
不

可

避

的

1 

不

な

諸

状

透

明

中
国
は
い

ま
や

H

毛
沢
東
以
後
M

の

時
代
へ

向
け
て
の

歴

史
的

移
行

期
を
歩
み
つ
つ

あ
る ・

去
る
6
月
巧
日
に
は

同
務
院
外

交
部
が

中
間
共
産

党

中
央

妥
員
会
の

決
定
だ

と

し
て ‘

毛
主

席
は

今
後
外
国
資
客
と

会

見
し
な
い

旨
を

伝

達
し

、

ま
た 、
こ

の
7

月
6
日
に
は ・

本
年

1

月
に

逝
っ

た

周

恩

来
総
裂
に

次
い

で
、

中
国
革
命
を

担
っ

た

最

長
老
・

朱
徳
が
つ
い

先
日
ま
で

元
気
な
疫
を

見
せ
て
い

た
に

も
か
か

わ

ら

ず 、

つ
い

に
九

O
歳
の

天
好

を

完

う

し

た
・

こ

う
し
た

諸

事
実
の

な
か
で 、

す
で

に
そ
の

老

齢
化
が

．

さ

ま

ざ
ま

な
か
た
ち
で

憶
測
さ
れ
て
い

る

毛
沢
東
主

席
の

余

な

権

力

構

の

、
主主

ス旦

況
生
は

、

い

よ
い

よ

H
成

熱
時
間H

の

域
に

述
し

た
と
い

え
よ

う ・

も
と
よ
り 、

そ
の

天

命
を
予
測
す
る
こ

と
な
ど
で

き
る

は

ず
も
な
い
が 、

こ

う
し
て
い

よ
い

よ

時

間
が

切
迫
し
つ
つ

あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は

、

い

う
ま
で

も
な
く 、

中
国
共
産
党

の
リ
ー

ダ
ー

た
ち
が
そ
の
こ

と

を
こ

れ
ま
で

以
上
に
切

実
に

認
識
し
は
じ
め
て
い

る ・

相
次
ぐ
路
線
闘

争
の

過
程
で

、

去

る

4

月

上
旬
に
は

「
走

資

派」

郷
小
平

を

葬
っ

た

党
中
央

は 、

い

ま

郷
小
平

批
判
の
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン

を

強
化
し
つ
つ

暫

定

的
に

党
の

団
結
を
回

復
し
て
い

る
か
に

恩
わ
れ 、

去
る
う

月
必

日
に
は

、

文
化
大
革
命
の

『
五
・

二
ハ
A
通

知
V」

一

O

8' アジアレビュー

再

編

中
嶋

嶺
雄

周
年
を
記

念
し
て 、

お

よ

そ

五

年
ぶ

り
に

「
人
民
日

報
＼

「
紅
旗
」 、

「

解
放
恕
報」

潟
集
部
の
三

紙誌
共
同
社

説

『
文

化
大
革
命
は

永
遠
に
光
を
放
っ

11

中
共
中
央
の
“

年
ラ

月

r向

日
A
通
知
V
一

O
周
年
を
記

念
し
て

｜｜」

を

発

表

し

た ．

久
し
ぶ

り
の
三

紙
法
共
同

社
説
は 、

そ
れ
だ

け
に
注

目

さ
れ
た
の

だ
が 、

内
容
的
に

は

郡
小
平
批
判
に

終
始
し
て

．

劉
少
脊 、

林
彪 、

加
小
平
が
い

ま

や
文
第
一

O

年
の

三

大
逆

賊
で

あ
り ・

三

者
は

「
反
革

命
の

修
正
主
談
路

線
」

と
い

う

点
に

お
い

て

ま
っ

た
く
共
通
し
て
い

る
か
の

よ

う
に

描
き
だ

し
て
い

る

論

法
が

印
象
的
で

あ
っ

た ．

同
時
に

、

「
百

年
後

に
ま
だ

革
命
を
や
る
必

要
が

あ
る
か

な
い
か
？

千

年
後
に

革
命
を
や
る
必
要
が
あ
る
か

な
い

か
？

や
は

り

革
命
は

や

る
必
要
が
あ
る
の
で
ゐ
る

．

：
：
：

一

万
年
以
後
に

矛
盾
は

見

え
な
く
な
る
の
か
？

ど

う
し
て

見
え
な
く
な
る

も
の
か 、

1976秋
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－

見
え
る
は

ず
で

あ

る
」

な
ど
の

毛
沢

東
の

四
つ

の

最
新

指
示

を

紡
介
し 、

毛
主

席
自
身
が

最
近
い
よ
い

よ

氷山
巡
の

時
間
の

な
か
に

自
己
の

H

継
続
革
命
u

の

想

念
を

解
き
政
ち
つ

つ

あ

る

状
況
を

摘
き
だ
し
て
い

る ．

他
方
で

同

社
説
は ．

「
プ
ロ

レ

タ

リ
ア

階
級
は

革
命
的
楽

観
主

義
者
で

あ
る ・

わ
れ
わ
れ

は

弁
証

法
を

信
じ
て
い
る ・

わ
れ
わ
れ
は 、

『
新
陳

代

謝
は

宇
宙
の

普
遍
的
な
逆
ら
う
こ

と
の

で

き
な
い

法
則
で

あ
る
』

（
A

矛
盾
論
V）

こ

と

を

聞
く

信
じ
て
い

る
」

と
述
べ

、

毛
沢

東

『

矛
盾
論
』

の

な
か
の

新
陳

代
謝
の
一

節
を

引
用
す
る

か

た

ち
で

、

当
面
の

問
題
の

所
在

を
示

唆
し

た
の

で
め
っ

た ・

と
こ

ろ
で 、

毛

沢
東
は

近
年 、

外
国

商店
人
と
の

接
見
以

外

に

そ
の

授
を
公

衆
の

函
前
に

示
す
こ

と

を
し
な
い

例

償
に

な

っ

て
い

る
の

で

あ
る
が

、

だ

と

す
れ

ば 、

先
の

中
央

委
決
定

に
よ
っ

て 、

毛
沢

東
は

今後
中
国
民
家
の

ま
え
に

再
び

そ
の

姿
を
示
す
こ

と
は

な
い
の

で
は

な
か

ろ

う
か

．

だ

と

す

れ

ば
、

中
国
民
衆
の

あ
い
だ
で
い

ま
も

叫
ば
れ
て
い
る
ス
ロ

ー

ガ
ン

「
万
労
相撚
弱
」

も
も
は

や
こ

れ
ま
で
の
よ

う
な
リ
ア
リ

テ
ィ

ー

を

も
ち
得
な
く
な
っ

て
い
る
の
か

も
し

れ
な
い

・

以
上
の
よ

う
な

諸
状

況
か

ら
す
れ

ば 、

す
で

に

中
国
で
は

M
毛
沢
東
以
後
M

の

時
代
が

現

実
に

は

す
で
に

開

必
し
て
い

る
の

だ

と
い

え
な
く
も
な
い

．

少
な
く
と

も
中
国
は
い

ま
や

M
毛
沢
東
以
後
M

へ

の

決
定
的
な
歴

史
的
移
行
期
に

さ

し
か

か
っ

て
い

る
の

で

あ
り 、

「
昨

年
の
7

．

8 、

9

月
の

時
期

に

発
生
し
た

右
か

ら
の

巻
き
返
し
の

風
潮」

な
る

も
の

も
・

れ以後
ま
で
可

悔
い

改
め

な
い

走
資
派」

と
し
て

自
己
を

貫徹

し
た

郷
小
平
の

態

度
も ．

そ
し
て
4

月
初

旬
の

鴨川
く
べ

き

天

安
門
事
件
も 、

い

ず
れ

も 、

こ
の
よ

う
な
歴

史
的
移
行
期
に

ふ

さ
わ

し
い
重
大

事
で

あ
っ

た
と

見
倣
す
こ

と
が
で

き
る ・

だ
が

、

そ
れ
に

し
て

も ‘

こ

の

際
史
的

移
行
期
が

ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で

H
毛

沢

東
以
後
M

の

中

間
へ

と

接
続
す
る
の

か
に
つ

い
て
は

、

当

面
の

中
間
の

内
政

状
況
が

あ
ま
り
に

も

不
透

明
で

あ
る
の

で ‘

い

ま
わ
れ
わ
れ

外
部
世
界
の

者
が

明

白
な

展
望
を
も
つ

こ

と
が

き
わ
め
て

困

難

で

あ

る ．

従
っ

て
、

中

国
の
リ
ー

ダ
ー

や

民
衆
も
わ
れ

わ

れ
と

同
様
あ
る
い

は

そ
れ

以

上
の

不
透
明
な

輪
郭
の

な
か
で 、

こ

の

際

史
的
移

行

期
を

経
過
し

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は

な
か

ろ

う
か

．

こ
の

点
で
は ．

や
は

り 、

周
恩
米
の

犯
が

ち
似
京
の

そ
れ
に

先
立
っ

た
と
い

う
事
実
が

も
っ

惣
味
は

絶
大
で

あ
っ

た
と
い

え
よ

う ・

も
し

も
周
恩

来
の

強
力
な
リ
1

〆
l

シ
ッ

プ
の

も

と
で

中
国
が

H
毛

沢

東
以
後
u

へ

の

歴

史
的
移
行
期
を

経

過

す
る
の

だ

と
し
た
ら 、

H
毛
沢

東
以
後
u

を

展
望
す
る
こ

と

は

そ
れ
な
り
に

可

能
で

あ
り 、

状
況
は
よ

り
可
説
的
で

あ
っ

た
だ

ろ

う ．

と
こ

ろ
が 、

周
思
楽
死
後
に

中
国
で

生

起
し
た

一

速
の

事
実
は 、

周

岡忠
米
を

欠
い

た

中
国
内

政
の

安
定
が
い

か
に

至

難
な
も
の
で

あ
る
か

を
改
め
て

確
認
さ
せ

ず
に
は
お

か

な
か
っ

た ・

そ
の
よ

う
な
な
か
で 、

4

月
上

旬
の

清
明
節

を

期
し
て

起
こ
っ

た

天

安
門
事
件
は ．

亡

き
周
恩
来
を

敬
慕

す
る

大
衆
の

根
強
い

感

情
の

発
震
で

あ
っ

た
と
同
時
に 、

中

同
社
会
の

基

底
に

潜
む
毛
沢

東
政
治
へ

の

批
判
の

潮
流
の

依

強
さ
を

切
ら
さ
ま
に

示
し
た

事
件
で

あ
り 、

毛
沢
東
体
制
下

に
お

け
る

大
衆
の

反
逆
な
い

し
は
レ
ジ
ス

タ
ン

ス

で

あ
っ

た

こ

と
は

否
め

な
い
（
天

安
門
事
件
に
つ
い

て
の
こ

の
よ

う
な

評
価
に
つ

い

て
は

、

拙
稿
「

天

安

門
政
変
と

『
走
資
派
』
」
〈
本

誌
が

年

夏
季

号
〉

お
よ
び

同

「

再
構
成
・

天

安

門

事

件」

〈
「

中
失
公

論
L

，m

年
9

月

号
〉

参
照）

・

こ

う
し

た

大
衆

の

反
逆
こ

そ
「

造

反
有
理
〈

謀
反
に
は

道
理
が

あ

る）
」

で

あ

る
こ

と

を

中
国
の

民
衆
は

近
年 、

設
吹
さ
れ
て

き
た
が

ゆ
え

に 、

今
回
の

事
件
が

中
閣
の

将
来
に
た
い
し
て

も
つ

合
芯
は

き
わ
め
て

大
き
い

と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い

．

し
か

も 、

天
安

門
が
件
に
か
ん

し
て
は

、

こ

れ
を
報
じ
た

「
人

民
円

相同』

自

身
の

抑制

迫
ぷ

り
の

な
か
に

も 、

こ
の
よ

う
な

令怠
を

刺
激
す

る

と
し
か

思
わ
れ
な
い
ト
ゲ

が

合
ま
れ
て
い

た
・

市
件
を

伝

え
た

4

月
8

日

付
「

人
民
日

報
」

の

報
道
（
問

紙
記
者
お
よ

び
同
紙

労
必
兵
通
信
員
の

共
同

報
道）

は
、

事

件
の

詳
細
を

突
に

生
き

生

き
と
描
い
て 、

し
か

も
『・
・
：

中
国
は

過
ぎ
し

中
国
に

あ
ら

ず ．

人
民
も

mm
か
さ
き
わ

ま
れ
る

も
の

に

あ
ら

ず 、

楽
始

皇
帝
の

封
建
社

会
は

再
び
か

え
ら

ず 、
・

・
マ
ル

ク
ス
・

レ

l
ニ

ソ

主
義
を

去

勢
す
る

秀
才
ど

も
よ 、

引
き
さ

が
れ
／’

