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実
務
派
形
成
の
三
段
階

グ

部

小

平

の

影
d

に

脅

え

る

華

国

鋒

中
国
社
会
の
表
層
を
吹
き
す
さ
ぶ
砂
政
治
の
嵐。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
中
国
の
経
済
と
社
会
を

い
わ
ば
毛
沢
東
思
想へ
の
巧
妙
な
「
面
従
腹
背」
に
よ
っ
て
支
え
て
き
た
「
実
務
派」
と
は
何
か

文
化
大
革
命
と
は一
体
何
だ
っ
た
の
か。
な
ぜ
華
国
鋒
は

4副
小
平
の
影。
に
脅
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か：

何
事
も
な
か
っ
た
天
安
門
事
件一
周
年

中国は
4
月5
日の
天
・髭門
事
件（
昨年治明節税日の口火
安門

前広織におけ
る
大
衆反
乱）
以
後一
周
年
を
迎
え
た。
わ
れ
わ
れ

中国
研
究
者
は
こ
の一
周
年
に
大い
に
注
目
し
て
き
た
が、

何事

も
な
く
経
過
し
た。

ま
ず
第一
に、
天
安門
広
場に
花
を
掲
げ
故
人
を
偲
ぶ
とい
う、

清
明
節
恒
例の
行事
す
ら
行
わ
れ
な
かっ
た。
こ
れ
は、
こ
の
天

安門
事
件一
周
年に
対
し
て
党
中
央が
周
到に
神
経
を
使い、
十

分
な
規
制
を
し
てい
た
こ
と
多ゑU
味
す
る
と
思
わ
れ
る。
い
う
ま

で
も
な
く
今
回の
消
明
節
は
毛
沢
東
死
後
初
め
て
の
清
明
節
で
あ

る。
し
た
がっ
て、

本来
宇り
昨
年の
周
恩来
死
後
初め
て
の
清

明
節に
民
衆
が
手
に
手
に
花
を
か
ざ
し
て
周
附乞米
を
追慕
し
た
よ

う
に、
そ
れ
を
上
回
る
毛
沢
東
指惇の
動
きが
当
然
あっ
て
し
か

るべ
き
で
あ
る。
結
局
そ
れ
す
ら
も
党中
央
指
導部が
差
し
止
め

て
し
まっ
た
とい
う
こ
と
で
あ
ろ
う。
地
下の
毛
沢
東
は
こ
れ
を

ど
う
見
てい
るの
で
あ
ろ
う
か。

第二
に、
昨
年
の
天
安門
事
件
で
失
脚
し
た
部
小
平
は、
復
活

し
そ
う
で
な
か
な
か
復
活
し
ない。
こ
の
天
安門
事
件一
周
年
に

も、
結
局、
復
活
し
な
かっ
た。
こ
れ
は、
現
在の
と
こ
ろ
党
中

央に
おい
て、
卸
小
平
問
題
の
決
着が
つ
い
て
い
ない
こ
と
を
意

昧
す
る。務国鈴

体
制に
なっ
て一
度
も
政
治
局
会
議
も、
中
央委
円以
会

JU附
か
れ
てい
ない。
ま
し
て
党
大
会
は
開
催
さ
れ
てい
ない。

こ
れ
は、

遊園
鋒
体
制が
制
度
的
に
も
組
織
的
に
も
認
知
さ
れ
て

い
ない
こ
と
を意
味
す
る。

何事
も
な
かっ
た
天
安門
事
件一
周

年
は、

義国
鋒
体
制の
ジ
レ
ン
マ
を
象
徴
し
てい
た
と
い
え
る。

し
か
も
少
し
遡
れ
ば
毛
以
東
死
後、
「
四
人
組
失
脚」
とい
う
大

き
な
政
変が
あっ
た。
そ
し
て、
皮
肉に
も
毛
沢
米思
想の
正
当

な
後
継
者
と
し
て
走
資
派
を
糾
川押
し
て
い
た
上
海グ
ル
ープ
（
江

村川、
凡山
μ作
筋、

ド一
川m文、

桃
文
必の
間人組）
が
逆
に
反
革命
分
子、

「
極
左」、
あ
るい
は、
「
極
右」
と
し
て
戯
固
化
さ
れ
てい
る。

日
常
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
持
続

こ
う
し
た
政
治
的
激
変、
依
然
と
し
て
絞
〈
政
治
中

恨の
不
透
明
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず、

中凶
社
会が
そ
れ
に
よ

っ
て
崩
壊
し
た
わ
け
で
は
な
く、
日
常
的
な
経
済
活
動、
組
織
活

動、
あ
るい
は
対
外
活
動の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
持
続
さ
れ
てい
る。

こ
れ
は
中由
社
会
を
支
え
る
広
範
ない
わ
ゆ
る
「
笑
務
派」
の
存

在
を
暗
示
し
てい
る。
過
去
を
顧み
て
も、
文
化
大
革
命の
凶
年

し
か
し、
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聞
に
も
か
か
わ
らず、
そ
し
て
その
後
も
「
政
治の
嵐」
が
中国

社
会の
表
m
を
吹
き
荒
ん
でい
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
結
局、
こ

の
日
常
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
持
続
し
つ
づ
け
た、
つ
ま
り
結
局

こ
の
「
政
治の
嵐」
は
中国
社
会の
組
織
な
り、
制
度
な
り
を
根

底
か
ら
突
き
崩
す
こ
と
は
で
き
な
かっ
た
と
い
え
る。
こ
れ
は、

政
治
的
スロ
ー
ガ
ン
と
は
椛
離
し
た
と
こ
ろ
で、
政
治
に
対
し
て

「
面
従
腹同」
の
護区
をと
り
な
ずり
中
国
社
会
を
支、え
てい
る、

下
級
末
端
は
人
民
公
社の
生
産
隊
か
ら
上
級
は
党
中
央に
い
た
る

ま
での
広
範
な
実
務
派
幹部
た
ち
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
考
え

