
」

中
国
革
命
を
闘
い
抜
き 、

四
半
世
紀
余
に
わ
た
っ
て
宰
相
と
し
て
社
会
主
義
国
家
を
築
き
上
げ
た

一

傑
出
し
た
政
治
家
周
恩
来
氏
の
死
は 、

内
外
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た

。

大
黒
柱
を
失
っ
た
中
国
は

今
後
ど
う
な
る
の
か 。

米
中 、

中
ソ
の
凶
係
に
変
化
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か 。

日
中
関
係
は
：
：
： 。

周

後
の
中
国
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
と
り
あ
げ
、

特
集
し
た

。

特集

「

ポ

ス

「

来

周

恩

yht

 周

の

中

国

26 

路

線
」

を

継
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承

ー

内

政

、

外

交

に

大

き

な

変

化

な

し

l

周

恩

来

の

死

の

意

味

あ
る
程
度
予
測
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え 、
意
外
に
早
く

周
恩
来
中
国
国
務
院
総
理
の
死
は
訪
れ
た 。
そ
し
て 、
周

恩
来
死
去
の
ニ
ュ
ー

ス
は 、
長
短
さ
ま
ざ
ま
の
波
長
を
伴

っ
て
全
世
界
に
広
が
っ
た 。

周
恩
来
の
死
は 、
彼
が
内
政
的
に
は
激
励
の
中
国
政
治

過
程
の
調
整
者
と
し
て 、
対
外
的
に
は
中
華
人
民
共
和
国

を
イ
メ
ー
ジ・
ア
ッ

プ
す
る
た
め
の
表
象
と
し
て 、
四
半

世
紀
有
余
に
わ
た
り
存
在
し

続
け
て
き
た
だ
け
に 、
中
固

に
と
っ
て 、
そ
の
損
失
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い。
同
時

’中

111.鳥

調t

領

に 、
周
恩
来
の
死
を
毛
沢
東
の
生
に
対
比
す
る
と
き 、
い

ま
さ
ら
な
が
ら
に
毛
沢
東
の
述
命
力
の
強
さ
を
感
ず
る
の

は
私
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 。
そ
し
て 、
毛
沢
東
以
後

の
中
国
に
お
け
る
周
恩
来
の
活
問
ぶ
り
を
見
て
み
た
か
っ

た
と
い
う
思
い
は 、
さ
ら
に
つ
の
る
の
で
あ
る 。
ζ
の
点

は 、
周
恩
来
自
身
に
と
っ
て
も

無
念
き
わ
ま
り
な
い
と
と
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ap
 ろ

で
あっ
た
だ
ろ
う
が 、
中
国
民
衆
に
と
っ

て
は 、
毛
沢

東
以
後
の
周
恩
来へ
の
期
待
が
き
わ
め
て
大
き
く 、
か
っ

多
面
的
で
あっ
た
と
思
わ
れ
る
だ
け
に 、
残
念
ひ
と
し
お

で
あ
ろ
う 。

回iitl置En函量昼E

と
と
ろ
で 、
周
恩
来
が
文
化
大
革
命
の
収
拾
段
防
以
降

に
果
た
し
た
役
割
は 、
と
く
に
大
き
か
っ
た
が 、
内
政
的

に
は
脱
文
革
の
「
潮
流」
を
主
導
し 、
対
外
的
に
は
「
造

反
外
交」
「
革
命
外
交」
か
ら
「
国
家
外
交」
へ
の
転
換

を
図
っ

て 、
い
わ
ゆ
る
H

周
恩
来
時
代H
を
印
象
づ
け
た

七
0
年
代
前
半
の
時
期 、
多
く
の
人
々
は 、
毛
沢
東
の
死

よ
り
も
周
恩
来
の
死
の
力
が 、
中
国
に
と
っ

て 、
よ
り

政

治
的
な
損
失
が
大
き
い
と
見
た
の
で
あっ
た 。
毛
沢
東
の

来
る
べ
き
死
は 、
中
国
の
民
衆
に
と
っ

て 、
大
い
な
る
悲

特集

し
み
で
は
あ
ろ
う
が 、
同
恩
来
の
生
命
と
そ
は 、
中
国
が

今
日
の
よ
う
な
「
閉
ざ
さ
れ
た
小
国」
か
ら
「
聞
か
れ
た

中
国」
へ
の
移
行
期
に
あ
る
と
き
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
も
の

