ
、
金
門

に
対
す
る
政
策
が
市
民
社
会
と
経
済
発
展
を
強
調
す
る
も
の
へ
と
変

化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
公
式
声
明
が
認
め
て
い
る
よ
う

に
、
開
発
計
画
は
「
敵
を
攻
撃
し
、
世
界
へ
影
響
を
与
え
、
人
々
の

士
気
を
高
め
、
…
…
我
々
の
自
由
で
民
主
的
な
政
治
建
設
が
匪
賊
集

団
に
よ
る
人
民
公
社
へ
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
「
政
治
戦
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
た＊＊

＊

。

こ
の
モ
デ
ル
地
域
化
運
動
は
、
地
政
学
化
が
ど
の
よ
う
に
日
常
生

活
を
形
成
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
、
も
う
ひ
と
つ
の
事
例
を

提
供
し
て
く
れ
る
。
筆
者
は
、
毛
沢
東
に
よ
る
一
九
五
八
年
の
砲
撃

は
大
躍
進
と
切
り
離
せ
ず
、
大
躍
進
の
失
敗
は
、
経
済
発
展
に
焦
点

を
当
て
た
金
門
の
モ
デ
ル
地
域
化
に
よ
る
新
た
な
宣
伝
の
機
会
を

も
た
ら
し
た
と
考
え
て
い
る
。
金
門
の
貧
困
こ
そ
が
、
必
要
な
運

動
に
お
け
る
新
た
な
焦
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
人
々
が

一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
つ
い
て
回
想
す
る
時
、
当
時
の
深
刻
な
貧
困

と
欠
乏
が
人
々
の
記
憶
の
中
枢
を
占
め
て
い
る
。
民
衆
は
し
ば
し
ば

兵
隊
か
ら
食
料
を
恵
ん
で
も
ら
い
、
小
学
生
は
ア
メ
リ
カ
の
援
助
機

関
か
ら
寄
付
を
受
け
た
。「
シ
リ
ア
ル
と
粉
ミ
ル
ク
は
あ
っ
た
。
し

か
し
、
シ
リ
ア
ル
に
は
虫
が
湧
き
、
そ
れ
ら
を
煮
沸
し
、
浮
か
び
上

写真 4　伝単（ビラ）などを
結びつけた風船（明秋水編『蒋
総統與金門』（金門：金門戦
地政務委員会、1974 年）。

写真 5　風船などにより中国
に運ばれた伝単（金門金合利
鋼刀店の展示より）。

写真 3　八二三戦役後における、民衆による
復興（明秋水編『蒋総統與金門』（金門：金
門戦地政務委員会、1974 年）。
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民
衆
の
後
進
性
を
示
す
問
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。「
金

門
は
僻
地
に
位
置
し
、
人
々
の
精
神
は
閉
鎖
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
衛

生
の
観
念
が
希
薄
で
、
衛
生
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
も
知
ら
な
い

そ
う
で
あ
る
。
病
人
が
い
れ
ば
、
彼
ら
は
霊
媒
師
を
呼
び
、
祓
っ
て

も
ら
う
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
の
知
的
レ
ベ
ル
が
低
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
」
と
、
調
査
団
は
断
じ
た＊＊

＊

。
も
し
も
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
の

割
り
当
て
を
達
成
で
き
な
け
れ
ば
、
村
民
た
ち
は
罰
と
し
て
強
制
労

働
を
課
せ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
割
り
当
て
を
課
せ
ら
れ
た
小
金

門
島
の
住
民
は
、
彼
ら
が
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
を
村
の
役
人
に
提
出
す
る

ま
で
、
金
門
島
へ
向
か
う
フ
ェ
リ
ー
の
乗
船
券
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た＊＊

＊

。
ま
た
、
ノ
ミ
や
ス
ズ
メ
の
根
絶
な
ど
、
人
々
は

衛
生
に
関
わ
る
他
の
運
動
に
も
動
員
さ
れ
た
。

ネ
ズ
ミ
、
ス
ズ
メ
な
ど
有
害
生
物
を
撲
滅
す
る
運
動
は
、
当
時
の

中
国
大
陸
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
に
行
わ
れ
て
い
た
。
台
湾
海
峡
の

両
岸
に
お
い
て
、
有
害
な
動
物
を
撲
滅
す
る
運
動
は
、
民
衆
の
衛
生

状
況
を
改
善
す
る
手
段
で
あ
っ
た
。
撲
滅
数
の
割
り
当
て
と
、
割
り

当
て
を
守
れ
な
い
場
合
の
処
罰
は
、
両
体
制
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
動
員

の
手
法
で
あ
っ
た
。
中
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
運
動
は
、
資
本
主
義

に
対
す
る
厳
し
い
鎮
圧
運
動
と
軌
を
一
に
し
て
行
わ
れ
た
の
に
対

し
、
金
門
で
の
運
動
は
あ
る
種
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
点
に
お
い
て
、
両
者
は
異
な
っ
て
い
る
。
金
門
で
は
兵

士
に
も
尻
尾
提
出
の
割
り
当
て
が
あ
り
、
割
り
当
て
を
達
成
で
き
な

け
れ
ば
休
暇
に
台
湾
へ
行
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
彼
ら
は
住
民

以
上
に
割
り
当
て
数
を
満
た
す
こ
と
に
熱
心
だ
っ
た
。
尻
尾
確
保
に

対
す
る
需
要
が
高
ま
り
、
ネ
ズ
ミ
捕
獲
の
プ
ロ
が
生
ま
れ
、
さ
ら

に
、
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
に
対
す
る
二
次
的
市
場
の
よ
う
な
も
の
ま
で
現

れ
た
。
軍
隊
の
調
理
員
や
調
達
員
は
官
営
食
堂
で
使
う
野
菜
を
購
入

す
る
際
に
、
民
間
業
者
へ
一
定
数
の
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
を
添
え
て
納
品

す
る
こ
と
を
要
求
し
、
尻
尾
を
く
れ
な
け
れ
ば
別
の
業
者
へ
取
引
先

を
変
え
る
と
脅
し
た
。
そ
の
た
め
、
野
菜
売
り
は
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
に

対
す
る
報
奨
金
を
快
く
支
払
っ
た＊＊

＊

。

民
衆
た
ち
の
間
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
話
は
た
く
さ
ん
あ
っ

た
。
あ
る
村
民
は
自
分
の
割
り
当
て
を
充
足
す
る
た
め
に
、
い
つ
も

隣
人
か
ら
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
を
借
り
て
い
た
。
よ
り
奇
抜
な
作
戦
も
あ

る
。
あ
る
村
民
は
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
を
短
く
切
っ
て
、
一
切
れ
ず
つ
を

異
な
る
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
と
し
て
提
出
し
て
い
た
。
一
九
八
二
年
、
憤

慨
し
た
衛
生
官
僚
が
、
最
近
提
出
さ
れ
た
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
は
、
実
は

灰
汁
で
処
理
さ
れ
た
ア
シ
の
一
種
だ
と
報
告
し
た
。
民
衆
は
運
動
が

い
つ
ま
で
存
続
す
る
か
わ
か
ら
ず
、
ネ
ズ
ミ
の
捕
獲
に
そ
こ
ま
で
精

力
を
使
う
必
要
は
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
一
年
、

反
体
制
の
新
聞
が
、
兵
士
は
雄
の
ネ
ズ
ミ
だ
け
を
殺
し
た
と
す
る
笑

い
話
を
掲
載
し
た
。
も
し
も
、
雌
の
ネ
ズ
ミ
を
捉
え
れ
ば
、
尻
尾
だ

け
を
切
り
取
っ
て
逃
が
し
、
さ
ら
に
子
孫
を
残
し
、
ネ
ズ
ミ
の
供
給

が
途
絶
え
な
い
よ
う
に
考
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
金

門
に
は
尻
尾
が
な
い
ネ
ズ
ミ
が
数
多
く
い
た
と
、
そ
の
記
事
は
締
め

く
く
っ
て
い
る＊＊

＊

。
こ
の
よ
う
な
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
の
例
は
、
民
衆
に
よ

よ
る
宣
伝
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
広
告
の
み
な
ら
ず
、
一
九
八
〇
年

代
初
頭
に
は
こ
れ
ら
物
資
に
は
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
凧
、
ボ
ー
ル
、

人
形
、
中
国
西
部
の
名
物
で
あ
る
ハ
ミ
ウ
リ
な
ど
も
含
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た＊＊

＊

。
金
門
と
中
国
大
陸
で
は
、
敵
の
宣
伝
戦
に
対
処
す
る
手

法
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
金
門
の
対
岸
の
中
国
大
陸
住
民
へ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、当
時
は
、宣
伝
ブ
イ
な
ど
は
ブ
ー
ビ
ー

ト
ラ
ッ
プ
で
あ
り
、
中
の
食
料
に
は
毒
が
含
ま
れ
て
い
る
と
広
く
認

識
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る＊＊

＊

。
同
様
に
、
金
門
の
住
民
も
中
国
大
陸

の
物
資
は
有
毒
で
あ
る
と
警
告
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
宣
伝
物
資
の

危
険
性
は
、「
兵
士
と
民
衆
の
思
想
を
毒
し
、
反
中
共
や
反
ソ
共
の

感
覚
を
鈍
ら
せ
る
こ
と
」
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
一
九
七
七
年
に
、
中