：・
」

と
い
っ

た
H

反
革
命
言
論
H

を

忠
実
に

紹
介

し
た
の

で

あ
る ・

他
方
で

「

人
民
日

報」

は 、

最
近
の
ポ
ー

ラ
ン

ド

に
お

け
る

”
大
衆
反
乱
u

を

筑
を

き
わ
め
て

お
く
評

価
す
る

な
ど 、

ま
さ
に
か
つ

て

林
彪
批
判
の

材

料
だ
と
は
い

r976秋

中

国
の

諸

状
況

は
、

中

国
て

す

て

に
H
毛

沢

東
以

後
H
の

時

代
が

開

幕
し

て

い

る
の

だ
と

い

え

な
く

も

な

い
。

少

な
く
と

も

中

国
は

い

ま

や
H
毛

沢

東
以

後
M
へ

の

決
定

的

な

歴

史
的

移

行

期

に

さ

し

か

か
っ

て

い

る
と

い

え

よ

う
。

毛

後
の

中

国
の

権

力
構

造

を

考
え

る
と

き
、

や

は

り

党

主

席

選

任
の

問

題
が

最

大
の

課

題
と

な

る
で

あ

ろ

う
。

集

団
指

導

性
の

可

能

性

は

あ

る

が
、

問

題
は

そ

れ
が

安

定

政

権
と

な
り

得

る

か

ど

う

か

て

あ

る
。

い

ず

れ
に

せ

よ
、

毛

後
の

権

力
構

造
の

再

編

は

必
至
て
、
「

階

扱

闘

争
」

と

い

う

名
の
「

党

内

闘

争
」
が

続

く

だ

ろ

う
。

不可避的な栂カ桃巡の再編9 



ぇ、

は
な
は
だ
刺
激
的
な
言
論
の
含
ま
れ
て
い

た
「〈
五
七

一

工
程
〉

紀
要」

が
中
国
大
衆
の
あ
い
だ
に
流
布
さ
れ
た
と

い
う
巨
大
な
謎
と
比
川
す
べ
き
状
況
の
不
可
解
さ
を、

最
近

の
中
国
の
話
動
向
は
示
し
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る・

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で、

中
国
で
は
去
る
1
月
の
周

恩
米
死
去
以
来、

今
日
に
い
た
る
ま
で・

禁
園
鋒
の
人
事、

郷
小
平
解
任、

毛
沢
東
の
外
国
要
人
と
の
会
見
中
止
な
ど、

す
べ
て
党
中
央
委
員
会
の
決
議
と
し
て
公
表
さ
れ
て
は
い
る

が、

し
か
し、

そ
の
よ
う
な
中
央
委
員
会
（
つ
ま
り一一一
中
全

会）

が
開
催
さ
れ
た
と
い
う
発
表
も
そ
の
健
か
な
形
跡
も
存

在
し
な
い。

だ
と
す
れ
ば、
ま
さ
に、
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
諸
問

題
が
集
中
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、

中
央
委
員
会
総
会
が
開

2 

権

力

構

の

再

、tと
ス旦

私
は
い
ま、

M
毛
沢
東
以
後u

の
中
国
の
権
力
総
造
に
重

大
な
変
化
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
が、

こ
の
問
題
を

考
え
る
に
は、

ま
ず
第
一
に．

そ
も
そ
も
中
国
共
産
党
の
権

力
榔
造、

と
い
う
よ
り
は
毛
沢
東
の
絶
対
的
な
指
導
性
が
そ

の

益調
で
あ
る
毛
沢
東
権
力
と
は
な
ん
で
あ
っ

た
か
を
務

理
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い。

そ
し
て、

毛
沢
東
権
力
は、

い
う
ま
で
も
な
く、

「
毛
沢
東
思
想」

を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

な
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
が、

こ
こ
で
私
な
り
の
定
磁
を

試
み
る
な
ら
ば、

毛
沢
東
権
力
と
は、

災
民
主
体
的
な
総
動

革
命
の
理
念
に
基
づ
く
労
剛氏
兵
権
力
で
あ
り、

こ
の
権
力
は

中
園
革
命
の
経
験
を
n
実
践
第

二主
義H

的
に
重
視
す
る
経

験
主
義
に
袈
打
ち
さ
れ
て
い
て、

毛
沢
東
個
人
の
浴
怒
に
強

く
左
右
さ
れ
る
カ
リ
ス
マ
的
な
家
父
長
体
制
を
形
成
し
て
き

た、

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う。

中
国
で
は‘

乃
年
x
月
の

第
四
期
全
国
人
民
代
表
大
会
が
決
定
し
た
新
し
い
中
華
人
民

．

共
和
問問
窓
法
の
規
定
に
よ
っ
て、

周
家
権
力
（
そ
の
最
高
の

催
さ
れ
得
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に．

今
日
の
中
国
の
政
治
状

況
が
然
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
今
日
の
中
国
は、
H
毛
沢
東
以
後M
へ
の

巨
大
な
不
安
の
な
か
に
あ
る
の
で
あ
り、

こ
う
し
た
巨
大
な

不
安
の
な
か
に
お
い
て
は、

翠
国
鋒
政
権
の
将
来
の
安
定
度

や
そ
の
政
策
上
の
可
能
性
を
論
ず
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
で

あ
る
ほ
ど
に、

H
毛
沢
東
以
後M

の
状
況
は
今
日
の
時
点
で

き
わ
め
て
不
透
明
か
っ
不
可
測
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う・

に
も
か
か
わ
ら
ず、
一
つ
の
京一
裂
な
推
測
は
可

能
で
あ
る．

そ
れ
は
毛
沢
東
時
代
の
明
示
的
な
終
駕
に
よ
っ

て、

中
国
の
権
力
構
造
に
は、

不
可
避
的
に
盟
大
な
変
化
が

生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
で
あ
る。

10 

な
絶
対
権
を
行
使
し
得
な
い
で
あ
ろ
う。

従
っ
て、

M
毛
沢

東
以
後μ

に
お
い
て
は
権
力
の
相
対
化
が
ま
ず
第
一
に
着
手

さ
れ
ね
ば
な
ら
ず、

こ
の
よ
う
な
相
対
化
は、

や
は
り
制
度

的
な
保
障
を
得
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら、

具
体
的
に

－J
唱
は‘

第
四
則
全
人
代
体
制
お
よ
び
十
金
大
会
体
制
の
変
Wん
が

’
日
程
に
の
ぼ
る
は
ず
で
あ
ゐ。

現
行
体
制
で
は、

当－
聞
は．

4

挙
国
鉾
が
国
務
院
を
統
轄
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
が、

彼

が
国
務
民
総
理
兼
党
主
防
と
い
う
よ
う
な、

毛
沢
東
も
周
恩

来
も
任
じ
得
な
か
っ
た
ポ
ス
ト
を
併
任
す
る
こ
と
は
お
そ
ら

く
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う、
従
っ
て、
や
は
り
新
し
い
党
主
席

が
決
定
さ
れ
ね
ば
な
り
ず、

こ
の
点
で
華
国
MmH
は
周
恩
来
の

後
継
者
で
あ
り
得
て
も‘
毛
沢
東
の
後
継
者
で
は
な
い
か
ら、

や
は
り、

党
主
席
巡
任
の
問
題
が
最
大
の
課
題
に
な
る
で
あ

ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い。

そ
こ
で、

玉
洪
文、

張

春
橋、

銚
文
元、

江
菅
ら
の
文
革
派
首
脳
が
脚
光
を
浴
び
る

の
で
あ
ろ
う
が、

党
主

席巡
任
を
め
ぐ
る
問
題
が
か
り
に
平

権
力
と
し
て
の
金
宙
人
民
代
表
大
会）

さ
え、

党
の
指
必
下

穏
に
決
着
し
た
と
し
て
も、

新
任
党
主
席
は、

従
来
の
十
全

に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
新

慾甚

之
別

体
制
と
第
四
期
金
人
代
体
制
ι
よ
っ
て
制
皮
的
な
保
障
を
得

文」

お
よ
び
第
二
条、

第
一

七
条）、
「
中
華
人
民
共
和
国
の

た
現
行
権
力
シ
ス

テ
ム

の
維
持
を
当
然
の
前
提
と
す
る
で

す
べ
て
の
権
力
は
人
民
に
属
す
る」

（
憲
法
第
三
条）

と
の

あ
ろ
う
し、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
毛
以
来
と
比
佼
し
て
決
定