で
あ
り 、
も
し
も
周
恩
来
に
死
が
訪
れ
た
な
ら
ば 、
そ
れ

は
中
国
に
と
っ

て
は
代
科
不
能
の
打
懲
に
な
る
の
み
な
ら

ず 、
と
と
に
よ
っ
た
ら 、
き
わ
め
て
困
難
な 、
不
幸
な
事

態
を
招
く
ζ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
と一

般
に
予
想
さ

れ
た
の
で
あっ
た。

周

以

後

の

政

治

体

制

し
か
し
今
刷 、
問
思
米
の ．先
に
直
面
し
て
考
え
ら
れ
る

ζ
と
は 、
川
ほ
来
の
大
き
な
折
引用
力
と
そ
の
例
性
に
も
か

か
わ
ら
ず 、
周
恩
来
の
死
に
よ
っ

て
中
凶
の
内
政
と
外
交

が
大
き
く
変
化
す
る
と
い
う
展
望
よ
り
も 、
と
こ一 、
二
年

来
の
中
国
の
路
線
の
継
続
性
に 、
よ
り

多
く
の
比
重
を
与

え
て

将来
を
民
望
で
き
そ
う
だ
と
い
う
と
と
で
あ
る。
も

と
よ
り 、
周
恩
来
と
い
う
調
整
機
能
に
す
ぐ
れ
た
政
治
家

の
死
は
内
政・
外
交
の
諸
側
面
に
多
面
的
な
変
化
を
も
た

ら
す
で
あ
ろ
う 。
例
え
ば
日
中
交
渉
の
難
局
が
周
思
来
の

大
局
的
な
決
断
に
よ
っ

て
し
ば
し
ば
急
転
直
下
解
決へ
と

向
か
っ
た
よ
う
に 、
大
局
的
な
判
断
力
に
長
じ
た
政
治
家

の
欠
落
に
よ
っ

て 、
内
政・
外
交
の
双
方
に
潤
滑
油
を
欠

い
た
機
械
の
よ
う
な
硬
さ
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い 。

だ
が 、
そ
の
よ
う
な
懸
念
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
中
国
の
当

面
の
基
本
方
向
に
は
や
は
り
大
き
な
変
化
は
な
い
よ
う
な

気
が
す
る。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か。

：
ま

ず第一
に
指
摘
で
き
る
の
は 、
今
日
の
中
国
が
置
か

" 

れ
て
い
る・谷
観
的・
歴
史
的
な
環
境
で
あ
る。
ζ
の
点
で

は 、
一
九
七
五
年一
月
の
第
四
期
全
国
人
民
代
表
大
会
の

周
恩
来
政
治
報
告
が
示
し
て
い
た
よ
う
に 、
国
内
の
工
業

化 、
由
業
機
械
化
を
中
心
と
す
る
近
代
的
な
経
済
体
系
の

整
備・
建
設
の
方
向
が 、
今
日
の
中
国
に
と
っ

て
も
は
や

後
戻
り
の
で
き
な
い
社
会
的・
国
家
的
要
訪
で
あ
る
ζ
と

を
冷
静
に
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い。

そ
し
て 、
と
の
よ
う
な
社
会
的・
凶
家
的
安
前
は 、
中

国
の
対
外
関
係
を
よ
り

開
か
れ
た
安
定
性
に
・お
い
て
維
持

し
て
ゆ
く
ζ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う。
ζ
う
し
て
見

て
く
る
と
「
周
恩
来
な
き
同
盟
米
路
線」
と
そ 、
小
凶
の

将
来
を
埠
く
方
向
性
だ
と
も
思
わ
れ 、
同
時
に 、
ζ
う
し

た
客
観
的・
歴
史
的
な
環
境
の
存
在
は 、
伴
大
な
指
導
者

の
死
を
超
え
て 、
中
国
の
将
来
を
規
定
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ

o

 

a1〆
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第
二
は 、
中
国
の
内
政
聞
に
お
け
る
拘
束
要
因
で
あ

り 、
と
の
拘
束
と
は
中
国
の
内
政

的な
安
定
を
志
向
す
る

拘
束
性
と
い
う
意
味
K
－お
い
て
で
あ
る 。
例
え
ば
「
批
林

批
孔」
運
動
の
背
長
に
あっ
た
「
潮
流」
と
「
反
潮
流」

と
の
角
逐
が 、
一
咋
七
四
年
十
月 、
い
わ
ゆ
る
「
安
定
団

結」
を
求
め
る
毛
沢
東
最
高
指
示
に
よ
っ

て
収
拾
さ
れ 、

全
国
人
民
代
表
大
会へ
と
収
数
し
て
い
っ
た
よ
う
に 、
周

恩
来
な
き
あ
と
の
中
国
は 、
と
と
当
分 、
や
が
て
来
る
で

あ
ろ
う

毛
沢
東
の
死
を
平
穏
に
通
過
し
て 、
毛
沢
東
以
後

の
時
代へ
の
歴
史
的
移
行
を
図
っ

て
ゆ
と
う
と
ナ
る
政
治

的
凝
集
力
の
も
と
に
時
間
を
経
過
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い。
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最
近
の
「
批
林
批
孔」
運
動
や
「
プ
ロ
レ
タ
P
ア
理
論

