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ーi
天
安
門
広
場
よ

こ
こ
は
い
ま、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
赤い
後
継
者
た
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
！

〈
揚
椋
寸
幸
福
を
讃
え
る」〉

はじめに
llロマンとその代償

暗
閣の
な
か
で、
帝
国
主
義
段
階
の
世
界
史
が
生
み
落
し
た
二
十
世
紀
的
断
層
の
地
底に
哨い
で
い
た
中
国の

民
衆に
とっ
て
は、
革
命へ
の
参
与
と
い
う
重
大
な
事
柄
も、
至
極
簡
単
な
約
束
事
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
し
か
な
か

っ
た
の
で
は
ない
か。
そ
れ
は
あ
た
か
も、
戦
後の
日
本
に
お
い
て、
知
識
青
年
の
多
く
が、
駅
頭
で
汽
車の
切

符
を
買
う
ご
と
く
「
入
党」
し
た
こ
と
に
よ
く
似
て
い
る
と
もい
え
よ
う
が、
こ
の
場
合
の
「
入
党」
は、
革
命

と
の
あい
だ
に
ま
だ
多
く
の
距
離
も
時
間
も
あっ
た
の
に
た
い
し、
中
国に
お
い
て
は、
草
命へ
の
参
与
が
その

ま
ま
歴
史の一
前
を
担
う
命
懸
け
の
実
生
活
な
の
で
あっ
た。

つ
ま
り、
中
国に
とっ
て
の
革
命は、
速い
将
来の
ヴ
ィ
ジョ
ン
や
社
会
制
度
で
あ
る
こ
と
を
禁
忌
さ
れ
た
日

常
性
な
の
で
あ
り、
悪
徳
地
主
の
打
倒、
国
民
党
分
子
の
掃
務、
日
本
軍
兵
士へ
の
狙
撃が
そ
の
ま
ま
革
命
な
の

で
あっ
た。
だ
と
す
れ
ば、
こ
の
革
命に
参
与
し
た
広
範
な
農
民
大
衆
や
労
働
者、
兵
士
た
ち、
つ
ま
り
中
国
民



中国革命は何であったか

衆に
とっ
て
は、
政
治
的
手
段
に
よっ
て
多
数
者の
自
由
を
獲
得
し、
そ
の
こ
と
に
よっ
て
人
間
性
を
解
放
す
る

の
だ
と
い
う
近
代の
革
命
完
2。zz
g〉
に
内
在
し
たロ
マ
ン
な
ど
は、
初
め
か
ら
無
縁
で
あっ
た
の
か
も
し
れ

ない。
ロ
マ
ン
の
ない
と
こ
ろ
に
は
ヴィ
ジョ
ン
も、
ま
た
批
判
も
生
ま
れ
得
ない。
こ
う
し
た
状
況に
おい
て

革
命に
参
与
す
る
中
国
民
衆
は、
だ
か
ら、
大
衆
を
組
織
す
る
方
法、
つ
ま
り
政
治
の
技
術
を
知
り
得
た
全
能の

指
導
者
に
よっ
て
全
面
的
か
つ
容
易に
動
員
さ
れ
得
た
の
で
あ
る。
こ
う
し
て、
中
国
革
命の
巨
大
なエ
ネル
ギ
ー

は
ま
た
た
く
ま
に
高
揚
し
た。
そ
し
て、
こ
の
よ
う
な
革
命
行動
は、
た
と
え
ばエ
ド
ガ
l・
ス
ノ
ー
の
よ
うに、

こ
れ
を
外
部の
者
が
観
察
し、
描
写
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は、
英
雄
的
でロ
マ
ン
チッ
ク
な
行
為
と
し
て
映
し

出
さ
れ
る
の
だ
が、
当
の
中
国
民
衆
は、
日
常
性の
な
か
に
お
い
て、
そ
れ
も
弾
圧
や
テロ
の
恐
怖の
な
か
で
革

命の
側に
組
織
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら、
献
身
と
自
己
犠
牲が
当
然の
前
提
と
さ
れ
る
世
界に
没
入
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
い。
そ
の
よ
う
な
過
程
の
反
復
が、
や
が
て
革
命の
側の
内
部に
独
裁
も
し
く
は
専
制
と
い
う
重
大
な

負
債
を
蓄
積
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
は、
誰
も
気づ
か
な
かっ
た。
あ
るい
は
気づ
い
て
も
そ
れ
を
表
現
し、
行
為

化
す
る
こ
と
は
不
可
能
だっ
た。
そ
し
て、
「
敵」
を
打
倒
し
た
こ
と
に
よっ
て、
今
度
は「
味
方L
の
側
が
体
制
と

なっ
た
の
だ
が、
革
命
権
力
を
樹
立
す
る
と
い
う
目
前
の
目
標の
も
と
で
は、
そ
の
よ
う
な
負
債へ
の
無
自
党
な

い
し
は
黙
認
が
い
と
も
容
易に
必
然
化
さ
れ
た
の
で
あ
る。
そ
の
巨
大
な
負の
遺
産
に
気づ
い
た
と
き
に
は、
も

う
手
遅
れ
で
あっ
た。
こ

う
し
て、
中
国
革
命の一
連
の
プロ
セ
ス（ここ
で
中
国
革命の
プロ
セス
とは、ニ
十世
紀

初
頭の

辛亥革命の
挫
折
以
来、
い
く
た
びか
の
革命
戦
争を
経て、
一
九四
九
年の
中
華
人
民
共和
国の
成
立
を
見、
さ
ら

に
毛
沢
東
時
代と
くに
文
化
大

革命期
を
経て
今日
の
非毛
沢
東
化と
「
開
放」
体制に
い
たる
まで
の
時期
全
体を
指
す。

な
お、
こ
の一
連の
プロ
セス
に
か
ん
し
て
詳し
くは、
拙
編
著『
中
国
現
代
史
｜｜
壮大な
歴
史の
ド
ラマ
ー－R
有
斐
閣

選
書、
一
九八一
年、
参照〉
は、
ロ
マ
ン
に
欠
如
し
た
そ
の
間
隙
を
革
命の
重い
代
償に
よっ
て
埋
め
ら
れ
ね
ば
な
II9 



ら
ない
こ
と
と
なっ
た
の
で
あ
る。
だ
と
す
れ
ば、
ハ
ン
ナ・
ア
l
レ
ン
ト
女
史
が
名
著
『
革
命に
つ
い
て』
で

述べ
て
い
る
鋭い
革
命
認
識、
「
政
治
的
手
段
に
よっ
て、
貧
窮
か
ら
人
類
を
解
放
す
る
こ
こ
ろ
み
ほ
ど、
時
代

お
く
れ
の
も
の
は
ない。
こ
れ
ほ
ど
不
毛
で、
危
険
き
わ
ま
る
も
の
は
ない」
と
の
言
葉は、
ま
さ
に
中
国に
こ

そ
当
て
は
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

今
日
の
中
国
が、
半
世
紀
有
余
の
中
国
革
命の
の
ち
に、
H
貧
困
のユ
ー
ト
ピ
ア’
を
求
め
る
寸
毛
沢
東
思
想」

に
依
拠
し
た
か
た
ち
で
の
政
治
的
手
段に
よ
る
貧
窮
か
ら
の
解
放
の
こ
こ
ろ
み
をか
な
ぐ
り
す
て、
個
人
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ヴ
に
基づ
く
経
済
活
性
化
と
対
外
経
済
「
開
放」
と
い
う、
ま
ぎ
れ
も
ない
「
非
政
治
的
手
段」、
つ

ま
り
経
済
的
手
段
に
よ
る
貧
窮
か
ら
の
解
放
を
目
指
し
て
い
る
事
実
を
目
撃
す
る
に
つ
け
て
も、
い
ち
は
や
く

「
社
会
問
題」
の
解
決
の
方
法
と
し
て
の
革
命
そ
の
も
の
の
不
毛
と
危
険
を
指
摘
し
た
女
史の
洞
察に
は
着
目
せ

ざ
る
を
得
ない。
つ
ま
り、
中
国
革
命に
は、
経
済の
著
し
い
停
滞
と
中
国
流
の
全
体
主
義H
毛
沢
東
家
父
長
体

制
が
必
然
的に
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
り、
そ
の
中
国
が
い
ま、
よ
う
や
く
「
毛
沢
東
思
想」
の
呪
縛
か
ら
解
き

放
た
れ
て
新
し
い
離
陸
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き、
中
国
の
革
命に
半
世
紀
を
賭
け
た
こ
の
国の
民
衆の

豊
か
さ
（さ
し
あた
り一
人
当りGN
P
が
指
標に
なる〉
は、
一
人
当
り
G
N
P
二
五
O
米
ド
ル
前
後
で
し
か
な
く、

日
本
の
約
四
十
分
の一
だ
と
い
う
不
名
誉
をい
か
に
すべ
き
か。
こ
れ
で
は、
偉
大
な
中
国
革
命
が
泣
く
で
は
な

、V

品川柑
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中国革命は何であったか

今
日
で
も
人
口
の
約
八
Oパ
ー
セ
ン
ト
が
農
村
人口
だ
と
い
う
中
国
社
会に
お
い
て、
民
衆
と
は
す
な
わ
ち
農

民
だ
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う。
そ
の
農
民に
とっ
て、
土
地
は
ま
さ
に
「
大
地
の00品
開
R
S」
な
の
で
あ

ワ
ン
ル
ン

っ
た。
パ
l
ル・
パ
ッ
ク
女
史
が
『
大
地』
の
主
人
公・
王
龍に
託
し
て、
「
大
地は、
南
の
都
会
か
ら
帰っ
て

き
た
と
き、
彼の
心
の
病い
を
癒
や
し、
そ
こ
で
耐
え
て
き
た
苦
し
み
を
慰
め
て
く
れ
た」
と
い
う
と
き、
そ
れ

は
中
国
農
民
の
土
地へ
の
愛
着
そ
し
て
執
着
が
い
か
に
強
く
深い
も
の
で
あ
る
か
を
物
語っ
て
い
る。
『
大
地』

に
は、
「
貧
乏
人
が
あ
ま
りに
も
貧
乏
に
な
り
す
ぎ、
金
持
ち
が
あ
ま
りに
も
金
持
ちに
な
り
す
ぎ
る
と、
貧
乏

人
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
知っ
て
い
る」
と
い
う
表
現
も
あ
る。
こ
の
言
葉
は、
毛
沢
東が
若
き
日
に
「
湖
南

農
民
運
動の
視
察
報
告」
で
導
き
出
し
た
重
要
な
結
論、
「
貧
農
が
な
け
れ
ば
革
命
も
あ
り
得
ない」
と
い
う
テ

ー
ゼ
に
そ
の
ま
ま
重
なっ
て
い
っ
た。

こ
う
し
て、
中
国
革
命
は
農
民
が
主
体
と
なっ
て
進
行
し
た
の
だ
が、
彼
ら
に
とっ
て
は、
中
国
共
産
党
を
支

持
す
れ
ば、
や
が
て
土
豪
劣
紳
や
悪
徳
地
主
な
ど
の
郷
紳
階
級
が
打
倒
さ
れ
た
の
ち
に、
自
分
の
土
地
が
持
て
る

