
』v

畠

無
視
で
き
ぬ
民
衆
の
周
路
線
希
求

い
ま、
中
国
の
民
衆
は、一
と
の
四

だ
れ
も
が
去
年
の
清
明
節
を
襲
つ

月
五
日
の
清
明
節
を、
か
た
ず
を
の

た
驚
天
動
地
の
グ
大
衆
反
乱4

11

ん
で
待っ
て
い
る。
華
国
鋒
主
席
ら

天
安
門
事
件
を
思
い
起
と
さ
ざ
る
を

の
指
導
者
た
ち
も、
今
年
の
清
明
節一

え
な
い
か－
ら
で
あ
る
が、
そ
こ
に
は

を特
殊な
緊
張と
不
安の
なかで
過

い
ま、一二つ
の
大
き
な
問
題が
存
在

ど
さ
ね、ば
な
る
ま
い。

す
る。
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ま
ず
第一
に
は、
古
来、
故
人
の

霊
を
し
の
ぶ
節
句
で
あ
る
今
年
の
そ

の
日
は、
毛
主
席
亡
き
あ
と
初
め
て

の
清
明
節
だ
と
い
う
ζ
と
で
あ
る。

せいきょ

昨
年一e
月、
周
恩
来
逝
去
の
さ
い
に

は
皆
が
号
泣
し
た
の
と
は
対
照
的

に、
さ
る
九
月
の
重
陽
節
に
逝
っ
た

毛
沢
東一
花
対
し
て
は、
多
く
の
人
k

は
そ
の
死
を
「
解
き
放
だ
れ
た
死」

と
感
じ
た
は
ず
で

瀦FP

、

あ
り、／
そ
れ
だ
け

鶴臨闇V

K、
昨
年
の
清
明

麹組
織駅
南
節
に
亡
き
周
恩
来

義
語
圏
お
を
追
慕
し
て
広
範

輔
醐
瞳
臨
時
た民
衆が
陸
続と

臨臨園田
輔
華
天
安
門
前
広
場
に

阻園田掴句

集
ま
っ
た
よ
う
な

圃圃・司

人
心
の
高
ぶ
り
が

曹司

あ
る
の
か
ど
う

か 、
「四
人
組」
打
倒の
北京
政
変

に
よっ
て、
過去四
十
年
近
く
毛主

－
席
最
愛
の
妻
で
あ
っ
た
江
育
夫
人
が

，
い
ま
口
汚
く
の
の
し
ら
れ
て
い
る
折

だ
け
に
注
目
し
念
い
わ
け
に
は
ゆ
か

な
勺第

二
に
は、
「
秦
始
皇
の
封
建
社

会
は
再
び
返
ら
ず
（「
去
ら
ぼ
去

れ、
毛
沢
東
の
封
建
的
時
代
よ」
と

の
合
意
あ
り

｜｜
引
用
者）、‘・・・
四

つ
の
現
代
化
な
り
し
自
に
は、
わ
れ

ら
酒
を
供
え
て
祭
ら
ん」
と
い
っ
た

詩
を
張
り
出
し
た
が
ゆ
え
に、
「
四

人
組」
指
導
下
の
当
時
の
党
中
央
か

ら
は
逆
賊、
暴
徒、
反
革
命
分
子
と

み
な
さ
れ、
ζ
の
事
件
は
き
わ
め
て

v
反
動
的
な
陰
謀
事
件
だ
と
当
時
断
罪
・

さ
れ
花
の
だ
が、
と
の
よ
う
な
評
価

が
公
式
に
く
つ
が
え
る
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
が
あ
る。
わ
ず
か一
年
の

