
ヒ
ト
ラ
ー
に
も
で
き
な
かっ
た
こ
と

中
華
人
民
共
和
国
は
建
国
四
十
年
に
し
て 、

解
体
へ
の
第
一

歩
を
踏

み
だ
し
た 。

お
そ
ら
く

全
中
国
で
は
数
千
名
に
も
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う 、

・無
抵
抗
の
学
生
や
市
民
へ
の
殺
識
と
い
う

悲
劇
的
な
代
価
を
伴
っ
て 。

中
国
四
千
年
の
歴
史
か
ら
す
る
と 、

中
護
人
民
共
和
国
の
存
在
は 、

歴

代
王
朝
史
の
あ
い
だ
に
興
亡
す
る
短
命
の
皇
帝
権
力
と
同
様
の
も
の
だ

と
い
う
と
と
に
あ
る
い
は
な
る
か
も
し
れ
な
い

。

今
回
の
学
生 、

市
民

の
民
主
化
要
求
運
動
が 、

レ
ッ
ド
・

チ
守
イ
ナ
を
崩
壊
の
危
機
に
到
ら

せ
る
ま
で
拡
大
し
深
化
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
歴
史
的
に
意
味
す
る
と
と
ろ

は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た 。

部
小
平

｜｜
李
鵬

｜｜
楊
尚
見
ラ
イ
ン
の

中
国
当
局
は 、
「
四 、

五
月
革
命」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
今
回
の
「
人

民
の
波」

を
「
反
革
命
的
暴
乱」

だ
と
き
め
つ
け
て
い
る
が 、

そ
れ
は

決
し
て
「
反
革
命」

で
は
な
く 、

ま
さ
に
市
民
革
命
的
な
「
反
・

革

命」

な
の
で
あ
っ
て 、
の
o
z
良
2
HN
2
0
E
Z
o
ロ

と
い
う

言
葉
が
今
回

ほ
ど
鮮
烈
な
響
き
を
も
っ
て
世
界
史
に
登
場
し
た
と
と
は
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か 。

中
華
人
民
共
和
国
は
と
の
四
十
年
間 、

常
に
政
治
的
に
不
安
定
で
あ

っ
た 。

根
本
的
に
は
中
国
共
産
党
の
一

党
独
裁
が
そ
も
そ
も
無
理
だ
っ

た
と
い
う
ζ
と
で
あ
ろ
う 。

受
け
皿
で
あ
る
中
国
民
族 、
つ
ま
り

漢
民
族

に
は
と
の
体
制
は
あ
ま
り
に
も
不
適
合
で
あ
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る 。

抵
抗
で
は
・な
か
っ
た
か
と
思
わ
さ
れ
る 。

中
国
共
産
党
の
一

党
独
裁 、

そ
の
象
徴
と
し
て
超
法
規
的
に
存
在
す

る
部
小
平
と 、

李
鵬
に
代
表
さ
れ
る
党
官
僚
ら
に
対
し
て
鋭
い
政
治
意

識
を
持
っ
た
学
生
や
知
識
人
た
ち
が
抵
抗
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
が 、

