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日本の中国研究家の語る毛沢東主義の本質

中
国
の
事
態
は 、
日
本
の
中
国
研
究
家

た
ち
の
あ
い
r
で
さ
ま
ぎ
ま
な
評
価
巻
下

さ
れ
て
い
る。
日
本
の
親
毛
沢
東
的
な
傾

向
の
中
国
研
究
家
た
ち
は 、
客
観
的
は
科

学
的
立
場
か
ら

中
国
の
事
態
を
評
価
し
ょ

ず
と
す
る
著
名
な
哲
学
者
や
社
会
学
者
の

一
回
と
対
立
し
て
い
る。

ζ
の
傾
向
の
代
表
の一
人
に
東
京
外
語

大
学
教
授
の
中
嶋
嶺
雄
を
あ
げ
る
ζ
と
が

で
き
る。
か
れ
は 、
毛
沢
東
主
義
の
反
マ

ル
ク
ス
主
義
的
考
え
方
を
暴
露
す
る
乙
と

に
大
き
な
貢
献
号
し
た 。
ζ
の
書
評
に
と

り
あ
げ
る
か
れ
の
著
書
『
現
代
中
国
論』

は 、
一
九
六
六
年
に
初
め
て
日
本
で
出
版

会
れ
て
以
来 、
六
版
を
重
ね
た 。
乙
の
最

新
版
に
は 、
「
文
革」
期
の
中
国
の
出
来

事
を
紹
介
し
、

最
近
の
と
の
国
の
内
政

的
進
展
を
総
括
す
る
幾
つ
か
の
章
が
つ
け

加
え
ら
れ
て
い
る。
本
書
最
新
版
の
序
文

に
は 、
著
者
が
す
で
に
一
九
六
六
年
に
毛

沢
東
主
義
に
下
し
た
評
価
の
正
し
か
っ

た

ζ
と
が
主
と
し
て
時
間
の
経
過
に
よ
っ

て

裏
づ
け
ら
れ
た
こ
と 、
以
前
に
著
者
が
到

達
し
た
毛
沢
東
主
義
の
本
質
に
つ
い
て
の

結
論
の
正
し
か
っ

た
ζ
と
が
中
国
の
最
近

の
出
来
事
に
よ
っ
て
あ
ら
た
に
裏
づ
け
ら

ベ

・

ポ

ス

ペ

！

口

フ

哲

学

博

士

候

補

れ
た
ζ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る。
い
い
か

え
る
な
ら 、

本
書
は
時
の
試
練
に
耐
え、

著
者
の
基
本
的
概
念
は
現
実
に
よ
っ

て
裏

づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ζ
と
だ 。
ζ
れ

ら
の
ζ
と
は
す
べ
て 、
本
書
が
科
学
的
長

所
ぞ
も
っ
て
い
る
証
拠
で
あ
り、

著
者
の

科
学
的
方
法
が
突
を
結
ん
で
い
る
ζ
と
を

確
認
す
る
も

の
で
あ
る。

一一 一 一向’P ‘ …ー － ·－ 司 守

？中
嶋
敬
雄
『
現
代
中
国
論

｜｜

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
治
の
内
的
考

察』 、

青
木
書
店 、
一
九
七一
年

増
補。
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本
書
の
基
本
的
な
目
的
は 、，
毛
沢
東
主