ら
れ
ない。

こ
の
い
わ
ば
生
産
重
点、主
義
と
い
う
か、
人
聞
社
会の
不
可
欠

で
当
然の
要
求
を
満
た
し
て
い
く
こ
と
を
第一
と
す
る
方

向｜｜

周
思来
な
さ
周
恩来
路
線、
あ
る
い
は、
部
小
平
な
き
部
小
平
路

線
といっ
て
も
よい
だ
ろ
う。
具
体
的
に
は、
周
恩
来
が
残
し
た

「
四つ
の
現
代
化」
とい
わ
れ
る
路
線
が、
そ
れ
で
あ

る｜｜そ

し
て
そ
れ
を
支
え
る
広
範
な
笑
務
派
幹部、
こ
こ
に
こ
そ
わ
れ
わ

れ
が
中国
社
会
を
見
る
場
合の一
つ
の
着
目
点
が
あ
る。

今
回
は
その
「
実務
派」
に
つ
い
て、
少
し
具
体
的
に
述べ
て

み
た
い。
ま
ず
「
実
務
派」
と
い
う
言
葉
は、
よ
く
知
ら
れ
てい

る
よ
う
に、

中由
自
身が
公
式
に
その
名
称
を
用い
て
い
る
わ
け

で
は
ない。
わ
れ
わ
れ
外部の
人
聞
が、
さ
き
ほ
どの
周
悶莱の

「
四つ
の
現
代
化」
に
象徴
さ
れ
る
よ
う
な
路
線
を
支
え
る
人
び

と
を
指
し
て、
「
実
務
派」
と
総
称
し
てい
る
に
す
ぎ
ない。
し
た

がっ
て、
「リ
ア
リ
ス
ト・
グ
ル
ープ」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
し、

あ
るい
は、
「
穏
健
派」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う。

こ
の
「
実
務
派」
と
い
う
言
葉が
使
わ
れ
る
よ
う
に
なっ
た
の

は、
わ
れ
わ
れ
が
文
化
大
革命
に
よっ
て
中国
共
産
党
内
に
党
内

闘
争
が
歴
然と
存
在
す
る
こ
と
を、
確
認
し
て
か
ら
で
あ
る。
つ

ま
り、
そ
れ
以前の
日
本の
中国
認
識、
あ
るい
は、
世
界の
中

国
認
識の
大
部
分
は

型国共
産
党
は一
枚
岩の
団結
を
誇
り、
党

内
に
大
き
な
対立
は
あ
り
得
ない、
とい
う
神話に
と
ら
わ
れ
て

い
た。
こ
の
時
期
に
は
「実
務
派」
と
い
う
言
葉
は
生
れ
よ
う
も

な
かっ
た
の
で
あ
る。
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実
務
派・
実
権
派・
走
資
派
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す
で
に
述べ
た
よ
う
に、

中国
で
は

「笑務
派」
と
い
う
言
葉

は
ない
が、
最
近
で
は「
走
資
派」（
ゾ
lッ
lバ
イ）
とい
う
言
葉

が
あ
る
し、
か
つ
て
か
ら「
実
権
派」（
タン
チョ
ンパ
イ

丁｜｛
当

権
派」
と
もい、

7ーーとい
う
言
築
が
あっ
た。

定
義
は
必
ず
し
も
簡
単
で
は
ない
が、
「
実
権
派」、「
当
権
派」

は
読
ん
で
字の
如
く、
「
権
力
の
な
か
に
身
を
置い
て
い
る
人
び

と」
とい
う
意
味
で
あ
り、
そ
れ
は一
方
で
幹部
連の
官
僚主
義

を批
判
す
る
言
葉
で
あ
り、
ま
た
他
方
で
大
衆の
要求
を上
か
ら

抑
圧
す
る
特
権
階
級
を
批
判
す
る
言
葉
で
あっ
た。
さ
ら
に
具
体

的
に
言
え
ば
文
化
大
革
命
に
おい
て、
毛
沢
東
は
党
内
少
数
派
で

あっ
た
が
故
に、
一
方
で
多
数
派
に
対
し
て
「
造
反
有
理」

｜｜1

反
抗
に
は
道
理
が
あ

るーーと
い
う
スロ
ー
ガ
ン
を
拍げ、
他
方

で
彼
ら
を
攻
撃
す
る
た
め
に、

「実権
派」
とい
う
言
葉
を
用い
た。

「
走
資
派」
は、
「
資
本
主
義の
道
を
歩
む［
実権
派］」
の
略
称
で

あ
る。
つ
ま
り、「［
笑
権
派］
の
な
か
で
もっ
と
も
悪
質
な
人
び
と」

に
対
す
る
代名
詞
で
あ
る。
卸
小
平
は、
その
代表
的
人
物
と
し

て
批
判
さ
れ
失
脚
し
た。

さ
ら
に
こ
の
言
葉
をた
ち
入っ
て
説
明
す
る
た
め
に
英語の
表

現
を
借
り
て
み
た
い。
ま
ず
「
走
資
派」
と
い
う
言
葉
は、
英
語

で
は
「
キャ
ピ
タ
リ
ス
ト・ロ
l
ダ
lズ」（
資
本
主
義の
道
を歩
む

人びと）
と
い
う
言
築
で
比
較
的
簡
単
に
表
現
で
き
る。
こ
れ
に
対

し
て
「
実
権
派」
は
英
語
で
表
現
す
る
場
合、
適
当
な
言
葉
が
な

か
な
か
ない。
ビュ
lロ
ク
ラッ
トといっ
た
だ
け
で
は
も
ち
ろ

ん
不
十
分
で
あ
る。
あ
る
意
味
での
特
権者
と
い、
主以
味
を
そ
こ

に
か
ぶ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
い
ま
ま
でい
ろ
い
ろ
な
翻
訳が

こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
が、
や
が
て

中国当
局
も、
あ
るい
は、
諸
外

国
で
も
「パ
｜ソ
ン
ズ・
イ
ン・
オ
ーソ
リ
テ
ィ
ー」（
締威あ
る
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い
は、
権力の
なかに
身を出いてい
る人びと）
とい
う
言
築
を使