国
大
陸
か
ら
の
宣
伝
物
資
の
缶
詰
を
食
し
た
四
名
の
兵
士
が
正
気
を

失
っ
た
と
、
村
の
官
員
に
通
知
さ
れ
た
よ
う
に
、
敵
は
際
限
な
く
常

軌
を
逸
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た＊＊

＊

。

モ
デ
ル
地
域
化
の
時
期
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
衛
生
政
策
は
、
台
湾

海
峡
を
隔
て
た
意
図
せ
ざ
る
ミ
ラ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
を
示
す
好
例

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
は
、
軍
事
、
地
政
学
、
国
内
政
治
と
絡

み
合
い
、
複
合
的
な
要
因
か
ら
形
成
さ
れ
た
政
策
が
、
い
か
に
意
図

せ
ざ
る
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
を
示
し
て
い
る
。
金
門
に
お
け
る
ペ

ス
ト
な
ど
疫
病
の
危
険
性
は
、
そ
れ
が
流
行
す
れ
ば
軍
隊
の
戦
闘
力

が
低
下
す
る
た
め
、
軍
事
的
に
も
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
。
軍
政
の

初
期
に
、
予
防
接
種
、
隔
離
、
感
染
者
の
根
絶
な
ど
、
技
術
的
な
解

決
を
要
す
る
問
題
と
し
て
、
ペ
ス
ト
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
民
衆
の
後
進
性
や
衛
生
の
欠
如
な
ど
の
問
題

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
次
第
に
広
が
っ
た＊＊

＊

。
衛
生
に
関
す
る
新
た
な

教
育
や
普
及
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
軍
事
的
に
も
、
広
義
の
現
代
化

計
画
の
一
部
と
し
て
も
重
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
特
殊
な
地
政
学
的

状
況
は
、
金
門
へ
例
外
的
な
疫
病
対
策
を
も
た
ら
し
た
。
一
九
五
四

年
ま
で
に
、
ペ
ス
ト
の
予
防
は
民
衆
を
動
員
し
た
ネ
ズ
ミ
撲
滅
運
動

へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
各
世
帯
は
一
人
が
一
月
あ
た
り
一
匹
の

ネ
ズ
ミ
を
撲
滅
す
る
よ
う
割
り
当
て
ら
れ
た
。
割
り
当
て
の
達
成
を

確
認
す
る
た
め
に
、
各
世
帯
は
殺
し
た
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
運
動
に
よ
り
、
一
九
五
四
年
の
第
二
四
半
期

に
お
い
て
、
二
四
〇
〇
匹
の
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
が
回
収
さ
れ
た
と
い

う＊＊
＊

。
ペ
ス
ト
が
発
生
し
た
場
合
の
影
響
は
依
然
と
し
て
軍
事
的
見
地

か
ら
問
題
に
さ
れ
た
が
、
そ
の
感
染
源
で
あ
る
ネ
ズ
ミ
の
蔓
延
は
、

写真 6　『正気中華日報』に掲載された、衛
生運動に関する記事（1950 年 4 月 6 日）。
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村
の
副
村
長
を
務
め
て
い
た
者
は
、「
戦
闘
村
の
考
え
方
は
ベ
ト
ナ

ム
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
点
―
―
地
形
と
地
理

的
条
件
は
完
全
に
異
な
る
。
我
々
が
で
き
る
の
は
地
下
壕
を
掘
る
こ

と
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
彼
（
蕭
）
は
村
の
警
察
に
民
兵
を
統

括
さ
せ
、
多
く
の
地
下
壕
を
掘
ら
せ
た
の
で
あ
る
」
と
語
っ
た＊＊

＊

。
戦

闘
村
は
も
う
ひ
と
つ
の
意
図
的
な
ミ
ラ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
を
表
し

て
い
る
。
戦
闘
村
の
考
え
方
は
台
湾
海
峡
の
対
岸
で
は
な
く
、
ベ
ト

ナ
ム
と
い
う
冷
戦
に
お
け
る
ま
っ
た
く
別
の
紛
争
地
か
ら
も
た
ら
さ

れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
敵
が
効
果
的
に
発
達
さ
せ
た
戦
術
が
（
密
か

に
で
は
あ
る
が
）
意
図
的
に
借
用
さ
れ
、
共
通
性
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
る
。
軍
事
化
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
か
ら
く
る
献
身
で
あ

る
と
同
時
に
、
権
力
行
使
の
効
果
的
な
手
法
を
め
ぐ
る
選
択
で
も

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
九
七
六
年
に
、
戦
闘
村
の
し
く
み
は
「
地
下
要
塞
金
門
」
を
建

設
す
る
運
動
へ
と
拡
大
し
た
。
第
一
の
「
模
範
戦
闘
村
」
で
あ
っ
た

瓊
林
を
皮
切
り
に
、
広
範
に
わ
た
る
地
下
壕
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
村

と
村
を
繋
い
だ
。
戦
時
に
は
全
民
兵
が
、
発
電
機
、
備
蓄
食
糧
、
弾

薬
を
備
え
た
地
下
壕
へ
避
難
し
、
秘
密
の
出
口
や
砲
撃
口
か
ら
敵
を

攻
撃
す
る
こ
と
も
で
き
た＊＊

＊

。
こ
れ
は
金
門
に
お
い
て
民
兵
が
行
っ
た

最
大
規
模
の
軍
事
的
活
動
で
あ
っ
た
。
続
く
五
年
間
で
、
同
様
に

一
七
の
戦
闘
村
が
つ
く
ら
れ
た＊＊

＊

。
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代

末
ま
で
の
同
じ
期
間
に
、
軍
も
大
規
模
な
地
下
要
塞
建
設
に
取
り
組

ん
で
、
花
崗
岩
で
で
き
た
沿
岸
の
断
崖
を
切
り
開
い
て
二
つ
の
海
軍

基
地
を
建
設
し
、
地
下
の
軍
事
司
令
部
も
拡
大
し
た
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
こ
う
し
た
傾
向
は
、
金
門
の
軍

事
化
に
お
け
る
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
時
期
に
関
し

て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
緊
急
事
態
の
核
心
は
わ
か
り
に
く
く
す
る
こ

と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
緊
急
事
態
は
、
そ
れ
が
政

治
的
な
問
題
で
も
あ
る
時
に
、
純
粋
に
安
全
保
障
上
の
問
題
で
あ
る

か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る＊＊

＊

。
こ
の
よ
う
な
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
主
張
は
金

門
の
ケ
ー
ス
に
も
当
て
は
ま
る
。
あ
ら
ゆ
る
民
衆
が
潜
在
的
戦
闘
員

と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
社
会
が
潜
在
的
戦
闘
地
域
と
な
る
と
い

う
、
こ
の
高
度
な
軍
事
化
は
、
金
門
に
対
す
る
実
際
の
軍
事
的
脅
威

が
か
な
り
の
程
度
低
下
し
た
時
期
に
な
っ
て
か
ら
完
成
し
た
。
中
国

（
政
府
）
は
毛
沢
東
が
死
去
し
た
一
九
七
六
年
以
前
に
す
で
に
、
台

湾
に
対
す
る
政
策
を
緩
和
し
つ
つ
あ
っ
た
。
鄧
小
平
時
代
の
到
来
と

改
革
の
開
始
に
よ
り
、
中
国
政
府
は
社
会
統
制
を
緩
和
し
、
平
和
的

な
国
際
環
境
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
、
社

会
や
国
家
が
軍
事
化
と
動
員
を
緩
和
し
、
紛
争
回
避
へ
の
関
心
を
高

め
た
結
果
、
金
門
に
対
す
る
軍
事
行
動
が
行
わ
れ
る
可
能
性
は
低
下

し
て
い
た
。
戦
闘
村
制
度
が
金
門
の
地
形
を
再
構
成
し
た
時
に
は
、

そ
の
効
果
が
試
さ
れ
る
可
能
性
は
ま
す
ま
す
低
下
し
て
い
た
と
い
え

る
。
一
九
七
九
年
一
月
、
米
中
国
交
正
常
化
を
き
っ
か
け
に
、
台
湾

へ
の
友
好
の
意
思
表
示
と
し
て
、
人
民
解
放
軍
は
数
十
年
間
続
い
た

金
門
へ
の
隔
日
砲
撃
を
停
止
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
軍
事
的
脅
威
が
明
ら
か
に
低
下
し
た
と
す
れ
ば
、
金

る
創
造
的
な
抵
抗
の
か
た
ち
を
生
み
出
し
た
無
数
の
政
策
の
ひ
と
つ

に
す
ぎ
な
い
。
民
兵
は
彼
ら
自
身
の
任
務
を
軽
減
し
、
供
給
物
資
を

く
す
ね
、
不
平
不
満
を
漏
ら
し
た
。
漁
師
は
宣
伝
ブ
イ
を
す
く
い
上

げ
、
中
に
入
っ
て
い
る
家
庭
用
物
資
を
利
用
し
、
浮
力
の
あ
る
容
器

を
漁
の
網
を
浮
か
べ
て
お
く
道
具
と
し
て
利
用
し
た
。
こ
の
よ
う
な

日
常
的
抵
抗
が
広
が
り
、そ
れ
が
普
遍
的
な
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
二
つ
の
例
外
を
除
け
ば
、
冷
戦
の
文
脈
で
際
立
っ
て
特
徴