学
習
運
動 、
「
水
諦
伝」
批
判 、
教
育
革
命
輪
争
な
ど
の

よ
う
に 、
今
後
も
い
く
つ
か
の
政
治
的・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
周
耐
を
経
る
で
あ
ろ
う
が 、
と
の
よ
う
な
凝
集
力
が

分
解
す
る
ほ
ど
の
政
治
的
ェ、不
ル
ギ
l

の
燃
焼
は
も
は
や

あ
り

得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

第
三
に
は 、
そ
の
よ
う
な
内
政
上
の
拘
束
要
因
の
も
と

で 、
周
恩
来
は
過
去一
年 、
す
で
に
政
治
の
第一
線
を
離

れ
て
お
り

11
そ
と
に
健
康
上
の
理
由
に
プ
ラ
ス
し
て
政

治
的

主義
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く

11
周

恩
来
を
代
行
す
る
体
制
が 、
部
小
平 、
張
春
橋 、
喬
冠

華 、
羅
瑞
卿
ら
の
新
旧
笑
権
派
を
バ
ラ
ン
サ
ー
と
し
て 、

王
洪
文 、
江
官 、
挑
文
元 、
在
東
興 、
撃
国
錨
ら
の
文
革

派 、
楽
剣
炎 、
李
先
念
ら
の
実
務
派
を
両
翼
と
し

訟
が
ら

す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
と
で
あ
る。
と

う
し
て
H

周
怒
来
な
き
中
間H
が
す
で
に
内
政
上
ほ
ぼ
完

全
に
ピ
ル
ト・

イ
ン
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た。

以
上
の
三
つ
の
要
因
を
考
え
た
と
き 、
周
恩
来
の
死
が

も
た
ら
す
で
あ
ろ
う

損
失
と

空
白
を
極
小
化
し
よ
う
と
す

る
政
治
体
制
が
す
で
に
で
き
上
が
っ
て
い
た
と
い
え
な
く

は
な
い。
と
の
点
で
は
周
恩
来
の
死
は 、
決
し
て
予
期
せ

ぬ
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

周

恩

来

の

政

治

的

足

跡

そ
れ
に
し
て
も 、
周
恩
来
が
中
国
の
内
政・
外
交
に
呆

司た
し
た
功
績
は
大
き
か
っ
た
が 、
ζ
ζ
で
は
も
う一
度 ‘

そ
の
歩
み
を
回
顧
し
て
み
よ
う。

建
国
後 、
中
国
外
交
の
品
目
立
任
を
担っ
た
周
恩
来

は 、
は
や
く
も一
九
五
0
年
代
初
頭
か
ら
中
国
の
国
連
代

表
概
問
題
を
め
ぐ
っ
て
世
界
に
問
題
を
提
起
し 、

や
が
て

朝
鮮
戦
争
の
休
戦へ
の
プ
ロ
セ
ス
に
重
要
な
役
割
を
演
じ

た。周
恩
来
の
名
戸
が 、
そ
の
外
交
的
手
腕
に
よ
っ

て 、
国

際
社
会
に
広
く

磁
き
は
じ
め
た
の
は 、
一
九
五
四
年
の
イ

ン
ド
シ
ナ
休
戦
に
閲
す
る
ジ
ュ

ネ
ー

ブ
国
際
会
議
前
後
か

ら
で
あ
っ
た。
と
の
年 、
周
恩
来
は 、
イ
ン
ド
の
ネ
1

ル

首
相
と
の
問
で
平
和
五
原
則
に
閲
す
る
合
意
に
遥
し 、

翌

五
五
年
の
第一
回
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
会
議
で
は 、
と
の

平
和
五
原
則
に
基
づ
く
「 ．ハ
ン
ド
ン
精
神」
を
謡
歌
し
て

平
和
五
原
則
外
交
を
唱
導
し 、
ア
ジ
ア・
ア
フ
p
カ
新
興

独
立
諸
国
の
辿
格
に
よ
る
国
際
平
和
の
維
持
と
民
族
独
立

の
強
化 、
そ
の
た
め
の
積
極
的
中
立
主
義
を
呼
び
か
け
た

の
で
あ
る。
ζ
う
し
た一
迎
の
行
動
は 、
単
に
新
生
中
国

の
平
和
外
交
と
し
て
国
際
政
治
に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
ば

か
り

か 、
多
く
の
人
々
の
共
鳴
と
共
感
を
さ
そ
っ
た 。

だ
が 、
そ
れ
ま
で
す
で
に
周
恩
来
は 、
建
国
直
後
に
モ

ス
ク
ワ
を
訪
れ
た
毛
沢
東
が 、
ス
タ
l
p
y
に
冷
迎
さ
れ

つ
つ 、
中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約
交
渉
で
も
難
航
を

続
け
て
い
た一
九
五
O
年一
月 、
急
き
ょ 、

モ
ス
ク
ワ
に

飛
ん
で 、
彼一
流
の
交
渉
力
で
毛
沢
東
を
助
け 、
ま
た 、

先
に
見
た
よ
う
に 、
国
連
で
の
中
国
の
正
当
な
地
位
を
求

め
て 、
い
く
た
び
か
国
連
と

山父渉
を
重
ね
る
な
ど 、
そ
の

外
交
手
腕
は
す
で
に
十
分
に
発
抑
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る。