う
よ
う
に
なっ
た。
さ
ら
に
「パ
lソ
ン
ズ・
イン・
オ
｜ソ
リ

テ
ィ
l」
の
あ
と
に
「
キャ
ピ
タ
リ
ス
ト・
ロ
ーダ
l
ズ」
とい

う
形
容句
をつ
け
加
え
る
と、
「
実
権
派」
とい
う
もの
の
性
絡
を

だい
たい
正
雌
に
表
現
で
き
る。
つ
ま
り
「
走
資
派」
とい
う
J

業
は
「
実
権
派」
か
ら
派
生
し
た
もの
だ
が
観
訳
す
る
場
合
に
は

逆
に
「
尖
権
派」
とい
う一一zM
策
を
「
走
資
派」
とい
う
言
葉
で
怖

っ
て
翻
訳
す
る
わ
け
で
あ
る。

そ
し
て
そ
れ
を「
実
務
派」
と
我
々
が
呼
ぶの
は、
「
笑
権
派」

とい
うい
わ
ば
強い
非
倣
を
含
ん
だ
言
葉
か
ら、
非
維の
意
味を

取
り
去り、
さ
ら
に
む
し
ろ
彼
らの
ほ
う
に
政
策
妥
当
性
が
あ
る

とい
う
私
極
的
な
価
値
判
断
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る。
し
た
がっ

て
中
同
当
局
は
お
そ
ら
く
こ
れ
を
よ
し
と
し
ない
は
ず
で
あ
る。

た
と
え
ば、
わ
が
国の
円
中
友
好
協
会
正
統
本
部の
機
関
誌
は

名
誉
に
も「「
実
務
派』
とい
う
誤っ
た
言
葉
を
最初
に
使っ
た」

とい
う
町
山
で
弘
を
批
判
し
てい
れJも

私
が
枇
初に
使っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て、
こ
れ
は

お
そ
ら
く
尖務派
とい
う
総
称自
体
を
中
国当局が
よ
し
と
し
な

い
とい
うこ
と歩』
立
味
してい
る
と
思
う。

毛
沢
東
批
判
の
非
連
続
な
総
体

言
葉の
問
題
は
こ
れ
く
らい
に
し
て、
次
に
実務
派
を
芝叩以

後の

中闘の
歴
史
と
社
会の
中
に
私
な
り
に
位
置づ
け
て
み
たい

と回九Y7。
引私
は
か
つ
て
「
実
務
派」
に
つ
い
て
「
毛
沢東
路
線
に
対
す
る

批
判
と
抵
抗の
非
述
続
な
総
体
で
あ
る」
とい
う
少
し
長い
め
ん

ど
γ
な
定
義
をした
こ
とが
あ
る。
「
非
連続の
総
体」
とい
う
意

味
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る。

中
国
社
会
は
常
に
人
間
凶
係
で
は
「
面
従
版背」
的
な
桃
造、

あ
るい
は
「顕教」
と
「
・訟
教」
的
構
造
が
あ
る。
した
がっ
て

克
務
派
も
毛
沢
東
思
叫
に
対
す
る
批
判
とい
う
点
で
は
共
通
し
て

い
な
が
ら、
お
互い
に
組
織
的
に
明
確
な
繋が
り
を
もっ
てい
る

'IS小早のVに画える撃囚if 160 

明
織
な
桂川
上の一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な

わ
け
で
は
ない
し

い。
い
わ
ば
絡
黙の
了
解
のフ
ち
に
「
・街教」
的
合
意
を
持っ
て

い
る
毛
沢東
思
想へ
の
批
判グ
ル
ープ、
あ
るい
は、
毛
沢
東へ

の
拒

？の怖集団
で
あ
る。
制
知の
よ
う
に
文
化
wZ叩
に
おい
て
は

毛
沢
東、
林
彪
は
劉
少
帯、
郷
小平
を
初め、
朱
徳、
賀
龍、
陶

鋭、
あ
るい
は、
北

京＋山し設の
彰瓦
な
ど
多
くの
人
々
を
実
権
派

寧の
力
をパ
ッ
ク
に
紅
術
兵
歩先
兵
と
し
て
彼

ら
の
権
力
を
奪
取
す
る
闘争、

と
し
て
批
判
し、

つ
ま
り
奪権
闘
争
を
行っ
た。
そ

し
て
そ
れ
は
成
功
し
た
か
に
比
え
た。
しか
し、
少
し
長い
日
で

見
れ
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
かっ
た。

「
批
判
と
抵

実
務
派の

抗の
非
連
続
な
総
体」
を山朋
す
こ
と
は
や
は
り
で
き
な
かっ
た。

そ
れ
が
明
確
な
組
織
体
で
あ
れ
ば、
徹
底
的
に
切
り
崩
す
こ
と
が

で
き
た
か
も
し
れ
ない
が、
「
非
連続
な
総
体」
で
あ
る
が
ゆ
え
に

そ
れ
が
で
き
な
かっ
た
の
で
あ
る。

尖
務
派の
指
導者た
ち
が
毛
似
束
思
必
を
批
判
す
る
よ・つ
に
な

っ
た
動
機
や
時
期
は
み
な
ま
ち
ま
ち
で
あ
る。
あ
るい
は、
大
制

進
政
策
で、
あ
るい
は、
軍
近
代
化
論
争
で、
あ
るい
は、
中ソ

関係
で・・：：
とい
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れの
動
機
で
械々
な
時
期に