と
い
う
希
望
こ
そ、
革
命へ
の
参
与
の
最
大
の
動
機
で
あ
り、
多
く
の
農
民に
とっ
て
は、
そ
れ
が
すべ
て
で
あ

っ
た。しか
し、
こ
こ
に
中
国
民
衆に
とっ
て
の一
つ
の
悲
劇の
根
源
が
あっ
た
の
で
あ
る。
つ
ま
り、
こ
の
よ
う
な

農
民
の
希
望
は、
革
命
後
た
だ
ち
に
着
手
さ
れ
た一
九
五
0
年
代
初
頭
以
来の
土
地
改
革に
よっ
て、
有
史
以
来

初
め
て
現
実の
も
の
と
なっ
た
の
だ
が、
そ
の
よ
う
な
喜
び
を
噛
み
し
め
るい
と
ま
も
な
く、
農
民に
与
え
ら
れ

た
土
地
が
三
I四
年
の
う
ち
に
合
作
化〈協
同化）
とい
う
名
目
の
も
と
で
再
び
股
民の
手
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ、

集
固
化
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る。

当
時
は、
こ
の
よ
う
な
農
業
集
団
化へ
の
抵
抗
が
農
民
の
あい
だ
で
根
強
かっ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う。
た
と
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え
ば、
貧
脱
出
身の一
人
の
農
民
共
産
党
員・
李四
喜
は、
一
九
五一
年
の
土
地
改
革に
よっ
て、
よ
う
や
く
念

願
の
土
地
を
入
手
し
た
と
思っ
た
ら、
共
産
党
が
今
度
は
そ
の
土
地
を
集
団
化
し
よ
う
と
し
た
の
で、
コ」
の
う

え
革
命
し
て
ど
う
な
る
の
か」
と
不
平
を
言い
出
し
た。
か
つ
て
紅
軍の
模
範
的
な
戦
士
で
あっ
た
や
は
り
貧
農

出
の
農
民・
劉
介
梅
は、
生
ま
れ
て
初
め
て
手に
し
た
土
地
と
そ
の
土
地
が
彼に
与
え
て
く
れ
る
感
激
を
失い
た

く
ない
ば
か
り
に、
自
分
が
な
ぜ
紅
軍に
加
わっ
た
の
か、
と
い
う
革
命の
初
心
を
すっ
か
り
忘
れ
て
し
まっ
た。

こ
れ
ら
の
農
民
党
員の
心
の
屈
折
は、
い
ず
れ
も
彼
ら
が
小
生
産
者
意
識に
堕
し
て
い
る
と
し
て、
そ
の
よ
う

な
意
識
を
批
判
す
る
キャ
ンペ
ー
ン
が
起っ
た
た
め
に
表
面
に
露
呈
し
た
の
で
あ
る
が、
そ
の
心
理
は、
土
地
を

求
め
て
革
命に
参
加
し
た
中
国
農
民
の
広
範
な
意
識
を
反
映し
て
い
た
と
い
え
よ
う。

周
知
の
よ
うに、
「
毛
沢
東
思
想」
に
導か
れ
た
中
国
革
命の
もっ
と
も
基
本
的
な
特
徴
は、
「
耕
す
者に
土
地

を」、
「
農
民に
土
地
を」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よっ
て、
土
地
を
農
民
に
等
し
く
分
配
す
る
と
い
う
ヴィ
ジョ

ン
を
広
範
な
農
民
大
衆に
与
え、
彼
ら
を
革
命の
主
力
寧
た
ら
し
め
た
こ
と
で
あっ
た。
こ
の
点
で
同
じ
労
農
同

盟の
理
論
と
い
っ
て
も、
レ
lニ
ン
の
そ
れ
が
プロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
主
体
的
で
あっ
た
の
に
た
い
し
て、
毛
沢
東

の
場
合
は、
あ
く
ま
で
も
俊
民
主
体
的
で
あっ
た
と
い
え
よ
う（こ
れ
らの
点につ
い
て
詳し
くは、
拙
著『
現
代
中

国
論
｜｜イ
デ
オロ
ギ
ー
と
政
治の
内
的
考
察
｜｜』
第一
章
「『毛
沢
東思
想』
とマ
ル
クス
主
義」
一
九六
四
年
〔
増
補

版一
九
七一
年〕、
青
木
書
店、
参
照〉。

そ
れ
だ
け
に、
農
民に
土
地
を
与
え
た
あ
と
の
集
団
化（互
助
組
｜↓
初
級合作
社
｜↓
高級合作
社
l↓
人民
公

社〉
と
い
うプ
ロ
セ
ス
そ
れ
自
身
が、
権
力
確
立
以
前
の
約
束に
違
う
革
命
勝
利
後の
重
大
な
背
理
で
あっ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ない。
こ
の
と
き
農
民
は
ま
ず
最
初に
，
裏
切
ら
れ
た
革
命’
の
悲
劇
を
深
刻に
体
験
し
た
の
で

あっ
た。
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先
の
農
民
党
員・
李
四
喜
が
具
体
的に
ど
の
よ
うに
感
じ
て
い
た
の
か
を、
「
李
四
喜
心
理」
を
批
判
す
る
側

の
テ
キ
ス
ト
に
よっ
て、
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う。

「
李
四
喜
は、
貧
し
い
日
雇
の
作
男
で、
十
年
以
上
も
働い
た
が、
い
つ
も
ひ
ど
く
困
窮
し
て
い
た。
やっ
と

解
放
後に
結
婚
し
て
子
供
が
で
き
た。
土
地
改
革
の
あい
だ
は
彼は
積
極
的
で、
青
年
隊
支
部の
書
記に
選
ば

れ
た。
し
か
し、
土
地
を
獲
得
す
る
と、
工
作
を
続
け
る
こ
と
をい
や
が
り、
農
作
業
だ
け
に
身
を
入
れ
よ
う

と
し
て
家に
帰
り
た
がっ
た。
幹
部
が
注
意
す
る
と、
彼は
怒っ
て
こ
う
叫
ん
だ。

ーl
『
こ
れ
ま
で
と
い
う

も
の、
俺は
苦
し
ん
で
ば
か
りい
て、
土
地
も
無
かっ
た。
今、
俺に
は
土
地
が
あ
り、
すっ
か
り
満
足
し
て

い
る。
こ
の
う
え
革
命
を
続
け
る
の
は
な
ぜ
だ
？
何
の
た
め
だ
？
E
q
学習』
第四
巻
第十一
号
〈一
九五一

年九
月十六日V〉

中国革命は何であったか

こ
う
し
た
「
李
四
喜
心
理」
を
ブ
ル
ジョ
ア
的
小
生
産
者
意
識
と
し
て
葬
り
去っ
て
し
まっ
た
と
こ
ろ
に、
そ

の
後の
中
国
社
会に
内
在
し
た
緊
張
と
無
理
の
第一
の
起
源
が
あっ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
まい。

だ
が、
中
国
革
命の
重
大
な
背
理
は、
土
地
問
題
の
み
広
あっ
た
の
で
は
な
かっ
た。

周
知
の
よ
うに
中
国
革
命
は、
抗日
民
族
統一
戦
線
を
基
盤
に
し
た
広
範
な
諸
勢
力の
連
合
〈nom－＝z
る
に

よっ
て
推
進
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う。
中
国
革
命
が
人
民
民
主
主
義
革
命
も
し
く
は
新
民
主
主
義
革
命
と
呼
ば

れ、
革
命
権
力
もプロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
で
は
な
く、
迎
合
政
府に
よ
る
人
民
民
主
主
義
独
裁だ
と
い
わ
れ
た

の
は、
こ
の
よ
う
な
中
国
革
命の
性
格
を
反
映
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ない。

も
と
よ
り、
中
国
共
産
党
は、
革
命の
中
核
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
か
ら、
や
が
て
プロ
レ
タ
リ
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ア
ー
ト
独
裁
下
の
社
会
主
義
政
権
を
志
向
す
る
の
は
当
然
で
あっ
た
に
せ
よ、
建
国
後の一
九
五
四
年に
制
定
さ

れ
た
中
華
人
民
共
和
国
憲
法に
よっ
て
も、
少
な
く
と
も
三
つ
の
五
カ
年
計
画
期
間、
つ
ま
り
ほ
ぼ
十
五
年
間は

「
過
渡
期」
と
し
て、
社
会
主
義
建
設
で
は
な
く、
社
会
主
義
改
造
を
実
行
す
る
時
期
と
し
て
位
置づ
け
ら
れ
て

い
た
の
で
あっ
た。

中
華
人
民
共
和
国
憲
法
第一
条
は、
そ
の
国
家
権
力の
性
格
を、
「
労
働
者
階
緩
が
指
導
し、
労
農
同
盟
を
基

礎
と
す
る
人
民
民
主
主
義
国
家
で
あ
る」
と
規
定
し
て
お
り、
こ
の
規
定に
基づ
い
て
「
連
合
政
府」
に
よ
る
人

民
民
主
主
義
独
裁
と
い
う
政
治
構
想
が
合
意
さ
れ
た
の
で
あっ
た。
毛
沢
東
自
身、
中
国
革
命の
最
終
的
勝
利
を

目
前に
し
た一
九
四
九
年
七
月、
有
名
な
「
人
民
民
主
主
義に
つ
い
て」
の
な
か
で、
人
民
民
主
主
義
独
裁の
権

力
を
構
成
す
る
階
級
的
要
素
は、
労
働
者
階
級、
農
民
階
級、
小
ブ
ル
ジョ
ア
ジ
ー
お
よ
び
民
族
ブ
ル
ジョ
ア
ジ

ー
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し、
い
わ
ゆ
る
「
四
民プロ
ッ
ク」
を
認
め
て
い
た
の
で
あっ
た。

こ
の
よ
う
な
地
平に
お
い
て
こ
そ、
中
国
革
命のユ
ニ
ー
ク
な
性
格
が
新
し
い
国
家
建
設に
おい
て
大
き
く
切

り
開
か
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
り、
こ
の
よ
う
な
中
国
革
命の
あ
り
方
は、
中
国
圏
内
の
み
な
ら
ず、

外
部
世
界に
お
い
て
も
多
大
の
共
感
を
呼
ん
だ
の
で
あっ
た。
だ
が、
こ
う
し
た
漸
進
性
と
多
様
性
を
特
色
と
し

た
革
命
後
社
会ハ
EE
同
2。－cz
g
ω
2
5
5
の
構
想
は、
次々
に
投
げ
棄
て
ら
れ
て
いっ
た。

こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に、
ま
ず
中
国
革
命の
段
階に
つ
い
て、
要
点
を
見
て
み
よ
う。