28 

一
九
五
三
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
は 、
初
め

て
中
ソ
の
平
等
な
友
好
関
係
形
成へ
の
契
機
と
な
り 、
そ

れ
は一
九
五
四
年
の
ブ
ル
ガ
1
ニ
ン 、
フ
ル
シ
チョ
フ
ら

の
中
国
訪
問
で
確
認
さ
れ
た
が 、
一
九
五
六
年
二
月
の
ソ

連
共
産
党二
O
回
大
会
を
契
機
と
す
る
「
ス
タ
ー
リ
ン
批

判」
と
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
の
衝
撃
が 、
ρ
ン
ガ
P
1

事

件 、
ポ
ー
ラ
ン
ド

動
乱
と
し
て
東
欧
諸
国
の
深
刻
な
動
揺

を
も
た
ら
し 、
ソ
辿
の
威
信
の
著
し
い
低
下
と
なっ
て
表

面
化
す
る
や 、
周
恩
来
は
初
め
て
東
欧
に
も

飛
ん
で 、
社

会
主
義
陣
営
の 一
舟
団
結
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ

っ
た。 や

が
て 、
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中

ソ

戦

争

の

危

機

を

回

避

非
ス
タ
ー
リ
ン
化
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
社
会
主

義
社
会
の
内
部
矛
盾
を
克
服
す
る
た
め
に 、
一
九
五
七
年

に
中
国
で
起
と
さ
れ
た
「
百
花
斉
放・
百
家
争
的」
運
動

が 、
思
わ
ぬ
中
国
共
産
党
批
判
を
招
い
た
と
き
に
は 、
情

勢
の
推
移
を
十
分
に
確
か
め
て
か
ら 、
「
民
族・
国
家
の

生
死
存
亡
が
か
か
っ

て
い
る」
と
し
て 、
一
転
し
て
反
右

派
闘
争
の
推
進
を
図
っ

て
内
部
を
固
め 、
や
が
て
三
凶
紅

旗
の
「
大
関
進」
政
策
に
つ
い
て
は 、
是
々
非
々
の
立
場

を
と
り

続
け
て
表
面
に
立
つ
ζ
と
を
避
け
た 。
彰
徳
懐
国

防
部
長
（
当
時）
の
よ
う
に 、
職
を
賭
し
名
声
を
賭
し
て

「
大
路
進」
政
策
の
非
を
毛
沢
東
に
諌
め
る
と
い
う
よ
う

な
と
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

と
の
姿
勢
は 、
文
化
大
革
命
初
期
ま
で
続
き 、
北
京
市
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を
中
心
と
す
る
あ
の
根
強
い
実
権
派
の
形
成
や
毛
沢
東
批