い
ろい
ろ
な
形
で
毛
沢
東
路
線
を
批
判
す
る
立
場
に
なっ
ていっ

た
人
た
ちの
総
体が
実
務
派
で
あ
る。
し
た
がっ
て
彼
ら
個
人
個

人
は
あ
る
時
期
ま
で
は
皆毛
沢東
路
線の
忠実
な
る
尖行
者で
あ

る。
劉少
寄
を
とっ
て
み
て
も、
彼
は
か
つ
て一
九
五
八
年、
毛

沢
東の
大
躍
進
政
策
を
鼓
吹
す
る
有
名
な
演
説
を
やっ
て
い
る

し、

協真
に
し
て
も、

陶鋳に
し
て
も、
あ
るい
は
部
小
平に
し

て
も
皆か
つ
て
毛
沢
東
会訴
え
て
き
た。
そ
うい
う
人
た
ち
が
そ

れ
ぞ
れの
動機
で
さ
ま
ざ
ま
な
時
期
に、
次々
に
毛
沢
東
思
想
か

ら
離
脱
し
た。
そ
うい
う
非述
統
な
総
体
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
実

務
派の
あ
る
意
味
での
治
さ
で
あ
る。

し
か
も
尖
務
派
は
「
非
連絞」
で
あ
る
上
に
単に
中
央の
み
な

ら
ず
各
地
、々
各
生
産点
に
ま
で
般
を
はっ
てい
る。
い
い
倹
え
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れ
ば、
生
産凸…の
第一
線に
立っ
てい
る
人
々
は
毎日
の
よ
う
に