的
な
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
第
一
の
例
外
は
、
民
衆

の
抵
抗
の
標
的
が
敵
や
味
方
と
い
う
単
純
な
二
分
法
を
乗
り
こ
え
た

と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
実
際
、
村
落
で
記
憶
／
記
録

さ
れ
る
民
衆
に
よ
る
行
動
は
、
す
べ
て
国
民
党
、
村
落
の
官
員
、
そ

し
て
時
折
は
駐
金
門
米
軍
事
援
助
顧
問
団
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、

敵
で
あ
る
は
ず
の
共
産
主
義
に
対
す
る
抵
抗
で
は
な
か
っ
た
。
第
二

の
例
外
は
、
日
常
生
活
の
政
治
化
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
リ
ス

ク
を
高
め
た
こ
と
で
あ
る
。
政
治
化
し
た
日
常
に
お
い
て
は
、
ご
く

平
凡
な
行
動
で
さ
え
も
反
抗
で
は
な
く
反
逆
罪
で
あ
り
、
体
制
へ
の

挑
戦
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

４ 

第
四
期　

戦
闘
村
と
地
下
要
塞
―
―
戦
闘
的
軍
事
化

一
九
六
八
年
四
月
、
金
門
防
衛
司
令
部
の
政
治
部
主
任
で
あ
り
、

戦
地
政
務
委
員
会
秘
書
長
を
兼
任
し
て
い
た
蕭
正
之
は
、
金
門
社
会

を
戦
闘
村
へ
再
構
成
す
る
た
め
の
計
画
作
成
に
着
手
し
た
。
同
計
画

の
基
本
的
な
方
針
は
、「
各
人
が
戦
闘
員
で
あ
り
、
各
村
が
戦
闘
要

塞
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た＊＊

＊

。
以
前
は
兵
站
供
給
の
役
割
を

担
っ
て
き
た
民
兵
も
、
今
度
は
戦
闘
能
力
と
し
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
同
計
画
の
下
で
は
、「
民
兵
の
最
も
重
要
な
任
務

は
戦
闘
村
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ゲ
リ
ラ
戦
の
長
所

も
伸
ば
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
哨
兵
の
役
務
に
就
い
て

い
る
者
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
畑
で
働
い
て
い
る
農
民
、
洗
濯
し
て
い

る
女
性
、
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
も
訓
練
さ
れ
、
皆
が
哨
兵
と
な
る
べ

き
で
あ
る
」
と
さ
れ
た＊＊

＊

。

蕭
正
之
は
南
ベ
ト
ナ
ム
の
国
府
軍
事
援
助
顧
問
団
か
ら
金
門
へ
転

任
し
て
き
た＊＊

＊

。
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
、
蕭
は
南
ベ
ト
ナ
ム
の
反
共

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
と
く
に
ア
プ
サ
ン
シ
ン
（A

p T
an Sinh 

中
国
語
で

は
「
新
生
邑
」）
と
い
う
、
経
済
発
展
の
た
め
の
資
金
援
助
と
農
家

へ
の
貸
付
金
増
額
に
力
を
入
れ
る
こ
と
で
、
農
村
に
お
け
る
信
頼

を
獲
得
し
て
い
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
関
心
を
深
め
て
い
っ
た＊＊

＊

。

一
九
六
八
年
、
国
府
国
防
部
は
金
門
へ
の
応
用
可
能
性
の
あ
る
ア
プ

サ
ン
シ
ン
に
関
す
る
長
編
の
報
告
書
を
ま
と
め
た＊＊

＊

。
し
か
し
、
こ
れ

は
単
な
る
表
向
き
の
話
に
す
ぎ
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
で
の
勤
務
経
験
が

蕭
に
与
え
た
本
当
の
影
響
は
、
明
ら
か
に
南
ベ
ト
ナ
ム
民
族
解
放
戦

線
（
ベ
ト
コ
ン
）
に
よ
る
ゲ
リ
ラ
活
動
で
あ
っ
た＊＊

＊

。
戦
闘
村
は
実
の

と
こ
ろ
、
米
軍
や
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
が
入
村
し
た
時
で
さ
え
、
民
族
解

放
戦
線
の
支
持
者
が
地
下
活
動
に
よ
っ
て
民
族
解
放
戦
線
を
支
援
し

た
し
く
み
に
習
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
金
門
で
、
こ
の
よ
う
な
戦
闘
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湾
、
中
国
、
お
よ
び
世
界
へ
中
国
近
代
化
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
よ
う

と
し
た
時
期
に
、
地
元
の
役
人
た
ち
は
婚
姻
制
度
を
改
善
し
、
後
進

的
な
若
年
結
婚
や
結
納
制
度
を
廃
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
実

は
、
こ
れ
ら
風
習
は
国
家
の
そ
れ
以
前
の
政
策
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
四
九
年
以
降
金
門
に
駐
留
し
た
巨
大
な

軍
の
存
在
は
、
金
門
に
お
け
る
男
女
比
と
結
婚
市
場
を
不
安
定
化
さ

せ
た
。
多
く
の
現
地
女
性
が
兵
士
と
結
婚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
現
地
の
家
庭
は
息
子
の
結
婚
相
手
を
確
保
す
る
た
め
に
、
近
隣

の
娘
が
結
婚
適
齢
期
と
な
る
前
に
、
個
人
的
な
人
脈
を
辿
っ
て
結
婚

の
約
束
を
取
り
付
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
女
性
の
結

婚
年
齢
は
大
幅
に
下
が
っ
た
。
新
郎
か
ら
新
婦
へ
の
結
納
金
は
、
金

門
の
伝
統
的
な
婚
姻
に
お
け
る
習
慣
で
は
な
く
、
結
婚
市
場
に
お
い

て
女
性
の
価
値
が
上
昇
し
た
結
果
と
し
て
現
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。

あ
る
役
人
に
よ
る
手
書
き
の
報
告
書
で
は
、
金
門
の
結
婚
が
抱
え
る

問
題
は
明
ら
か
に
軍
の
駐
留
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
の

認
識
は
こ
の
報
告
書
が
上
申
さ
れ
る
際
に
は
失
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ

ば
か
り
か
、
県
政
府
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
現
地
の
貧
困
や
後

進
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
民
衆
の
衛
生
に
関

す
る
事
例
と
同
様
、
近
代
化
を
図
っ
て
い
た
こ
の
国
家
は
、
金
門
に

お
い
て
自
ら
が
介
入
す
る
対
象
を
再
び
創
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

Ⅱ 

脱
軍
事
化
と
記
憶

台
湾
に
お
け
る
戒
厳
令
解
除
か
ら
五
年
が
経
っ
た
一
九
九
二
年

一
一
月
、
金
門
に
お
け
る
戒
厳
令
解
除
が
突
然
宣
言
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
一
〇
年
以
上
に
も
わ
た
る
劇
的
な
変
革
期
を
金
門
に
も
た

ら
し
た
。
戦
地
政
務
は
解
体
さ
れ
、
以
前
よ
り
大
き
な
権
限
を
持
つ

地
方
政
府
が
設
置
さ
れ
、
同
時
に
民
兵
も
解
散
さ
れ
た
。
兵
力
は
そ

の
九
〇
％
が
削
減
さ
れ
、
最
高
時
の
一
〇
万
以
上
か
ら
一
万
強
の
規

模
へ
と
縮
小
さ
れ
た＊＊

＊

。
そ
し
て
、
駐
留
軍
に
対
す
る
物
資
や
役
務
の

提
供
へ
過
度
に
依
存
し
て
い
た
現
地
経
済
は
崩
壊
し
た＊＊

＊

。
国
府
は
金

門
へ
の
観
光
を
合
法
化
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
現
地
の
経
済
状
況

を
好
転
さ
せ
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
一
九
九
五
年
、
軍
事
的
に
は
不

要
と
な
っ
た
金
門
の
状
況
を
改
善
し
、
観
光
化
を
推
し
進
め
る
た
め

に
、
金
門
の
約
四
分
の
一
を
占
め
る
区
域
に
国
立
公
園
が
新
設
さ

門
に
お
い
て
軍
事
化
の
強
化
が
継
続
し
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
説
明

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
軍
事
化
が
軍
事
的
考
慮
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
考
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め

ら
れ
よ
う
。
政
治
的
考
慮
と
は
、
国
際
的
な
考
慮
と
国
内
的
な
考
慮

の
両
方
を
指
す
。
国
府
は
国
際
的
な
支
持
を
得
る
た
め
に
、
戦
闘
村

に
よ
っ
て
中
国
の
脅
威
を
誇
張
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
台

湾
海
峡
を
挟
む
紛
争
を
、
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
二
極
的
な
冷

戦
構
造
に
支
配
さ
れ
た
対
立
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
こ
と

を
意
味
し
た
。
台
湾
社
会
は
一
九
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
に
す
で
に
相

当
程
度
自
由
化
さ
れ
た
が
、
金
門
は
冷
戦
時
代
を
想
起
さ
せ
、
冷
戦

初
期
に
お
け
る
共
同
の
目
標
に
よ
る
一
致
団
結
の
象
徴
と
し
て
建
設

さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
努
力
の
具
体
的
な
証
拠

は
、「
迎
賓
館
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、
現
在
に
お
い
て
は
忘
れ
去
ら

れ
た
複
雑
な
洞
窟
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
公
式
訪
問
者
の
た
め
の
掩
蔽

壕
兼
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
に
島
内
の
山
肌
に
掘
ら

れ
た
も
の
で
あ
る＊＊

＊

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
国
際
的
な
宣
伝
戦
略
は
ほ
と
ん
ど
効
果
を