う
ち
に
政
冶
路
線
上
の
評

価は
完
全

に
逆
転
し、
い
ま
や
「
四
つ
の
現
代

化」
（
工
業、
農
業、
国
防、
科
学

技
術
の
現
代
化）
と
い
う
周
恩
来
H

－
郵
小
平
路
線
が
復
権
し
て
い
る
今

目、
そ
も
そ
も
今
日
の
撃
国
鋒
指
導

部
は
天
安
門
事
件一
周
年
を
ど
う
位

置
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か。
論
理
的

に
は、
当
然、
評
価
を
逆
転
さ
せ、

い
ち
は
や
く
江
青
夫
人
ら
を
激
し
く

非
難
し
た
当
時
の
逆
賊
を
正
義
の
土

に、
暴
徒
を
英
雄
に、
反
革
命
事
件

を
革
命
的
起
義
に
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
が、
そ
れ
が
可
能

か
ど
う
か
で
あ
る。

第
三
に
は、
「
右
か
ら
の
巻
き
返

し
を
企
図
し
た
反
革
命
陰
謀
事
件
の

黒
幕」
だ
と
し
て、
事
件
直
後
の
四

月
七
日、
す
べ
て
の
公
職
を
追
わ
れ

た
郡
小
平
が、
注
目
の
再
登
場
を
果

た
す
か
ど
う
か、
と
い
う
大
問
題
で

あ
る。
ζ
の
場
合、
す
で
に
本
年一

月
の
周
恩
来一
周
忌
前
後
の
北
京
で

は、
一
方
で
華
国
鋒へ
の
英
雄
崇
拝

が
強
化
さ
れ
て
い
る
矢
先
（
最
近
の

中
国
で
は、
い
た
る
と
こ
ろ
に
毛
主

席
の
写
真
と
並
ん
で
華
国
鋒
主
席
の

写
真
が
は
ん
ら
ん
し
て
い
る）
、
民

衆
の
あ
い
だ
で
は、
郵
小
平
再
復
活

を
求
め
る
刺
激
的
な
壁
新
聞
が
存
在

し
て
い
た
ζ
と
を
無
視
で
き
念
い
で

天安門事件一周年　鄧小平と華国鋒は両立しない-
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、

特別寄稿ー

あ
ろ
う。
そ
し
て、
忘
れ
て
な
ら
な

そ
の
写
真
に
ヒ
モ
で
つ
る
さ
れ
て
い

い
こ
と
は、
去
年
の
清
明
節
当
日、
’
た
と
い
う
け
〆…ノ
ト
に
猪
狩
事
実
で

周
思
来
首
相
の
巨
大
な
遺
影，
が
民
衆

あ
る。
「
小
瓶い
は
「
小
平」
つ
ま

に
よ
っ
て
広
場
の
人
民
英
雄
記
念
碑

り
周
恩
来
路
線
の
実
行
者
と
し
て
の

に
掲
げ
ら
れ
た
と
き、
赤
い
小
船
が
’
郵
小
平
を
指
す
の
で
あ
る。

ク
ー
デ
タ
ー
で
政
権
を
掌
握
す
／

れ
よ
う、
な
ど
ど
述
べ
て
い
る。
こ

う
し
た
見
方
は、
あ
た
か
も、
毛
主
席

死
云
の
さ
い、
後
継
の
P
J
ダ
ー
た

ち
が
必
ず
や
集
団
指
導
制
を
と
る
で

－
あ
ろ
う
と
み・な
し
た
の
と
同
様、
中

国
の
政
治
文
化
の
特
質
や
文
化
大
卒

命
以
来
の
中
国
内
政
の
酷
烈
な
現
実

を
か
え
り
み
ず
に、
中
国
の
今
日
の

指
導
部
が
依
然
と
し
て
仲
よ
し
グ
ラ

プ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

と
と
に
た
る。

日

だ
が、
羽
詰
り
し
て
い
る
の

は、
野
小
平
の
再
復
活
乙
そ、－
華
国

鋒
体
制
の
危
機
で
あ
り、
華
国
鋒
そ

の
人
の
前
途
に
大
き
な
不
安
を
も
た

4P
ら
す
も
の
で
あ
る

と
と
で
あ
る。
念
、

ぜ
郡
小
平
の
復
活

が
さ
ま
ざ
ま
な
情

平）
報
ゃ
う
わ
さ
話、

、

さ
ら
に
は
中
国
要

，

人
の
度
重
な
る
非

郵
公
式
談
話
な
ど
に

も
か
か
わ
ら
ず、

今
日
ま
で
遅
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う

か。
そ
れ
は、
郵
小

，・

三千
の
再
登
場
が、－

制
護
国
鋒
の
立
場
を

m
脅
か
す
が
ゆ
え

却
に、
華
国
鋒
と
し

叫
て
は
郡
小
平
の
再

叩
登
場
を
決
し
て
望
’