階
級
闘
争、
階
級
闘
争：：：
と
言っ
てい
る
わ
け
に
はい
か
ない。

その
臼
の
生
産の
ノ
ル
マ
を
果
し、
その
日
の
収
穫
を
考
え
な
け

れ
ばい
け
ない。
その
日
その
日
の
問
題
をい
ろい
ろ
な
方
法
で

と
もか
く
解
決
し
てい
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
そっい
う
人
た

ち
は、
階
級
闘
争、
政
治
闘
争
第一
主
義の
毛
沢
東
路
線
に
ど
う

し
て
もつ
い
て
行
け
な
く
な
る。
し
た
がっ
て
結
果的
に
実務
派

に
な
ら
ざ
る
を
得
ない
とい
う
こ
と
で
あ
る。

こ
うい
う
風
に
実
務
派
的
認
織が
広
範
な

中由社
会の
生
産第

一
線
に
い
る
人
々
の
暗
黙の
合
意
と
なっ
て
き
てい
る
と
こ
ろ

に、
実
務
派の
第二
の
強
さ
が
あ
る。
し
た
がっ
て、
毛
沢
東・

林
彪の
文
化
大
革
命、

奪権
闘
争
も
笑
権
派（
U
尖務派）
を
恨
こ

そ
ぎ
に
す
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
かっ
た
の
で
あ
る。

実
務
派
形
成
の
三
段
階

こ
こ
で
その
「
非
述
統
な
総
体」
と
し
ての
実務
派の
代表
的

人
物
を
少
し
歴
史
的
に
ふ
り
か
えっ
て
み
たい。

私
は
実
務
派の
先
駆
者が
我
々
に
はっ
きり
わ
か
る
形
で
登
場

し
た
の
は、
何
といっ
て
も
大
躍
進
政
策
以
降
で
あ
る
と
思
う。

つ
ま
り
大
躍
進
政
策
とい
う、
い
わ
ば
非
常
に
急
進
的
な
人
聞の

主
観
性
に
依
拠
し
た
大
衆
動

員方式の
経
済
政
策が
も
た
ら
す
無

理
や
弊害
に
気づ
い
た
人
た
ち
が、

実務
派の
い
わ
ば
先
駆
者
で

あっ
た
と
思
う。

こ
の
い
わ
ば
第一
期の
実
務
派
と
し
て
は、

まず

彰徳僚
とい

う
人
物
に
注
目
し
なけ
れ
ば
な
ら
ない。
そ
し
て
こ
の

髭抽出子炉』

支
え
た
人
物
と
し
て
は、
た
と
え
ば
民
業の
指
導者
で
あっ
た
部

子
依、
あ
るい
は、
軍の
中

玄髭仙
懐
と
共
に
毛
沢
東の
「大
躍

進
政
策」
に
反
対し
た
賞克
誠、
あ
るい
は
意芸
等
を
挙げ
る
こ

と
が
で
き
る。
こ
うい
う一
連の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
て、

彰徳

懐は一
九
五
九
年
8
月の
庇
山
会
議（
第八
期
中
央
委只会
第八
回

総会）
に
おい
て
毛
沢東
に
真っ
正
面
か
ら
論
争
を
挑
ん
だ
わ
け

で
あ
る。

人
民
公
社
政
策
を
は
じ
め
軍
近
代
化
問
題、

対ソ
関係（
小
国独
自の
核
武
装に
反
対）
を
め
ぐっ
て
毛
沢
東
と
衝

突
し
た。
し
か
し、

彰徳
懐
は
その
論
争
に
敗
れ
た
た
め、
一
般

に
修
正
主
義者、
あ
るい
は、
親ソ
派
とい
わ
れ
る
が、
私
は
実

務
派の
先
駆
者と
し
て
見
たい。

実務
派の
第二
期
は
経
済
調
整
政
策
期
で
あ
る。

こ
の
第
二
期の
中
心
人
物
は、
い
う
ま
で
も
な
く
劉
少
帯、
卸

小
平
で
あ
る。
劉
少
奇、
部
小
平
は

彩徳懐の
政
策
を
表
向
き
は

批
判
し
つ
つ、
つ
ま
り
表
向
き
は
毛
沢
東
に
同
調
しつ
つ、
実
質

的
に
は

揺様の
政
策
を
継
承
し
てい
っ
た
の
で
は
ない
か
と
思

う。
私
が
実
務
派
を
「
非
連
続
な
批
判
と
抵
抗の
総
体
だ」
と
定

義
し
た
理
由の一
つ
で
あ
る。
こ
こ
に
中由
社
会の
毛
沢
東
あ
る

い
は
毛
沢
東
思
想
に
対
す
る
批
判の
在り
方の一
つ
の
ス
タ
イル

が
あ
る
と
言っ
て
もい
い。
劉
少
務
や
卸
小
平
は、
毛
沢
東の
大

路
進
政
策
を
批
判
す
る
こ
と
に
よっ
て、
大
躍
進
政
策
を
後
退
さ

せ、
もっ
と
堅
実
な
経
済
政
策
を
と
ろ
う
と
し
た
彰
徳
懐の
意
図

を
実
質
的
に
は
取
り
入
れ、
し
か
し
な
ずり
表
向
き

思案加
織を

批
判
し
つ
つ、
な
し
崩
し
的
に
毛
沢
東
路
線
を
修
正
し、
毛
沢
東

の
権
威
を
棚
上
げ
し
よ
う
と
し
た。
そっい
う
意
味
でい
わ
ゆ
る

「実権
派」
と
し
て
批
判
さ
れ
た
劉
少
奇、
部
小
平
は
中
国
に
お

け
る
実
務
派
形
成の
第
二
期
を
担っ
た
とい
う
こ
と
が
で
き
る。

し
か
し
彼
ら
も
文
化
大
革
命
に
よっ
て
毛
沢
東・
林
彪
に
敗
れ
た。

そ
し
て
私
は
こ
の
文
化
大
革命
以
後、
実
務
派
形
成の
第
三
期

を
担っ
た
の
が
周
思釆
で
ない
か
と
考
え
てい
る。
周
思来
は
第

一
期
に
彩
徳
懐グ
ル
ー
プ
が、
第二
期
に
実
権
派
つ
ま
り
劉
少

寄・
部
小
平
グ
ル
ープ
が
批
判
さ
れ
て
失
脚
し
ていっ
た
と
き
に、

毛
沢
東
思
想
とい
うい
わ
ば
「
錦の
御
旗」
に
対
し
て
表
向
き
抵

抗
す
る
こ
と
は、
い
か
に
政
治
的
に
リ
ス
ク
が
大
きい
か
とい
う

こ
と
を
精
密
か
つ
リ
ア
ル
に
計
算し、
失
脚
を
免
れ
た
す
ぐ
れ
た

指
導
者
だっ
た。
し
た
がっ
て
周
恩来
はい
わ
ば
「
毛
沢
東
体
制

下
に
お
け
る
非毛
沢
東
化」
をい
か
に
し
て
は
かつ
てい
く
か
と

大
総
進、
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い
う
こ
と
に
心
を砕
い
た
と
思
う。
そ
し
て、
毛
沢
東
を
ポ
え
な

が
ら、
毛
沢
東
思
想
を
誇
示
し
なが
ら、
実
質
的、
路
線
的
に
は

そ
れ
を
修
正
し
てい
く
とい
う
非
常
に
困
雌
な
事
業
に
取
り
組
ん

だ。
こ
の
周
思米の
周
問
に
は、
長い
あい
だ
彼
と
歩
み
を
共
に

し
て
き
た
布γ先
念
副
総
理、
あ
るい
は
現
在
銭っ
てい
る
数
少
な

い
箪の
長
老の一
人
で
あ
る
禁
剣
英、
こ
うい
う
人
た
ち
が
い
た

とい
う
ふ
う
に
々
え
てい
い
と川心
う。

「
面
従
腹
背」
を
見
破っ
た
四
人
組

こ
れ
ら
第
三
期
実
務
派
は
す
で
に
述べ
た
よ
う
に
彰徳
懐や
劉

少
奇の
轍
を
跨
ま
ない
よ
う
に、
い
わ
ば
最
後
ま
で
保
身に
つ
と

め
な
が
ら、
し
か
し
もっ
と
広い
意
味
での
国
家的
な
使
命感
に

立っ
て
毛
沢
市爪
思
想
な
り、
毛
沢
東
路
線の
弊在
を
修
正
し
てい

く
とい
う
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
で
困
縦
な
迫
を
歩ん
で
き
た。
あ