判
の
広
が
り
の
大
き
さ
の

意味
を
周
恩
来
自
身
よ
く
知
っ

て
い
た
だ
け
に 、
彼
は
情
鍔
を
十
二
分
に
見
き
わ
め 、
ひ

と
た
び
すべ
て
を
毛
沢
東・
林
彪
に
賭
け
る
決
意
を
す
る

ま
で
は 、
き
わ
め
て
慎
重
で
あ
っ
た 。
も
と
よ
り 、
そ
の

決
意
が
定
ま
っ

て
か
ら
は 、
献
身
的
な
毛
沢
東
支
持
を
表

明
し 、
ま
た
「
百
花
斉
放・
百
家
争
鳴」
運
動
か
ら
反
右

派
闘
争へ
の
移
行
期
の
そ
れ
と
同
様
に 、
「
文
化
大
革
命

は
党
と
同
家
の
運
命
に
か
か
わ
る」
と
川
ん
だ
の
で
あ
っ

た 。

IE週E彊置自lmE冨回直

と
の
よ
う
な
周
恩
来
の
航
跡
は 、
中
ソ
対
立
と
い
う
も

っ
と
も
深
刻
な
同
際
関
係
に
も
現
れ
て
い
る 。
時附
か
に
周

恩
来
は 、
一
九
六一
年
の
ソ
辿
共
産
党
第
二一一
同
大
会
に

小
国
代
表
同
長
と
し
て
出
席
し 、
ソ
辿
側
の
ア
ル
パ
ニ
ア

批
判
に
際
し
て
は 、
山・
途
で
席
を
立
っ

て
帰
国
す
る
と
い

う
役
目
も
演
じ
た
が 、
中
ソ
決
裂
の
決
定
的
な
場
面
は 、

六
三
年
の
中
ソ
会
談
に
み
ら
れ
る
よ
う
K 、
例
え
ば
部
小

平
に
ゆ
ず
り 、
あ
る
い
は
彰
其
は
じ
め
当
時
の
実
権
派
指

導
者
に
そ
の
敵
対
役
を
託
し
た
の
で
あ
る 。
こ
の
よ
う
な

立
場
は 、
や
が
て
文
化
大
革
命
で
台
頭
し
た
林
彪
が
「
人

民
戦
争
論」
の
立
場
か
ら
対
ソ
徹
底
抗
戦
に
向
か
う
や 、

六
九
年
夏
の
中
ソ
軍
事
衝
突
に
際
し
て
は
急
き
ょ 、
コ
ス

イ
ギ
γ
首
相
と
北
京
空
港
で
会
談
し 、
巾・
ソ
戦
争
の
危
機

向
避
に
全
力
を
傾
け
て
中
ソ
国
境
衝
突
を
中
ソ
同
境
会
談

と
い
う
外
交
ル
l
ト
κ
乗
せ
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
に
も
表

れ
て
い
た 。
と
の
と
と
が一
時
期 、
毛
沢
東
以
後
の
H

周

恩
来
時
代H
に
お
け
る
中
ソ
和
解
の
可
能
性
を
推
測
さ
せ

特集

昨
年
9

月
7
目 、

ル
ー

マ
ニ
ア
共
底
党
の
イ
リ
エ
・

ベ
ル
デ
ッ
ツ

・
犯
を
病
院
に
迎
え
る
周
首
相。

こ
れ
が
公
式
の
場
に
出
た
最
後

に
な
っ

た

中
国
通
侶

る
根
拠
に
も
な
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
し 、
ソ
連
側
が 、
と

と
周
恩
来
に
関
し
て
は一
九
七
三
年
夏
の
十
全
大
会
前
後

ま
で
名
指
し
の
非
難
を
避
け
て
い
た
と
と
の
根
拠
に
も
な

っ
た
の
で
あ
っ
た 。

米

中

接

近

へ

転

換

と
も
か
く 、
中
ソ
戦
争
の
危
機
を
回
避
さ
せ
た
周
思
来

は 、
・た
ま
た
ま 、
同
じ

時
期
に
発
せ
ら
れ
た
「ニ
ク
ソ
ン

・
ド
ク
ト
リ
ン」
（一
九
六
九
年
七
月）
以
来
の
ア
メ
リ

カ
の
対
中
接
近
の
シ
グ
ナ
ル
を
受
け
入
れ 、
米
ソ
二
正
面

作
戦
を
避
け
て
米
中
接
近へ
と
進
ん
で
い
っ
た
が 、
と
う

し
た
外
交
上
の
大
転
換
は 、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
軍
首
脳
を

大
詰
失
墜
さ
せ
た
μ

林
彪
異
変H
と
い
う
大
き
な
代
価
の

う
え
に
と
そ
初
め
て
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る 。
そ
れ
だ
け

に 、
一
九
七
二
年
二
月 、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
を
北
京
空
港

に
迎
え
た
周
恩
来
の
表
情
は 、
ま
さ
に
緊
張
そ
の
も
の
で

あ
り 、
い
つ
も
の
よ
う
に
余
裕
の
あ
る
大
人
の
風
絡
も
失

せ
て
い
た 。
そ
れ
は 、
同
年
九
月
に
田
中
首
相
を
迎
え
た

と
き
の
P
ラ
ッ

ク
ス
ぷ
り
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
っ

た
と
も
い
え
よ
う 。

1976.1. 27 

と
の
よ
う
に
し
て
周
恩
来
は 、
中
国
の
将
来
を
背
負
っ

て
精
い
っ
ぱ
い
立
っ

て
き
た 。
ま
さ
に 、
現
代
中
国
の
キ

l・
パ
l
ソ
シ
と
し
て
の
周
思
来
の
盗
を
わ
れ
わ
れ
は
見

つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る 。
以
上
の
よ
う
に
周
恩
来
の
歩

み
を
見
て
き
た
と
き 、
周
思
来
を
「
不
倒
翁」
で
あ
る
と

か 、
「
中
国
の
ミ
コ
ヤ
ン」
で
あ
る
と
か 、
「
決
し
て
ナ
ン

ハ
1・

ッ
ー

に
な
ら
な
い
指
導
者」
で
あ
る
と
し
て
の
み

描
く
の
は 、
あ
ま
り
に
も
通
俗
的
で
あ
り
平
板
で
あ
り

す

ぎ
る
と
い
え
よ
う 。
周
恩
来
は 、
と
れ
ら
の
通
俗
的
な
評

価
を
すべ
て
知
り
つ
く
し
つ
つ
も 、
そ
れ
を
超
え
た
と
と

ろ
に
さ
ら
に
遠
大
な
構
想
を
も
ち
得
た
政
治
家
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る。