義
の
思
想・
政
治
的 、
哲
学
的
内
容 、
反

マ
ル
ク
ス
主
義
的
思
担・
政
治
制
流
と
し

て
の
毛
沢
東
主
義
の
形
成
過
程
を
研
究
す

る
ζ
と
で
あ
る 。
毛
沢
東
主
義
は
マ
ル
ク

ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
の
継
承
し
た
も

の
で

は
な
く 、
ま
し
て
や
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た

も
の
で
は
な
い
乙
と 、
毛
沢
東
の
思
想
体

系
は 、
伝
統
的
な
中
国
的
世
界
観
の
プ
リ

ズ
ム
を
通
じ
て
認
識
さ
れ 、
二
O
枇
紀
の

中
国
の
現
実
の
条
件
に
適
応
さ
れ
た
さ
ま

ぎ
ま
な
小
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
概
念
の
折
衷
的

な
寄
せ
集
め
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が 、
本
書

で
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る。

著
者
が
ζ
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
の

は、
毛
沢
東
の
思
間・
政
治
的
見
解
の
由

来
と
マ
ル
ク
ス
主
義
に
た
い
す
る
そ
の
態

度
ぞ
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
で
ゐ
る。

毛
沢
東
は
「
思
想
的
転
換
を
自
覚
す
る

以
前
の
め
ま
ぐ
る
し
い
思
想
通
歴
の
過
程

で
自
己
の
胎
内
に
吸
収
し
て
き
た
マ
ル
ク

ス
主
義
と
は
基
本
的
に
相
容
れ
な
い
思
想

諸
潮
流
や
人
間
像
に
た
い
し
て 、
乙
の
と

き
の
毛
沢
東
が
い
か
に
対
応
な
い
し
は
対

決
し
た
か
が
ま
ず
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う」
（
三
二
ペ
ー

ジ）
と 、
著
者

は
指
摘
し
て
い
る。

毛
沢
東
の
世
界
観
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
の
は4
啓
蒙
運
動
お
よ
び
辛
亥
革
命

の
時
期
の
中
国
の
自
由
主
義
的
な
ブ
ル
ジ

ョ
ア
活
動
家
の
見
解
で
あ
っ
た
と 、
著
者

は
書
い
て
い
る。
毛
沢
東
は 、
「
孫
文
よ

り
も
な
し
ろ
改
良
派
の
康
有
為
や
梁
啓
起

の
主
．強
に
共
感
を
覚
え、
：：：

李
大
剣
や

魯
迅
で
は
な
く 、

胡
適
や
陳
独
秀
の
讃
美

者
に
な
っ
た」
（
三
二
ペ
ー

ジ）
と 、
著

者
は
強
調
し
て
い
る。
マ
ル
ク
ス
主
義
を

学
び
は
じ
め
た
当
時
の
毛
沢
東
の
ひ
ど
く

狭
小
な
思
想
的・
理
論
的
知
識
に
つ
い
て

い
え
ば 、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
か
ん
す
る
論

文
を
幾
っ
か
知
っ
て
い
る
だ
け
と
い
う
毛

沢
東
ω
信
念
の
中
に
は 、
マ
ル
ク
ス
主
義

を
そ
の
統一
的
な
全
体
と
し
て
理
解
す
る

ζ
と
が
で
き
る
よ
う
な
思
組
的
基
盤
を
み

い
ど
す
ζ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
た 。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
に
お
い
て
は、

ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
概
念
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
小

ブ
ル
ジ
ョ

ア
周
の
出
身
者
た
ち
が 、
革
命

的
実
践
の
過
程
で
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン

主
義
理
論
の
根
本
的
な
学
習
に
も
と
づ
い

て 、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
の
立
場

に
し
っ
か
り
と
ど
ま
っ

た
例
は
少
な
く
な

い 。
周
知
の
通
り、

毛
沢
東
に
か
ん
し
て

は
ζ
う
い
う
ζ
と
は
起
ζ
ら
な
か
っ

た 。

中
国
農
民
の
反
封
建
運
動
の
経
験
に
は
ぐ

く
ま
れ
た
毛
沢
東
は 、
社
会
主
義
革
命
お

よ
び
封
働
者
階
級
の
革
命
運
動
に
お
け
る

指
導
的
役
割
に
か
ん
す
る
理
論
と
し
て
の

マ
ル
ク
ス
主
誌
の
本
質
を
理
解
す
る
ま
で

に
成
長
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た 。
毛
沢
東

は
労
農
の
同
盟
が
必
要
で
あ
る
と
再
三
宣

言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
毛
沢
東

に
と
っ

て
は
こ
の
よ
う
な
同
盟
の
レ
l

ニ

シ
的
な
認
識
は
無
縁
で
あ
っ
た
と 、
著
者

は
指
摘
し
て
い
る。
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
主
体
的
で
あ
っ
た
レ
l

ニ
ン
の
労
農
独

裁
の
理
論
に
た
い
し
て 、
毛
沢
東
の
労
農

同
盟
の
理
論
は
あ
く
ま
で
も 、

農
民
主
体

的
で
あ
る
と
い
う
ζ
と
が
で
き
る
の
で
あ
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る。
：：：