る
立
昧
で
は
毛
沢
東
思
恕
に
付
す
る
非
常
に
巧
妙
で
忍
耐
強い

「
而
従
腹リ」
を
続
け
て
き
た
と一J一回
え
る。
し
か
し
私
は、
こ
の

而
従
腹川
を
江川川グ
ル
ープ（
閑人
組）
は
目
ざ
と
く
比破っ
てい

た
の
で
は
ない
か
と
思
う。
し
た
がっ
て
毛
沢
東の
晩
年、
周
恩

来
批
判
と
思
わ
れ
る「
批
林
批
孔
．辿
動」、
あ
るい
は
卸
小平
批
判

で
あっ
た
と
言
わ
れ
る
「水
溶
伝
批
判」
が
起っ
て
き
た
わ
け
で

ふめ
ヲhv。しか
し
その
周
恩来
が
昨
年
1
月
ガ
ン
で
他界
し
た。
そ
し
て

悶
思来
多吊
心
と
し
た
第
三
期
実
務
派
は
築
剣
炎、

李先
念、
あ

る
意
味
で
は、
実
務
派
とい
う
附
ぴ
方
は
さ
れ
てい
ない
が一
貫

し
て
毛
沢
市胤
路
線の
監
視者
で
あっ
た
と
思
わ
れ
る
朱
徳
とい
う

よ
う
な
存症
に
よっ
て一
応
ひ
きつ
が
れ
た
と
も
言
え
る。

し
か
し
間
も
な
く
朱
徳が
他界
す
る。

諜剣失
や
十字先
念
は
政

治
的
な
桁
導者
と
し
て

揺拐、
劉
少
戸川、
刷
附莱の
よ
う
な
強

力
な
リ
ーダ
ー
シッ
プ
を
発
邦
し得
る
人
物
と
は
必
ず
し
も思
え

ない。
し
た
がっ
て
私
は、
む
し
ろ
実
務
派の
基
盤
は
中
堅
幹部

に
よっ
て
受
け
継
が
れ
た
と．叶
え
るの
で
は
ない
か
と
思
う。
そ

し
て
脅
し
く
も
彼
らの
多
く
は
湖
北
約の
貰
｛市小
の
出
身
で
あ

る。
隙
錫
述、
許
世
友、

が徳
生
そ
れ
か
ら

kt冗念：：：
すべ
て

賞｛氷山の
出
身
で
あ
る。
こ
の
賞
安県グ
ル
ープ
が、
周
恩来
亡

き
あ
との
尖
務
派の一
つ
の
リ
ー
ダ
ー
シッ
プ
を
形
成
し、
車、

国務
院、
あ
るい
は
科
乍
院の
・中
堅
指
導者た
ち（
た
と
えば
悶務

院
の
余
秋
虫、
谷
牧、

JT
堅。
と
は
い
い
が
た
い
が
文
革
で
失
脚
し、

近
年
前以
前
し
た
維
瑞
卿
元
総
参
加叫
長、

最
近
従
前
し
た．
h
0
年
代
の
総

参
法
長楽裕ら）
と
共
に、
毛
沢
束、
周
恩来亡
き
あ
とのn
周
思

来
路
線u
の
継
承
を
模
索
す
るの
で
は
ない
か、
そ
し
て
その
模

索の
過
程
で
再
び

ぷ叩小
平の
影。
が
大
き
く
クロ
ーズ
アッ
プ

さ
れ
て
き
た
とい
うこ
と
で
は
ない
か
と
思
う。
つ
ま
り、

部小

平
は、
抗
日
戦
争
期の
八
路
軍一
二
九
師
政
治
委
員
時
代、
内
戦

期の
第二
野
戦
車
政
治
安
日時
代
を
通
じ
て
こ
の

賞安県グ
ル
ー

プ
と
深い
つ
なが
り
を持っ
てい
る
か
ら
で
あ
る。

こ
うい
う
ふ
う
に
凡
て
み
る
と、
実
務
派の
脈々
た
る
流れ
が、

や
や
逆
説
的
な
表
現
に
な
る
が、
非
連
続
なが
ら
あ
る
意
味
で
太

い
n
述
続。
を
形
作っ
てい
る
とい
う
こ
と
が
言
え
るの
で
は
な

い
か。
し
た
がっ
て
こ
こ
で、
私
は
再
び
「
文
化
大
革命」
と
は

何
で
あっ
た
の
か
とい
う
間
が
発
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ない
と