規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず、

い
わ
ゆ
る
「
党
の
一

元
化
指
導」

14U

的
に
不
足
し
て
い
る
カ
リ
ス
マ
的
な
権
威
の
減
仙
官
補
填
し

の
原
則
に
法．
つ
い
て、

実
際
に
は、

H
中
華
人
民
共
和
国
の

よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら、

他
の
指
導
者
た
ち
は、

毛
沢

す
べ
て
の
権
力
は
毛
主
席
に
回向
す
る
M

と
い
う
に
等
し
い
状

来
に
の
み
は
許
谷
し
た
（
あ
る
い
は、

せ
ざ
る
を
仰
な
か
っ

況
を
渋
制
的
に
は
形
成
し
た
の
で
あ
っ
た．

そ
し
て、

最
近

た）

強
権
を
新
任
党
主
席
に
た
い
し
て
も
制
度
的
に
保
障
す

の
重
姿
な
政
治
的
決
断
は、

す
べ
て
毛
沢
東
の
設
新
指
示
血一、

る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る．
従
っ
て、

提
案
に
法，
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か、

も
し
く
は、

お

げ
毛
沢
東
以
後u

に
は
是
亦
と
も
総
力
構
造
り一
件
編
を
は
か

こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が、

い
う
ま
で

ろ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら、

こ
の
場
山
で
の
党
中
継
に
お

も
な
く、

制
度
的
に
こ
こ
ま
で
強
権
化
さ
れ
た

権
力
構
造

け
る
角
逐
は
不
可
避
で
あり
つ
う。

か
く
し
て、
「
階
級
闘
争」

は、

た
だ
ひ
と
り
毛
主
席
の
み
に
お
い
て
有
効
な
の
で
あ
っ

の
名
の
も
と
で
の
党
内
闘
争
は
H
毛
沢
東
以
後μ

も
な
お
継

て、

他
の
い
か
な
る
後
継
者
が
党
主
席
に
就
任
し
て
も、

い

と

続
し、

ま
さ
に
一
わ
が
党
内
に
は、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
修
正

、

ず
れ
も
先
に
定
義
し
た
よ
う
な
毛
沢
東
権
力
を
形
似
せ
し
め

主
義
の
二
つ
の
路
涼
の
あ
い
だ
に、

ず
っ
と
闘
争
が
存

在

た
諸
婆
擦
に
大
き
く
欠
け
る
が
ゆ
え
に、

も
は
や
こ
の
よ
う

し
て
い
る」
（
池
恒
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

階
級
独
裁
の
命
大
な

アジアレビュー

編
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直マ

‘

勝
利」

、

「
紅

旗』

4四
年
m
s

pザ）

と

い

う

状

況
を

当
面
く

り
か

え
す
の

で
は

な
か

ろ
う

か
．

思
え
ば 、

最
高
国
家

権
力
機
関
で

あ
る
は

ず
の

全
凶
人
民

代
表
大
会
を

「

中
国
共

産
党
の

指
滋
下
に

あ
る

国
家

権
力
の

最
高
段
凶」

（
怒
法
第
一

六

条）

と
し、

こ

う
し
て

名

災
と

も
に

中
国
共

産
党
の
一

党

独
法
体
制
下
に
お

か

れ
た

中

国

で

「
中
国
共

産
党
中
央

妥

員
会
主

席
が

全
闘
の

武
装
力
を

統
率

す
る
』

（
同

第
一

五

条）

こ

と
と
な
り ・

2・
に

た
い

す
る
党

の

支
配
は

織
椛
上
も
一

元

化
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
．

こ

う
し

て

す
べ

て

に

党
が

優

先

し、

す
べ

て
が
党

中

央

お
よ
び
そ
れ

を
統
帥

す
る

党
主

席
の

権
限
の

も
と
に
お

か

れ
て
い

る
現
行

総
カ
シ

ス

テ
ム

の

ま
ま
で
は

、

H
毛
沢

市民
以
後
ペ

制
度
的

に
は
こ

れ
ほ

ど
ま
で
に

権
力
の

然
中

し
た

党
主

席
に

泌
が

就

任
す
る
の
か

、

そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
い

超
越
的

な
指

務
者
は

存

在

す
る
の

か 、

と
い

う
問

題
を

深
刻

に
提
起
す
る
は

ず
で
あ

る
・

こ

の

よ
う
な

現
行
椛
カ
シ
ス
テ
ム

は 、

ま

さ
に
今

H
の

よ
う
な

”