毛
沢
東
の
労
政
同
胞
の
理
論
が

レ
l－一
ン
の
理
論
の
純一
ポ
に
よ
っ

て
で
は

な
く 、
ひ
た
す
ら 、
良
民
運
動
の
経
験
の

な
か
で
生
み
だ
さ
れ
た
土
地
革
命
の
ヴ
ィ

ツ
ョ

ン
に
依
拠
し
て
形
成
さ
れ
た
も

の
で

あ
ろ
う 。：：：」
（
三
五
i

三
六
ぺ
l
ッ
ヲ

刷版
業
革
命
の
成
功
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
民
主

主
義
不
命
の
過
程
で
旧
践
業
生
産
方
式
を

根
本
的
に
粉
砕
す
る
乙
と
に
か
か
っ

て
い

る
と 、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
理
論

は
教
え
て
い
る

。

労
働
者
階
級
は
こ
の

革
命
の
指
導
的
勢
力
と
し
て
行
動
し
な
が

ち 、
乙
の
革
命
を
科
学
的
共
産
主
義
理
論

に
従
っ

て
設
業
問
題
を
す
っ

か
り

解
決
す

ろ
社
会
主
義
革
命
へ
と
変
質
さ
せ
る。
本

書
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は 、
山刷
業
革
命
の

本
質
の
乙
の
よ
う
な
認
識
が
毛
沢
東
κ
は

無
関
係
r
と
い
う
ζ
と
ピ 。
毛
沢
東
の
農

業
問
題
に
か
ん
す
る
恕
論
の
性
絡
は
小
ブ

ル
ジ
ョ

ア
的
で
あ
り 、

毛
沢
東
の
臨
業
改

造
手
段
の
考
え
方
は
中
国
民
民
の
伝
統
的

な
観
念
の
習
得
に
も
と ．つ
い
て
ま
っ

た
く

経
験
的
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
る

と、
著
者
は
指
摘
し
て
い
る。
「
毛
沢
東

の
思
相」
は
太
平
天
国
の
乱
の
教
え 、
中

国
農
民
社
会
の
特
徴
を
多
か
れ
少
な
か
れ

反
映
し
て
い
る
康
有
為
の
見
解
と
同
じ
系

統
の
も

の
で
あ
る。

著
者
は
毛
沢
東
主
義
の
思
想
的
出
発
点

と
マ
ル
ク
ス
主
義
に
た
い
す
る
そ
の
態
度

と
を
分
析
す
る
ζ
と
に
よ
っ

て 、
毛
沢
東

主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
あ
い
だ
に
7

・線
を
両
し 、
毛
沢
東
主
義
を
マ
ル
ク
ス
主

義
と
は
共
通
の
も

の
は
何一
つ
も
た
な
い

理
論
だ
と
規
定
す
る
根
拠
を
も
っ
た
の
で

あ
る。
「
毛
沢
東
の
革
命
思
組
は 、
そ
も

そ
も 、
マ
ル
ク
ス
革
命
思
想
と
は、
あ
ま

り
に
も

速
い
地
点
に
あ
っ

た
と
い
わ
ま
る

ぞ
得
な
い
だ
ろ
う 。
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
の

思
組
は 、
毛
沢
東
に
お
い
て
完
全
に
断
絶

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た」（
四
六
ペ
ー

ジ） 。

ブ
ル
ジ
ョ

ア
理
論
家
や
修
正
主
義
的
理

論
家
た
ち
は

、

毛
沢
東
主
義
ぞ
「
・中
固

化
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義」
だ
と
し
て
い

る。
か
れ
ら
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
普
遍
的

真
理
を
否
定
し 、
マ
ル
ク
ス
主
識
の
「
民

族
的」
な
変
形
が
存
在
し
う
る
と
理
論 ．つ

け
よ
う
と
し
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
試
み

は 、
世
界
共
産
主
義
運
動
の
思
想
的・
理

論
的
基
盤
を
弱
め 、
そ
の
統一
を
損
お
う

と
す
る
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る。

著
者
に
は
ζ
の
よ
う
な
立
場
は
受
け
入
れ

が
た
い 。
著
者
は 、
毛
沢
東
主
義
の
木
質

を
「
中
固
化
さ
れ
た」
マ
ル
ク
ス
主
義
だ

と
す
る
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
評
価
を
批
判

し
て
い
る。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
地
域
的 、

民
族
的
な
所
属
に
も
と ．つ
い
て
分
け
る
乙

と
は
で
き
な
い 。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
そ
れ

ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
出
発
点

と
法
則
性
を
も
っ

て
い
た
と
す
る
ζ
と
は

許
せ
る
乙
と
で
は
な
い 。
マ
ル
ク
ス
主
誌

は
創
造
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず、
各
国
の

状
態
の
民
族
的 、
社
会
的
特
徴
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が 、
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
理
論
の一
般
的
法
則
は
唯一