中
国
革
命の
過
程
で
は、
い
か
に
新
民
主
主
義
革
命
と
い
っ
て
も、
や
が
て
は
中
国
共
産
党
が
権
力
を
支
配
す

る
の
で
は
ない
か
と
い
う
党
外
人
士
（
こ

の
場合、
その
多
くは
中
国
革命の一
翼
を担
っ

た
知
識
人や
民
主
諸
党
派、

つ
ま
り、
右に
見た
規
定でい
う
小ブル
ジョ
ア
ジ
ー
や
民
族ブル
ジョ
ア
ジ
ー
を
指す）
の
不
安
と
動
揺に
た
い
し
て、

毛
沢
東
は
ま
ず一
九
四一
年の
段
階
で、
こ
う
述べ
て
い
た。
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中国草命は何であったか

「
国
事は
国
家の
公
け
の
事
柄
で
あ
り、
一
党一
派の
私
事で
は
ない
の
で
す。
だ
か
ら、
共
産
党
員に
は、
党

外の
人々
に
た
い
し
て
民
主
主
義
的に
協
力
す
る
義
務
が
あ
る
だ
け
で
あっ
て、
他
の
も
の
を
排
斥
し、
すべ
て

を
独
占
す
る
栂
利
は
ない
の
で
す。
：：：
代
表
者
の
皆
さ
ん
！
同
志
の
皆
さ
ん
！
党
外の
人々
と
民
主
主
義

的に
協
力
す
る
と
い
う
共
産
党の
こ
の
原
則
は
動か
す
こ
と
の
で
き
ない
も
の
で
あ
り、
永
久に
か
わ
ら
ない
も

の
で
あ
り
ま
す」
q
隙
西・
甘
粛・
寧
瓦
辺
区
参
議会に
お
ける
演
説」、
『毛
沢
東
選
集』
第三
巻、
北
京、
人
民出
版社、

一
九五三
年〉。

こ
の
と
き
毛
沢
東
が
示
し
た
民
主
主
義の
原
理、
と
く
に「
中
国
共
産
党
が
すべ
て
を
独
占
す
る
権
利は
ない」

と
い
う
表
現
は、
そ
れ
が
中
国
共
産
党の
最
高
指
導
者の
発
言
で
あっ
た
だ
け
に、
言
葉
と
し
て
ま
こ
と
に
美
し

い
も
の
で
あっ
た。
だ
が、
そ
の
後の
政
治
的
現
実
が
示
す
よ
うに、
そ
れ
は
言
葉の
う
え
の
こ
と
で
し
か
な
か

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
ない。
ま
た
今
日
の
中
国
で
さ
え、
非
毛
沢
東
化
が
進
捗
し
て
い
る
と
い
うの
に、
た

と
え
ば一
九
八
四
年
十
月一
日
の
建
国三
十
五
周
年
記
念の
国
家
的
慶
祝
行
事に
おい
て
は、
ま
さ
に
そ
れ
が

「
国
家の
公
け
の
事
柄」
で
あ
る
の
に、
中
国
共
産
党の
独
占
ど
こ
ろ
か、
そ
の
中
国
共
産
党の
最
高
指
導
層
の

一
員
で
も
あ
る
国
家
主
席ハ
李
先念・
党中
央政治
局常務
委
員〉
さ
え
こ
の
行
事に
出
番
が
な
く、
すべ
て
を
党
中

央
顧
問
委
員
会
主
任
と
い
う
政
治
的に
は
第二
線の
ポ
ス
ト
の
は
ずの
都
小
平
氏
が
牛
耳っ
て
い
る
現
実は、
中

国
共
産
党の
背
理
が
今
日
に
い
た
る
ま
で、
そ
の
初
期の
構
想か
ら
は
あ
ま
り
に
も
大
きい
こ
と
を
物
語っ
て
い

る。だ
が、
毛
沢
東
が
中
国
革
命の
段
階
で
約
束
し
た
事
柄
は、
よ
り
根
本
的
な
権
力
問
題に
も
及
ん
で
お
り、
こ

の
点
で
も
広
範
な
人
民
各
層に
希
望
を
与
え
た
と
い
え
よ
う。
彼は一
九
四
五
年に
次
の
よ
うに
述べ
て
い
た
の

で
あ
る。
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寸一
部に
は、
共
産
党
が
勢
力
を
得
る
と、
ロ
シ
ア
に
な
らっ
て、
プロ
レ
タ
リ
ア
ート
の
独
裁
と一
党
制
度
が

と
ら
れ
る
の
で
は
ない
か
と
疑っ
て
い
る
人々
が
い
る。
わ
れ
わ
れ
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る。
す
な
わ
ち、
い
く

つ
か
の
民
主
主
義
的
階
級
が
同
盟
し
た
新
民
主
主
義
国
家
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁の
社
会
主
義
国
家
と
は
原

則
的に
ち
がっ
た
も
の
で
あ
る、
と」ハ「
連合政
府につい
て」、

前掲『毛
沢東選集』
第三
巻〉。

こ
う
し
て
毛
沢
東の
権
力
構
想
は、
当
初
は
あ
く
ま
で
も
新
民
主
主
義の
連
合
独
裁
で
あっ
た
と
い
え
よ
う
が、

や
が
て
権
力
確
立
後に
は、
プロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
が
当
然
の
前
提
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
うに
なっ
た。
一
九

五
六
年二
月の
「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判」
と
周
年
秋
のハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
に
際
し
て、
中
国
共
産
党は、
毛
沢
東の

検
閲
下
で
寸プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁の
歴
史
的
経
験
に
つ
い
て」
と
題
す
る
重
要
論
文
を二
度に
わ
たっ
て
発

表
し
て
い
る
こ
と
も、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る。

も
と
よ
り、
こ
の
よ
う
な
背
理
は、
党
外
人
士
や
民
主
諸
党
派
ひ
い
て
は
中
国
民
衆
を
当
初
か
ら
欺
く
た
め
の

革
命
戦
術
で
あっ
た
と
し
て
の
み
指
弾
す
る
こ
と
は
で
き
ない
で
あ
ろ
う。
だ
が、
い
か
に
柔
軟か
つユ
エ
l
ク

な
革
命
構
想
で
あっ
て
も、
そ
れ
が
革
命
で
あ
る
か
ぎ
り、
中
国
社
会の
様々
な
現
実に
ぶ
つ
かっ
て
矛
盾
と
危

機
を
深
め
た
と
き、
毛
沢
東
と
中
国
共
産
党は、
民
衆へ
の
公
約
を
か
な
ぐ
り
す
て
て
革
命の
論
理
を
優
先
さ
せ、

こ
う
し
て
背
理
を
積
み
重
ね
て
き
た
の
で
あっ
た。

か
い
り

こ
の
よ
う
な
毛
沢
東
政
治に
とっ
て、
中
国
革
命の
基
本
的
性
格
か
ら
大
き
く
君
臨
し
て
ゆ
く
重
要
な
転
換
点

が、
す
で
に
五
0
年
代
半ば
に
存
在
し
て
い
た。

そ
の
最
初
の
転
換は、
一
九
五
五
年
七
月三
十一
日
で
あっ
た、
と
私
は
考
え
る。
そ
れ
は
懸
案の
第一
次
五

カ
年
計
画
が
全
国
人
民
代
表
大
会ハ
第一
期
第二
回
会議〉
で
正
式に
採
択
さ
れ
た
日
の
翌
日
で
あっ
た
が、
毛
沢

東
は
全
国
人
民
代
表
大
会の
決
定
を
尻
目に、
別
途
招
集
さ
れ
た
中
国
共
産
党
全
国
各
省・
市・
区
党
委
員
会
書

126 



中国草命は何であったか

記
会
議
で
寸
農
業
協
同
化
の
問
題に
つ
い
て」
と
題
す
る
報
告
を
お
こ
ない、
第一
次
五
カ
年
計
画
を
支
え
た

漸
進
的
な
農
業
集
団
化
構
想、
つ
ま
り
「
過
渡
期
の
総
路
線」
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
急
激
な
農
業
集
団
化ハ
高

級
合作
社化〉
を
挑
戦
的に
呼び
か
け
た
の
で
あっ
た。
冒
頭
か
ら
「
穏
歩
前
進」
路
線へ
の
激
し
い
非
難
で
始

ま
る
毛
沢
東の
報
告
を
受
け
た
各
級
の
党
書
記
た
ち
は、
全
国
各
地に
帰
還
後、
た
だ
ち
に
農
業
集
団
化
に
と
り

か
かっ
て
い
っ
た。

こ
う
し
て一
九
五
五
年
後
半
か
ら
は、
急
激
な
農
業
集
団
化
が
熱
烈
な
大
衆
運
動
と
し
て
中
国
全
土
で
展
開
さ

れ
た
の
で
あ
る。
だ
が、
こ
の
と
き
の
転
換こ
そ、
自
己
の
政
策
が
大
衆
的
合
意
を
得
ら
れ
な
かっ
た
り、
正
規

の
機
関
に
お
い
て
多
数の
支
持
を
得
ら
れ
な
かっ
た
り
す
る
と
き
に、
党
や
政
府
以
外
の
大
衆に
直
接
呼
び
か
け、

突
発
的
な
転
換
を
は
かつ
て
党
内
闘
争
を
大
衆
運
動
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
毛
沢
東
政
治
の
最
初
の
全
面
的
展
開
を

許
す
機
会
と
なっ
た
の
で
あ
る。
や
が
て
文
化
大
革
命に
お
い
て
頂
点に
達
す
る
毛
沢
東
政
治
の
恋
意
的
な
展
開

の
最
初
の
顕
き
の
石
が
こ
こ
に
あっ
た
の
で
あっ
た。

こ
う
し
た
転
換
は、
中
国
革
命の
公
約
か
ら
の
背
理
と
し
て、
中
国
社
会
内
部に
抵
抗
や
緊
張
を
生
ん
だ
が、

そ
の
よ
う
な
時
期
に
寸ス
タ
ー
リ
ン
批
判」
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
日
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱に
直
面
し
た
毛
沢
東
は
「
人
民

内
部の
矛
盾」
と
い
うユ
ニ
ー
ク
な
発
想に
暫
時
立
ち
戻っ
た。
こ
う
し
て
中
国で
は一
九
五
七
年
五
t六
月に

か
け
て、
「
人
民
内
部
の
矛
盾
を
正
し
く
処
理」
す
る
た
め
に
「
百
花
斉
放・
百
家
争
鳴」
運
動
が
大
衆
運
動
と

し
て
展
開
さ
れ、
党
中
央は
し
き
り
に
「
言
者
無
罪」
〈
何を
言っ
ても
罪に
ならない〉
の
スロ
ー
ガ
ン
を
強
調
し

て、
中
国
共
産
党へ
の
批
判
さ
え
積
極
的に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る。