上
げ
な
か
っ
た
。
台
湾
の
外
交
的
、
国
際
的
地
位
は
避
け
が
た
い
低

下
を
続
け
た
。
国
民
党
政
権
は
、
中
産
階
級
や
台
湾
独
立
運
動
に
よ

る
自
由
化
要
求
に
直
面
し
、
国
内
に
お
い
て
も
挑
戦
を
受
け
た
。
こ

の
文
脈
に
お
い
て
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
金
門
の
並
は
ず
れ
た

軍
事
化
は
、
対
外
的
な
軍
事
的
脅
威
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

権
威
主
義
体
制
の
継
続
や
政
治
改
革
の
欠
如
を
正
当
化
す
る
国
内
向

け
の
宣
伝
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
ま
で
の
い
ず
れ
の
時
期
と

も
異
な
り
、
金
門
は
中
国
大
陸
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
軍
事
化
し
た

が
、
軍
事
化
の
程
度
に
影
響
す
る
重
要
な
独
立
変
数
は
、
も
は
や
中

国
大
陸
で
は
な
く
、
台
湾
内
部
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

軍
事
化
の
軌
跡
は
、
地
政
学
的
な
重
要
性
に
起
因
し
て
い
る
が
、

時
間
の
経
過
と
と
も
に
推
移
し
て
い
っ
た
政
治
的
要
因
に
よ
っ
て
そ

の
大
半
を
説
明
で
き
る
と
い
う
の
が
、
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
主
張

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
政
学
と

国
内
政
治
的
な
要
因
が
絡
み
合
う
中
で
国
家
の
政
策
が
決
定
さ
れ
、

そ
れ
が
地
方
政
府
や
官
僚
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
、
政
策
へ
の
反
応
と

し
て
金
門
民
衆
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
事
象
の
相
互
作
用
は
、
政
策
決
定
者
も
予
期
せ
ぬ
結
果
を
し
ば

し
ば
も
た
ら
し
た
。
ひ
と
つ
の
顕
著
な
例
を
あ
げ
る
と
、
金
門
が
台

写真 7　迎賓館（林建育撮影）。

写真 8　集団結婚の風景（『正気中華日報』
1966 年 1 月 6 日第１面）。
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抗
的
記
憶
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
矛
盾
す
る
記
憶
の

併
存
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
殊
に
金
門
に
お
い
て
顕
著
に
見

ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
金
門
へ
配
備
さ
れ
、
現
地
の
女
性

と
結
婚
し
た
外
省
人
兵
が
一
九
五
八
年
の
危
機
に
つ
い
て
語
っ
た
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
が
あ
る
。

毛
沢
東
は
金
門
を
攻
略
で
き
れ
ば
、
台
湾
防
衛
は
不
可
能
と
な

る
だ
ろ
う
と
語
り
…
…
八
月
二
三
日
に
砲
撃
を
開
始
し
た
。
我
々

は
準
備
を
整
え
、
砲
弾
を
配
備
し
た
が
反
撃
し
な
か
っ
た
。
我
々

は
命
令
を
待
っ
た
。
彼
ら
の
砲
撃
は
弱
く
、砲
弾
は
海
へ
落
ち
た
。

我
々
は
恐
れ
ず
…
…
彼
ら
の
戦
闘
機
を
撃
退
し
た
。
彼
ら
の
損
失

は
我
が
方
の
損
失
よ
り
も
大
き
か
っ
た
。
彼
ら
は
よ
り
多
く
の
死

傷
者
を
出
し
た
。
我
々
は
一
隻
の
上
陸
用
艦
艇
を
失
っ
た
だ
け
で

あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
非
常
に
多
く
を
失
っ
た
。
二
〇
日
後
、
彼
ら

は
い
ま
だ
勝
利
を
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
毛
沢
東
に

は
権
力
の
座
を
退
く
（
下
台
）
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
劉
少

奇
が
そ
の
後
を
継
い
だ
の
で
あ
る
。
金
門
島
を
隔
日
砲
撃
す
る
と

決
断
し
た
の
は
劉
少
奇
で
あ
っ
た
。…
…
我
々
は
戦
闘
に
疲
れ
た
。

二
、三
時
間
、
あ
る
い
は
五
時
間
も
戦
え
ば
、
疲
れ
て
し
ま
う
も

の
で
あ
る
。
も
し
も
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
れ
ば
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
か

か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
二
〇
日

間
も
戦
っ
た
。
我
々
は
疲
れ
た
が
、
彼
ら
を
撃
退
し
た
の
で
あ

る＊＊
＊

。

そ
れ
を
劉
少
奇
が
主
導
し
た
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
一
九
五
八

年
に
決
定
さ
れ
た
隔
日
砲
撃
は
、
国
府
軍
の
勝
利
へ
の
反
応
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
我
々
に
勝
利
で
き
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
た
め
、
共
産
主
義
者
た
ち

は
隔
日
に
我
々
を
砲
撃
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
の
見
方
で
あ
る＊＊

＊

。

金
門
の
一
部
の
人
々
が
記
憶
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
主
体
意
識

は
、
独
自
の
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
国
府
が
数
十
年
に
わ
た
り
、
金

門
が
国
際
問
題
に
お
け
る
決
定
的
に
重
要
な
楔
で
あ
る
と
意
図
的
に

言
い
続
け
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
長
き
に
わ
た
り
、
国
府
の
将

来
、
自
由
や
人
類
の
未
来
に
と
っ
て
金
門
が
い
か
に
重
要
か
と
い
う

こ
と
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
き
た
た
め
、
現
在
の
金
門
の
人
々
も
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
彼
ら
自
身
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
自
分
た
ち
が
い
か
に
歴
史
を
作
っ
て
き
た
の
か
を
記
憶
し
て
い

る
。「
過
去
、
我
々
は
金
門
で
台
湾
が
民
主
化
で
き
る
よ
う
に
努
力

し
、
台
湾
の
経
済
発
展
に
間
接
的
に
貢
献
し
た
」、「
金
門
の
軍
事
的

奇
跡
が
な
け
れ
ば
、
台
湾
の
経
済
的
奇
跡
は
な
か
っ
た
」
な
ど
が
そ

の
代
表
的
な
言
説
で
あ
る＊＊

＊

。

英
雄
的
な
主
体
意
識
が
い
つ
人
々
の
記
憶
と
な
っ
た
の
か
を
特
定

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
政
府
に
よ
る
宣
伝
を
別
に
す
れ
ば
、
そ
れ
が

文
書
に
現
れ
る
の
は
、
戒
厳
時
期
後
期
に
書
か
れ
た
政
治
家
の
演
説

や
著
作
が
最
初
で
あ
る
。
洗
練
さ
れ
た
言
説
と
な
る
と
、
一
九
九
三

年
に
行
わ
れ
た
台
湾
在
住
金
門
出
身
者
の
デ
モ
に
お
け
る
声
明
文
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
、
現
地
住
民
も
こ
の
経
済
危
機
に
処
す
る
方
法
を
各
自
見
出
し
、

浜
辺
で
は
中
国
大
陸
と
の
密
輸
も
さ
か
ん
に
な
り
始
め
た
。
両
岸
関

係
が
深
化
し
続
け
る
中
、
二
〇
〇
二
年
に
台
湾
は
金
門
と
ア
モ
イ
の

直
接
就
航
許
可
を
決
定
し
（
小
三
通
）、
こ
の
地
政
学
的
に
大
き
な

展
開
は
直
ち
に
金
門
社
会
へ
影
響
を
与
え
た
。
金
門
は
元
来
、
地
理

的
に
近
接
す
る
中
国
大
陸
と
経
済
、
社
会
的
に
密
接
な
関
係
を
有
し

て
い
た
が
、
一
九
四
九
年
以
来
断
絶
し
て
い
た
そ
の
関
係
が
復
活
し

始
め
た
の
で
あ
る
。
現
地
の
人
々
は
消
息
が
途
絶
え
た
親
族
と
再
び

連
絡
を
取
っ
た
。
金
門
に
駐
留
し
た
台
湾
の
軍
人
は
中
国
大
陸
へ
渡

り
、
沿
海
の
貧
し
い
漁
村
か
ら
、
若
い
花
嫁
を
娶
っ
た
。
財
力
の
あ

る
金
門
住
民
は
中
国
大
陸
へ
の
投
資
を
開
始
し
、
多
く
の
人
々
が
ア

モ
イ
の
不
動
産
を
購
入
し
た
。
今
日
の
金
門
に
お
い
て
よ
く
聞
か
れ

る
冗
談
と
し
て
、年
配
者
が
現
地
の
方
言
で
行
う
挨
拶
は
も
は
や「
ご

飯
を
食
べ
ま
し
た
か
」
で
は
な
く
、「
最
近
ア
モ
イ
へ
行
き
ま
し
た

か
」
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

急
速
な
変
化
の
只
中
に
あ
る
社
会
に
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
現
代
の

金
門
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
「
過
去
」
が
非
常
に
興
味
深
い
話
題
と