で
あ
り 、
す
べ
て
の
国
に
普
遍
の
も

の
で

あ
る
と 、
著
者
は
指
摘
し
て
い
る。

著
者
は 、
毛
沢
東
主
義
を
反
マ
ル
ク
ス

主
義
的
潮
流
と

す
る
全
体
的
な
評
価
に
と
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ど
ま
ら
ず 、
そ
の
内
部
構
造
と
思
担・
哲

学
的
内
容
を
規
定
す
る
そ
の
方
法
論
的
原

則
を
分
析
し
て
い
る 。
毛
沢
東
主
義
の
考

え
方
の
も
っ
と
も

重
要
な
方
法
論
的
原
則

と
主
要
な
要
素
は
経
験
論
で
あ
る
と 、
著

者
は
考
え
て
い
る 。
著
者
の
考
え
に
よ
れ

ば 、
こ
の
よ
う
な
経
験
論
の
出
発
点
と
な

っ
て
い
る
の
は 、
観
察
と
個
人
的
経
験
ぞ

現
実
認
識
の
出
発
点
と
み
な
す
中
国
の
哲

学
的
伝
統
で
あ
る 。
経
験
論
は
系
統
的
な

一
貫
し
た
論
理
を
も
た
な
い
の
で、
普
通

一
般
に
は－
プ
ラ
グ
マ
テ
イ

ズ
ム
に
お
ち
い

る
（
七
三
ペ
ー

ジ）
。

毛
沢
東一
派
内
外

政
策
が
何
回
と
な
く

急
転
回
し
た
の
も 、

ま
さ
に
現
実
に
た
い
す
る
こ
の
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ッ

ク
な
態
度
に
よ
る
も

の
で
あ
る

と、
著
者
は
説
明
し
て
い
る 。

著
者
は 、
毛
沢
東
の
認
識
論
に
全
面
的

な
批
判
を
加
え
て
い
る 。
か
れ
の
認
識
論

の
基
本
は
経
験
論 、
現
実
認
識
に
お
け
る

理
性
の
媒
介
的
役
割
を
事
実
上
否
定
す
る

も
の
で
あ
る 。
毛
沢
東
主
義
の
特
徴
は、

根
本
的
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
真
理
と
矛
盾

す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
真
理
概
念
で

あ
る
と 、
本
書
で
は
次
の
よ
う
に
強
制
さ

れ
て
い
る 。
「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
社
会
的

実
生
活
に
お
け
る
経
験
を
無
視
す
る
も

の

で
は
な
い 。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
主
義
は
決

し
て
経 ．
験
に
拝
脆
し
な
い

。
マ
ル
ク
ス

主
義
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
包
摂
し
な
が
ら

も、
な
お 、
そ
れ
ら
の
経
験
を
超
克
し
た

地
点
に
確
乎
た
る
普
遍
性
を
ア・
プ
リ
オ

リ
に
確
立
す
る
：：：
ζ
れ
に
た
い
し
て
経

験
主
義
は・；
：・

経
験
的
な
事
実
の
集
積
の

み
に
よ
っ

て
自
己
を
完
結
し 、
そ
ζ
で
は

実
践
に
よ
る
成
功
が
真
理
の
唯一
の
規
準

と
な
る」
（
七
0
ペ
ー
ジ）
。

結
局 、
経
験
論 、
プ
ラ
グ
マ
テ
イ

ズ
ム
、

伝
統
的
形
而
上
学
的
概
念
へ
の
追
随
と
い

っ
た
も

の
が、
著
者
の
力
説
し
て
い
る
毛

沢
東
主
義
の
若
干
の
重
要
な
特
徴
な
の
で

あ
る 。
著
者
の
着
手
し
て
い
る
こ
の
潮
流

の
哲
学
的
内
容
の
分
析
は 、
そ
の
反
マ
ル

ク
ス
主
義
的
本
質
を
暴
露
す
る
た
め
の
補

足
的
資
料
を
与
え
え
て
い
る 。

毛
沢
東
主
義
は 、
現
代
の
世
界
的
発
展

の
も
っ
と
も

主
要
な
問
題
を
ど
の
よ
う
に

扱
っ

て
い
る
の
か

。

ζ
れ
は
本
書
に
言

及
さ
れ
て
い
る
問
題
の
第
二
の
領
域
で
あ

る 。
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
た
い
す
る
毛

沢
東
主
義
の
態
度
に
大
き
な
注
意
が
向
け

ら
れ
て
い
る。
著
者
は、
乙
の
問
題
に
お

い
て
北
京
指
導
者
た
ち
の
立
場
を
き
っ

ぱ

り
と
批
判
し
て
い
る 。
原
爆
紛
争
を
始
め

ろ
と
い
う

毛
沢
東一
派
の
呼
び
か
け
の
中

に
著
者
が
み
て
と
っ

て
い
る
の
は、
戦
術

行
動
で
も 、

心
理
戦
争
の
方
法
で
も
な

く 、
ま
し
て
や
外
交
手
段
で
も
な
い 。
著
者

に
よ
れ
ば 、
乙
の
戦
争
方
針
と
は 、
毛
沢

東
主
義
の
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的 、
反
人
道

主
義
的
本
質
に
由
来
す
る
毛
沢
東
主
義
の

本
能
的
特
徴
な
の
で
あ
る 。
「
中
国
共
産

党
は
い
ま
な
お
戦
争
不
可
避
論
の
立
場
か

ら：：：
現
代
マ
ル
ク
ス
主
義
が
切
開
し
得

た
新
し
い
展
望：：：
に
た
い
す
る
全
面
拒

否
の
回
答
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
ζ
ろ

に
乙
そ
あ
る
と
思
わ
れ
る」
（
二
五
五
ペ

ー
ジ）
と 、
本
書
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る 。

毛
沢
東一
派
は
中
国
を
兵
営
に
変
え 、

核
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能
力
を
強
化
し
て
い
る。
「
中
国
の
指
導