し
か
し、
寸
百
花
斉
放・
百
家
争
鳴」
運
動
が一
斉に
花
聞
き
ハ
冨
ミ
巴
g
gsm）、
予
想
だ
に
し
な
かっ
た

中
国
共
産
党へ
の
痛
烈
な
批
判
が
起
る
や、
一
九
五
七
年
六
月
八
日
を
期
し
て、
こ
の
運
動
は一
転、
『，
反
社
会
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主
義の
毒
草」
を一
掃
す
る
た
め
の
反
右
派
闘
争へ
と
急
逮
転
換
し
て
い
っ
た。
ま
も
な
く
民
主
務
党
派の
政
治

家
や
知
識
人、
さ
ら
に
丁
玲
女
史
ら
の
著
名
な
党
員
作
家
な
ど、
中
国
共
産
党へ
の
批
判
や
抵
抗
を
示
し
た
者
は

すべ
て
「
社
会
主
義の
毒
草」
「
右
派
分
子」
と
し
て
葬
ら
れ
て
い
っ
た。

こ
の
第二
の
転
換は、
中
華
人
民
共
和
国の、
そ
し
て
中
国
革
命の
全
体
的
なプロ
セ
ス
に
お
け
る
決
定
的
な

転
換
で
あっ
た。
民
主
諸
党
派
人
士
や
党
内
外
の
知
識
人
た
ちへ
の
中
国
共
産
党の
対
応
と
い
う
点
で
も、
そ
れ

は
中
国
革
命
を
支
え
た
民
族
統一
戦
線の
論
理
か
ら
の
完
全
な
訣
別
を
意
味
し
た
の
で
あ
り、
こ
れ
以
後
中
国は、

文
字
通
り
中
国
共
産
党の一
党
独
裁
体
制
を
強
化
し、
社
会
主
義
社
会に
お
け
る
複
数
政
党の
存
在
と
い
う、
中

華
人
民
共
和
国
建
国
当
初
のユ
ニ
ー
ク
な
原
則
ハ
建国の
理
念）
は
完
全
に
形
骸
化
し
て
いっ
た
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
背
理
の
の
ち
に、
中
国
は
翌一
九
五
八
年の
総
路
線・
人
民
公
社・
「
大
躍
進」
と
い
う三
面
紅
旗

政
策へ
と
突
き
進
ん
で
いっ
た。
そ
し
て、
「
大
脇
進」
政
策の
挫
折
は、
毛
沢
東の
政
治
責
任
と
なっ
て
党
内

闘
争
を
深
刻
化
さ
せ
た。
半
面、
「
大
躍
進L
政
策の
失
敗
に
よっ
て
政
治
の
第一
線
か
ら
後
退
す
る
こ
と
を
よ

ぎ
な
く
さ
れ
た
毛
沢
東の
苛
立
ち
と
復
讐
の
意
欲
と
を
ひ
た
す
ら
か
き
た
て
た
の
で
あっ
た。
か
く
し
て一
九
六

O
年
前
半の
経
済
調
整
期
を
経
た
六
0
年
代
後
半、
文
化
大
革
命の
幕
は
切っ
て
落
さ
れ
た。

文
化
大
革
命
と
は、
で
は一
体
何
で
あっ
た
の
か。

今
日、
中
国
で
は
文
化
大
革
命の
悲
劇
が
あ
ま
ね
く
語
ら
れ
て
い
る。
あ
るい
は
ま
た
その
悲
惨の
ゆ
え
に
誰

も
が
当
時
を
忘
れ
た
がっ
て
い
る
と
もい
え
よ
う。
か
つ
て、
「
毛
沢
東
思
想」
の
教
化
。
E。2z
g昨日0
る
に

よ
っ
て
全
中
国
社
会
を
熱
狂
的に
と
ら
え
た
か
に
思
わ
れ
た
文
化
大
革
命は、
政
治
的に
は
党
内
闘
争の
大
衆
運

動
化
と
い
う
毛
沢
東
政
治
の
極
限
的
形
態
で
あっ
た。
そ
し
て、
庁
貧
困
のユ
ー
ト
ピ
アs
を
求
め
た
「
毛
沢
東

思
想」
の
絶
対
化
は、
毛
沢
東
家
父
長
体
制の
も
と
で、
中
国
社
会の
内
在
的
発
展
を
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
押
し
殺

．
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中国革命は何であったか

し
て
し
まっ
た
ば
か
り
か、
社
会
的
亀
裂と
緊
張
をい
た
る
と
こ
ろ
に
生
み
だ
し、
中
国
共
産
党の
見
解に
よっ

て
さ
え、
8
文
革
期
十
年
間に
死
者
は
二
千
万
人に
も
の
ぼ
り、
何
ら
か
の
被
害
を
蒙っ
た
者
は
六
億に
も
達
し

たs
と
い
う
内
戦
さ
な
が
ら
の
犠
牲
を
も
た
ら
し
た
の
で
あっ
た
（こ
れ
らの
数字は
句読
売新聞』
一
九八一
年十

月
十六
目。
北
京H
荒井
特
派
員
電に
よ
る）。

だ
が、
文
化
大
革
命
が
悲
劇
で
あっ
た
の
は、
そ
れ
が
武
闘
や
迫
害に
よ
る
大
量の
死
を
も
た
ら
し
た
点
だ
け

で
は
ない。
「
毛
沢
東
思
想」
の
絶
対
的
な
教
化
と、
そ
の
よ
う
なカ
リ
ス
マ
的
な
雰
囲
気
を
醸
成
す
る
た
め
の

舞
台
装
置に
よっ
て、
当
時
の
中
国
社
会
は一
種の
戦
時
動
員
体
制
と
な
り（
私は
当
時、
そ
れ
を
「
兵

営

国
家

。
RZω
g
mgg」
と
呼ん
だ。
一
九
七一
年七
月、
アメ
リカ
の
サン
タ
フェ
で
聞か
れ
た
，
現
代中
国の
政
治
と
イ
デ

オロ
ギ
ー’
に
か
ん
するセ
ミ
ナ
ー
で、
当
時の
中
国
を
の
RZω
g
mgg
だ
と
規
定し
た
とこ
ろ、
毛
沢
東
主
義に
鼓
吹

さ
れて
い
たア
メ
リ
カ
の
若い
中
国
研
究
者の
あい
だ
で
冷
笑さ
れ
たこ
と
を
想い
起
す〉、
社
会
生
活
に
お
け
る
ョ
私

的
領
域』
と
『
公
的
領
域』
の
分
裂」
「
私
生
活
そ
の
も
の
の
戦
争
化」
と
いっ
た
状
況
が
全
社
会に
現
出
し、

ハ
ン
ナ・
ア
l
レ
ン
ト
女
史の
い
う
「
社
会
的
な
る
も
の」
が
中
国
社
会に
お
い
て
極
小
化
さ
れ
て
し
まっ
た
点

に
こ
そ
あっ
た
と
い
え
よ
う
（こ
の
点につ
い
て
は、
永井
陽
之
助
「
政治
的
人
間」、
『
柔
構
造
社
会と
暴力』〈
中公
設

宮、
一
九七一
年v
参照〉。
こ
の
よ
う
な
状
況に
お
い
て
は、
大
衆
の
情
緒
を
か
き
た
て、
大
衆
を
組
織
す
る
方
法

を
知
り
得
た
指
導
者
が
全
能に
な
る。
熱
狂
的
な
毛
沢
東
崇
拝
が
生
じ
た
の
は、
こ
の
た
め
で
も
あ
る。
こ
う
し

て
すべ
て
が
社
会
化
さ
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
全
体
主
義
だ
と
す
る
な
ら
ば
（ハ
ン
ナ・
ア
lレン
ト
『全体

主
義の
起源民
参照〉、
文
革
期
の
毛
沢
東
中
国こ
そ
全
体
主
義
で
あっ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
まい。

だ
が、
中
国
社
会
は、
本
来、
「
社
会
的
な
る
も
の」
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
広
が
り、
存
在
し
て
き
た
伝
統
社

会
で
あっ
た。
私
は
そ
れ
を
「
す
き
まL
社
会
だ
と
定
義づ
け
て
い
る
が（さ
し
あたり、
この
点
をめ
ぐる
私とい
J29 



い
だ
も
も
氏、
小田
実
氏との
論
争、
小田
実
座
談
会
「
今、
毛
沢
東を
語る」、
『
話の
特
集』一
九八
五
年七
月
号、
参
照）、

こ
の
「
す
き
ま」
の
部
分
で
中
国
の
農
民
や
民
衆
は
生
活の
知
恵
を
十二
分
に
活
か
し
て
し
た
た
か
に
生
き
て
き

た
の
で
あっ
た。
い
わ
ば
儒
教
的
世
界
で
あ
る
よ
り
は、
こ
の
「
す
き
ま」
社
会
と
し
て
の
道
教
的
世
界こ
そ
が、

中
国
社
会
の
本
質
だ
と
もい
え
る
の
で
あ
る。
こ
う
し
た
中
国
社
会
を
全
面
的に
押
し
つ
ぶ
し、
「
毛
沢
東
思
想」

に
よっ
て
「
す
き
ま」
を
埋
め
つ
く
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に、
毛
沢
東の
敗
北
の
原
因
が
あ
り、
文
革
の
悲
惨
が

あっ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ない。

こ
の
よ
う
な
プロ
セ
ス
を
経
て、
今
日
の
中
国
は
「
毛
沢
東
思
想」
の
呪
縛
か
ら
よ
う
や
く
脱
し
は
じ
め
て
い

る
の
だ
が、
そ
の
「
す
き
ま」
は
s
貧
困
のユ
ー
ト
ピ
アs
か
ら一
転
し
て
P
向
銭
看（
拝金主
義γ
で
埋
め
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
ない
か。
だ
と
す
れ
ば、
二
重
の
意
味
で
中
国
革
命
は、
中
国
民
衆に
とっ
て
大い

な
る
虚
妄で
あっ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
は
ない
か。

二、
マルクス主義にとっての中国革命

「
毛
沢
東
思
想」
は、
果た
し
てマ
ル
ク
ス
主
義
な
の
か
？
や
や
挑
発
的
な
こ
の
設
聞
に
か
ん
し
て
は、
私
自

身
も
か
つ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
り、
私
に
とっ
て
は
中
国
研
究へ
の一
つ
の
原
点
で
も
あっ
た
の
だ
が、
マ
ル

ク
ス
主
義
をレ
lニ
ン
が
規
定
し
た
よ
うに、
コ
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
哲
学、
イ
ギ
リ
ス
経
済
学、
フ
ラ
ン
ス
社