な
っ
て
い
る
。
他
の
社
会
と
同
様
、
金
門
の
人
々
は
過
去
を
批
判
す

る
た
め
と
、
過
去
を
肯
定
し
て
現
在
を
批
判
す
る
た
め
と
い
う
二
つ

の
目
的
で
記
憶
を
利
用
す
る
。
こ
こ
で
筆
者
は
、
戒
厳
時
期
の
記
憶

が
現
在
の
金
門
で
い
か
に
捉
え
ら
れ
、
現
在
の
問
題
と
い
か
に
関
係

し
て
い
る
の
か
を
論
じ
た
い
。
筆
者
は
、人
々
の
過
去
へ
の
記
憶
は
、

過
去
そ
れ
自
体
と
同
じ
く
ら
い
分
析
す
る
価
値
が
あ
る
と
の
前
提
に

立
つ
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
興
味
深
い
問
い
は
、
彼
ら
の
記
憶
が
正

確
で
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
記
憶
が
人
々
の
意
識
の
中
で
ど
の
よ

う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
現
在
の
生
活
に
ど
の

よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

外
部
の
観
察
者
に
と
っ
て
、
金
門
の
人
々
は
大
紛
争
に
お
け
る
捨

て
駒
だ
と
さ
れ
、
あ
る
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
台
湾
海
峡
両
岸
の
体
制

に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
関
与
を
試
す
た
め
に
利
用
さ
れ
た
「
政
治
的

資
本
」
と
し
か
捉
え
ら
れ
な
い＊＊

＊

。
こ
の
被
害
者
意
識
は
金
門
の
多

く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
人
々
は
、「
兵
士
は

欲
し
い
も
の
を
何
で
も
手
に
入
れ
た
」、「
彼
ら
は
我
々
の
畑
か
ら
す

べ
て
の
作
物
を
盗
み
、
我
々
は
タ
ダ
働
き
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
」、「
当
時
、
民
兵
の
役
務
は
強
制
的
で
あ
り
、
我
々
は
い
か
な
る

権
利
も
、
利
益
も
な
く
、
…
…
働
け
と
言
わ
れ
れ
ば
働
き
、
何
か
を

し
ろ
と
言
わ
れ
れ
ば
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
躊
躇
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
さ
も
な
い
と
軍
事
法
廷
で
罰
せ
ら
れ
た
」
な
ど
の
記

憶
を
共
有
し
て
い
る＊＊

＊

。

こ
の
よ
う
な
被
害
者
的
な
言
説
の
一
方
で
、
被
害
者
的
な
言
説
と

は
矛
盾
し
つ
つ
も
共
存
す
る
記
憶
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
金
門
の

人
々
の
主
体
的
な
記
憶
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
金
門
の
人
々
が
軍
事
的
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
事
実
上
す
べ

て
の
期
間
に
お
い
て
、
金
門
の
人
々
自
身
を
出
来
事
の
中
心
に
位
置

づ
け
、
政
治
権
力
に
よ
る
、
ま
た
金
門
の
人
々
の
利
益
を
顧
み
な
い

立
場
か
ら
の
企
み
を
機
知
と
決
断
力
に
よ
っ
て
挫
い
た
、
と
い
う
対
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権
の
回
復
は
、
金
門
に
お
い
て
は
補
償
要
求
の
政
治
で
あ
る
と
捉
え

ら
れ
た
。
人
々
の
記
憶
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
で
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
補
償
額
は
不
充
分
で
あ
り
、
配
分
の
公
正
さ
に
関
す
る
多
く

の
議
論
を
喚
起
し
た
も
の
の
、
早
期
に
な
さ
れ
た
補
償
要
求
の
多
く

は
金
門
の
人
々
に
有
利
な
形
で
解
決
し
た
。
し
か
し
、
国
家
へ
要
求

を
行
う
た
め
の
長
期
的
な
政
治
的
資
源
と
し
て
、
英
雄
的
記
憶
と
被

害
者
的
記
憶
は
、
金
門
の
活
動
家
が
期
待
し
た
ほ
ど
の
役
割
を
果
た

せ
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
の
台
湾
政
治
の
自
由
化
以

来
、
国
民
党
と
中
国
政
府
が
台
湾
は
中
国
の
一
部
で
あ
る
と
主
張
す

る
こ
と
へ
の
反
発
と
し
て
、
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す
る

反
体
制
派
が
出
て
き
た
。
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
張
は
、
移

民
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
統
治
、
一
九
四
九
年
以
降
の
急
速
な
経
済

社
会
的
発
展
な
ど
台
湾
独
特
の
歴
史
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
れ
は
台

湾
と
共
有
し
た
歴
史
が
少
な
い
金
門
の
人
々
に
と
っ
て
は
あ
る
種
の

挑チ
ャ
レ
ン
ジ

戦
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
最
大
の
独
立
派
政
党
で

あ
る
民
進
党
の
主
席
が
、
金
門
統
治
を
放
棄
し
、
両
岸
の
停
戦
協
定

と
引
き
換
え
に
金
門
を
中
国
へ
返
還
す
る
考
え
を
表
明
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
は
支
持
を
全
く
得
ら
れ
ず
、
民
進
党

は
む
し
ろ
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
提
案
は
、
台

湾
と
共
に
国
際
的
に
排
除
さ
れ
、
台
湾
か
ら
も
排
除
さ
れ
る
と
い

う
、
金
門
が
抱
え
る
二
重
の
辺
境
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
金
門

の
人
々
が
過
去
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
自
分
の
も
の
と
し
、
そ
の
レ
ト

リ
ッ
ク
を
作
り
出
し
た
国
家
と
交
渉
し
よ
う
と
し
た
時
、
国
家
は
ま

さ
に
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
放
棄
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
さ
に
軍
事

化
が
金
門
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
に
な
っ
た
そ
の
時
に
、
金

門
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
政
治
的
関
係
で
あ
る
中
華
民
国
と
の
関
係

に
お
い
て
、
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
ま
す
ま
す
無
意
味
な
も
の
と
な
り

つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
こ
れ
は
金
門
に
お
け
る

第
三
の
タ
イ
プ
の
集
団
的
記
憶
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
、
戒
厳
時

期
を
振
り
返
り
、
混
沌
と
し
て
不
確
実
な
現
在
よ
り
も
安
定
し
た
時

代
で
あ
っ
た
と
み
な
す
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
言
説
で
あ
る
。

　

結
論

金
門
に
お
け
る
軍
事
化
の
歴
史
は
、
し
ば
し
ば
軍
事
的
脅
威
に
対

す
る
事
実
上
の
反
応
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
実
際
は
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
軍
事
的
な
要
因
と
は
必
ず
し
も
関
係
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
要

因
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
常
に
、
冷
戦
と
い

う
、
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
世
界
シ
ス
テ
ム
を
含
む
地
政
学
的
な
力

学
に
関
係
し
て
い
た
。
し
か
し
、
地
政
学
的
な
力
学
と
の
関
係
は
、

金
門
の
軍
事
化
に
常
に
一
定
し
た
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
軍
事
化
の
初
期
に
お
い
て
は
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
国
内
政
治

的
な
考
慮
か
ら
な
さ
れ
た
対
外
政
策
の
決
定
が
、
金
門
の
軍
事
化
を

促
し
た
。
そ
の
後
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
要
因
、
米
中
関
係
の
要
因
、

古
寧
頭
の
戦
い
、
八
二
三
砲
戦
か
ら
今
日
ま
で
、
我
々
の
多
く

が
国
家
の
安
全
と
、
台
湾
お
よ
び
澎
湖
諸
島
の
安
定
と
繁
栄
を
守

る
た
め
に
、
容
赦
な
い
砲
撃
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
…
…
（
現
地

の
開
発
計
画
の
不
十
分
さ
に
言
及
し
て
）
金
門
と
は
何
か
。
そ
れ

は
い
ま
だ
に
「
戦
地
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ま
だ
に
「
前
線
」
で

あ
る
。
人
々
が
貧
し
く
、
戦
災
か
ら
完
全
に
回
復
し
て
は
い
な
い

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
金
門
は
現
在
も
変
わ
っ
て
い
な
い
…
金

門
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
者
が
国
家
の
犠
牲

と
な
っ
た
、
金
門
の
人
々
と
は
何
だ
ろ
う
か＊＊

＊

。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
今
日
で
は
社
会
に
広
く
普
及
し
て
い
る
。

あ
る
元
民
兵
は
、
国
府
に
対
す
る
心
情
を
問
わ
れ
、「
私
は
国
府
を

憎
ん
で
い
る
。
八
二
三
砲
戦
の
間
に
、
人
々
が
政
府
の
た
め
に
多
大

な
犠
牲
を
払
っ
た
こ
と
は
最
も
遺
憾
で
あ
っ
た
。
記
念
館
は
我
々
に

と
っ
て
は
何
の
記
念
で
も
な
く
、
我
々
は
何
の
補
償
も
受
け
て
は
い

な
い
。
我
々
の
犠
牲
に
よ
っ
て
台
湾
が
今
日
も
存
続
し
て
い
る
と
い

う
事
実
が
あ
る
の
み
だ
」
と
答
え
た＊＊

＊

。

戒
厳
時
期
に
、
金
門
に
対
す
る
政
策
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
国

府
は
あ
る
種
の
論
理
を
用
い
た
。
今
日
で
は
、
同
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク

が
金
門
の
人
々
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
目
的
に
沿
う
よ
う
に
利
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
主
体
的
な
言
説
と
被
害
者
的
な
言

説
の
双
方
が
、
補
償
の
要
求
と
い
う
共
通
点
で
交
わ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
英
雄
的
な
貢
献
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
と
、
苦
難
に
対
す
る
忍
耐