中
国
文
学
者
の
村
松
咲
氏
は 、
労
作
「
五
代
群
雄
伝」

の
な
か
で 、
「
事
は
ま
さ
に
実
を
務
むべ
し」
と
い
う

処

世
哲
学
に
よ
っ

て 、
あ
の
五
代
の
権
力
者
の
興
亡
激
し
い

時
代
を
生
き
抜
い
た
宰
相・
漏
道
の
姿
を
周
思
来
に
映
し

て
み
て
お
ら
れ
る
が 、
私
に
は 、
周
思
来
の
尖
務
感
覚
と

現
実
主
義
に
は 、
そ
の
処
世
哲
学
の
深
奥
に
さ
ら
に
プ
ラ

ス
さ
れ
た
遠
大
な
戦
略
的
構
想
が
租
め
ら
れ
て
い
れ
ば
ζ
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そ
可
能
で
あっ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。
そ
し
て 、
そ
の
戦

略
ζ
そ
文
拡ゃ
か
ら
脱
文
都へ
の
過
将
の
な
か
で
顕
著
で
あ

っ
た
「
毛
沢
東
休
制
下
の
非
毛
沢
東
化」
と
も
思
わ
れ
る

中
国
内
政
の
転
換
で
あ
り 、

米
中
接
近
に
象
徴
さ
れ
る
中

国
外
受
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
展
開
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

O

 

A
ノ

1月15自の周首相追悼大会て弔辞走餓む 軍事小平 副首相 （ 左端 ）

部

小

平

の

指

導

力

周
思
来
の一兆
は 、
か
つ
て
ひ
と
た
び
中
国
の
政
治
的
舞

台
か
ら
完
全
に
消
し
去
ら
れ
よ
う
と
し
た
部
小
平
副
首
相

の
作
必
を
今
日 、
一
蹴
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ

プ
さ
せ
て
い
る。

一
九
七
六
年一
月
十
九
日
号
の
「
ニ
ュ
ー

ズ
ウ
ィ
ー

ク」

誌
が
亡
き
問
思
来
の
顔
を
表
紙
に
特
集
を
組
ん
だ
の
に
対

し 、
「
タ
イ
ム」
誌
が
部
小
平
を
表
紙
に
後
継
者
部
小
平

を
焦
点
に
編
集
し
た
の
も 、
い
ま
や
外
部
世
界
が 、
彼
を

し
て
毛
沢
東
以
後
の
中
国へ
の
水
先
案
内
人
だ
と

考
え
て

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い 。

私
は
か
つ
て
本
誌
で
林
彪
の
死
を
論
じ
た
と
き 、
次
の

よ
う
に
述べ
て 、
郵
小
平
の
復
権
を
予
測
し
た
と
と
が
あ

る。
「
と
れ
ら
の
旧
幹
部
は 、
最
近
の
脱
文
革
化・
文
革

否
定
の
状
況
に
お
い
て
ζ
そ
初
め
て
復
権
し

得
た
の
で
あ

ろ
う
し 、
そ
の
よ
う
な
状
似
を
主
説
的
に
形
成
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
周
恩
来
は 、
現
不
尽
に
も
失
墜
し
て
い
っ
た

旧
幹
部
を
救
済
す
る
と
と
に
よ
っ

て 、
そ
の
支
持
屈
を
広

く
旧
英
樹
派 、
旧
彰
徳
憾
グ
ル
ー

プ 、
旧
『
右
派
分
子』

の
な
か
に
も
広
げ 、
と
う
し
て
彼
の
政
治
資
本
を
拡
充
し

ょ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る。
と
の
傾
向
が
さ
ら
に
進

む
な
ら 、
中
間
の
大
衆
に
恕
の
代
名
詞
と
し
て
設
え
込
ま

れ
た
人
物
以
外
は 、
そ
し
て 、
そ
れ
ら
の
幹
部
が
今
回
の

グ
林
彪
異
変H
に
無
関
係
で
あ
る
の
な
ら 、
た
と
え
文
革

期
に
激
し
く
批
判
さ
れ
た
人
物
で
あ
ろ
う
と
も 、
思
わ
ぬ

人
物
の
復
権
が
さ
ら
に
進
む
か
も
し
れ
念
い 。
つ
ま
り 、

劉
少
奇
の
復
権
は
あ
り
得
ず
と
も 、
部
小
平
の
復
権
が
あ

り
得
な
い
と
は 、
も
は
や
断
言
し
に
く
く
なっ
て
い
る」

（
拙
稿
「
林
彪
の
死
と
そ
の
謎」 、

月
二
十
九
日
号） 。
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本
誌一
九
七
二
年
八