会
主
義」
と
い
う三
つ
の
源
流
が
融
合
し
た
果
実〈レ
lニ
ン
寸マ
ル
クス
主
義の三つ
の
源
泉と三つ
の
構成部分」、

大月
書店
版『レ
lユ
ン
全集』
第一
九
巻〉
だ
と
見
倣
す
な
ら、
へ
l
ゲ
ル
哲
学
も、
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
も、
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中国革命は何であったか

フ
ラ
ン
ス
の
合
理
主
義
思
想
も
視
野
に
な
く、
ま
た、
そ
の
思
想
形
成
期に
『
資
本
論』
第一
巻
さ
え
も
通
過
し

て
い
ない
毛
沢
東に
お
い
て、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
もっ
ぱ
ら
実
践の
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
受
容
さ
れ、
農

民
運
動の
体
験
に
基づ
く
中
国
革
命の
た
め
の
戦
略・
戦
術
論
と
し
て
摂
取
さ
れ
た
の
で
あ
り、
思
想
的に
はマ

ル
ク
ス
主
義の〈レ
1エ
ン
ふ
ス
タ
ー
リ
ン
的
形
態
と
し
て
の
み
継
承
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
令』
れらの
点に

つ
い
て
詳
し
くは、
前
掲拙
著『
現
代
中
国
論』
第一
章
ョ
毛
沢
東思
想』
とマ
ル
クス
主
義」、
参
照〉。

こ
の
よ
う
な
寸
毛
沢
東
思
想」
は、
だ
が
中
国
に
お
い
て
は、
中
国
革
命の
勝
利
と
い
う
実
践に
もっ
ぱ
ら
設

舞
さ
れ
て、
当
初
はマ
ル
ク
ス
主
義の
民
族
化
の
見
本
と
し
て、
や
が
て
は
そ
の
現
代
的
な
最
高
の
発
展
形
態
と

し
て
称
揚
さ
れ
た。

す
な
わ
ち、
一
九
四
五
年
七
月
の
中
国
共
産
党
七
全
大
会
で
は、
「
毛
沢
東
思
想
は、
マ
ル
ク
ス
主
義
が、
い

ま
の
時
代の
植
民
地、
半
植
民
地、
半
封
建
国
家
の
民
族・
民
主
革
命に
お
い
て、
いっ
そ
う
発
展
さ
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
り、
マ
ル
ク
ス
主
義の
民
族
化
の
す
ぐ
れ
た
典
型
で
あ
る」
〈劉少
奇「党規約改正報
告」〈「党に
つ
い

て」〉〉
と
規
定
さ
れ、
や
が
て
文
化
大
革
命
を
経
た一
九
六
九
年
四
月
の
中
国
共
産
党
九
全
大
会
で
は、
新
し
い

党
規
約
で、
「
毛
沢
東
思
想
は、
帝
国
主
義
が
全
面
的
崩
壊
に
向い、
社
会
主
義
が
全
世
界
的
勝
利に
向
う
時
代

の
マ
ル
ク
ス・
レ
lニ
ン
主
義
で
あ
る」ハ九
金大
会
党規約
「総網」〉
と
定
義づ
け
ら
れ
た
の
で
あっ
た。

寸
毛
沢
東
思
想」
は、
今
日
で
も
形
成
的
に
は
現
行
の
中
華
人
民
共
和
国
憲・
法（一
九八二
年十一
月制
定）
第一

条
を
貫
〈
建
国
の
理
念に
掲
げ
ら
れ
て
は
い
る
が、
も
と
よ
り、
今
日
の
中
国
社
会
全
体に
お
け
る
非
毛
沢
東
化

に
よっ
て、
も
は
や
「
毛
沢
東
思
想」
は、
殆
ん
ど
意
味
を
失っ
て
し
まっ
て
い
る。
だ
と
す
れ
ば、
えレ
lエ

ン日）
ス
タ
ー
リ
ン
的
形
態の
マ
ル
ク
ス
主
義」
と
し
て
の
「
毛
沢
東
思
想」
が
消
え
た
あ
と
に、
初
期マ
ル
ク

ス
に
始
ま
るマ
ル
ク
ス
主
義の
思
想
が
蘇
え
る
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
ない
で
あ
ろ
う。
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ま
さ
に
「
毛
沢
東
思
想」
は、
中
国
革
命の
実
践に
結
び
つ
い
て
い
た
だ
け
に、
「
毛
沢
東
思
想」
を
ぬ
き
に
し

てマ
ル
ク
ス
主
義
を
考
え
る
こ
と
は、
中
国
で
は
あ
り
得
ない
こ
と
だ
とい
え
よ
う。

そ
れ
だ
け
に、
中
国
革
命
を
導い
た
寸
毛
沢
東
思
想」
の
あ
り
様
が、
そ
の
出
発
点に
おい
て
検
討
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
かっ
た
の
で
あ
る
が、
中
国
革
命の
過
程
で
は、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
あっ
た
し、
「
毛
沢
東

思
想」
へ
の
批
判
者
は、
や
が
て
こ
と
ご
と
く
革
命
陣
営
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
て
し
まっ
た
の
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な
人
物
の一
人
と
し
て、
，
中
国
の
ト
ロ
ッ
キ
ー’
と
目
さ
れ
る
彰
述
之ハ一
八
九五
t一
九八三〉

に
注
目
す
る
こ
と
は、
こ
の
場
合、
重
要
な
意
味
を
もっ
て
い
る。

な
ぜ
な
ら、
五・
四
運
動
期に
北
京
知
識
人
の一
人
で
あっ
た
彰
述
之
は、
中
国
革
命の
当
初ハ一
九二
四
年〉、

当
時
の
中
国
共
産
党の
理
論
誌
『
新
青
年』
に
「
誰が
中
国
国
民
草
命の
指
導
者
か
？」
と
題
す
る、
中
国
革
命

出
発
期に
お
け
る
綱
領
的
論
文
を
発
表
し
て
注
目
を
集
め、
翌一
九二
五
年
か
ら一
九二
七
年
とい
う
中
国
革
命

に
とっ
て
の
決
定
的に
重
要
な
時
期に
ハ
革
命
と
反
革
命ば
か
り
か、
革
命
陣
営
内
部に
粛
清
や
裏
切
り
が
続い

た
とい
う
意
味
で、
中
国
革
命に
お
け
る
，
ジョ
ー
ジ・
オ
l
ウェ
ル
的
時
代d
と
もい
え
よ
う〉
党
中
央
政
治

局
常
務
委
員、
宣
伝
部
長
兼
機
関
紙
『
簡
導』
週
報
編
集
長
と
し
て、
陳
独
秀、
張
国
煮、
埋
秋
白、
察
和
森
ら
と

党
中
央
で
革
命
を
指
導
し
た
と
い
う
そ
の
経
歴
ば
か
り
か、
少
な
く
と
もマ
ル
ク
ス
主
義の
受
容
と
い
う
点
で

は、
毛
沢
東
を
は
る
か
に
凌
ぐ
理
論
家だっ
た
か
ら
で
あ
る
ハ
彰
述之につ
い
ては、
その
回
想録と
して、
2
2
宕

nma
g・
20
諸
民
諸
島田岡－

hhS
号a
b
hd
詩
句
言Nwth．
psh
ha
S遣
3
5
5
s
g
さ・
3
号”

のm
EB
RP
E
g－
著
作
選と
し
て、
中
嶋嶺雄
編
訳
『
失わ
れ
た
中
国

革命』〈
新
評論、
一
九八
O
年V
が
ある〉。

そ
の
彰
述
之
は、
一
九二
七
年
四
月
の
上
海ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
革
命の
敗
北
｜｜
そ
れ
は
国
共
合
作
を
求
め

た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
当
時
の
党
中
央の
指
導の
挫
折
と
もい
え
よ
う
ーー
を
目
撃
し
た
の
ち
の一
九二
九
年、
当
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中国革命は何であったか

時
の
中
国に
おい
て
さ
え
，
禁
断の
番s
で
あっ
た
トロ
ッ
キ
ー
の
中
国
革
命
論に
接
し
て
深
く
共
感、
こ
う
し

て
陳
独
秀
と
と
も
に
中
国トロ
ツ
キ
ズ
ム
運
動の
，
危
険
な
道s
を
歩む
こ
と
と
なっ
た
の
で
あ
る。
中
華
人
民

共
和
国
成
立
以
後は
海
外
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ、
一
九
八
二
年に
ア
メ
リ
カ
で
客
死
す
る
ま
で、
革
命
中
国の

民
主
化、
つ
ま
り
社
会
主
義
下
の
「
政
治
革
命」
に
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
た
の
だ
が、
彼
は、
中
国
革
命に

お
け
る
プロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
導
性
を一
貫
し
て
主
張
す
る
と
と
もに、
ス
タ
ー
リ
ン、
プハ
l
リ
ン
ら
のコ

ミ
ン
テ
ル
ン
が
指
導
し
た
国
共
合
作に
激
し
く
抵
抗
し、
マ
ル
ク
ス
主
義の
原
理
的
な
立
場
を
中
国に
おい
て
も

よ
り
正
統
的
に
受
け
容れ
よ
う
と
し
た
の
で
あっ
た。
そ
の
彰
述
之
の
立
場か
ら
す
れ
ば、
毛
沢
東のマ
ル
ク
ス

主
義
認
識は、
当
時
まっ
た
く
の
問
題
外
で
あっ
た。
現
に
毛
沢
東は、
一
九二
四
年の
『
簡
導』
週
報ハ
第三

十一
・
二
期
合刊〉
に
載っ
た
論
文
「
北
京
政
変
と
商
人」
で
は、
中
国
国
民
革
命の
指
導
勢
力
をブ
ル
ジョ
ア
商

人
な
ど
に
求
め
る
と
い
う
幼
稚
な
発
想に
立
脚
し
て
い
た
の
で
あ
り、
そ
れ
だ
け
に、
毛
沢
東
型
農
民
革
命
理
論

の
出
発
点
と
なっ
た
毛
沢
東の
有
名
な
論
文
「
湖
南
農
民
運
動の
視
察
報
告」
令毛
沢東選
集』
第一
巻所収〉
は、

彰
述
之
の
厳
し
い
評
価
に
よっ
て、
そ
の
前
半の
み
し
か
『
簡
導』
週
報に
発
表
さ
れ
な
かっ
た
の
で
あ
る。
そ

れ
ま
で、
き
わ
め
て
初
歩
的
なマ
ル
ク
ス
主
義
認
識に
あっ
た
毛
沢
東が
生
ま
れ
故
郷の
湖
南
省の
農
民
運
動・

農
民
暴
動の
実
態に
触
れ
て
急
速に
，
革
命
化s
し
て
ゆ
く
プロ
セ
ス
は、
そ
の
ま
ま
中
国
革
命
が
農
民
主
体
的

な
暴
動
革
命
と
し
て
進
展
し
て
ゆ
く
方
向
を
決
定づ
け
た
が、
こ
の
こ
とは
中
国
革
命
とマ
ル
ク
ス
主
義の
距
離

を
さ
ら
に
大
き
く
引
き
離
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う。

だ
が、
「
毛
沢
東
思
想」
は、
『
実
践
論』
や
『
矛
盾
論』
に
見
ら
れ
る
陰
陽二
元
論
的
思
考
か
ら
し
て
も、

『
人
民
内
部
の
矛
盾
を
正
し
く
処
理
す
る
問
題に
つ
い
て』
に
見
ら
れ
る
「
矛
盾
↓
解
決」
的
発
想
か
ら
し
て
も