に
対
し
て
で
あ
ろ
う
と
、
金
門
の
人
々
は
補
償
さ
れ
る
資
格
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
、
戒
厳
令
解
除
の
数
日
後

に
、
反
体
制
派
の
翁
明
志
は
金
門
県
政
府
へ
嘆
願
書
を
提
出
し
、
こ

れ
ま
で
に
失
い
、
被
害
を
受
け
た
財
産
へ
の
補
償
、
民
兵
に
対
し
支

払
わ
れ
な
か
っ
た
代
金
や
賃
金
へ
の
補
償
、
お
よ
び
共
産
党
と
中
華

民
国
政
府
に
よ
る
死
傷
者
に
対
す
る
補
償
を
要
求
し
た＊＊

＊

。
元
民
兵
に

対
す
る
補
償
要
求
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
公
式
な
記
憶
に
お
け
る
矛
盾

を
利
用
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
台
湾
に
お
い
て
兵
役
が
成
人
男
性

の
基
本
的
な
義
務
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
民
兵
と
し

て
の
役
務
は
金
門
市
民
の
基
本
的
な
義
務
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い

た
が
、
前
者
の
み
が
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、

公
平
性
と
い
う
観
点
の
み
な
ら
ず
、
台
湾
に
お
け
る
政
治
経
済
の
中

心
理
念
で
あ
る
は
ず
の
（
そ
う
い
う
想
定
は
正
し
く
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
）
経
済
自
由
主
義
の
諸
原
理
か
ら
い
っ
て
も
、
金
門
の

元
民
兵
は
補
償
を
受
け
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
民
主
化
と
自
治

写真9　1990年代に金門の人々
が台湾でおこなった社会運動（デ
モ・ハンストなど）（翁明志氏提供）
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性
を
付
与
さ
れ
た
地
域
と
類
似
し
て
い
る
。
両
岸
関
係
や
米
華
関

係
に
お
い
て
、
金
門
が
宣
伝
上
の
大
き
な
価
値
を
有
し
て
い
た
こ
と

は
、
冷
戦
期
に
焦
点
と
な
っ
た
そ
の
他
の
島
嶼
や
前
哨
地
と
同
様
、

金
門
に
お
け
る
例
外
状
態
が
、
国
家
が
対
外
的
、
も
し
く
は
対
内
的

に
特
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
た
め
に
格
好
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
冷
戦
期
に
お
い
て
、
金
門
は
「
共
産
主
義
に
対
す

る
大
陸
反
攻
の
踏
み
切
り
台
」
で
あ
り
、「
自
由
中
国
の
宣
伝
塔
」

で
あ
り
、
そ
の
陥
落
が
共
産
主
義
へ
の
屈
服
の
第
一
歩
を
示
す
「
第

一
の
ド
ミ
ノ
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
役
割
に
関
し
て
、
冷
戦
期
の
前
哨

地
は
、
あ
る
意
味
で
相
互
に
交
換
可
能
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、金
門
は
「
ア
ジ
ア
の
ベ
ル
リ
ン
」
で
あ
り
、「
中
国
の
板
門
店
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
地
域
の
社
会

史
に
注
意
を
払
え
ば
、
現
地
の
住
民
は
日
常
生
活
に
お
い
て
、
そ
の

よ
う
な
象
徴
性
に
加
え
、
敵
に
よ
る
挑
戦
と
同
程
度
に
重
要
な
独
自

の
挑
戦
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
前
哨
地
に
お
け
る
、
よ

り
一
般
的
な
現
象
は
、
政
策
の
多
く
が
手
段
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
以
前
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
っ
た
近
代
化
、
経
済
発

展
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
教
育
な
ど
は
、
冷
戦
の
文
脈
に
お
い
て
、
軍

事
態
勢
を
整
え
、
敵
の
浸
透
を
防
ぎ
、
国
内
の
団
結
を
促
し
、
国
際

的
な
支
援
を
得
、
敵
に
対
す
る
自
ら
の
政
治
体
制
の
優
越
性
を
示

す
、
国
家
の
安
全
保
障
を
追
求
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。し

か
し
、
異
な
る
社
会
を
比
較
す
る
価
値
を
確
信
し
つ
つ
も
、
筆

者
は
金
門
が
世
界
の
そ
の
他
の
地
域
を
代
表
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ

る
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
、
金
門
は
台
湾
海
峡
両
岸

の
体
制
や
国
際
的
な
冷
戦
と
い
う
枠
を
超
え
た
、
よ
り
広
い
現
象
の

典
型
例
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
翻
れ
ば
、
軍
事
化
と
は
単
な
る
軍

事
的
状
況
へ
の
反
応
で
は
な
く
、
常
に
他
の
問
題
と
密
接
に
絡
み
合

い
、
予
測
で
き
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
。
二
〇
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
の
軍
事
化
の
歴
史
を
振
り
返
れ

ば
、
例
外
状
態
は
全
体
的
も
し
く
は
部
分
的
に
超
法
規
的
な
、
新
た

な
形
態
の
政
府
を
も
た
ら
し
、
軍
事
化
と
近
代
化
を
結
び
付
け
、

人
々
の
日
常
生
活
や
記
憶
へ
重
要
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
金
門
と
他
の
社
会
と
比
較
す
る
こ
と
は
、
有
意
義
な
試
み
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

◉
注

＊
１　

ま
ず
、
本
研
究
で
利
用
し
た
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
や
多
く
の
文

書
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
金
門
の
人
々
へ
感
謝
を
述
べ
た
い
。
ま
た
、

江
柏
煒
と
戚
常
卉
（
国
立
金
門
大
学
）
の
両
氏
の
惜
し
み
な
い
協
力
に

も
感
謝
を
述
べ
た
い
。
な
お
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
際
し
、
カ
ナ
ダ
の

社
会
科
学
・
人
文
科
学
研
究
評
議
会（
Ｓ
Ｓ
Ｈ
Ｒ
Ｃ
）か
ら
援
助
を
得
た
。

＊
２　

‘Jinm
en ’

は
現
代
の
標
準
中
国
語
（
普
通
語
）
に
即
し
た
ピ
ン
イ

ン
表
記
で
あ
り
、‘Q

uem
oy ’

は
現
地
方
言
に
即
し
た
ロ
ー
マ
字
表
記
で

あ
る
。
今
日
で
は
同
島
は‘K

inm
en ’

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿

の
英
語
原
文
は
、Jam

es Flath and N
orm

an Sm
ith, eds, Beyond 

Suffering: W
ar and R

em
em

brance in Chinese H
istory

（V
an-

couver: U
BC Press, forthcom

ing

）
に
収
録
さ
れ
る
。

お
よ
び
中
華
民
国
内
部
の
要
因
が
、
鍵
と
な
る
役
割
を
果
た
し
た
。

金
門
の
軍
事
化
は
全
体
と
し
て
は
高
度
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

軍
事
化
と
軍
事
的
脅
威
の
関
係
は
基
本
的
に
時
間
的
な
推
移
と
逆
行

し
て
い
た
。
軍
事
化
の
初
期
に
お
い
て
は
直
接
的
な
軍
事
的
脅
威
が

存
在
し
た
が
、
後
期
に
お
い
て
は
逆
で
あ
り
、
直
接
的
な
脅
威
は
ほ

と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
軍
事
化
は
軍
事
的
な
考
慮
よ
り
も
む
し
ろ
政
治

的
な
意
図
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
政
学
的
な
文
脈

の
変
化
は
、
金
門
の
人
々
の
日
常
生
活
へ
大
き
な
影
響
を
与
え
る
政

策
を
生
み
出
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
地
域
社
会
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
大
き
な
地
政
学
的
文
脈
、
そ
れ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
政
策
、

政
策
の
社
会
的
な
結
果
や
そ
れ
に
対
す
る
反
応
を
検
討
す
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

本
稿
の
第
二
節
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
政
学
に
お
い
て
決
定
的

に
重
要
な
場
所
と
し
て
、
金
門
の
象
徴
的
建
設
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
現
地
の
人
々
の
記
憶
に
植
え
付
け
、
犠
牲
者

と
し
て
の
金
門
と
い
う
矛
盾
し
た
記
憶
と
共
存
さ
せ
る
結
果
を
も
た

ら
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
金
門
の
人
々
は
、
自
分
自
身
を
英
雄
的
な

戦
士
と
み
な
す
に
し
ろ
、
も
し
く
は
救
い
よ
う
も
な
い
被
害
者
と
み

な
す
に
し
ろ
、
過
去
の
記
憶
を
現
代
の
政
治
闘
争
に
お
い
て
利
用
し

て
き
た
。
こ
の
記
憶
と
現
代
政
治
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ

り
、現
代
政
治
の
特
徴
的
な
性
質
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

グ
レ
ッ
グ
・
グ
ラ
ン
デ
ィ
ン
は
冷
戦
が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
も
た
ら

し
た
影
響
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
民
主
主
義
の
発
展
か
ら
社
会
民

主
主
義
が
欠
落
し
て
し
ま
い
、
経
済
的
自
由
の
み
を
重
視
す
る
民
主

主
義
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
主
張
し
て
い
る＊＊

＊

。
金
門
で
は
、
よ
り

現
地
化
さ
れ
た
規
模
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
冷
戦
期
の
軍
事
化
は