党
・

軍
・

政

三

権

を

掌

握

つ
ま
り 、

郷
小
平
は
脱
文
雄
の
潮
流
の
な
か
で一
九
七

三
年
四
月
に
剛
首
相
と
し
て
復
柿
し
た
の
で
あっ
た
が 、

今
日 、
い
つ
の
間
に
か
党・
沼・
政
の
三
撒
に
わ
た
る
リ

ー
ダ
ー

シ
ッ

プ
を
掌
握
し
て
し
ま
っ

て
お
り 、

互
供
文
の

よ
う
に一
郎
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は 、

七
三
年
八
月
に
党
中
央
委
員へ
復
帰
し 、

七
四
年一
月
に

中
央
政
治
局
委
員 、
七
五
年一
月
に
筆
頭
副
首
相 、
党
副

主
席
を
経
て
今
日 、
車
の
総
参
謀
長 、
中
央
軍
事
委
員
会

副
主
席
を
兼
務
す
る
と
い
う
よ
う
に
漸
進
的
な
政
治
的
台

頭
を
遂
げ
て
今
日
に
至
っ

て
い
る
と
と
は 、
い
か
に
も
郡

小
平
ら
し
い
と
ζ
ろ
で
あ
り 、
そ
れ
だ
け
に
手
墜
さ
を
感

じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る。

そ
し
て 、
去
る
七
五
年一
月
の
全
閑
人
民
代
表
大
会
を

E
大
な
転
機
と
し
て 、
郷
小
平
は
す
で
に
周
恩
来
な
き
国

務
院
を
統
轄
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り 、
か
つ
て一
九
五
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六
年
の
八
全
大
会
前
後
の
彼
の
地
位
と
実
力
を
思
わ
せ
る