毛
沢
東
以
後
M

へ
の

移
行
期
に

お
い

て
毛
沢
一米

体

制
の

弱
体

化
を
阻
止

す
る

た
め
に

暫
定
的
に
は

う
っ

て
つ

け

の

も
の

で
は

あ
っ
て

も
・

長
期
永
続
的
な

も
の

で
は
あ
り
得

な
い

．

こ
の

点
に
お
い

て

も ・

”
も
沢
京
以
後
M

の

縦
カ
シ

ス

テ
ム

の

再
編
は
不
可

避
だ

と
い

え
よ

う ・

従
っ

て
、

そ
の
よ

う
に

し
て

再
編
さ
れ
る

権
力
総
造
に
お

い
て
は

、

党

主

席
の

権
力
が

相
対

的
に

弱
め

ら

れ
る
か ．

も

し
く
は

、

全

国
人
民

代
表

大

会
の

権
限
が

再
強

化

さ

れ

る

（
こ
の

点
で
の

%

年
慾
法
へ

の

回
帰）

可

能
性
が

諭
型

的

に

は
十

分
に

存
在

す
る ・

こ

の

よ
う
な
方
向
で

権
力

構
造
の

再

編
が
可

能
で

あ
る
な
ら
ば 、

そ
れ
は

、

あ
る
種
の

終
団

指
導

体
制
が

中

園
に

出
現

す
る
こ

と
を
怠
味

す
る
で

あ
ろ
う ・

こ

の

場

合
の

集
団
指
母
体
制
に
は ．

①
「

ス

タ
ー

リ
ン

以

後」

な
い

し
は

「
フ
ル
γ

チ
ョ

フ
以

後」

の

あ
る
一

時
期
の

よ
う

な

党
・

政
・

窓
の
ト
ロ
イ
カ
型

集
団

指
導

体

制 、

②
悶
じ
く

党

が

政
お
よ
び
寧

を
統
帥

す
る

方
向

で
の

異
質
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ

プ

の

共
存 、

つ

ま
り

文
政・
派
お
よ
び

尖
務
派
な
い

し
は

中
間
派
な

ど
の

勢
力
均
衡
的
集

閲

指
um
体
制
お
よ
び

、

③
肉

質
リ
ー
ダ
ー（

た
と
え
ば
玉
洪
文、

仲間

文
元、

華
闘
鋒
な
ど）

の

集
団
指

導
体
制
と
い

う
三
つ

の
パ

タ
ー
ン

が

考
え
ら
れ
よ

う ・

も
と
よ

り 、

こ

れ
ら
の
パ

タ
ー

ン
の

さ
ま
ざ
ま

な
パ
リ

エ

l
シ
ョ

ソ

も

考
え
ら
れ
る
は

ず
で

あ
る ．

た
だ
問

題
は

、

こ

れ
ま
で

社
会
主
義
話
国
の

権
力
が

そ
の

よ

う
な
集
団
指

導
体
制
に
よ
っ

て

安
定
も
し
く
は

持
統
し
た

例
は
ほ

と
ん

ど

凶作
無
に

等
し
い

こ

と
で

あ
り ．

こ
の

lA
は 、

今
日
の
プ
レ

ジ

ネ
フ

体
制
の

形

成
と

岡山
闘
の

過
程
を

見
て

も

際
然
と
す
る

・

中
国
は
ソ
述
と

回開

な
っ

て
、

リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
ジ
エ

ロ
ン
ト
ク
ラ
ツ

l

（
老
人
指

辺型

体
制
）

克

服
の

た
め
の

「
老
・

壮
・

背」

コ一

結
合
の

鼓
吹
に

見
ら
れ
る

3 

路

線

闘

争

の

1-T 

最
近
の

・中

閣
の

公

式
沿
凋
は

、

社

会
主
演
社

会

に

お

い

て ・

ブ
ル

ジ
ョ

ア

階
級
は

「
ほ

か
で

も
な
く
共

必

先
の

内
郊

に
い

る
」

と
の

毛
沢
東
紋
新
指
示
を
し
ば
し
ば

繰
り

返
し
て

い

る

（
た
と

え
ば

中
間
共
産
党

創
立
五
五

周

年
を

記
念
し
た

7

月
1

日

付
「

人

民
同
銀」 、

『
紅

政
へ

「
解
政
訴

報
」

共
同

社
説
「

闘

争
の

な
か
で

党
を
建

設
し
よ

うL
）

・

そ
の

よ
う
な

ブ
ル

ジ
ョ

ア

階
級
の

代
表
こ

そ 、

劉
少
奇 ・

林
彪 、

mm

小
平

で

あ
っ

た
と
い

う
の
で

あ
る
か

ら、

本
来
の

党

内

闘

争

を
す

べ

て

『
階
級

闘
争」

だ
と

比
倣
す
の

で

あ
れ
ば 、

た

し
か
に

ブ
ル

ジ
ョ

ア

階
級
は

「
ほ

か
で

も
な
く
党
内
に
い

る
」

こ

と

に

な
ろ

う ．

し
か

も 、

た
と

え
ば

部
小
平
の

場
合 、

先
の

必

小
平
解
任
決

議
に
よ
っ

て

す
べ

て
の

公
円相
を
解

任
さ

れ ・

政

治
的
に

激
し
く

打倒
さ
れ
た
は

ず
で

あ
る
の
に

、

今
日
で

も

な
お・

「
わ

れ
わ

れ
は、

火
力
を

集
中
し
て
郷
小

平
を

批
判

よ

う
に －

M
毛
沢

点
以
後
M

の

指

説
稲

川桝
州却
を
独
自
に

形

成

し
て
い

る
と
い

う
の

な
ら
こ

の
よ

う
な

集
凶
指
場
体
制
が

大

き
な

可

能性
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の

で

あ
ろ

う
が 、

こ
の

点

で
は

、

劉

少奇・

林
彪、

そ
し
て

今

回
の

剛山

小

平
と
い

わ
ゆ

る

後
継
者
間
組
に
こ

と
ご
と
く
失

敗
し 、

『出悼

法
人
』

と
い

う
古

楽
さ
え
毛
主

席
の

後
継
者
と
い

う

・芯

味

で
は
タ
ブ
ー

で

あ
る

今

日
の

状
況

か

ら

し

て

H
毛
沢

東
以

後
u

の

集
団

指

滋
体
制
は
や
は

り

き
わ
め
て

不

安
定
な
状

況
で

し
か

展
望

で

き
な
い

で
あ
ろ

う．

合来、

中
凶聞

の

政
治
に
独
裁
者
が

出

現
し
な
い

例

が
な

く、

AA口

議
制
と
か

集
団

指
導

と
か
の

近
代

的
な

統
治
の
シ
ス

テ
ム
そ
の

も
の

を

中

国
の

「
政
治
文
化
」

s
o－－
t
s－

g一
Z
『
。）

は

そ

も

そ

も

受

け
容
れ

な
い

よ

う

に

も
思
わ

れ
る ・

M

毛
沢
東
以

後
u

へ
の

ジ
レ
ン
マ
は
こ

の

辺
に

も
由
来
し
よ

う ・

1976秋

方
し 、

右
か
ら
の

巻
き

返
し
に

反

感
す
る

闘

争
を
深
く
ほ

り
さ

げ
て
く
り
ひ
ろ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
前

樹、

7
月
z

日
付
三

紙
誌
共

同
社
説
）

と
さ
れ
て
い

る
の

で

あ
る ・

述
日

の

よ

う
な
「

階
級

闘

争」

の

紋
吹

に

も
か
か
わ

ら
ず 、

人
心

は
路
線
出品

化
の

潮
流
を
読
み
と
っ

て

い

か
に

大

き
く
動

揺
し

て
い

た
か

を
示
し
て
い

る ・

実
際 、

「

昨

年
の
7
、

8
、

9

月
の

潮
流」

は

酒
々

と

流
れ
て
い

た
よ

う
に

思
わ

れ 、

「

走

資

派」

の

立

場
は

世

泌

を
行
対
に

し
て

き
わ
め
て

幅
広
い

政

治
的

法
盤
を
訂
し
て
い

た
よ
う
に

思
わ
れ
る

（
た
と

え
ば
紅

立

「
部

小
平
の

反
革

命
世
論
攻
労

に

つ

い

て
」 、

「

学
習
と

批

判
」

凶

作

第
6

号 、

参
照
て

こ
の

よ

う
な

状
況
の

な
か

で
、

郷
小
平
が
主

践
し
た

、

い

わ

ゆ
る

「
白
狐 ・

黒

猫
』

論
は

、

「
階
級
闘

争
を

毎
日
し
ゃ
べ
っ

て

な
ぞ
い

ら
れ

る

か
」

と
か

「
き
ま

り

文
句
を
言
わ

ず
に 、

新
し
い

言

葉
を

司、'"fA主的な総力術革lの再編11 
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い
く
つ
か
使
う
こ
と
だ」
と
い
っ

た
彼
の
大
胆
奔
放
な
言
葉
と
と
も

に、
今
日
の
中
国
の
人
心
を
大
き

く
と
ら
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
こ

れ
ら
の
郊
小
平
の
言
論
に
つ
い
て

は、
懇
意
「マ
ル
ク
ス
主
義
を
全
面

的
に
哀
切
っ
た
部
小
平」、
「
紅
旗」

，m
年
第
う
号）．
こ
う
し
て
文
化
大

革
命
か
ら一
O
年、
相
次
ぐ
政
治
的

・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
キ
ャ
ン
ベ
l
ソ

の
果
て
に、
再
び
「
走
資
派」
が
党

中
央
内
部
に
発
生
し、
大
き
な
世
論

の
背
景
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば、
H
毛
沢
東
以
後M
の
時
代の
方

向
性
は、
ほ
ぽ
推
測
で
き
よ
う．

こ
の
場
合、
も
っ
と
も
重
要
な
要

因
は、
H
毛
沢
東
以
後H
の
中
国
が

位
か
れ
る
客
観
的・
隆
史
的
な
深
度

だ
と
い
え
よ
う・
こ
の
点
で
は、
や

は
り、
周
恩
来
が
過
般
の
全
国
人
民

代表
大
会
の
政
治
報
告
の
な
か
で
あ

た
か
も
政
治
的
巡む一口
で
あ
る
か
の
よ

う
に
強
調
し
た
工
業
体
系・
国
民
経

済
体
系
の
建
設
を
中
心
と
し
た
い
わ

ゆ
る
「
四
つ
の
現
代
化」
の
方
向
こ

そ、
郵
小
平
批
判、
「
走
資
派」
批

判
の
激
し
い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
も
か

か
わ
ら
ず‘
H
毛
沢
東
以
後M
の
中

闘
が
模
索
せ
ね
ば
な
ら
な
い
社
会

的・
国
家
的
要
請
で
あ
る
と
い
え
よ

う。
従
っ
て、
路
線
開
争
に
お
け
る

激
し
い
角
逐
と
曲
折
を
経
た
の
ち
に

は、
結
局、
こ
の
よ
う
な
社
会
的・
国
家
的
要
約
に
応
え
得

る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
再
形
成
さ
れ
る
も
の
と
長
期
的
に
は

展
望
す
る
こ
と
が
で
き、
さ
も
な
け
れ
ば、
中
国
は
果
て
し

な
き
混
乱
の
な
か
で
の
地
盤
低
下
を
招
き
か
ね
な
い。
こ
の

よ
う
な
方
向
性
こ
そ、
中
国
に
と
っ
て
の
一
つ
の
歴
史
的
益

然
性
で
あ
り、
長
期
的
に
も
中
国
が
無
理
な
く
進
み
得
る
道

だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い．
か
つ
て、
文
化
大
革
命
の

奪総

闘
争
に
林
彪
指
導
下
の
人
民
解
放
軍
が
全
面
的
に
投
入
さ

れ、
怒
が
奪
権
闘
争
で
き
わ
め
て
大
き
な
功
絞
を
収
め
た
こ

と
が
あ
っ
た・
そ
の
結
然、
政
治
の
あ
ら
ゆ
る
仮
成
に
寧
幹

部
が
大
量
進
出
し、
中
闘
は一
時、
「丘ハ
償
国
家」
化
さ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
たe
こ
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
た
中
国
の

政
治
権
力
の
軍
事
化
の
危
機
に
つ
い
て
は、
当
の
中
国
首
脳

自
身
が
こ
れ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
た
が
ゆ
え
に、
林
彪

異
変
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
体
質
は
大
き
く
変
じ
た
の
で
あ