者
が
企
図
す
る
街
動
は
客
観
的
に
は、
世

界
平
和
に
た
い
す
る
重
大
な
挑
戦
と
も
な

り
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る」
と 、
心
配
気

に
書
か
れ
て
い
る
（
二
五
五
ペ
ー

ジ）
。

毛
沢
東一
派
の
考
え
方
が
科
学
的
に
根

拠
薄
弱
な
ζ
と
は 、
現
代
の
評
価
に
と
く

に
は
っ
き
り

現
れ
て
い
る。
周
知
の
通
り 、

毛
沢
東一
派
は
現
代
世
界
に
お
け
る
力
関

係
に
た
い
す
る
世
界
的
社
会
主
義
の
決
定

的
な
影
響
力
を
否
定
し 、
民
族
併
放
述
動

を
基

本
的
革
命
勢
力
と
み
な
し
て
い
る。

現
代
の
基
本
矛
盾
令 、
一
方
で
は
革
命
的

諸
国
民
同
士
の、
他
万
で
はa
帝
国
主
義
と

「
社
会
帝
国
主
義」
と
の
い
わ
ゆ
る
矛
盾

r
と
し
て
い
る。

毛
沢
東一
派
は
主
要
矛
盾
に
か
ん
す
る

自
分
た
ち
の
考
え
方
を
立
証
す
る
た
め
の

基
本
的
論
拠
と
し
て 、
民
族
解
放
運
動
の

地
織
に
は
圧
倒
的
に
多
い
住
民
が
住
ん
で

い
る
事
実
を
挙
げ
て
い
る。
若
者
は
乙
の

よ
う
な
毛
沢
東一
派
の
主
張
に
触
れ
て 、

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る。
毛
沢
東一

派
の
理
論
家
た
ち
は
ζ
の
問
題
を
扱
う
に

当
っ

て
質
的
な
面
を
量
的
な
面
に
す
り

替

え
て
お
り 、e

か
れ
ら
は
現
代
世
界
の
現
象

を
分
析
す
る
階
級
的
ア
プ
ロ
ー

チ
を
忘
れ

て
い
る
た
め 、
現
代
の
基
本
矛
盾
を
理
解

で
き
な
い
で
い
る。
「
今
日
の
時
代
の
基

本
矛
盾
が
ま
さ
に
社
会
主
義
と
資
本
主
誌

の
対
立
に
収
蝕
さ
れ 、
そ
れ
が
時
代
の
発

医
方
向
を
本
質
的
に
規
定
し 、
歴
史
の
現

段
階
に
鋭
く
刻
印
さ
れ
て
い
る」
（
二
六

七
ペ
ー

ジ） 。

北
京
の
宜
伝
は 、
「
毛
沢
東
思
想」
と

革
命
的
推
移
に
か
ん
す
る
毛
沢
東
の
考
え

方
を
後
進
諸
国
の
模
範
だ
と
し
よ
う
と
し

て
い
る。
毛
沢
東
理
論
の
「
普
通
性」
を

証
明
す
る
ブ
ル
ジ
ョ

ア
理
論
家
や
修
正
主

義
理
論
家
た
ち
は 、
声
を
大
に
し
て
乙
れ

K
同
意
し
て
い
る。

小
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー

を
民
族
解
放
運
動

の
基
本
勢
力
と
み
な
し 、
乙
の
運
動
を
世

界
的
社
会
主
義
や
国
際
労
働
運
動
か
ら
切

り
離
そ
う
と
し
て
い
る
毛
沢
東
の
民
族
解

放
運
動
に
か
ん
す
る
考
え
方
の
反
マ
ル
ク

ス
主
義
的
内
容
を
暴
露
し
て 、
著
者
は
次

の
よ
う
に
番
い
て
い
る。
「
今
日
の
歴
史

的
条
件
に
お
い
て
は 、
資
本
主
義
の
未
発

展
に
よ
っ

て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

の
生
成

が
未
成
熟
で
は
あ
っ

て
も 、

民
族
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー 、

農
民 、
知
識
人 、
都
市
小
ブ

ル
ジ