：

学
生
遥
の
掲
げ
る
民
主
化
要
求
と
は 、

具
体
的
に
い
う
と 、

法
を
侃
視

し
て
君
臨
す
る
部
小
平
ら
の
・「
人
治」

を
排
し 、

憲
法
あ
る
い
は
党
規

約
に
基
づ
い
た
政
治 、

つ
ま
り
「
法
治」

を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た 。

し
ふ
し 、

部
小
平
は
一

貫
し
て
黒

押？と
し
て
の
立
場
か
ら
鎮
圧
を
指
示

し 、

党
－

政
府
官
僚
と
し
て
の
李
鵬
が
そ
の
指
示
を
制
度
化
し 、

最
後

的
ー
は
流
血
の
実
行
部
隊
長
と
し
て
揚
尚
昆
と
い
う

軍
人
が

登
場
し

て
、

揚
尚
昆
一－
族
が
流
血
の
下
手
人
と
な
っ

て
「
血
の
日

曜
日
」

を
断

行
し
た
の
で
あ
っ
た 。

天
安
門
広
場
の
大
衆
に
一

斉
に
銃
を
発
砲
し
て

大
量
殺
識
を
す
る
と
い
う 、

近
代
中
国
の
歴
史
始
ま
っ

て
以
来
の

、

ま

た
社
会
主
義
の
歴
史
に
も
な
か
っ
た
暴
挙
を
行
っ
た
の
で
あ
る 。

全
く

無
抵
抗 、

非
暴
力
の
学
生
や
市
民
に
た
い
し
て 、

人
民
解
放
軍
が 、

そ

の
名
に
背
反
す
る
暴
挙
に
出
た
の
で
あ
り 、

ヒ
ト
ラ
ー

や
ス
タ
1
9
ン

，で
す
ら
な
し
得
な
か
っ
た
と
と
だ
と

言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い

。

党
権
力
が
と
の
よ
う

な
事
態
に
お
よ
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は 、

ま
さ
に
新
た
に
出
て
き
た
民
衆
レ
ベ
ル
の
水
平
的
な
窓
識
の
成
熟 、
ヨ

コ
社
会
の
抵
抗
の
あ
ま
り
の
大
き
さ
に
、

権
力
を
も
ち
と
た
え
る
の
が

岬
し
く

な
っ
で
き
た
か
ら
で
あ
る 。

そ
れ
ほ
ど

今
回
の
民
主
化
要
求
配

動
は
画
期
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
う 。

北
京
だ
け
で
な
く 、

上

海 、

南
京 、

成
都 、
ハ
ル
ピ
ン
な
ど
中
国
各
地
へ
の
広
が
り
も
目
を
見

－H付・2レッド＊
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そ
も
そ
も
中
国
は
伝
統
的
に
農
村
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
地
縁
・

血

縁
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
発
達
し
た
社
会
で
あ
る 。

民
衆
レ
ベ
ル
は
常
に

水
平
的
に
動
い
て
お
り 、

－な
か
な
か
上
か
ら
の
支
配
が
貫
徹
し
に

く

い
、

い
わ
ば
洛
在
的
に
柔
構
造
的
な
ヨ
コ
社
会
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う 。

そ
と
に
社
会
主
義
権
力 、

共
産
党
一

党
独
裁
を
基
軸
に
し
た
一

種
の
ヒ

エ
ラ
ル
ヒ
l
、

す
な
わ
ち
タ
テ
割
り
の
シ
ス
テ
ム
を
強
引
に
埠
入
し
て

も
う
ま
く
い
く
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る 。

毛
沢
東
は
文
化
大
革
命
時
に
中
国
社
会
を 、

上
か
ら
の
強
権
的
支
配

に
よ
っ
て
タ
テ
に
構
造
化
し 、
ヨ
コ
社
会
特
有
の
隙
間
を
全
部
「
毛
沢

東
思
想」

で
埋
め
よ
う
と
し
た 。

し
か
し
毛
沢
東
ほ
ど
の
カ
p
ス
マ
性

と
指
噂
カ
を
以
て
し
て
も 、

そ
れ
は
無
理
で
あ
り 、

毛
沢
東
が
挫
折
し

た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た 。

次
に
続
く

郵
小
平
体
制
も 、

経
済
改

革 、

経
済
開
放
を
う
た
っ
て
は
い
た
が 、

そ
の
と
と
に
よ
っ
て
水
平
的

に
動
き
は
じ
め
た
民
衆
の
意
識
や
財
の
動
き 、

情
報
の
交
流
と
い
う
新

し
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー

キ
ン
グ
に
対
し
て 、

依
然
と
し
て
古
く
さ
い
共
産
党

の
一

党
独
裁
に
よ
る
締
め
つ
け
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、

い
よ

い
よ
た
ま
り
か
ね
た
民
衆
が
抵
抗
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た 。