思
う。
そ
れ
は
毛
沢
東の
大い
な
る
虚
妄
で
あっ
た
の
で
は
ない

か。
結
局革
命
後の

中国社
会
を
何
ら

祢幸子’
る
こ
と
が
で
き
な

かっ
た。

昨
今の
中国の
事態が
何
よ
り
も
そ
れ
を
雄
弁
に
物
語っ
てい

る。
四
人
組
失
脚
や
クロ
ー
ズ
アッ
プ
さ
れ
る
郡
小
平の
影
は
む

ろ
ん
の
こ
と、
最
近の
注
目
すべ
きニ
ュ
ース
は
ま
ず、
かつ
て

北

京市長、
北
京市
党
委
μ
会
第一
容
記
形其
と
共
に
注
目
さ
れ

た
上
海の

内装女円以会第一
件
記
隙
主
顕の
復活
で
あ
る。
かつ
て

文
化
大
革命の
最中に
私
は
上
海
を
訪
れ
た
が、
貰
浦
江の
ほ
と

り
の
叫ハ
ン
ド
に
は
紅
術
兵

Z薪
問、
あ
るい
は
路
上
に
ま
で

以
り
つ
け
ら
れ
た
スロ
ー
ガ
ン
の
中
で
陳
豆
町酬
は
激
し
く
批
判
さ

い
わ
ば
上
海の
実
権
派
ナンバ
ーワ
ン
で
あっ
た。

その
隙
亙
顕
ま
でが
復
活
し
て
き
た
とい
うこ
と
は
文
化
大
革命

ありわ

の
段
妄性
をいっ
そ
う
話
に
し
てい
る。

第二
に
注
目
し
なけ
れ
ば
な
ら
ない
の
は、
今日
出国
で
江
守

夫
人
が
あ
れ
ほ
ど
悪
し
ざ
ま
にの
の
し
ら
れ
て
い
る
こ
との
意
味

で
あ
る。
少
な
く
と
も刊
年
近
く
江
背
夫
人
が
毛
沢
東の
円以愛の

妥
で
あ
り、
そ
し
て
ま
た
党
中
央の
政
治
局
委
只
ま
での
し上
が

るの
を許
し
て
き
た
の
が
毛
沢
東
で
あ
るの
は
周
知の
事
実
で
あ

ωnub－－1・

る。
だ
と
す
れ
ば、
こ
れ
は
毛
沢
東の
権威
を
反
め、
ロ
液す
る

こ
と
に
他
な
ら
ない
の
で
は
ない
か。
同
時に
こ
れ
は、
に
も
か

か
わ
らず
他
方
で
毛
沢
東
思
想の
継
承
を
声
高に
主
張
し
なけ
れ

ば
な
ら
ない
禁固
鋒体
制の
ジ
レ
ン
マ
で
も
あ
り、
同
時に
あ
る

意
味
での
毛
沢
東の
権
威
の
凋
落、
非
毛
沢
東
化
が
潜
在
的
に
そ

こ
に
始
まっ
てい
る
こ
と
安』
意
味
す
る
もの
で
も
あ
るの
で
は
な

れ
てい
て、
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い
だ
ろ
う
か。

華
国
鋒
の
ジ
レ
ン
マ

特
に
悲国
鋒
最
大の
ジ
レ
ン
マ
は、
郷
小平
問
題の
処
型
で
あ

る。
こ
の
護国
鋒
と郡
小
平の
関
係
につ
い
て
は
四
人
組の
逮
捕

が
あ
ま
り
に
衝
懇的
で
あっ
た
が
ゆ
え
に、
非
常
に
単
純
明
快
な

事
実が
見
落
さ
れ
てい
る。

護国
鋒に
つ
い
て
は、
謎につ
つ
ま

れ
た
部
分
や
不
透
明
な
部
分
も
多い
が、

禁固
鋒
が
文
革の
過
程

で
毛
沢
東
に
引
き
上
げ
ら
れ、
四
人
組
に
支持
さ
れ
て
台
頭
し
て

き
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑い
ない。
こ
れ
は、
昨
年
か
ら

今
年
に
か
け
ての
中凶の
政
治
過
程
を
振
り
返っ
て
み
て
も
鹿
然

と
し
てい
る。

163 ・116小平の11·1こ動える搬図録

周
知の
よ
う
に
郷
小
平
は
昨
年の
1
月
8
日
の
周
恩来の
死
去

に
際
し
て、
1
月
日
自
の
葬
儀
で
弔
辞
を
読
ん
だ
が、
その
弔
併

は

・中国ザ支叩の
諸
段
階に
お
け
る
周
恩来の
功
績
に
つ
い
て
は
詳

し
く
触
れ、
革
命
後、
特
に
文
化
大
革
命
に
つ
い
て
は
さ
ら
り
と

流
し
た
程
度
で
あ
り、
し
か
も
最
後
に
「
わ
が
国
を
近
代
的
な
杜



会
主
義の
強
閏
に
築
き
あ
げ
る
た
め
に
奮闘
すべ
き
だ」
とい
う

形
で、
問
恩来の
泊一一月
と
もい
え
る
「
四つ
の
現
代
化」
路
線の

継
承
を
持っ
てい
る。
こ
れ
は、
い
わ
ば
実
権
派（
H
災
依
派）の
立

場
か
らの
悶
肉東
山障
に
等
しい。
そ
れ
にい
ら
立っ
た
四
人
組

を中
心
と
す
る
毛
沢
東
側
近
が、
1
月
下
旬
か
ら
2
月
初め
に
か

け
て
聞
か
れ
た
H
重
要
会
議H
に
おい
て、
部
小
平の
総
理
昇
絡

を
阻
止
し
た。
そ
し
て
2
川
7
H
の
清
華大
学
に
お
け
る
壁
新
聞

が
口
火
を
切
る
形
で
「
走
資
派
批
判」
が
展
開
さ
れ、
翌
日
国
務

院
刷
総
m．
で
は
あっ
た
が、
あ
ま
り
日
立
た
ない
存
必
で
あっ
た

輩由
鋒
が
総
型
代
行
とい
う
形
で
クロ
ー
ズ
アッ
プ
さ
れ、
私
自

身
も
含
め
て、
周閃
莱の
後
縦
者、
つ
ま
り
首
相
岡
部
小
平
以

外
に
は
ない
だ
ろ
う
と
々
え
てい
た
世
界
中の
小国
研
究
者
を
鯨

か
せ
た
こ
と
は、
ま
だ
記
憶
に
新
しい。

つ
ま
り、
ま
ず
こ
の
段
階
で
も、

象凶
鈴
はい
わ
ば
部
小平
を

批
判
す
る
形
で
台
頭
し
た
わ
け
で
あ
る。

さ
ら
に
口
頭
で
述べ
た
天
・訴門
事
件
が
4
川
5
H
に
起
り、
部

小
平
はこ
の
いや
件の
首
謀
者
と
し
て、
つ
ま
リ
反
革
命
分
子
と
し

て
党
内
外の
あ
らゆ
る八ム
股
を剥
奪
さ
れ
た。
そ
し
てこ
の
公
職

制
奪
は
毛
沢
点の
街．小
だ
と一－パ
わ
れ
九
問
人
組
が
火
脚
し、
卸

小
平
復
活
が
時
聞の
問
題
と
なっ
た
今
日、
中
国
で
はこ
の
指
示

は
毛
沢
東の
甥
で
あっ
て、
鴻
防部
隊の
政
治
委
μの
毛
述新
が

ゆ
が
め
て
伝達
し
た
もの
で
あ
る
とい
う
よ
う
な
言
わ
け
が
行
わ

れ
てい
る
が、
こ
れ
は
非
常
に
苦
しい一一口い
わ
け
で
あ
る。
とい
う

の
は
こ
の
尺

・岩門事
件
に
対
処
すべ
く
行
わ
れ
た
4
川
7
H
の
政

治
局
会議の
決
議
は、
こ
の
卸
小
平の
職
務
を剥
奪
し
た
決
議
と

と
も
に、
同
じ
く
「
毛
沢
点の
提
案
に
基
づ
い
て」

悲国
鈴
を
党

第一
副
首
席
萩国
務
院
総
理
に
選
出
す
る
とい
う
決定
を
行っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る。