ョ

ア
ッ
ー

な
ど
の
中
間
胞
と
と
も
に

形
成
さ
れ
る
広
簡
な
同
盟
が 、
社
会
主
装

世
界
体
制
と
の
相
互
関
連
の
な
か
で 、
後

進
国
革
命
の
将
来
の
パ
タ
ー

ン
ぞ
規
定
す

る
有
力
な
基
盤
に
も
な
り

得
ょ
う」
（
二

七
三
ペ
ー

ジ） 。

本
警
に
お
い
て
は 、
民
族
解
放
運
動
と

国
際
労
働
運
動
と
の
密
接
な
同
盟
が
必
要

だ
と
い
う
こ
と
が
世
界
経
済
発
展
の
特
殊

性
に
よ
っ

て
次
の
よ
う
に
裏
づ
け
ら
れ
て

い
る。
「
今
日
の
後
進
諸
国
に
た
い
す
る

国
際
独
占
体
の
謬
透
は 、
不
可
避
的
に
本

国
に
お
け
る
国
際
独
占
資

本
主
義
の
発
展

方
向
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て、
民

族
解
放
闘
争
自
体 、
先
進
諸
国
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
反
独
占
闘
争
と
の
不

可
分
な
相
互
認
識
的・
有
機
的
統一
に
お
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い
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う」
（
三
七
九
ぺ
l

ツ
ゴ

民
族
解
放
運
動
の
推
進
力
に
か
ん
す
る

こ
の
よ
う
な
評
仰
は 、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
理
論
に
由
来
し
て
お
り 、

解
放

闘
争
の
既
得
の
経
験
を
反
映
し
て
い
る。

だ
か
ら
ζ
そ 、
毛
沢
東
の
考
え
方
に
た
い

す
る
著
者
の
次
の
評
価
は
完
全
に
根
拠
の

あ
る
も

の
と
な
っ

て
い
る。「
後
進
諮
問
が

社
会
的
進
歩
の
開
拓
す
る
道
は 、
き
わ
め

て
多
様
で
あ
る
と
の
認
識
が
前
提
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず 、
す
べ
て
を
民
族
解
放
武

装
闘
争
の
中
国
的
典
型
に
結
び
つ
け
る
ζ

と
は
で
き
な
い：：： 。」（
二
七
九
ペ
ー

ジ） 。

毛
沢
東
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
も
っ
と
も

重
要
な
要
去
の一
つ
は
民
族
主
義
で
あ
る

と、
著
者
は
み
な
し
て
い
る。
現
在
の
中

国
で
は
「
本
来
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て

も
民
族
主
義
の
過
激
性
と
は
相
容
れ
な
い

共
産
主
義
へ
の
展
望
さ
え
も

民
族
窓
識
の

昂
揚
ぞ
基
座
に
し
て
設
定
さ
れ
た
の
で
あ

る」
（
七
八
ペ
ー

ジ）
と 、
著
者
は
主
張

し
て
い
る。
そ
の
主
張
に
よ
れ
ば 、
毛
沢

東
の
す
べ
て
の
試
み

｜｜
「
人
民
公
社」 、

「
大
躍
進」 、
そ
の
他

ll
の
基
本
に
は 、

「
民
族
意
識
の
昂
揚」
が
あ
っ
た 。
教
者

は 、
毛
沢
東一
派
が
直
接
の
政
治
目
的
の

設
置
の
際
に
も

民
族
意
識
の
昂
揚
巻
配
慮

し 、
そ
れ
を
民
族
主
義
へ
と
異
常
発
展
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る。