ヤま
な
い
か
ら
に
ほ

…
か
な
ら
な
い。
反

吋
面、
党・
政・
軍

二
の
な
か
で
の
郵
小

…
平
支
持
基
盤
は
き

一
わ
め
て
強
固
で
あ

り、
民
衆
の
支
持

前
も
根
強
い
だ
け
に

一
華
国
鋒
と
し
て
も

一
部
小
平
の
再
登
揚

）
を
阻
止
し
え
な
い

EE
で
あ
ろ
う
が、
郵

江
膏
女
史
ら
の
事

件
後
の
上
海の
ポ

小
平
の
復
権
が
遅

けい十ii
れ
て
い
る
の
は、

と
の
よ
う
な
政
治
的
文
脈
に
お
い
て

で
あ
る
と
と
は
明
白
で
あ
る。

と
の
と
と
は、
過
去一
年
あ
ま
り

の
郵
小
平
と
華
国
鋒
の
立
場
を、
両

者
の
経
歴
に
照
ら
し
て
み
で
み
れ
ば

りよラぜん

一
目
瞭
然
で
は
な
か
る
う
か。

郵
小
平
が
最
後
に
公
衆
の
前
に
姿

を
現
し
た
の
は
昨
年一
月
十
五
日、

周
恩
来
葬
儀
に
さ
い
し
て
弔
辞
を
読

ん
だ
と
き
で
あっ
た。
こ
の
と
き、

郵
小
平
は
「
四
つ
の
現
代
化」
路
線

の
継
承
を
奮
っ
て
周
首
相
を
葬
送
し

た
の
だ
が、
そ
の
む
と
に
い
ら
だ
っ

．

きゅう

た
文
革
派
の
P
1
ダ
ー
た
ち
は、
急

るさえ遠、
「
走
資
派」
批
判
の
キ
ャ
シ
ペ

‘ ．目 芭

． 
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ふ
ン
を
開
始
し
た。
か
く
で、
内
外