今
回
の
一
連
の
事
態
を
見
て
い
る
と 、

毛
沢
東
時
代
を
脱
し
て
十
数

年
た
つ
今
日
の
時
代
に
生
ま
れ
た 、

全
く

新
し
い
政
治
意
踏
に
基
づ
く

張
る
も
の
が
あ
っ
た 。

香
港
や
台
湾 、

東
南
ア
ジ
ア
の
義
人
社
会 、

ア

メ
p
ヵ
、

日
本
な
ど
に
い
る
中
国
の
留
学
生
た
ち
ゃ
中
議
街
の
人
び
と

に
ま
で
も
輸
が
広
が
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る 。

そ
れ
ら
の
人
た
ち
が
初

め
て
自
分
た
ち
の
祖
国 、

大
陸
を
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う

共
通
の

危
機
意
識
に
立
っ

て
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

を
求
め
は
じ
め

た
の
で
あ
っ
た 。
タ
テ
と
ヨ
コ
と
の
関
係
か
ら
す
る
と 、
地
球
的
規
模
に

ま
で
広
が
っ
た
ヨ
コ
社
会
的
な
つ
な
が
り
の
ニ
ュ
1
ウ
ェ
ー

ブ
が
生
ま

れ
た
と

考
え
て
も
い
い
と
思
う 。

と
れ
は
今
ま
で
に
な
か
っ
た
と
と

で

あ
る 。

だ
い
た
い
漢
民
族
は
商
業
民
族
だ
か
ら 、

自
分
の
利
益
と
か
共

同
体
の
利
益
し
か
眼
中
に
な
い
と
と
が
多
い

。

そ
れ
が
今
回
は
そ
う
し

た
枠
組
を
越
え
て
あ
る
意
味
で
は
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
意
識
が 、

水
平
的
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら 、
画
期
的
な
ζ
と
だ
と
い
え
よ
う 。

当
面
は 、

強
織
に
よ
る
磁
圧
が
功
を
奏
し 、

多
く

の
学
生 、

知
識
人

が
拘
禁
さ
れ
る
な
ど
し
て
軍
を
パ
ッ
ク
に
し
た
恐
怖
政
治
が
し
か
れ
る

の
で
あ
ろ
う

が 、

そ
う

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

民
衆
の
抵
抗
は
沈
潜
し 、

現
状
の
中
国
共
産
党
一

党
支
配
体
制
は 、

と
て
も
今
ま
で
の
よ
う
に
は

維
持
で
き
な
い
だ
ろ
う 。

ポ
ス
ト

部
小
平
時
代
へ
の
展
望
も
含
め
て
考

え
れ
ば

、

ま
さ
に
中
華
人
民
共
和
国
解
体
が
始
ま
り
つ
つ
あ
る
と

言
え

る
の
で
あ
り 、

全
く

新
し
い
も
う

一
つ
の
中
国
革
命
が
胎
動
し
つ
つ
あ

る
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う 。

さ
て
今
回
の
一

連
の
騒
乱
の
背
景
に
は 、

中
国
が
経
済
の
面
で
ど
れ

だ
け
近
代
化
を
な
し
う
る
か
と
い
う

歴
史
的
課
題
が
背
最
に
あ
っ
た 。

も
と
も
と

伝
統
的
共
同
体
の
中
で
地
縁
・

血
縁
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中

17ーーヒトヲーにもできなかったとと

チャイナの崩接

(『レッド・チャイナの崩壊-ヒトラーにもできなかったこと(『新潮45-1989.07



心
と
し
て
き
た
社
会
で
あ
る
か
ら 、

な
か
な
か
産
業
化
し
え
な
い
状
況

が
中
固
に
は
あ
る 。

「
中
国
の
経
済
に
は
大
き
な
可
能
性
が
あ
る 。

経
済
改
革
は
成
功
で
あ

っ
た
」
な
ど
と
日
本
の
政
府
当
局
者
や
バ
ン
カ
ー

た
ち 、
エ
コ
ノ
ミ

ス
ト

た
ち
の
多
く
が
（
飯
田
経
夫
氏
な
ど
を
貴
重
な
例
外
と
し
て 、
多
く
の
近

代
経
済
学
者
も）
口
を
揃
え
て
強
調
し
て
い
た
が 、
私
に
は
随
分
実
際
と

ほ
か
け
離
れ
た
と
と
を
い
っ
て
い
る
な 、
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た 。