最
後
の
意
は 、
世
間
周
知
の
「
文
革」

の
理
由
と
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る。

こ
の
「
革
命」
は
毛
沢
東
理
論
の
論
理
的

結
果
で
あ
り 、

毛
沢
東
主
義
と
は
「
行
動

に
お
い
て」
何
で
あ
る
の
か、
毛
沢
東
主

義
と
は
中
国
人
民
に
何
を
も
た
ら
す
の
か

を
は
っ
き
り

示
し
た 。
乙
の
革
命
は 、
党

と
国
家
の
政
治
路
線
を
変
更
す
る
た
め
の

「
毛
沢
東一
派
の
奪
権
闘
争」
で
あ
る

と 、
著
者
は
正
し
く
評
価
し
て
い
る。
毛
沢

東一
派
が
国
家
的
ク
ー

デ
タ
ー

を
敢
行
す

る
の
に
そ
の
手
を
か
り
た
「
紅
衛
兵」
運

動
の
真
相
を
も 、
著
者
の
臼
は
と
ら
え
て

い
る。
ζ
の
「
紅
衛
兵L
た
ち
の
行
動
が
党

に
打
撃
を
加
え
る
た
め
に
か
れ
ら
を
利
用

し
た
毛
沢
東一
派
の
職
員
に
挑
発
さ
れ
て

い
た
ζ
と
号 、
著
者
は
立
証
し
て
い
る。

本
書
で
は 、
中
国
共
産
党
第
九
同
全
国

代
表
大
会
の
結
果
が
分
析
さ
れ
て
お
り 、

そ
の
準
備
に
当
っ

て
民
主
集
中
制
の
原
則

が
言
語
道
断
に
も

般
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る。
著
者
は 、
ζ
の
大
会
で
採
択

さ
れ
た
中
国
共
産
党
規
約
を
批
判
し
て、

ζ
の
規
約
に
は
国
家
建
設
の
任
務
と
経
済

政
策
の
正
確
な
規
定
が
欠
如
し
て
い
る
と

指
摘
し
て
い
る。

著
者
は
ま
た

、

毛
沢
東
の
考
え
方
が

「
文
革」
期
に
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た

か
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る。
著
者
は 、

「
造
反
有
理」
と
悪
名
高
き「
大
衆
路
線」

と
い
う
毛
沢
東
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
内
容
と

使
命
と
を
分
析
し
て
い
る。
ζ
れ
ら
の「
ス

ロ
ー

ガ
ン」
に
つ
い
て
ブ
ル
ジ
ョ

ア
理
論

家
や
修
正
主
義
の
理
論
家
た
ち
は

、

い

か
に
多
く
の
中
傷
と
憶
測
を
語
っ

た
ζ
と

か 。
若
干
の
も

の
に
ち
は
そ
の
中
に 、
「
大

民
主
主
義」

、
国
家
権
力
の
「
抑
圧
的
役

割」
か
ら
の
人
間
の
解
放
へ
の
呼
び
か
け

を
み
て
と
っ

た 。
著
者
は
ζ
の
よ
う
な
主
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張
に
批
判
を
加
え
て 、
「
造
反
有
理」
の

ス
ロ
ー

ガ
ン
を
初
め
て
毛
沢
東
が
提
起
し

た
の
は
延
安
時
代
で
あ
り 、
乙
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
ブ
ル
ジ
ョ