ハこ
れ
ら
の
点につ
い
て
は
前掲
拙
著
『
現
代中
国
論』
第二
章
「
中
国
的イ
デオロ
ギ
ーの
形
成
要
因ヘ
参照〉、
一
元
的
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な
止
揚
の
契
機
を
重
視
す
るマ
ル
ク
ス
主
義
と
は
原
理
的に
も
根
本
的に
請
離
し
た
も
の
で
あっ
た。
し
か
も、

一
元
論
を
特
徴
と
す
るマ
ル
ク
ス
主
義
は、
陰
陽
論
を
は
じ
め
と
す
る
こ
元
論の
歴
史
的
土
壌
を
もっ
中
国の
思

惟
的
風
土
に
お
い
て
は、
た
と
え
ば
彰
述
之
の
よ
うに、
余
程マ
ル
ク
ス
主
義の
原
理
に
理
論
的に
も
忠
実
で
あ

ろ
う
と
す
る
の
で
ない
か
ぎ
り、
そ
も
そ
も
適
合
し
が
た
い
の
だ
と
い
え
よ
う。

こ
の
よ
う
な
中
国に
お
い
てマ
ル
ク
ス
主
義
は、
そ
の
思
想
的
文
脈に
お
い
て
で
は
な
く、
革
命の
戦
略、
戦

術
と
し
て
もっ
ぱ
ら
受
容
さ
れ、
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あっ
た。

そ
れ
だ
け
に、
中
国
革
命の
結
実
と
し
て
の
社
会
主
義
建
設
が、
す
で
に
見
た
よ
うに
中
国
社
会に
数
多
くの

負の
遺
産
を
残
し、
し
か
も
革
命
を
経
過
し
な
かっ
た
中
国
周
辺
の
同
じ
儒
教
文
化
図
諸
国ハ地
域〉
と
比べ
て
も、

あ
ま
り
に
大
きい
経
済
的
な
立
ち
お
く
れ
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は、
実
践
と
し
て
のマ
ル
ク
ス
主
義

が
い
か
に
不
毛
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
の
同
時
代
史に
深
く
刻
印
し
て
し
まっ
た
こ
と
に
な
る。
加
え
て、
中
国

革
命の
の
ち
に、
そ
の
影
響
下
に
生
じ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
革
命
が
ヴェ
ト
ナ
ム
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
悲
劇
と
混
乱
を
結

果
し、
中
越
戦
争
ま
で
招
来
し
た
こ
と
は、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
思
想
や
理
論
と
し
て
は
と
も
か
く、
実
践
的に
は

い
か
に
不
毛
な
結
果
を
生
ん
で
い
る
か
の
証
明に
ほ
か
な
ら
ない。
そ
し
て一
世
紀
有
半に
も
及
ぷ
実
践に
よっ

て
も
豊
か
な
呆
実
を
証
明
し
得
な
かっ
たマ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
や
理
論
は、
も
は
や
社
会
経
済
史の一
断
章
で

し
か
あ
り
得
ない
の
で
あ
る。

こ
う
し
て
ヨ
ーロ
ッ
パ
に
生
ま
れ
たマ
ル
ク
ス
主
義
は、
ま
ずヨ
ーロ
ッ
パ
の
辺
境ロ
シ
ア
に
開
花
し
て
十
月

革
命
を
も
た
ら
し、
そ
れ
か
ら
四
半
世
紀
の
ち
に
はマ
ル
ク
ス
自
身
も
そ
の
射
程に
考
え
た
こ
と
も
な
かっ
た
東

洋
的
専
制
と
ア
ジ
ア
的
停
滞の
舞
台・
中
国に
東
漸、
さ
ら
に
四
半
世
紀
を
経
て、
東
南ア
ジ
ア
熱
帯の
旧
植
民

地
社
会に
ま
で
波
及
し
た
の
だ
が、
こ
の
よ
う
な
外
延
的
広
が
り
に
も
か
か
わ
ら
ず、
マ
ル
ク
ス
主
義に
よ
る
革
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命
は（フィ
リピン
に
その
可
能
性をわ
ずかに
残すとはい
え）、
も
は
や
ア
ジ
ア
に
は
起
り
得
ない
の
で
は
ない
か

と
い
う
展
望
さ
え
提
示
し
て
い
る。

し
か
も、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
局
面に
と
ど
ま
ら
ず、
社
会
主
義
社
会
も
そ
れ
が
成
熟
す
れ
ば
す
る
ほ
ど、
今

度
はマ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
離
脱、
す
な
わ
ち
「
脱
社
会
主
義」
の
方
向こ
そ
が
歴
史の
進
歩
で
あ
り、
社
会の

発
展に
つ
な
が
る
の
だ
と
い
う
新
し
い
時
代
が、
す
で
に
東
欧
の
社
会
主
義
国
や
ソ
連
邦の－
部に
見
ら
れ
る
よ

うに、
ヨ
ーロ
ッ
パ
か
らロ
シ
アへ、
そ
し
て
中
国へ、
東
南
ア
ジ
アへ
と
進
ん
で
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

い
ず
れ
に
せ
よ、
十
九
世
紀
の
思
想
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は、
二
十
世
紀
の
実
践
を
経
て、
や
が
て
二
十一

世
紀
に
は
い
よ
い
よ
死
滅
し
て
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
る。

、
日本知識人にとっての中国革命

中国革命は何であったか

「
中
園
は
今
日
の
世
界
で
もっ
と
も
重
要
な
国々
の一
つ
で
あ
る
が、
お
そ
ら
く
次
の
百
年
間
で
は
い
ろ
い
ろ

な
面
で
そ
の
中
で
も
もっ
と
も
重
要
な
園
と
な
る
で
あ
ろ
う。
世
界
中の
人
間の
お
よ
そ
半
分
は
ア
ジ
ア
に
住

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

み、
そ
の
ま
た
半
分
は
中
園
人
で
あ
る臼
ア
ジ
ア
に
は
他に
自
立
の
民
と
い
え
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
ない
中に、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

中
国
人
こ
そ
は
自
立
の
民
で
あ
る。
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
も、
中
園
人
が
何
を
為
し
中
園
人に
何
が
起
る
か
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

何
人
に
とっ
て
も
重
大
な
意
味
を
もつ
の
で
あ
る。
中
園
が
う
ま
くい
け
ば
ア
ジ
ア
が
う
ま
く
い
く
し、
中
園

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
ア
ジ
ア
が
う
ま
く
い
か
ない
か
ら
で
あ
る」
〈傍点、
引用
者〉
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右の
引
用
は、
第二
次
大
戦
後の
わ
が
国
で
広
〈
読
ま
れ
た
オ
l
ウェ
ン・
ラ
ティ
モ
ア
夫
妻の
著
『
中
国
ー

そ
の
小
史
（nE
S
ミ
句
ぎミ
砲丸。
ミ・
同
窓叫〉』（
邦
訳、
平
野義太
郎
監
修、
小
川
修
訳『
中
国
｜｜
民
族と
土
地と

歴
史
llh
岩波新
宮、
一
九五
O年）
の
冒
頭
部
分
で
あ
る。

ラ
ティ
モ
ア
が
『
近
代
中
国の
形
成
（司
君
ミ急宮崎
ミ
ミ
aw
g
gh
さ・
5
怠
ど
の
改
訂
版
と
し
て、
こ

の
小
著
をエ
リ
ノ
ア
夫
人
と
の
共
著の
か
た
ち
で
刊
行
し
た
の
は、
一
九
四
七
年、
つ
ま
り
中
華
人
民
共
和
国
成

立
二
年
前
で
あっ
た。

こ
の
引
用
部
分
に
見
ら
れ
る
中
国
観
は、
府
中
国
絶
対
化
史
観’
と
で
もい
うべ
き
も
の
で、
中
国
をア
ジ
ア

の
唯一
の
自
立
民
族
と
し
て
称
え
て
い
る
あ
た
り
は、
戦
後の
占
領
政
策
を
め
ぐっ
て
も、
天
皇
制
の
廃
止
を
は

じ
め一
貫
し
て
対
日ハ
l
ド・
ピ
l
ス
論
者
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
内
部の
「
中
国
派」
ラ
ティ
モ

ア
の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う。
そ
れ
に
し
て
も「
中
国
が
う
ま
くい
け
ば
ア
ジ
ア
が
う
ま
くい
く」

と
か
寸
中
国
が
う
ま
くい
か
な
け
れ
ば
ア
ジ
ア
が
う
ま
くい
か
ない」
と
いっ
た
表
現
は、
文
化
大
革
命
で
中
国

が
う
ま
く
い
か
な
かっ
た一
九
六
0
年
代
後
半
か
ら
七
0
年
代
前
半に
か
け
て
の
十
年
間、
ア
ジ
ア
の
中
国
周
辺

諸
国
は、
中
国
大
陸の
混
乱
を
よ
そに
し
て
今
日
の
新
興工
業
諸
国（NICS〉
へ
の
道
を
切
り
開い
た
こ
と
か

ら
し
て
も、
ラ
ティ
モ
ア
の
歴
史
観
が
い
か
に
非
現
実
的
な
も
の
で
あっ
た
か
が
窺
え
よ
う。

し
か
し、
右の
引
用
に
見
ら
れ
る一
種の
ア
ジ
テ
lシ
ョ
ン
は、
や
が
て
中
国
が
革
命に
成
功
し、
新
生
中
国

を
打
ち
建
て
る
に
及
ん
で、
さ
ら
に
熱
気
を
帯
び
て
わ
が
国
知
識
人
に
迎
え
ら
れ
た。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
よ
う
な

中
国
認
識こ
そ、
戦
後の
日
本
知
識
人
を
と
ら
え
た一
つ
の
世
界
観
で
あ
り、
一
九
五
0
年
代の
わ
が
国の
ジャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
は、
ラ
ティ
モ
ア
を
は
じ
めマ
グ
マ
ホ
ン・
ボ
i
ル、
ア
ン
ド
ル
l・
ロ
ス
な
ど
の
革
命
待
望
型
な

い
し
は
革
命
的
ナシ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
礼
賛
型
の
ア
ジ
ア・
中
国
認
識に
全
面
的に
依
拠
し、
こ
の
よ
う
な
世
界
観
を
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絶
対
的
な
基
調
と
し
て
多
く
の
知
識
人
に
発
言
さ
せ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
ない。