っ
た
が、
当
時
も、
人
民
解
放
軍
の
特
殊
な
歴
史
的
性
絡
を

強
調
し
て、
極
度
に
丘（
蛍
体
制
化
さ
れ
た
当
時
の
中
国
の
権

力
構
造
を
む
し
ろ
積
穏
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
見
方
が一

部
に
は
あ
っ
た。
し
か
し、
そ
の
よ
う
な
無
理
は、
氷
続
し
な

い
も
の
で
あ
る．
同
様
に、
『
四
つ
の
現
代
化」
の
立
場
を

全一
面
的
に
否
定
し、
中
国
の
お
か
れ
た
客
観
的
現
実
を
無
視

し
よ
う
と
す
る
政
治
の
方
向
は、
い
ず
れ
こ
の
よ
う
な
社
会

的・
国
家
的
要
請
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る

の
で
ら
ろ
う・
そ
し
て、
こ
う
し
た
社
会
的・
国
家
的
援
請

は、
中
国
の
対
外
関
係
を
よ
り
聞
か
れ
た
安
定
性
に
お
い
て

求
め
て
ゆ
く
こ
と
を
促
進
し
よ
う。
従っ
て、
こ
の
よ
う
な

社
会
的・
国
家
的
要
請
に
応
え
得
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
メ
の
も

と
で
は、
中
ソ
関
係
に
も一
定
限
度
の
変
化
が
起
こ
り
得
る

で
あ
ろ
う
し、
中
ソ
関
係
は
そ
の
限
度
内
で
改一
さ
れ
得
る

で
為
ろ
う
が、一
方
で
は、
中
ソ
関
係
が
全
面
的
に
改
善
さ
れ

る
可
能
性
も
ま
た
少
な
い
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
（
こ
れ
ら
の