K
公’認
で
あ
っ
た
郵
小
平
の
首
相
昇←

格
は
阻
ま
れ、
一一一一
八
白、
華
国
鋒

の
首
相
代
理
就
任
が
確
認
さ
れ
てY

二世
界
は
驚
い
た
の
で
あ
る。
や
が
て

w

「
走
資
派」
批
判
の
キ
ャ
シ
ペ
1
ン

が
進
む
な
か
で
天
安
門
事
件
が
起
こ

っ
た
が、
事
件
直
後
の
四
月
七
日、

党
中
央
は、
郡
小
平
の
解
任
と
華
国

鋒
の
党
第一
一副
主
席
兼
首
相
任
命
を

口「
政
治
局
は一
致
し
て
可
決」
し
た

と
し
て
発
表
し
た
の
で
あ
っ
た。
つ

一
ま
り川
ご
度
に
わ
た
る
華
国
鋒
の
政

治
的
台
頭
は
い
ず
れ
も、
ヨま
さ
に
務－

h
小
平
を
行
落
と
し
て
ζ
そ
は
じ
め
て

『
可
能一
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。
も
と
よ一

お

り、
華
国
鋒
と
じ
で
は、ε
天
安
門
事

件
に
示
さ
れ
た
毛
沢
東
政
治
へ，の
根

強
同
批
判
の
潮
流
に
驚
き、
と
ぐ
に、

江
膏
夫
人
や
挑
文一
万
ら
の
毛
沢
東
側

近、
す
な
わ
ち
文
革
派
上
海
グ
ル
ー

プ
に
対
す
る
激
し
い
批
判
を
目
撃
し

て、－
毛
沢
東
の
病
状
悪
化
を
横
自
に

次
第
に
上
海
グ
ル
ー
プ
か
ら
離
反
し

て
い
っ
た。
つ
ま
りλ
華
国
鋒、
注

東
興
ら
の
非
上
海
グ
ル
ー
プ
文
革
派

は
と
う
し
て一～「
毛
沢
東
以
後」
に
備

え、
昨
夏
の
河
北
大
地
震
の
と
ろ
に

♂
は、
そ
の
救
援
活
動
に
・お
い
て
も、

J
民
兵
中
心
の
江
背
ら
の
努
力
を
抑
え

よ
う
と
し
て
い
た
の
も
あ
っ
た。
そ

じ
て、
毛
沢
東
の
死。
あ
せ
っ
た
江

?" 

-"' 

、

毛吠

虫育
夫
1八
ら
は
「
既
定
方
針
ど
お
り
事

を
は
と
ぶ」
と
の，
P
毛
沢
東
遺
訓竺

を
タ
テ
に
権
力
の
継
承
を
求
め、
い

ち
は
や
く
プ
レ
ス
キ
ャ
ン
ベ
1
シ
に

出
た
の
だ
が、
喪
の
明
け
る
前
日、

華
国
鋒、
注
東
輿
ら
の
陰
の
カ
に
よ

っ
て一
網
打
尽
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る。
も
と
よ
り、
民
衆
も、