こ
の
よ
う
な
知
的
土
壌に
お
い
て、
中
国
革
命
を
担っ
た
中
国
共
産
党
と
そ
の
指
導
者・
毛
沢
東
を
商
く
評
価

し
た
知
識
人
の
な
か
で、
もっ
と
も
強い
影
響
力
を
もっ
た
の
は
竹
内
好
氏
で
あっ
た。

魯
迅の
紹
介
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
竹
内
氏
は、
毛
沢
東の
な
か
に、
魯
迅
精
神の
草
命
的
発
揚
と
実
践
的
達

成
を
見
て
い
た
と
い
え
よ
う
が、
氏
は
毛
沢
東の
根
拠
地
革
命の
意
識に
見
ら
れ
る
ラ
ディ
カ
リ
ズ
ム
や
延
安
整

風
運
動に
見
ら
れ
る
そ
ラ
リ
ズ
ム
を
き
わ
め
て
高
く
評
価
しつ
つ、
一
貫
し
て
ヒュ
lマ
ユ
ズ
ム
の
立
場に
立つ

革
命
家
と
し
て
の
毛
沢
東
像
を
氏一
流の
熱っ
ぽ
い
コ
ク
の
あ
る
文
章
でロ
マ
ン
チッ
ク
に
描
き
あ
げ
た
の
で
あ

っ
た。

中国革命は何であったか

た
と
え
ば、
竹
内
氏
は、
氏
の
認
識の
原
型
を
示
し
た
初
期の
論
文
「
毛
津
東」（
猪木正
道・
竹内好・
蟻山
芳

郎
共著『ス
タ
ーリン・
毛
揮東・
ネlル』、
要書
房、一

九五一
年〉
に
おい
て、
「
日
本
のマ
ル
ク
ス
主
義
者の
文

章に
慣
れ
た
自
に
は、
毛
津
東の
文
章は
い
か
に
も
生
き
生
き
し
て
見
え
る。
か
れ
の
文
章に
は
か
れ
の
人
格
が

に
じ
み
出
て
い
る。
論
理
の
厳
密
さ
を
保
ち
な
が
ら、
発
想
法
は
まっ
た
く
個
性
的
だ。
し
か
も
そ
の
個
性
は、

中
国
の
民
衆
感
情
を
代
弁
す
る
上
に
立つ
て
の
個
性
で
あ
る」
「
か
れ
の
人
間
性に
残
虐
を
立
証
す
る
要
素
は
一

つ
も
ない」
『．
か
れ
は一
貫
し
て
民
主
主
義の
実
現
を
目
標に
し
て
い
るL
と
述べ
て
い
た。
つ
ま
り、
竹
内
氏

は、
氏
を
は
じ
め
日
本
の
代
表
的
な
知
識
人
ハ
当
時
の
い
わ
ゆ
る
「
進
歩
的
文
化
人」〉
の
多
く
が
嫌っ
た
日
本

の
官
許マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
教
条
主
義
的
発
想に
比べ
て、
毛
沢
東
が
い
か
に
人
間
的
で
あ
り、
個
性
的
で
あ
り、

民
主
主
義
的
で
あ
り、
柔
軟
で
あ
る
か
を
説
く
こ
と
に
よっ
て、
s
人
間・
毛
沢
東’
と
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
ソ

連
共
産
党
と
は
違
うヒュ
ーマ
ン
な
中
国
共
産
党
と
い
うイ
メ
ー
ジ
を
広
く
わ
が
国の
知
識
人
や
ジャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
に
植
え
付
け
た
の
で
あっ
た。
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こ
う
し
た
毛
沢
東
イ
メ
ー
ジ
が
わ
が
国の
知
的
土
嬢に
根
強
く
存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が、
専
門の
中
国
学

者
と
し
て、
わ
が
国
で
最
初
に
毛
沢
東
伝
を
手
が
け
た
京
都
大
学の
貝
塚
茂
樹
氏に
も、
そ
の
よ
う
な
毛
沢
東
像

が
反
映
し
て
い
た。
貝
塚
氏
は、
文
化
大
革
命
を
目
撃
し
た
の
ち
に
初
期の
理
想
主
義
的
毛
沢
東
像に、
訂
正
を

加
え
て
い
る
が
令中国の
伝
統と
現
代』〈
中公
新
書、
一
九七三
年〉
および
『
世
界の
名著斜
｜｜孫
文・
毛
沢
東』

の
「解説」〈
中
央公
論
社、
一
九六
九
年v、
参照〉、
当
時
は
毛
沢
東
伝
執
筆の
動
機
と
し
て、
こ
う
述べ
て
い
た。

｜｜
『．
中
国
革
命の
勝
利
は、
も
ち
ろ
んマ
ル
ク
ス・
レ
lz
ン
主
義
の
勝
利
で
あ
る
が、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

て、
マ
ル
ク
ス・
レ
lニ
ン
主
義
が
中
国
民
族の
伝
統
的
な
思
想、
と
く
に
ヒュ
ーマ
ニ
ズ
ム
と
の
結
び
つ
き
に

よ
る
勝
利
で
も
あっ
た。
わ
た
く
し
は
毛
沢
東の
伝
記に
お
い
て、
か
れ
の
思
想
と、
行
動
を
通
じ
て、
そ
の
よ

う
な
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
企
図
し
た
の
で
あ
るL
q毛
沢東伝』〈
岩波
新宮、
一
九五六
年〉〉。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
うに、
竹
内
氏
や
員
塚
氏
の
よ
う
な
非マ
ル
ク
ス
主
義の
立
場の
知
識
人
ほ
ど、
毛
沢
東

の
な
か
に
マ
ル
ク
ス・
レ
lニ
ン
主
義
を
超
え
た
ヒュ
lマ
エ
ズ
ム
を
見
出
すこ
と
に
よっ
て、
通
俗
的
なマ
ル

ク
ス・
レ
lユ
ン
主
義
を
批
判
し
よ
う
とさ
え
し
た
の
で
あっ
た
か
ら、
毛
沢
東
像は、
わ
が
国に
おい
て、
い

や
が
う
え
に
も
理
想
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ない。

そ
の
よ
う
な
と
き、
一
九
五
六
年二
月
の
ソ
連
共
産
党二
十
回
大
会に
お
け
る
「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判」
が
起っ

て
暗
黒
の
ソ
連
政
治・
社
会
が
衝
撃
的に
暴
露
さ
れ、
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
の
過
程
で
勃
発
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
動
乱

やハ
ン
ガ
リ
ー
事
件に
際
し
て
ソ
連
軍
が
二
度
も
軍
事
介
入
し
て
ソ
連
共
産
党へ
の
信
頼
感
が
日
本
の
左
翼
知
識

人
の
あい
だ
で
も一
挙
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
き、
毛
沢
東
と
中
国
共
産
党
が
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
な
弊
害
を
整

風
運
動に
よっ
て
独
自
的に
克
服
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
と
同
時に、
一
九
五
七
年に
は
寸
人
民
内
部の
矛
盾」

と
い
う
毛
沢
東の
独
自
の
発
想
を
提
示
し
た
こ
と
は、
わ
が
国
知
識
人
を
さ
ら
に
毛
沢
東
と
中
国
共
産
党の
側に
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傾
斜
さ
せ
た。
翌一
九
五
八
年
夏
の
人
民
公
社
の
出
現
は、
「
大
躍
進」
政
策の
挫
折に
見
ら
れ
た
よ
う
に、
中

国
社
会
を
毛
沢
東
政
治
の
姪
槍に
陥
ら
せ
る
重
大
な
ス
テッ
プ
で
あっ
た
が、
こ
の
実
験
は
ソ
連
社
会
主
義
も
な

し
得
ない
壮
挙
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た。

や
が
て
中ソ
論
争の
発
生
は、
多く
の
知
識
人
を
戸
惑
わ
せ
た
が、
わ
が
国
知
識
人
の
あい
だ
で
の
フ
ル
シ
チ

ョ
フ
の
不
人
気に
比べ
て、
毛
沢
東
は
な
お
偉
大
で
あっ
た。

こ
う
し
た
雰
囲
気
は、
や
が
て
開
幕
し
た
文
化
大
革
命へ
の
日
本
知
識
人
の
称
賛
の一
大パ
ノ
ラマ
形
成
の
た

め
の
序
曲
で
も
あっ
た
の
で
あ
る。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
文
化
大
革
命は、
多
く
の
知
識
人
や
ジャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を

陶
酔
さ
せ
た
と
もい
え
よ
う
が、
こ
の
点に
つ
い
て
は、
こ
こ
で
改
め
て
述べ
る
ま
で
も
ない
で
あ
ろ
うハ
文化

大
革
命と日
本
知
識
人に
関し
て
は、
さ
し
あ
た
り、
拙
著
『北
京
烈
烈
ハ
下
ど〈

筑摩書
房、
一
九八一
年〉
終
章
勺日
本

の
知
識
層と
文
化
大
革命」
お
よ
び
拙
著
『
文明の
再鋳
造
を
目
ざ
す
中
国』〈
筑

摩書房、
一
九八
四
年〉
所
収寸日
本の
知

識
人
と
毛
沢
東
」、
参
照）。

こ
こ
に
見
た
よ
うに、
わ
が
国の
知
識
人
に
は、
み
ず
か
ら
の
革
命
願
望
の
挫
折
を
中
国に
託
し
た
り、
ソ
連

共
産
党
や
日
本
共
産
党へ
の
失
望
を
中
国
共
産
党へ
の
期
待
で
代
替
し
よ
う
と
し
た
傾
向
が
き
わ
め
て
強かっ
た

と
い
え
よ
う。
そ
し
て
こ
の
点こ
そ、
永
井
陽
之
助
氏
が
そ
の
師、
デ
ヴィ
ド・
リ
l
ス
マ
ン
教
授の
リベ
ラ
リ

ズ
ム
に
つ
い
て、
「
わ
が
国の
多
く
の
知
識
人
は、
ナ
チ
と
違っ
てコ
ミュ
ニ
ス
ト
の
もつ
禁
欲
的
性
格、
理
想

主
義、
純
粋
性の
ゆ
え
に、
こ
れ
に
同
情
を
示
す
傾
き
が
あ
る
が、
リ
ー
ス
マ
ン
は、
そ
の
禁
欲
性の
ゆ
え
に、

コ
ミュ
ユ
ズ
ム
を
ナ
チ
よ
り
は
る
か
に
危
険
で
あ
る
と
見
る」
と
述べ
て
い
る
論
点
と
重
なっ
て
い
る。
寸
ナ
テ

を一
つ
の
脅
戚
と
み
な
す
く
せ
に、
ポ
ル
シ
ェ
ヴィ
キ
は一
つ
の
ホ
l
プ
だ
と
主
張
す
る」ハハ
ン
ナ・
アレン
ト

『
政治につい
て
も
よ
う
な
偽
善
と
同
様に、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義の
ソ
速
を
暗
黒の
社
会
だ
と
み
な
す
く
せ
に、
毛
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沢
東
主
義の
中
国
は
理
想
郷
だ
と
主
張
す
る
見
方
が、
わ
が
国に
は
き
わ
め
て
根
強かっ
た
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
中
国
認
識の
な
か
で
の
き
わ
め
て
数
少
ない
例
外
は、
一
九
四
九
年
夏、
ま
さ
に
新
生
中
国の
成