点
に
つ
い
て
は、
さ
し
あ
た
り
拙
稿
「
周
恩
来
以
後
の
中
y

12 アジアレビュー軍976秋



関
係
＼

「
ア
ジ

ア
－

F

オ
l
タ

リ
I

」

バ

年

耳

等

号 、

診

照）
、

中

国
と
西

側
諸
闘
と
の

関
係
は

依
然
と
し
て

重

要

な

怠
味
を
も
ち
つ

づ

け
る
で

あ
ろ

う ．

こ
の

刷物
〈
問 、

紋
近
の

郷

小
平
批
判
の

論

調
は

、

『
西

側
諸

国
と
の

経
済
交
流
の

拡
大 、

外
国
の

技
術 ・

設
備
の

滋
入
」

な
ど
を
激
し
く

非
難
す
る
こ

と
に

力
を
注
い
で
い

る

け
れ
ど
も

（
た
と
え
ば 、

方
海
「

洋

奴
哲
学
を

批
判
す
る
」

〈
「

紅

旗」

が

年
第
4
号
〉

お
よ
び

高

路
・

常
文
述

「
郷

小
平
の

只
弁
ブ
ル

ジ
ョ

ア

経

惜別
思
想
を
評

す」

〈
「

紅

放
」

rm

年
第
7

号
〉）

、

に

も
か
か
わ

ら

ず 、

こ
の

点
で

今
日
の

中

国
の

貿

易

構

造

が
．

そ
の

約
匂

%
を
す
で

に
西

側
諸
国
を

相
手
に

す
る

も
の
に

変
わ
っ

て
い

る
と
い

う

秘
造
的

変
化
を

遂
げ
て
い

る
こ

と
を
無
視
す
る
わ

け
に
は

ゆ

カ

な
し

こ
の

間

題
は

、

た
ん
に

外
国

貿
易
や
対
外
経
済
関
係
一

般

の

問

題
と
し
て
の

み

な
ら
ず 、

さ

ら
に

国
防
・

科
学

技
術
の

領
域
に
お
い

て

も
妥
当
す
る
で

あ

ろ
う ．

最
近
の

ア

メ
リ
カ

が

中
国
へ

の

寧
郁
技
術
・

取

引

悩
訓悼
の

提
供
に

き
わ

め
て

杭

極
的
な

安
枇却
を
示
し
て
い

る
の

は
、

す
で
に

周
知
の

と
こ

ろ

で
あ
り ・

中

国
は

当
面
こ

の

問

題

で

の

w

買
い

手
市
場
H

に

あ
る
と
い

え
る

。

一

方 、

最
近
の

中

国
で
は

、

人
民
解
放

軍
が

総
参
謀
長
・

郷
小
平
の

失
脚 、

窓
の

最
長
老 、

朱
徳
の

死
な
ど
で

消
沈
し ・

政
治
へ

の

発
言
に
た
い
し
て
は

林
彪
呉

変
の

教
訓
も
あ
っ

て

き
わ
め
て

消
極
的
か
つ

依監
で

あ
る

よ

う
で

あ
り 、

こ

の

空
間酬
を
埋
め

る
か
の

よ

う
に
い
た

る
と
こ

ろ
に

民
兵
の

活
協
が
目
立
っ

て
い

て 、

そ
の

状

況
に
は

兵
常

な
も
の

さ
え

感
じ
ら
れ
る
ほ

ど
で

ら
る
が 、

こ

の

点
は

都
市

民
兵 、

工
人

民
兵
な
ど ・

江
守

女
史
や
玉
砕肘

文
の

直
接

指
導

下
に

動

員
し

得
る
の
は
こ

れ
ら

民

兵
組
織
に
か

ん

し
て
で

あ

り 、

寧
は

文
革
派
の

指令
ど
お

り
に

動
か

な
い
こ

と

を
示
し

て
い

る
の
か

も
し

れ
な
い

．

だ
が 、

い

ず
れ

H
毛
沢

東
以

後
M

の

時
代
に
は 、

民
兵
の

活
動
に

も
変
化
が

生
じ ・

人
民
解
放
軍
の

正

常
な

姿
が

回
復

さ
れ
る
と

恩

わ

れ

る

の
で 、

そ
の

場

面
で
の

人
民
解
放

軍

に

と
っ

て
は

、
「

国

防
・

科
学
技
術
の

近

代
化」

こ

そ
最

優
先

課

題
に

な
る

で

あ

ろ

う
し 、

こ
の

点
は

内
政
の

鍛
移
と

軌

を
一

に

す
る
で

あ
ろ

う ．

こ

う
し
た

方

向
性
の

な
か
で

中

国
は

や
が
て

、

こ

れ
ま
で

の

よ
う
な
権
力

構
造
の

家
父
長
的 、

密

教
的
体
質
を
脱
却
し

て

ゆ

く
の
で
は

な
か

ろ

う
か ．

中

国
も
や
が

て 、

か
つ

て
ス

タ
ー

リ
ン

時
代
か

ら

移
行
し
た
ソ

述
と

同

級 、

イ
デ
オ
ロ

ギ

ー
や

政
治
的
神

話
よ
り

も 、

中
間
の

社
会
・

政
治
構
造

な
ど

が

よ
り

霊
裂
な

立

味
を
も
っ

社
会
に

な
る
の

で
は

な
か

ろ
う

品M

そ

う
し
た

状

況
の

な
か
で

獲

得
さ
れ 、

保
持

さ

れ

る

民

4 

非

毛

沢

東

化

こ
の

よ
う
な

仮
説
を
ま
え
に
し
た

と

き 、

ス
タ
ー

リ
ン

体

制
末
期
に

著
し
い

政
治
的
台
頭
を
示
し 、

や
が
て
ス

タ

ー
リ

ン

死
後
に

泌
泊
さ
れ
た
ベ

リ
ア
と

今
日
の

毛
沢
東
体
制

下
の

華
園

鋒
と
の

あ
い

だ

に
は ・

皮
肉
に

も 、

あ
る

種
の

共

通
性

が

存
在
す
る
こ

と
に

気
が
つ

く ．

も
と
よ
り 、

挙

国

鋒

が

H

毛
沢
東
以
後
μ

の

時
代
に

節
約
の

対
象
に

な
る
か
ど

う

か

は

予
測
し
が
た
い
こ

と
で

ゐ
る
が 、

第
一

に
ベ

リ
ア
は
久

タ

l

リ
ン

と
同

郷
の

グ
ル

ジ
ア

共

和
闘
出

身
者
で

あ
り 、

奪
回

鋒
は

毛
沢
東
と
同

郷
の

湖
南
省
出

身
も
し

く
は

少
な
く
と

も

湖
南
省
を

政
治
的

経
歴
の

地
盤
と
す
る

指
導
者
で

あ
り
、

娩

年
の
ス

タ
ー
リ
ン

に

た
い

す
る
ベ

リ
ア

同

様 、

多
く
の

側

近

を
し
り
ぞ
け
て

毛
沢
東
の

信
額
を

獲

得
し
た
の

で

あ
っ

た
．

第
二

に
は 、

ベ

リ

ア
が
ソ

述
の

秘

密

密
察
・

内
務
人

民

委
員

会
を

湿
っ

て
い
た
こ

と
に

よ
っ

て
一

挙
に

政
治
的
台
頭
を

遂

げ
た
の

と
向
様 、

禁
固
鋒
は

中

国
公
安

静mHA
の

総
元