幹
部
も、
「
四
人
組」
へ
の
根
強
い

批
判
を
宿
し
て
い
た
だ
け
に、
と
の

四
人
組
処
断
を
ど
う
理
論
づ
け
る

そ
れ
だ
け
に
華
国
鋒
と
し
て
は、

ず、
華
国
鋒
指
導
部
は
党
中
央
委
員

ζ
れ
ま
で
毛
沢
東
体
制
を
形
成
し
て

会
さ
え
い
ま
だ
に
開
り
ず
（
ま
し
て

き
た
同
志
が
な
ぜ
最
悪
の
反
革
命
分ー

や
党
大
会
や
全
国
人
民
代
表
大
会
も

子
と
し
て
処
断
さ
れ
ね、ば
な
ら
な
い

開
か
れ
て
い
念
い）
、
い
か
怠
る
制

の
か
を
理
論
的
に
説
明
じ
う
る
言
葉
：z
度
陣・
組
織
的
を
認
知
を
も
え
て
い

を
持
た
念
い。
い
わ、は
自
作
自
演
の

な
い
と
い
う
深
刻
念
事
実
の
大
き
な

政
変
艇
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
乏
し

背
景
で
あ
ろ
う。
つ
ま
り、
華
国
鋒

く、
自
己
の
正
統
性
の
根
拠
に
乏
し

一
体
制
は
ま
だ
手
続
き
的
に
も
米
承
認

い
の
で
あ
る。
ζ
の
よ
う
な
慈
国
鋒一
一
の
ま
ま
念
の一一
で
あ
る。

に
可
能
な
と
と
は、
「
四
人
組」
へ

と
う
し
た
な
か
で、
外
交
や
経
済

の
非
難・
攻
撃－
F
読
の
集
中
と
自

と
ぐ
に
国
内
建
設
の
面
で
の
素
人
で

ら
の
英
雄
崇
拝、
昨
年
四
月
三
十
日

あ
る
華
国
鋒
ど
し
て
は、
い
守
お
い

に
毛
主
席
は
「
あ
な
た
が
や
れ
ば
私

周
恩
来
日
郡
小
平
路
線
を
採
ら
ざ
る

は
安
心
だ」
と
い
っ
た
と
い
う
毛
主

を
え
念
く
な
っ
て
お
り、
「
郵
小
率

席
の
お
墨
付
き
の
競
い
合
い
で
し
か

の
影」
は
日一
日
と
増
幅
し
つ
つ
あ

な
く、
ま
た
幹
部
や
民
衆
は、
「
四

る。
し
か
も、
最
近
の
注
目
す
べ
き

一
人
組」
打
倒
の
ρ
市
手
人4
と
し
て

ニ
ュ
ー
ス一
と
し
て
は、
と
の
こ
月
中

し
か
ま
だ
禁
固
鋒
を
認
め
て
い
な
い

匂
に、
か
つ
て
の
上
海
実
権
派
の
大

よ
う
に
恩
わ
れ
る叶

】

物・、
棟
一千企
顕
（
元
上
海
市
党
委
第一

と
う
じ
た
点
ζ
そ、
北
京
政
変
以

書
記Y
Mv
a
官
ル
て
い
る
ζ
と
で
あ

後
は
や
半
年、
あ
れ
ほ
ど
重
大
な
政

lfる
ぱ
隊
歪
顕
は、
曹！
荻
秋
元
上
海
市

治
の
転
換
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

長
と
と
も
に、
文
革
初
期
に
上
海
の

＼11
l
ifta，I
／

－

 

壮
挙に
は
歓
喜
し
た。

‘

＼
実
権
派
と
し
て
激
し
く
批
判
さ
れ、
｝

だが、
十
月
七
日
の
北
京
政
変
当

一

当
時、
訪
中
し
た
私
は
南
京
路
の
皆
、

日、
党
中
央
は
護
国
鋒
を
党
主
席
兼
一
上
に
も
陳
亙
顕
批
判
の
ス
ロ
ー
ガ
ンJ

中
央
軍
事
委
主
席
に
任
命
し
て
い
る

一が
大
書
さ
れ
叱い
た
と
と
を
よ
く
覚
井I

ζ
と
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に、
華
国

一

k
k切
る

乏の
点
に
つ
い
て
私
は

一

鋒
は
「
四
人
組」
を
捕
え
て
お
い
て
ペ
か
っ
3
元
六
七
年
春
の
「
読
売
新

十

は
じ
め
て
最
高
権
A
足
型
握
で
き
た
一
間」
大
特
集
「
ζ
れ
が
中
国
だ」
第

の
で
あ
り、
北
京
政権
百
明
ら
か
二
蔀
⑬
「
実
権
派
と
は
何
か
③」
で

に
載中
国
鋒
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
〆
詳
し
く
論
じ
た）
。、

たのy

’
と
う
な
る
と
北
京
市
長
だ
す
た
彰

真
の
復
活
さ
え
展
望
さ
れ
る一
の
だ

が、
と
う
じ
て
実
権
派
が
次
A
K
復

権
し、
周
恩
来
H
郡
小
平
路
線
が
内

政・
外
交
の
基
本
方
向
と
し
℃
は
ま

す
ま
す
大
き
な
意
味
を
持
ち
つ
つ
あ

る
だ
け
に、
護
国
鋒
の
不
安
は
大
き

い
と
い
え
よ
う。

ィ
中
国
で
はJ
有－
書

錯運行11

毛
沢
東
の
書
と
並
べ
て
あ
ち
ζ
ち
で

発
表
さ
れ
て
い
る。
だ
が、
毛
主
席

の
あ
の
達
筆
に
比
べ
る
べ
く
も
な
い

ほ
HD
華
国
鋒
の
筆
跡
は
っ
た
・な
い
九

（
写
真
参
照｝。
文
字
の
国、
書
の
国

の
民
は、
は－
た
し
て、
ζ
の
よ
う
な

字
し
か
書
け
な
い
翠
国
鋒
を
自
ら
の

指
導
者
と
し
て
仰
い
で
ゆ
け
る
の
で

あ
ろ
う
か。

と
の
点
も
「
郵
小
平
の
影」
が
増

幅
せ
ざ
る
を
え
な
い
ゆ
え
ん
で
あ

ヲ官。

に酌

←‘

そ
し
て、
も
し
も
清
明
鐙削
後
に

郵
小
平
が
注
目

空丹
登
場
を
遂
げ
る

な
ら、
そ
れ
は
郵
小

平｜警
国
鋒
聞

の
新
し
い
闘
争
の
始
ま
り
だ
と
み
な

uり
れ
ば
念
る
ま
い。

「北京周報」に載った華国鋒主席＠と毛沢東主席の題辞
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