ア
・

地
主
分
子
に
た

い
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
書
い
て
い

る。
と
の
主
張
の
信
溜
性
に
つ
い
て
は
し

ば
ら
く
置
く
ζ
と
に
し
て
も 、

「
文
革」

期
に
お
け
る
ζ
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
使
命
に

つ
い
て
の
著
者
の
指
摘
は
正
し
い
と
い
え

る。
著
者
は
毛
沢
東一
派
の
小
ブ
ル
ヲ
ョ

ア
的
考
え
方
に
起
因
す
る
ζ
の
ス
ロ
ー

ガ

ン
の
無
政
府
主
義
的
内
容
に
注
目
し
て
い

る
の
で
あ
る。

「
大
衆
路
線」
に
つ
い
て
も
同
じ
ζ
と

が
い
え
る。
若
者
は 、
乙
の
「
大
衆
路
線」

が
現
実
に
人
民
の
利
益
ぞ
反
映
す
る
政
策

そ
実
現
し
う
る
よ
う
な
幾
つ
か
の
朱
件
を

挙
げ 、

中
国
で
は
ζ
れ
ら
の
糸
件
の
う

ち一
つ
と
し
て
み
た
さ
れ
て
い
な
い
ζ
と

を
舵
認
し
て
い
る。
民
主
主
義
的
原
則
が

順
守
さ
れ
て
初
め
て
正
し
い
政
治
路
線
が

あ
り
う
る
の
r
と 、
本
書
に
は
脅
か
れ
て

い
る。
そ
う
で
な
け
れ
ば 、
正
し
い
政
治

路
線
も
「
大
衆
を
操
作
す
る」
機
構
と
な

り 、
大
衆
の
「
主
観
的
活
動」
に
盲
従
す

る
「
主
観
主
義
的
政
治
策
動」
と
な
っ
て

し
ま
う 。
ζ
の
よ
う
に 、
「
大
衆
路
線」

は
「
政
策
の
道
具」
と
な
っ
て
い
る。
現

在
中
国
で
観
察
さ
れ
う
る
ζ
と
は
ま
さ
に

ζ
の
よ
う
な
状
態
な
の
で
あ
る
と、
著
者

は
述
べ
て
い
る
（
七
六
ぺ
l
ツ〉 。

以
上
が 、
木
容
に
言
及
さ
れ
て
い
る
毛

沢
東
主
義
の
理
論
と
実
践
の
若
干
の
問
題

で
あ
る。
著
者
は
本
書
で
毛
沢
東
の
考
え

方
に
論
争
を
た
た
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て 、
毛
沢
東
主
義
を
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的

潮
流
と
し
て
暴
露
す
る
乙
と
に
成
功
し
て

い
る。本

書
の
科
学
的
な
成
果
を
述
べ
て
き
た

が 、

同
時
に 、

若
干
の
苦
言
を
呈
し
て

置
き
た
い 。
毛
沢
東
の
「
自
力
更
生」
方

針
が
打
ち
出
さ
れ
た
原
因
に
た
い
す
る
著

者
の
見
解
に
は 、
反
論
が
あ
る。
著
者
が

こ
の
よ
う
な
意
見
守
述
べ
て
い
る
の
は、

ソ
中
関
係
の
性
格
お
よ
び
抗
日
戦
と
そ
の

後
の
時
期
の
ソ
述
に
よ
る
対
中
援
助
に
か

ん
す
る
必
要
な
情
報
が
著
し
く

不
足
し
て

い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る。
中
国
に
お
い

て
毛
沢
東
崇
拝
が
現
れ
た
原
悶
と
状
況
に

つ
い
て
の
解
釈
に
は 、
も
っ
と
正
確
で
深

い
分
析
が
必
要
で
あ
る。
本
書
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
「
毛
沢
東
思
想」
の
由
来
と
性

格
に
か
ん
す
る
叙
述
は 、
中
国
の
個
人
崇

拝
が
中
国
独
特
の
土
壌、
独
特
の
社
会・

政
治
的
条
件
の
下
で、
伝
統
的
な
小
ブ
ル

ジ
ョ

ア
的
観
念
に
強
く
影
響
さ
れ
て
発
生

し
た
の
だ
と
い
う
結
論
に
い
き
な
り

到
達

し
て
い
る。
中
国
革
命
の
国
際
的
な
面
や

中
国
共
産
党
と
兄
弟
的
共
産
主
義
政
党
と

の
関
係
も 、
も
っ
と
正
確
に
扱
う
必
要
が

あ
る
と
思
う 。

著
者
が
本
書
を
執
筆
す
る
に
当
つ
て

は 、
中
固
に
か
ん
す
る
膨
大
な
量
の
文
献

を
研
究
し
た
ζ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い 。

補
足
資
料
と
し
て

、

と
く
示
ソ
連
の
研

究
家
た
ち
の
研
究
し
た
も

の
を
利
用
す
れ

ば 、
日
本
の
中
国
学
研
究
の
著
名
な
代
表

者
と
い
え
る
著
者
に
よ
る
本
書
の
科
学
的

水
準
は一
一胸
高
い
も
の
に
な
ろ
う 。
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