帥別
で

あ

る

国
務
院
公
安
部

長
で

あ
っ

た ．

第
三
に

、

年
齢

的
に
は

と

衆
の

立

制耐
性
こ

そ
が

社
会

主

義
社
会
の

「
深

部
の

カ」

で

あ

る
は

ず
で

あ
り 、

そ
の

よ

う

な
民
衆
の

意

識が 、

や
が
て

毛

沢
東

思
想
の

絶
対
化
を

社
会
発
肢
の

経

絡
と
し
て
と
ら
え
る

こ

と
に

な
る
か

も
し

れ
な
い ・

ス

タ
ー
リ
ン

神
話
の

時
代
の

設
業
社
会
か

ら

高
度
工

業
社

会
へ

の

大
き
な
転
換
を

遂
げ
つ
つ

あ
っ

た
ソ

述
社
会
の

歴

史

的
成

熟
が

、

そ
の

内

部
に

育
っ

た

民
衆
の

潜
在
的
意
識
性
と

と
も
に

、

「
ス

タ
ー

リ
ン

批

判
」

と
ス

タ
ー
リ
ン

以
後
の

時

代
を
ソ

述
社
会
の

内
在
的

要

必
と
し
て
必

要
と
し
た

世
界
史

の

霊

安
教
訓
は

、

中

国
に
お

け
る
H

毛
沢

京
以
後
H

の

場

合

に

お
い

て

も 、

や
は

り

大

き
な

意
味
を
も
つ
こ

と
に

な
る
の

で
は

な
か

ろ
う

か ．

1976欽
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道

の
も
に

次
の

世
代
を
短
い

得
る

人
材
で

あ
っ

た

が
、

い

ず
れ
も

世

紀
の

絶
対
的
独
裁
者
の

後
継
若
と
し
て

明
示
的
に

指
名
さ

れ
た

わ

け
で
は

な
い

．

こ

れ
ら
の

共
通
性
は
た
ん

な
る

偶
然

で

あ
る
べ

き
で

あ

ろ
う
が 、

歴

史
は
し

ば
し

ば

偶
然
を
必

然

に

転
化
す
る
の

で

あ
る

．

そ
れ
ゆ
え
に

右
の

類

推
は

あ
た
か

も 、

現

代
世
界
に
お

け

る

革
命
と
い

う
一

本
の

赤
い

糸
の

仲
び

来
っ

た

軌

跡

に

も

類
似
す
る

共

通
性

を
も
っ

て
い

る
の
か

も
し

れ
な
い

．

想
え

ば 、

私
が
か
つ

て

別
の
と
こ

ろ
で

措
い
た

よ

う
に 、

「
先
進

資
本

主

談
社
会
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

で
の

革
命
と
い

う
マ
ル

ク
ス

主

義
の

理

論
的
予
定
安
に

反
し
て 、

ヨ

ー
ロ

ッ
パ

の

辺
境 ・

ロ

シ

ア

と
い

う
後

進
資
本

主

義
社
会
で

初
の

成

功
を

得
た

現
代

の

革
命
は

、

約
四
半
世

紀
の

ち
に
ア
ジ
ア

の

巨
大
な
農
業
社

会 、

中

国
の

革
命
と
な
っ

て
一

挙
に

東
漸
し
た ・

中
国
革
命

か

ら

さ
ら
に

四

半
世
紀
を

経
た

今
回 、

こ

の

革

命

と

い

う

三

本
の

赤
い

糸
』

は
、

今
度
は

南
へ

伸
び

く
だ
っ

て 、

市此

不可避的な権力構造の蒋m13 



市
ア
ジ
ア
の
一
角
に
イ
ン
ド
シ
ナ
革
命
を
勝
利
さ
せ
た」

（
拙
稿
「
ア
ジ
ア
社
会
主
義
問
の
再
綴
巡
む

｜｜
流
動
状
況

つ
く
っ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
革
命

ーー
へ
「
朝
円
ジ
ャ
ー
ナ
ル」

が
年z
月
近
日
号）
の
で
あ
っ
た．
こ
う
し
て、
現
代
の
革

命
は、
ほ
ぼ
四
半
世
紀
ご
と
に
大
き
な
旋
回
を
遂
げ
て
き
た

の
で
あ
る
が、
か
つ
て
中
国
革
命
の
勝
利
が
ス
タ
ー
リ
ン
に

と
っ
て
大
変
苛
立
た
し
い
問
題
を
つ
き
つ
け
た
の
と
同
様、

今
日、
イ
ン
ド
シ
ナ
革
命
の
勝
利
は
中
国
に
た
い
し
て
数
多

の
苛
立
た
し
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る・
そ
し
て、
今
日
の

ハ
ノ
イ
と
北
京
の
冷
た
い
関
係
か
ら
す
れ
ば、
か
つ
て
中
国

革
命
勝
利
直
後
の
毛
沢
東
が
ス
タ
l
リ
γ
の
内
政
干
渉
ま
が

い
の
倣
役
な
態
度
に
強
く
怒
っ
た
こ
と
が
今
日
で
は
明
白
に

な
っ
て
い
る
の
と
同
様、
今
日
の
ベ
ト
ナ
ム
の
指
幻
者
を
し

て
か
つ
て
の
毛
沢
米
に
類
似
し
た
心
続
に
陥
ら
せ
た
よ
う
な

な
ん
ら
か
の
経
紛
が
ハ
ノ
イ
と
北
京
と
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い．

い
ず
れ
に
せ
よ、
現
代
革
命
の
世
界
な
い
し
は
社
会
主
義

の
世
界
に
は、
た
ん
に
偶
然
と
の
み
い
い
き
れ
な
い
あ
る
種

の
鹿
史
的
同
義
伎
が
約
四
半
世
紀
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
存
在

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い．
そ
し
て、
今
日
の

中
国
と
ソ
述
と
の
あ
い
だ
に
は、
も
と
よ
り
様
々
な
相
違
が

あ
り、
根
本
的
な
異
質
性
が
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず、
そ
れ
を
社
会
主
議
と
い
う
尺
度
で
見
る
か
ぎ
り、
中
国

は
結
局、
約
四
半
世
紀
の
時
差
を
お
い
て
ソ
述
の
た
ど
っ
た

追
を
ほ
ぼ
た
ど
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か．
毛
沢
東
自
身、
そ

の
よ
う
な
危
供
を
感
ず
る
が
ゆ
え
に
文
化
大
革
命
を
発
動

し、
『
社
会
主
義
社
会
で
の
階
級
闘
争」
を
強
調
し
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
が、
に
も
か
か
わ
ら
ず
舵
史
は
繰
り
返
さ
な
い