立
直
前
の
時
点
で
い
ち
は
や
く
問
題
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
た一
人
の
若い
学
徒
に
し
て
天
折
し
た
松
本
善
海
氏

で
あっ
た。
松
本
氏
は、
雑
誌
『
世
界』
〈昭
和二
十
四年八
月
号〉
の
中
国
特
集
寸
中
国の
現
状
を
ど
う
見
る
か

｜｜シ
ナ
学
者
の
こ
た
え」
に
仁
井
田
睦、
吉
川
幸
次
郎、
員
塚
茂
樹
の
各
氏
と
いっ
た
中
国
学の
泰
斗に
ま
じ

っ
てエ
ッ
セ
イ
を
寄
せ、
「
現
実の
日
本
の
情
勢に
敗
戦
後の
希
望
を
う
ち
砕
か
れ
た
思い
の
す
る
人
た
ち
の
う

ち
に
は、
：：：
そ
の
希
望
を
中
国
の
変
革に
か
け
る。
や
が
て
わ
れ
わ
れ
の
救い
は、
解
放
せ
ら
れ
た
中
国
よ
り

来
る
に
違い
ない
と。
か
く
し
て
『
中
共』
な
る
こ
と
ば
は、
イ
ン
テ
リ
のユ
ー
ト
ピ
ア
に
ま
で
高
め
ら
れ
る」

と
述べ
て
い
た。

だ
が、
松
本
氏
の
よ
う
な
冷
静
な
立
場は、
一
貫
し
て
少
数
派
な
の
で
あっ
た。
か
く
し
て、
戦
後
日
本
の
知

識
人
と
く
に
「
進
歩
的
文
化
人」
は
二
十
世
紀
の
世
界
史
を
揺
り
動
か
し
た
中
国
革
命に
翻
弄
さ
れ、
や
が
て
中

国
革
命の
歴
史
的
意
義
が
中
国
社
会の
現
実の
姿
と
と
もに
萎
ん
で
ゆ
く
過
程
と
同
様
の
道
を
み
ず
か
ら
も
た
ど

っ
た
の
で
あっ
た。

おわりに
｜｜二十世紀にとって中国とは

二
十
世
紀
も
あ
と
十
五
年
と
い
う
現
在、
こ
の
世
紀
をい
か
に
総
括
す
る
か
に
つ
い
て
は、
様々
な
見
方
が
可

能
で
あ
ろ
う。
ナ
チ
ス・
ド
イ
ツ
が
二
十
世
紀
前
半の
世
界
史
を
揺
り
動
か
し
た
最
大
の
カ
で
あっ
た
と
し
た
ら、
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二
十
世
紀
全
体
を
通
じ
て、
つ
ね
に
問
題
を
投
げ
か
け、
現
代
史の
焦
点
で
あ
りつ
づ
け
た
の
は、
革
命
中
国だ

と
い
え
る
か
も
し
れ
ない。
そ
の
前
半
は、
中
国の
目
覚
め
と
革
命
そ
し
て
日
本
の
中
国
侵
略
と
中
国
革
命の
勝

利、
そ
の
後
半
は
共
産
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
政
治
が
同
時
代
史の－
つ
の
中
心
と
な
り、
朝
鮮
戦
争、
そ
し
て
ヴ

ェ
ト
ナム
戦
争
と
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
二
度
も
熱
戦が
生
じ
た
こ
と
も、
結
局は
中
国に
ど
う
対
応
すべ
き
か
と
い

う
国
際
政
治
の
産
物
だっ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
ない。
そ
う
し
た
問
隙
を
縫っ
て、
毛
沢
東、
そ
し
て
今
日

の
郵
小
平
は、
世
界
中
を
ひっ
か
き
ま
わ
し
て
き
た
の
で
あっ
た。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば、
先
の
オ
l
ウェ
ン・
ラ
テ
ィ
モ
ア
の
大
言
壮
語の
よ
う
な
中
国
観
も
むべ
な
る
か

な
と
い
え
よ
う
が、
そ
れ
に
し
て
も、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
全
世
界
を
揺
り
動
か
し
て
き
た
中
国
自
身
が
今
日、
一

人
当
り
の
経
済
的
盛
か
さ
の
指
標
は、
つ
ま
り一
人
当
り
G
N
P
約二
五
O
米ド
ル
と
あ
ま
りに
も
低
く、
世
界

の
約
百
七
十カ
国の
国々
の
な
か
で
百
五
十一
位
だ
と
い
う
評
価
（
馬洪・
中国社会科
学院院長自身も、
そう
発

言してい
る。
『日
本経
済新聞』
一
九八五
年五
月二
十九日
付、
参照〉
さ
え
あ
る
の
は、一
体
な
ぜ
な
の
か。

結
局、
中
国
革
命の
結
果
と
し
て
の
中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
社
会
主
義
中
国の
実
験
が
社
会
経
済
的に
は
あ

ま
り
に
も
果
実に
乏
し
い
も
の
で
あっ
た
と
結
論せ
ざ
る
を
得
ない。
つ
ま
り、
中
国
は
二
十
世
紀に
お
い
て
世

界
を
震
揺
さ
せ
は
し
た
け
れ
ど、
み
ず
か
ら
の
社
会
を
豊
か
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
は、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
遅

れ
を
とっ
て
し
まっ
た
の
で
あ
る。
こ
の
点
で
も
「
こ
れ
ま
で
の
革
命
で
『
社
会
問
題』
を
解
決
し、
欠
乏
の
苦

境か
ら
人
び
と
を
解
放
し
た
革
命は
な
かっ
た」
と
い
うハ
ン
ナ・
ア
i
レ
ン
ト
女
史の
洞
察

令革命につい
て』

第二
章寸
社会
問題じ
が
正
し
い
こ
と
を、
中
国
草
命
も
ま
た
立
証
し
た
と
い
え
よ
う。

こ
れ
か
ら
の
中
国
が
人口
問
題
や
政
治
的
不
安
定
な
ど
の
諸
要
因
の
た
め
に、
も
し
も
当
面
の
「
四
つ
の
現
代

化」
と
い
う
国
家
目
標
を
達
成
し
得
ずに
二
十一
世
紀
を
迎
え
る
と
し
た
ら、
十
数
億
と
い
う
巨
大
な
人口
を
擁
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す
る
中
国
そ
れ
自
身
が、
人
類に
残
さ
れ
た
最
大の
南
北
問
題
だ
と
い
うこ
と
に
も
な
り
か
ね
ない
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ま
え
に
し
て、
同
じ
中
国
入
社
会
の
台
湾ハ
中華民
国〉、
香
港、
シ
ン
ガ
ポ
ール
は、
中

国
大
陸
民
衆
の
現
行
の一
人
当
り
G
N
P
を
す
で
に
大
き
く
引
き
離
し
て
し
まっ
て
い
る
ハ一
九八
四
年末現在で、

略々
台
湾三
O
O
O
米ドル、
香
港お
よ
びシ
ン
ガ
ポ
ール
五
O
O
O
米ドル〉。

香
港
やシ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
貿
易
都
市
国
家
で
あ
る
の
で、
一
応
捨
象
す
る
に
し
て
も、
台
湾の
発
展
は、
そ
の

国
際
的
孤
立
の
な
か
に
あっ
て
奇
跡
的
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
ない。
だ
と
す
れ
ば、
も
し
も
中
国
が
中
国
共
産
党

の
勝
利に
よ
る
社
会
主
義
国
家へ
の
道
で
は
な
く、
国
民
党
政
稀
で
あっ
た
な
ら
と
い
う
仮
定
や、
当
初
の
建
国

の
理
念に
基づ
く
連
合
政
府
で
あっ
た
な
ら
と
い
う
措
定
も
論
理
的に
は
成
り
立つ
の
で
は
ない
か。
永
井
陽
之

助
氏
が
し
ば
し
ば
引
用
す
る
よ
うに、
イ
ギ
リ
ス
の
碩
学
サ
！・
ア
イ
ザ
ィ
ア・パ
l
リ
ン
は、
か
つ
て
E・
H・
カ

！
の
『ソ
ヴェ
ト
史』
第一
巻
を
書
評
し
た
際に、
ロ
シ
ア
国
民に
とっ
て、
ボ
ル
シェ
ヴイ
ズ
ム
へ
の
道
の
み

が
唯一
の
正
し
く
か
っ
必
然
的
な
選
択
で
あっ
た
と
説
く
こ
と
自
体
が
歴
史
家の
陥
り
や
すい
「
後
知
恵
会za－

mrHZv
の
錯
誤」
だ
と
語っ
て
い
る
が、
こ
の
よ
う
な
見
方
は、
中
国に
も
当
て
は
ま
る
の
か
も
し
れ
ない。

も
と
よ
り
私
は、
当
時
の
国
民
党の
政
治
能
力
や
連
合
政
府
の
本
質
的
な
不
安
定
性か
ら
す
れ
ば、
こ
れ
ら
の

政
治
権
力
が
中
国の
救
済
と
建
設
を
十
分
に
成
し
得
た
と
は
思
わ
ない
け
れ
ど、
少
な
く
と
も
毛
沢
東
型
社
会
主

義
建
設
の
恐
るべ
き
負の
遺
産
よ
り
は
少
ない
犠
牲に
お
い
て
中
国
大
陸
を
な
ん
と
か
支
え
た
の
で
は
ない
か、

と
は
考
え
得
る。

い
ず
れ
に
せ
よ、
中
国
は
二
十
世
紀
を
ま
さ
に
革
命
と
戦
争の
世
紀
と
し
て
経
過
し
な
が
ら、
中
国
革
命に
よ

る
理
想
社
会の
実
現
と
い
う
夢は
畢
覚、
大い
な
る
幻
影
だっ
た
の
で
あ
る。
そ
し
て
い
ま、
中
国
大
陸に
は、

革
命
も
戦
争
も
無
関
係
で
あ
る
か
無
意
味
で
し
か
な
かっ
た
か
の
よ
う
な
膨
大
な
人
間
群
が、
今
日一
日
の、
そ
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ひ
L

号
ご

し
て
明
日－
日
の
利
得
を
求
め
て
緯
め
き、
議
め
き
あっ
て
い
る。
こ
れ
は、
革
命
前
の
近
代
中
国
の
姿の
現
代

版で
は
ない
の
か。

中国革命は何であったか
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