ほ
ど
の
活
躍
を
い
ち
早
く
開
始
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ

る 。
と
の
点
で
は
H

郡
小
平
の
時
代H
は
周
恩
来
の
死
を

待
た
ず
し
て
す
で
に
閉
幕
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う 。

し
か
も 、
郡
小
平
は
こ
れ
ま
で
の
経
歴
か
ら
し
て
も 、

そ
の
強
烈
な
個
性
か
ら
し
て
も 、
ま
た 、
か
つ
て
「
党
内

第
二
の
実
権
派」
と
し
て
あ
れ
ほ
ど
激
し
く
批
判
さ
れ 、

一
九
六
九
年
の
九
全
大
会
で
は
完
全
に
地
位
を
剥
奪
さ
れ

た
彼
自
身
の
政
治
的
逆
境
時
に
お
け
る
周
恩
来
と
の
関
係

か
ら
し
で
も 、
単
な
る
周
思
来
の
後
継
ぎ
で
あ
る
は
ず
は

な
い 。
一
方 、
毛
沢
東
主
席へ
の
忠
誠
を
今
日
で
は
折甘
い

念
が
ら
も 、
文
化
大
革
命
の
体
験
か
ら
し
て
も 、
ま
た
か

つ
て
ソ
連

共産
党
二
O
回
大
会
に
出
席
し 、
非
ス
タ
ー
リ

ン
化
の
洗
礼
を
受
け
た
彼
が
八
全
大
会
で
個
人
崇
拝
を
激

し
く
批
判
し
た
そ
の
経
験
か
ら
し
て
も 、
そ
の
深
田
心
理

に
・お
い
て
は
「
毛
沢
東
思
想」
の
絶
対
化
に
同
調
し
て
い

る
と
は
思
わ
れ
な
い 。

い
ず
れ
に
せ
よ 、
郡
小
平
の
政
治
的
な
強
さ
は 、
書
記

局
政
治
に
通
じ
た
H

革
命
官
僚H
と
し
て
の
而
日
開
如
た

る
と
と
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う 。
ζ
の
よ
う
な
郷
小
平
の

内
政
外
交
に
関
す
る
認
践
は 、
き
わ
め
て
堅
実
な
も
の
で

あ
り 、
例
え
ば一
九
七
四
年
十
月 、
園
陸
節
に
参
加
し
た

海
外
諺
僑へ
の
郡
小
平
の
非
公
開
談
話
（
香
地
の
中
立
左

系
誌
「
七
十
年
代」
一
九
七
四
年
十
二
月
号
掲
載）
K
－お

い
て 、
中
国
の
品
業
生
産
の
困
難
性 、
生
活
水
準
の
低

さ 、
品
業
の
機
械
化
と
化
学
肥
料
増・援
の
必
要
性
を
論
じ

た
と
き
の
郵
小
平
の
現
実
認
識
を
見
た
と
き 、
そ
の
手
堅

特集

い
リ
ア
リ
ズ
ム
に
驚
く
ほ
ど
で
あ
る 。

と
の
よ
う
な
部
小
平
の
指
導
力
と
そ 、
周
恩
来
な
き
中

国
に
と
っ
て 、
ま
す
ま
す
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
る

で
あ
ろ
う 。

周

恩

来

な

き

中

国

の

対

外

姿

勢

と
れ
ま
で
主
に
内
政
中
心
に
問
題
を
見
て
き
た
が 、
最

後
に
中
国
の
対
外
姿
訓却
を
展
望τ
て
み
よ
う 。

ま
ず
中ソ
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が 、
今
日
の
中
ソ
対

立
が 、
毛
沢
東
の
厳
し
い
対
ソ
認
識
に
立
脚
し
た
も
の
で

あ
る
以
上 、
か
つ
て
中
ソ
論
争
の
第一
線
に
立
ち
4な
が
ら

も 、
反
米
統一
戦
線
の
形
成
と
い
う一
点
で
は 、
ソ
連
と

も
連
携
すべ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら 、
羅
瑞
卿
元
総
参

謀
長
の
統一 一級
戦
戦
略
を
支
持
し
た
部
小
平
の
対
ソ
姿
勢

が
毛
沢
東
の
対
ソ
認
識
を
凌
い
で
前
面
に
押
し
出
さ
れ 、

一
定
の
限
度
内
で
対ソ
改
普
が
図
ら
れ
る
と
い
っ
た
蓋
然

性
は 、
当
面
の
と
ζ
ろ
き
わ
め
て
低
い
で
あ
ろ
う 。

こ
う
し
た
な
か
で 、
圏
内
的
に
は
毛
沢
東
以
後へ
の
歴

史
的
な
移
行
期
に
直
面
し 、

対
外
的
に
は 、
対
ソ
冷
戦
の

厳
し
い
国
際
環
境
に
対
処
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
中
国

は 、
原
則
的
に
は 、
第
三
世
界
と
の
連
結
を
呼
号
し
つ
つ

も 、
笑
態
的
に
は
米・
日・
中
の
関
係
を
よ
り
い
っ
そ
う

重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

と
の
よ
う
な
中
国
の
立
場
は 、
去
る
十
二
月
七
日
に
訪

中
後
の
フ
ォ
ー
ド

大
統
領
が
ハ
ワ
イ
で
発
表
し
た
「
新
太

平
洋
ド
ク
ト
p
ン」
の
方
向
と一

致
す
る
も
の
で
あ
り 、

と
く
に
米・
日・
中
の
ト
ラ
ン
ス・
パ
シ
フ
ィ
ッ

ク・
コ
ア

リ
シ
ョ

ン
（
太
平
洋
横
断
的
連
携）
形
成へ
の
ア
メ
リ
カ

の
衝
動
は 、
中
固
に
と
っ
て
ま
さ
に
対ソ
反
「
制
権」
迎

合
と
し
て
歓
迎
すべ
き
も
の
で
あ
り 、
と
の
よ
う
な
新
し

い
国
際
環
境
の
な
か
に 、
中
国
は
当
面
そ
の
対
外
政
策
の

基
調
を
設
定
し
て
ゆ
く
も
の
と
恩
わ
れ
る 。
結
論
的
に
は

米
中
関
係 、
日
中
関
係
は
基
本
的
に
変
化
せ
ず 、
む
し
ろ

そ
の
関
係
が
強
化
さ
れと
そ
す
れ 、
そ
れ
が
弱
め
ら
れ
る

と
と
は
な
い
で
あ
ろ
う 。

だ
が 、
と
う
し
た
方
向
は 、
中
国
の
「
第
三
世
界」
外

交
と
あ
る
点
で
矛
盾
し 、
ま
た
「
反
帝
の
み
な
ら
ず 、
反

修・
反
社
帝
も」
と
い
う
中
国
の
原
則
的
な
方
針
が
ベ
ト

ナ
ム
や
北
朝
鮮
な
ど
の
社
会
主
義
諸
国
や
ア
ジ
ア・
ア
フ

リ
カ
の
解
放
諸
勢
力
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
余
地
は
ま
す
ま

す
せ
ば
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う 。
と
の
点
で 、
中
国
外
交
は

大
き
な
試
練
に
立
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が 、
そ
の
と
と
は

か
え
っ
て 、
西
側
諸
国
と
の
辿
携
を
強
め
る
方
向へ
と
作

用
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

そ
の
よ
う
な
中
国
が
外
交
的
な
突
破
口
に
し
た
い
と

考

え
る
懸
案と
そ
「
覇
権
条
項」
入
り
の
日
中
平
和
友
好
条

約
で
あ
る
ζ
と
に
も 、
当
面
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う 。

と
う
し
た
国
際
環
境
の
な
か
で 、
い
ま
や
台
湾
問
題
は 、

中
国
に
と
っ
て
固
有
な
問
題
で
は
あ
っ
て
も 、
そ
の
優
先

順
位
が
か
な
り

低
い
問
題
に
転
化
し
て
し
ま
っ
た
ζ
と
も

明
ら
か
で
あ
る 。
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