と
い
う
保
証
も
ま
た
存
在
し
な
い
の
で
あ
る．
も
と
よ
り、

毛
沢
東
政
治
が
ス
タ
i
リ
ソ
政
治
と
比
べ
て
梨
な
っ
て
い
る

大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
は、
党
内
闘
争
の
大
衆
運
動
化

と
い
う
独
特
の
政
治
形
態
を
指
摘
で
き
よ
う
が、
で
は
今
日

の
中
国
で
毛
沢
東
が
強
調
す
る
「
階
級
閃
争」
の
テ
ー
ゼ

は、
そ
の
本
質
に
お
い
て、
か
つ
て
ス
タ
ー
リ
ン
が
彼
の
政

敵
を
次
か
ら
次
へ
と
成
約
す
る
た
め
に
用
い
た
命
題

｜｜

「
社
会
主
義
建
設
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
階
級
闘
争
が
激
化

す
る」
と
い
う
周
知
の
命
屈
と
本
質
的
に
呉
な
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か．

右
に
示
唆
し
た
よ
う
な
仮
説
か
ら
す
れ
ば．
ス
タ
ー
リ
ン

の
死
か
ら
二
五
年
後
の
メ
年
前
後
に
毛
沢
東
が
天
寿
を
完
う

し、
そ
し
て
本
年
は
ま
さ
に
「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判」
以
後
二

O
年
に
当
た
る
の
で、
あ
と
五
年
前
後
を
経
た
＆
年
前
後
に

「
毛
沢
東
批
判」
が
敢
行
さ
れ
て
中
国
は
お

年代
に
本
絡
的

な
工
業
化
へ
の
移
行
を
開
始
し、
さ
ま
ざ
ま
な
激
励
と
曲
折

の
の
ち、
徐
4
に
「
聞
か
れ
た
中
国」
へ
移
行
し
て
ゆ
く
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い．

た
だ、
こ
こ
で
ス
タ
ー
リ
ン
の
場
合
と
決・短
的
に
異
な
る

の
は、
中
国
で
は
背
天
の
探
綴
の
よ
う
な
H
毛
沢
点
批
判u

を
必
要
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る．
そ

れ
は
い
う
ま
で
も
な
く、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
と
ち
が
っ
て
毛

沢
東
時
代
に
お
い
て
は
す
で
に
し
ば
し
ば
H
毛
沢
東
批
判M

が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
り、
こ
の
よ
う
な
「
毛
沢

東
体
制
下
で
の
非
毛
沢
東
化」
の
政
治
戦
略
こ
そ、
周
恩
来

政
治
の
最
大
の
特
性
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る。
そ
れ

に
し
て
も、
「
毛
沢
東
は
孔
孟
の
道
を
歩
む
者」
「
現
代
の

楽
始
皇
帝」
と
い
っ
た
言
葉
が
た
と
え
ば
林
彪
の
反
革
命
陰

謀
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
と
し
て
大
衆
の
あ
い
だ
に
流
布
さ
れ
た

「〈
五
七一
工
程〉
紀
要」
の
な
か
に
存
在
し・
ま
た、
そ
の

後
の
「
批
林
批
孔」
運
幼．
始
皇
帝
礼
鈴
キ
ャ
ン
ベ
l
ソ
に

も
か
か
わ
ら
ず．
先
日
の
天
安

門市什
件
で
は．
『世情
的
旦
市川

の
時
代
は
再
び
か
え
ら
ず」
と
い
っ
た
持
が
張
り
出
さ
れ、

そ
れ
を
「
人
民
日
報」
が
根
治
し
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
よ

う
に、
毛
沢
東
絶
対
化
の
体
制
の
も
と
で、
こ
れ
ま
で
も
す

で
に
”
毛
沢
東
批
判M
は
頻
出
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ

ぅ．
拶
徳
組問、
劉

少式川、
岡山
小
平
ら
の

党内
闘
争
の
敗
北
者

が
い
ず
れ
も
毛
沢
米
批
判
者
で
あ
っ
た
こ
と
も、
い
ま
さ
ら

い
う
ま
で
も
な
い．
こ
の
よ
う
な
迎
い
は、
H
毛
沢
東
以
後M

の
時
代
に
お
い
て、
H
毛
沢
東
批
判u
の
形
態
と
非
毛
沢
東

化
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
ス
タ
l
リ
γ
批
判」
と
非
ス
タ
ー
リ
ン

化
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
著
し
く
異
な
っ
た
も
の
に
す
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か．
天
安
門
事
件
が
示
し
た
よ
う
に、
毛
沢
東
側

近
へ
の
根
強
い
批
判
の
存
在
か
ら
し
て、
毛
沢
東
家
父
長
体

制
を
担
い、
助
長
し
つ
つ
政
治
を
H
私
物
化H
し
て
き
た
側

近
が
や
が
て
中
国
大
衆
か
ら
厳
し
く
糾
郊
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
と
し
て
も、
毛
沢
東
肉
身
に
つ
い
て
は、
こ
の
偉
大
な
革

命
家
の
功
罪
が
正
当
か
つ
冷
俗
に
庇
巾ん
の
文
脈
の
な
か
に
相

対
化
さ
れ
る
日
が
や
が
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か．

か
つ
て、
あ
る
政
治
学
者
は、
毛
沢
東
権
力
の
特
徴
を
権

力
が
「
道
徳
化」
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
が

あ
っ
た・
た
し
か
に、
中
間
革
命止を
担
い
来
っ
た
も
沢
東
織

力
に
は・
権
力
と
道
徳
の
融
合
と
い
う
大
き
な
特
性
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る．
だ
が、
同
時
に
『
道
徳
化」
さ
れ
た

総
力
に
は
家
父
長
的
独
裁
と
慾
訟
を
部
く
と
い
う
危
険
が
宿

命
的
に
随
伴
す
る
も
の
で
あ
る。

労
1
4J
年
の
中
国
内
政
の
重
大
な
旋
回
点
を
契
機
に
し

て
毛
沢
東
権
力
に
は
不
幸
に
も
こ
の
よ
う
な
危
険
な
側
面

が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う。
こ
の
内山
で
w
毛
沢

東
以
後u
の
権
力
は、
い
ず
れ
に
せ
よ
権
力
が
「
道
徳
化」

さ
れ
る
と
い
う
状
況
か
ら
大
き
く
4取
離
し
た
も
の
に
な
る
で

あ
ろ
う
し・
そ
の
こ
と
は
H
毛
沢
京
以
後M
の
中
間
の
権
力

構
造
を
恒
常
的
に
よ
り
可
変
的
な
も
の
と
し、
中
国
の
勤
労

大
衆
の
日
常
性
に
よ
り
密
着
し
た
J
地
俗
的
な
権
力u
た
ら

し
め
る
で
あ
ろ
う．
だ
が、
そ
の
よ
う
な
抑制
力
こ
そ、
H
毛

沢
点
以
後u
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か．

（
な
か
じ
ま

14 アジアレビュー

み
ね
お
H
東
京
外
語
大
助
教
授）

1976秩



輔
日

γ
ニ

d
iν

t
A

m明
じ

も
柄引

り

昭
阻

・h
a？

a，

hι
H

H

？

珂

眠

ι

’h

t

as
！

”
t

u

糾
R
M
H

郎

竹

町
四

，航、子mw
・
A

m
－

刊

し

同
2
0
ω
ω
ω
玄
ω
位
。
『
O
〈
5
2
M
吋口
昌
吋
mw
h凶
C
E
ヨ
コ

通
巻
第
二
七
号・一
九
七
六
年
第
三
号

秋

季

号

計

ー1

毛

後

の

中

国

と

世

界

糊

恥

ul

ア

ジ

ア

の

後

継

者

朝
日

4
月

帯

創

旦

号

会【

第

1

特

集

主
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可避的
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権
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再編

中
島
嶺
雄

・
中
国人民
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軍の
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路

若
松
重
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中
国
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代
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今
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独
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朝鮮〉
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説史〈
解脱
後編〉
＠

金｛予鍾

座
泳附会1
学生
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中間
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