つ
ま
リ、
党
規
約
に
も
ない
党
第一
副
首
席
とい
う
地
位
を
こ

こ
で
や
や
ど
ろ
な
わ
式
に
つ
くっ
て
ま
で、

革問
鈴
を
クロ
ーズ

アソ
フ
し
た。
しか
し、
も
し
毛
似
点の
卸
小
平の
公
職
制奪に

関
す
る
指
示が、
毛
遠
新
に
よっ
て
ゆ
が
め
ら
れ
た
もの
で
あ
る

な
ら
ば、

撃国
鈴の
党
第一
副
主
席選
出の
指
示
もゆ
が
め
ら
れ

た
もの
だ
とい
うこ
と
に
な
り
か
ね
ない
し、
そ
う
な
れ
ば
華同

鈴の
正
当
性
も
疑
わ
れ
ざ
る
を
得
ない。
し
か
し
そ
れ
は
さ
て
お

い
て
も
明
ら
か
なこ
と
は、
こ
の
第一

副主
席
就
任の
際に
も、

都圏
鋒
は、い
わ
ば
郡
小
平の
公

職制奪
とい
う
代償
に
おい
て、

第一

副主
席
とい
う
地
位
に
就い
た
とい
う
こ
と
で
あ
る。

郡
小
平
の
影輩国

鋒
は
天
南
事
件
以
降の
中国
民
衆の
す
さ
ま

じい
上
海グ
ル
ープ
会品・
心
と
し
た
毛
沢
東
側
近へ
の
批
判
と
周

恩来へ
の
敬愛の
念
会品川に
し
て、
上
海グ
ル
ープ｛
H
内
人
組）
か

ら
離
れ
てい
く。
そ
し
て
毛
沢
東
が
他
界
す
る。
こ
の
よ
う
な
状

況の
中
で
塾削
鈴の
四
人
組
追放ク
ー
デ
タ
ーH
北
京
政
変
が
あ

っ
た
の
で
は
ない
か
と
思
わ
れ
る。
こ
うい
う
非常
に
単
純
明
快

な
雲、
つ
ま
り
薬園
鈴
は
首
相
代
行
就
任の
際
に
も、

山一柔一

副主
席・
首
相
就
任の
際
に
も、
すべ
て
四
人
組
と
と
も
に
郡
小

平
を
批
判
す
る
形
で
就
任
し
た
とい・

ユ事実
は、

中国
研
究
家
や

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
トの
間
で
も、
十
分
認
識
さ
れ
てい
る
と
は
言い

その
後、

，、
、－、。

・刀手人
し
こ
うい
う
前
提
に
立
て
ば、

義国
鈴
は
北
京政
変
を
十
分
に
合

理
化
す
る
こ
と
も
難
しい
し、
党
主
席
とい
う
現
在の
地
位
を
十

分
に
正
当
化
す
るこ
と
も
ま
た
難
しい
とい
わ
なけ
れ
ば
な
ら
な

い。
し
た
がっ
て、
部
小平
が
内
外の
注
目
を
浴
び
つ
つ
クロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
るこ
と
は
遊園
鋒の
地
位
を
傍
か
すこ
と
に

も
な
り
か
ね
ない。
私
は
こ
こ
に
卸
小平
復
活が
な
か
な
か
ス
ム

ーズ
に
進
展
し
ない
理
由の
少
な
く
と
も
主
要
な一
つ
が
あ
る
と

mLVつ。都薗
鋒
は
剛山
小
平の
影
に
脅え
ざ
る
を
得
ない。
し
た
がっ
て、

務国
鈴
は
郷
小平
復
活
を一
日
延
ば
し
に
し
たい
と
巧
え
ざ
る
を

符
ない
の
で
は
ない
か。

そこ
に
は
今
ま
で
述べ
た
正
当
性の
問
題
以
外
に、

帯十凶
鈴
と

部
小
平の
能
力の
問
題
も
あ
る。
内
政、

外交
と
も
に
挙制
鈴
に

卸
小
平
ほ
どの
能
力
が
あ
る
と
は
私
に
は
思
え
ない
か
ら、
結
局

彼
は
周

思釆l
卸
小
平
路
線
と
で
もい
うべ
き
もの
を
踏
襲せ
ざ

る
を
得
ない。
つ
ま
り
彼
は、
い
わ
ば
自
分の
生
立
ち
ゃ
体質は

む
し
ろ
あ
る
意
味
で
四
人
組
に
近い
と
こ
ろ
に
あ
り
な
が
ら
四
人

組
を
w援
し、
政
策的
に
は
実
務
派
路
線
を
継『
で
なけ
れ
ば
な

ら
ない
とい
う
大
き
な
ジレ
ン
マ
の
中
にい
る
とい
うこ
と
が
で

き
よ
う。
し
か
も、

巾由
民
衆
は
事国
鈴
を
民衆の
問
か
ら
浮
き

上
がっ
た
存
在
で
あ
り
中国
民
衆の
怨
嵯の
的
で
あっ
た
凶
人
組

の
打
倒
の
い
わ
ば
H
下
手
人u
と
し
て
は
評
価
し
てい
て
も
そ
れ

以
上
で
は
ない
か
も
し
れ
ない。

華国
鋒は

最近盛
ん
に
個
人
崇
拝
をフ
レ
ー
ム
アッ
プ
し
てい

る
か
の
よ
う
で
あ
る。
た
と
え
ば、
白
分の
占
ゃ毛
沢
点の
代け
と

並べ
て
発
表
し
た
り
し
てい
る。
し
か
しこ
れ
は
毛
沢
東の
達
筆

に
比べ
てい
か
に
も
お
組
末
で
し
か
な
く、
少
な
く
と
も
文
宇の

図、
中
国の
指
導者
と
し
ての
彼の
資
絡
を
疑
わ
せ
る
に
十
分
で

あ
る。

プレジデント 円77・ 6

私
は
逆
にこ
の
よ
う
な
や
や
悲
劇的
な
個
人
出
併
に
議問
鈴の

部
小
平の
彩へ
の
脅
え
を
見、
郷
小平
に
よっ
て
象徴
さ
れ
る
実

務
派
H
毛
沢
東
批
判の
非
述
統
的
総
体の
根
深い
底
力
を比
るの

で
あ
る。

• 
企

本一制
執筆後、
4月初日、
中国の両州
民林
令国人
民代ぷ大

会常
務委副委員長は、
日本の会菌都道
府県議
会議長会訪

中団と会見した際、
首相以下の政府
人事を
決定する第五

則合国人民代表大会が今年後半に聞かれること、
卸小平

前副首相の再復活が今秋行われることを初めて明らかに

した。
しか
し、
本悩は基
本的にはい
ささか
も修正の
必
要

がなく．
また安易な部分的修正は本析の意図をかえって

不鮮明にすると考え、
あえて一切
加治修正をしないこと

にした。
｜｜著者
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