同
様
の
影
響
を
も
た
ら
し
、
賠
償
や
補
償
を
主
要
な
問
題
と
す
る
民

主
主
義
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

社
会
的
経
験
や
そ
れ
ら
の
経
験
を
形
成
し
た
政
策
に
お
け
る
、
金

門
と
中
国
大
陸
の
驚
く
べ
き
類
似
性
は
、
冷
戦
期
の
分
断
国
家
の
分

断
線
を
越
え
て
見
ら
れ
る
ミ
ラ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
と
い
う
現
象
を

表
し
て
い
た
。
台
湾
海
峡
両
岸
の
二
つ
の
体
制
の
双
方
に
見
ら
れ
る

政
策
の
類
似
性
は
、
二
つ
の
体
制
が
互
い
に
反
発
す
る
と
同
時
に
、

重
な
り
合
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
コ
ッ
ト
（Jam

es Scott

）

は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
完
全
に
相
反
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

か
ら
生
ま
れ
た
方
針
が
、
ど
の
よ
う
に
酷
似
し
た
結
果
を
も
た
ら
し

う
る
の
か
を
考
察
し
て
い
る＊＊

＊

。
そ
こ
で
彼
は
こ
れ
を
発
展
途
上
国
に

共
通
す
る
特
徴
と
み
な
し
て
い
る
が
、
中
国
の
事
例
に
見
ら
れ
る
驚

く
べ
き
共
通
性
は
、
径
路
依
存
性
や
、
双
方
の
体
制
が
共
に
二
〇
世

紀
初
頭
に
誕
生
し
、
反
帝
国
主
義
の
近
代
化
運
動
に
そ
の
起
源
を
有

す
る
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

金
門
に
お
け
る
軍
事
化
と
地
政
学
化
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
中
国

以
外
の
他
の
社
会
と
も
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
金

門
の
事
例
の
多
く
は
、
沖
縄
の
よ
う
に
冷
戦
期
に
高
度
に
軍
事
化
さ

れ
た
地
域
や
、
西
ベ
ル
リ
ン
の
よ
う
に
地
政
学
的
に
象
徴
的
な
重
要
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＊
16　

黄
平
生
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
董
群
廉
な
ど
編
『
金
門
戒
厳
時
期

的
民
防
組
訓
與
動
員
訪
談
録
』（
台
北
、国
史
館
、二
〇
〇
三
年
）第
一
巻
、

三
二
一
―
三
二
二
頁
。
以
下
、筆
者
が
行
っ
た
す
べ
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
お
い
て
仮
名
を
用
い
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
訪
談
録
等
に
お
い
て
す

で
に
実
名
が
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
限
り
で
は
な

い
。

＊
17　
「
如
何
建
設
金
門
為
三
民
主
義
模
範
県
（
一
九
六
三
年
）」
金
門
県

立
社
会
教
育
館
前
掲
『
金
門
県
志
』
第
一
巻
、
五
五
九
―
五
六
〇
頁
。

こ
れ
は
金
門
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
数
年
以
内
に
中
国

に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
官
僚
制
の
回
復
」
は
中
国
大
陸
の
非
軍
事
化
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

＊
18　

陳
幹
部
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

＊
19　

Patrick M
ajor and Rana M

itter. “East is East and W
est 

is W
est? T

ow
ards a Com

parative Socio-Cultural H
istory of 

the Cold W
ar, ” Cold W

ar H
istory 4.1

（2003

）, pp.1-22.

＊
20　

金
門
県
立
社
会
教
育
館
前
掲
『
金
門
県
志
』、
一
二
五
八
―
一
二
五

九
頁
。
宣
伝
資
料
に
つ
い
て
は
、
金
門
の
八
二
三
砲
戦
記
念
館
に
展
示

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

＊
21　

上
林
「
匪
偽
宣
傳
品
（
一
九
八
四
年
）」
烈
嶼
郷
公
所
檔
案
。

＊
22　

王
阿
梅
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

＊
23　

上
岐
「
警
備
總
合
（
一
九
七
七
年
五
月
二
日
）」
烈
嶼
郷
公
所
檔
案
。

＊
24　
「
台
湾
省
衛
生
局
致
内
政
部
（
一
九
五
一
年
四
月
一
八
日
）」『
農
委

会
檔
案
』（
檔
号
〇
八
一
‐
一
〇
八
三
‐
九
、〇
八
一
‐
一
〇
八
三
‐
三
）

国
史
館
所
蔵
。

＊
25　
『
農
委
会
檔
案
』（
檔
号
〇
八
一
‐
一
〇
八
三
‐
一
四
）
国
史
館
所

蔵
。「
四
三
年
防
止
鼠
疫
」国
防
部
與
金
門
県
政
府
編『
金
門
統
計
年
報
』

（
金
門
、
一
九
六
一
―
二
〇
〇
六
年
）
第
三
二
巻
（
一
九
八
五
年
）
は
毎

年
提
出
さ
れ
た
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
の
数
の
統
計
を
提
供
し
て
お
り
、
最
大

数
は
一
九
七
三
年
の
二
二
万
六
千
本
で
あ
っ
た
。

＊
26　
「
福
建
省
金
門
県
防
址
鼠
疫
計
畫
書
（
一
九
五
一
年
四
月
）」『
農

委
会
檔
案
』（
檔
号
〇
八
一
‐
一
〇
八
三
‐
九
）
国
史
館
所
蔵
。
常
識

的
に
考
え
れ
ば
、
ネ
ズ
ミ
の
激
増
に
は
異
な
る
説
明
が
加
え
ら
れ
る
。

一
九
四
九
年
、
金
門
の
駐
留
軍
が
増
加
し
た
た
め
、
台
湾
か
ら
金
門
へ

最
大
規
模
の
備
蓄
用
食
糧
の
輸
送
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
食
糧
備
蓄
は

げ
っ
歯
類
の
動
物
に
と
っ
て
最
高
の
食
料
供
給
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

多
く
の
塹
壕
、
ト
ー
チ
カ
、
地
下
燃
料
庫
の
構
造
は
ネ
ズ
ミ
に
と
っ
て

最
高
の
隠
れ
家
で
あ
り
、ネ
ズ
ミ
駆
除
の
運
動
の
効
果
が
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
上
が
ら
な
い
原
因
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
金
門
の
軍
隊
が
ネ
ズ

ミ
に
悩
ま
さ
れ
た
少
な
く
と
も
理
由
の
一
部
は
、
島
中
が
明
ら
か
に
ネ

ズ
ミ
の
巣
窟
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

＊
27　

李
增
華
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
董
群
廉
な
ど
前
掲
『
金
門
戒
厳
時

期
的
民
防
組
訓
與
動
員
訪
談
録
』
第
一
巻
、
五
二
四
頁
、
お
よ
び
呉
媽

福
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
同
上
、
四
九
三
―
四
九
四
頁
。

＊
28　

林
金
量
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
闇
取
引
に
つ
い
て
は
（
た
だ
し
こ

れ
は
冗
談
め
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
）、
呉
化
生
「
金
門
的
山
老

鼠
沒
尾
巴
」『
金
門
報
道
』
第
一
五
号
（
一
九
九
一
年
一
一
月
六
日
）
を

参
照
。

＊
29　

呉
化
生
前
掲
「
金
門
的
山
老
鼠
沒
尾
巴
」。

＊
30　

楊
世
英
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
董
群
廉
な
ど
前
掲
『
金
門
戒
厳
時

期
的
民
防
組
訓
與
動
員
訪
談
録
』
第
一
巻
、
二
二
九
頁
。

＊
31　

曲
知
平
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
董
群
廉
な
ど
前
掲
『
金
門
戒
厳
時

期
的
民
防
組
訓
與
動
員
訪
談
録
』
第
一
巻
、
八
一
頁
。
戦
闘
村
は
子
ど

＊
３　

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
重
要
な
研
究
成
果
と
し
て
、Robert 

A
ccinelli, Crisis and Com

m
itm

ent: U
nited States Policy to-

w
ard T

aiw
an, 1950-1955

（Chapel H
ill, N

C: U
niversity of 

N
orth Carolina Press, 1996

）, Chen Jian

（
陳
兼
）, M

ao ’s China 
and the C

old W
ar

（Chapel H
ill, N

C: U
niversity of N

orth 
Carolina Press, 2001

）and Gong Li

（
宮
力
）, “T

ension across 
the T

aiw
an Strait in the 1950

’s: Chinese Strategy and T
ac-

tics, ” in Robert Ross and Jiang Changbin

（
姜
長
斌
）, eds, R

e-
exam

ining the Cold W
ar: U

S-China D
iplom

acy, 1954-1973

（Cam
bridge, M

A
: H

arvard U
niversity A

sia Center, 2001

）, 
Gordon Chang

（
章
家
敦
）, Friends and E

nem
ies: T

he U
nited 

States, China, and the Soviet U
nion, 1948-1972

（Stanford: 
Stanford U

niversity Press, 1990

）, Zhai Q
iang

（
翟
強
）, T

he 
D

ragon, the Lion and the E
agle: Chinese/British/A

m
erican 

R
elations, 1949-1958

（K
ent, O

H
: K

ent State U
niversity 

Press, 1994

）, T
hom

as C
hristensen, U

seful A
dversaries: 

G
rand Strategy, D

om
estic M

obilization, and Sino-A
m

erican 
Conflict, 1947-1958

（Princeton: Princeton U
niversity Press, 

1996

）.

＊
４　

Cynthia Enloe, M
aneuvers: T

he International Politics of 
M

ilitarizing W
om

en ’s Lives

（Berkeley: U
niversity of Califor-

nia Press, 2000

）, p.291.

＊
５　

Giorgio A
gam

ben, T
he State of E

xception, trans K
evin A

t-
tell

（Chicago: U
niversity of Chicago Press, 2005

）.

＊
６　

Susan Buck-M
orss, D

ream
w

orld and Catastrophe: T
he Pass-

ing of M
ass U

topia in E
ast and W

est

（Cam
bridge, M

a: M
IT

 

Press, 2000

）, p.3.

＊
７　

Greg Grandin, T
he Last Colonial M

assacre: Latin A
m

er-
ica in the Cold W

ar

（Chicago: U
niversity of Chicago Press, 

2004

）, p.17.

＊
８　

呉
宗
器
『
金
門
地
区
実
験
戦
地
政
務
及
其
制
度
伝
型
之
研
究
』（
文

化
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
〇
四
年
）。

＊
９　

国
防
部
史
政
編
訳
局
編『
国
軍
外
島
地
区
戒
厳
與
戦
地
政
務
紀
実
』

（
台
北
、
国
防
部
、
一
九
九
六
年
）
上
冊
、
一
八
八
―
一
八
九
頁
。

＊
10　

国
防
部
『
国
軍
外
島
』
上
冊
、
一
九
二
頁
。

＊
11　

A
ccinelli, Crisis and Com

m
itm

ent.

＊
12　

T
hom

as Christensen, U
seful A

dversaries, 217; Chen Jian, 
M

ao ’s China and the Cold W
ar, 

徐
焰
「
金
門
之
戦
、
一
九
四
九
～

一
九
五
九
」
同
『
台
海
大
戦　

上
編　

中
国
観
点
』（
台
北
、風
雲
時
代
、

一
九
九
二
年
）。

＊
13　

同
意
が
あ
れ
ば
、
一
般
家
庭
は
発
射
口
や
そ
の
他
の
軍
事
設
備
を

備
え
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
金
門
戦

地
政
務
委
員
会
『
戦
闘
村
戦
闘
手
冊
』（
一
九
六
八
年
）
第
三
巻
、
お
よ

び
烈
嶼
郷
公
所
档
案
（
フ
ァ
イ
ル
な
し
、
以
下
同
）。
金
門
か
ら
大
陸

へ
送
ら
れ
た
宣
伝
は
私
有
財
産
の
尊
厳
を
訴
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
金
門
に
お
け
る
彼
ら
の
私
有
財
産
権
が
制
限
を
受
け
て
い
た
こ
と

は
皮
肉
な
事
実
で
あ
っ
た
。

＊
14　

国
防
部
『
国
軍
外
島
』
上
冊
、
一
九
一
頁
、
金
門
県
立
社
会
教
育

館
編
『
金
門
県
志
』（
金
門
、
金
門
県
政
府
、
一
九
九
二
年
）
第
一
巻
、

一
〇
八
頁
。

＊
15　
「
如
何
建
設
金
門
為
三
民
主
義
模
範
県
（
一
九
六
三
年
）」
金
門
県

立
社
会
教
育
館
前
掲
『
金
門
県
志
』
第
一
巻
、
五
五
九
―
五
六
〇
頁
。
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城
、
翁
明
志
服
務
処
、
一
九
九
四
年
）
五
三
頁
。

＊
51　

Grandin, Last Colonial M
assacre.

＊
52　

Jam
es Scott, T

he A
rt of N

ot Being G
overned

（N
ew

 H
a-

ven: Y
ale U

niv. Press, 2009

）.

（M
ichael Szonyi

／

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
東
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
科
）

（
ふ
く
だ
・
ま
ど
か
／
国
士
舘
大
学
二
一
世
紀
ア
ジ
ア
学
部
）

（
お
お
た
・
ゆ
う
ぞ
う
／
マ
ギ
ル
大
学
教
養
学
部
）

も
も
含
め
、
軍
事
的
・
準
軍
事
的
役
務
に
あ
た
る
構
成
員
数
を
増
加
さ

せ
た
。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
六
八
年
ま
で
の
間
に
、
軍
需
産

業
で
の
役
務
は
一
〇
代
の
男
性
と
一
六
歳
か
ら
一
八
歳
の
女
性
、
一
八

歳
か
ら
四
五
歳
の
男
性
と
未
婚
女
性
、
四
五
歳
か
ら
五
五
歳
の
男
性
に

課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
し
い
戦
闘
村
で
は
、
一
六
歳
か
ら
三
五

歳
の
男
性
は
戦
闘
態
勢
を
採
る
「
機
動
隊
」
を
構
成
し
、
年
配
の
女
性

と
未
婚
女
性
は
落
下
傘
部
隊
の
着
陸
防
止
と
捕
虜
の
監
視
に
あ
た
る「
防

衛
隊
」
を
構
成
し
、
既
婚
女
性
は
兵
站
任
務
と
心
理
戦
に
あ
た
る
「
後

方
支
援
隊
」
を
構
成
し
、
一
〇
代
の
子
ど
も
は
村
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
担

う
「
青
年
隊
」
を
構
成
し
た
。
一
一
歳
以
下
の
子
ど
も
や
五
六
歳
以
上

の
健
康
な
老
人
で
さ
え
も
地
下
壕
か
ら
行
方
不
明
と
な
っ
た
者
を
捜
索

す
る
「
捜
索
隊
」
を
構
成
し
た
。

＊
32　

国
府
軍
事
援
助
顧
問
団
（
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
）
に
つ
い
て
は
、Stanley 

Larson and Jam
es Collins, A

llied Participation in V
ietnam

（W
ashington, D

C: D
epartm

ent of the A
rm

y, 1985
）。

＊
33　

ア
プ
サ
ン
シ
ン
（ap tan sinh

）
に
つ
い
て
は
、John D

onnell, 
“Pacification Reassessed, ” A

sian Survey7: 8

（1967
）, pp.567-

576.

＊
34　

国
家
安
全
会
議
戦
地
政
務
委
員
会『
越
南
新
生
邑
之
研
究
』（
台
北
、

一
九
六
八
年
）。

＊
35　

筆
者
が
同
時
期
に
司
令
官
を
務
め
た
複
数
の
男
性
へ
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
公
然
の
秘
密
で
あ
っ
た
が
、

真
実
で
あ
っ
た
か
否
か
は
明
確
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

＊
36　

張
奇
才
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
董
群
廉
な
ど
前
掲
『
金
門
戒
厳
時

期
的
民
防
組
訓
與
動
員
訪
談
録
』
第
一
巻
、
二
二
〇
頁
。

＊
37　

楊
世
英
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
董
群
廉
な
ど
前
掲
『
金
門
戒
厳
時

期
的
民
防
組
訓
與
動
員
訪
談
録
』
第
一
巻
、
二
二
九
頁
。

＊
38　

楊
肅
獻『
金
門
近
代
史
研
究
』（
金
門
、金
門
縣
政
府
、二
〇
〇
五
年
）。

＊
39　

A
gam

ben, T
he State of E

xception, 7.

＊
40　

金
門
県
立
社
会
教
育
館
前
掲『
金
門
県
志
』二
七
六
頁
。同
じ
時
期
、

金
門
防
衛
司
令
部
も
世
界
で
初
め
て
の
地
下
病
院
を
掘
っ
た
。
そ
の
病

院
は
、
一
千
以
上
の
ベ
ッ
ド
と
九
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
敷
地
を
有

し
、
核
攻
撃
に
も
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。

＊
41　
「
金
防
部
組
織
系
統
遞
嬗
對
照
表
」（
筆
者
所
蔵
）。

＊
42　

多
く
の
興
味
深
い
発
展
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、
軍
隊
に
よ
る
売
春

を
私
営
化
す
る
と
い
う
、
実
を
結
ば
な
か
っ
た
試
み
で
あ
る
。

＊
43　

Chi Chang-hui

（
戚
常
卉
）, T

he Politics of D
eification and 

N
ationalist Ideology: A

 C
ase Study of Q

uem
oy

（PhD
 diss, 

Boston, 2000

）, p.73.

＊
44　

甌
甘
目
『
金
門
島
上
民
防
隊
事
蹟
及
国
共
戦
争
戦
役
調
査
研
究
』

（
金
門
、
金
門
国
家
公
園
、
二
〇
〇
一
年
）
一
六
二
頁
、
林
偉
冰
お
よ
び

洪
福
田
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
董
群
廉
な
ど
前
掲
『
金
門
戒
厳
時
期
的

民
防
組
訓
與
動
員
訪
談
録
』
第
一
巻
、
三
八
四
頁
。

＊
45　

張
凱
方
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

＊
46　

薛
生
怡
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

＊
47　

歐
陽
金
章
お
よ
び
楊
世
英
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
董
群
廉
な
ど
前

掲『
金
門
戒
厳
時
期
的
民
防
組
訓
與
動
員
訪
談
録
』第
三
巻
、二
〇
四
頁
、

お
よ
び
第
一
巻
、
二
二
九
頁
。

＊
48　

楊
樹
清
「
金
門
社
会
調
査
」（
台
北
、
稲
郷
、
一
九
九
八
年
）
九
九

―
一
〇
〇
頁
。

＊
49　

翁
素
習
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、『
金
門
島
上
』
一
四
八
―
一
四
八
頁
。

＊
50　

翁
明
志
「
三
大
要
求
、
五
大
希
望
」
翁
明
志
編
『
浯
洲
澎
湃
』（
金