北
京
に
行
っ
て 、

中
国
の
人
で
は
ご
く

一

部
の
人
間
し
か
泊
ま
れ
な
い

よ
う
な
ホ
テ
ル
に
泊
ま
り 、

人
民
大
会
堂
の
よ
う
な
場
所
で
会
離
を
し

て
帰
っ
て
く
れ
ば 、

中
国
も
随
分
近
代
化
し
た
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
る

だ
ろ
う
が 、

そ
れ
で
は
中
国
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー

の
中
の
ス
ポ
ッ
ト

ラ
イ
ト
を
浴
び
て
い
る
部
分
を
見
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

。

日
本
人
の
中

国
経
済
に
対
す
る
現
状
認
識
の
甘
さ
が
か
な
り
あ
っ
た
と
言
え
よ
う 。

中
国
経
済
を
本
気
で
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
な
ら 、

ま
ず
中
国
的

自
己
中
心
主
義
の
「
事
大
主
義」 、
「
中
慈
思
想」

を
徹
底
的
に
乗
り
越

え
る
と
と
が
何
よ
り
も
必
要
だ
と
思
う 。

今
回
民
主
化
を
要
求
し
て
立

ち
あ
が
っ
た
学
生 、

知
撒
人
た
ち
に
来
た
し
て
そ
れ
が
で
き
る
か
ど
う

か 。

私
は
彼
ら
に
期
待
し
た
い
が 、

も
し
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば 、

経

済
発
展
ど
こ
ろ
か 、

群
雄
割
拠
す
る
混
乱
し
た
古
い
体
質
の
中
国
に
逆

戻
り

す
る
と
と
に
な
る
だ
ろ
う 。

今
回
の
よ
う
な
極
限
的
事
態
が
起
こ

っ
た
と
と
に
よ
っ
て 、

中
国
社
会
が
と
の
悲
劇
を
代
償
と
し
て
将
来
ど

の
よ
う
な
国
家
形
成
を
し
直
す
か
が
注
目
さ
れ
る
と
と
ろ
で
あ
る 。

そ
と
で
私
が
前
k
か
ら
考
え
て
い
た
と
と
だ
が 、

香
港
や
台
湾
と
い

権
が
崩
れ
て 、

社
会
主
義
シ
ス
テ
ム
と
い
う

上
か
ら
の
硬
直
的
な
タ
テ

割
り
の
構
造
が
打
破
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

そ
れ
が
打
破
さ
れ
れ

ば
市
場
経
済
の
原
理
を
導
入
し
て
も
効
率
的
に
動
い
て
い
く
だ
ろ
う 。

当
面
は
明
日
ど
う
な
る
か
が
問
題
で
あ
り 、

学
生 、

知
酪
人
へ
の
大

弾
圧
が
始
ま
り
つ
つ
あ
る
な
か
で 、

事
態
は
な
お
流
動
的
で
あ
る
が 、

新
し
い
政
治
意
識
の
も
と
に
立
ち
上
が
っ
た
学
生
や
知
識
人
た
ち
は 、

長
期
的
に
見
て 、

今
後
の
中
国
を
ど
の
よ
う
に
再
生
し 、

発
展
さ
せ
て

い
け
ば
い
い
か
ま
で
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

。

そ
の
た
め
に
は 、

中

国
と
中
国
人
は
も
っ
と
究
大
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う 。

あ

ま
り
ニ
ュ
ー

ス
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
チ
ベ
ッ
ト

に
は
咋
年
来
戒
厳
令

が
施
行
さ
れ
て
い
る 。

去
年
の
春 、

秋
と
た
い
へ
ん
深
刻
な
民
族
反
乱

が
再
び
起
と
っ
て
い
る 。

当
然
で
あ
ろ
う 。

歴
史
も 、

文
化
も 、

民
族

も 、

言
語
も
違
う 。

そ
れ
を
「
中
華
思
想」

で
漢
民
族
の
下
K
統
一
し

よ
う
と
い
う
と
と
自
体
が
無
理
な
の
で
あ
る 。

し
か
も
共
産
党
の
も
と

に
タ
テ
割
り

榔
造
の
一
プ
ロ
ッ
ク
に
ま
と
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
だ

か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る 。

民
族
の
自
主 、

自
決
の
原
則
に
立
て
ば
当
然

チ
ベ
ッ
ト

は
独
立
す
る
か 、

少
な
く
と
も
広
範
な
自
治
植
を
も
っ
迎
邦

体
に
し
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る 。

モ
ン
ゴ
ル
だ
っ
て
分
断
国
家
で
あ
る

し 、

新
型
ウ
イ
グ
ル
地
区
だ
っ
て
民
族
分
断
の
状
態
に
あ
る 。

と
う
し

た
民
族
問
題
は
中
国
の
場
合 、

ソ
連
邦
よ
り
も
っ
と
苛
酷
で
あ
る 。

漢

民
族
中
心
の
中
央
集
権
的
な
支
配
体
制
で
隠
さ
れ
て
き
た
が 、

ζ
れ
か

ら
は

ど
う

や
っ
て
そ
の
よ
う
な
民
族
問
題
に
対
処
し
て
い
く
か
を
も
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

っ
た
外
の
中
国
人
社
会
と
の
連
係
の
上
に

、

あ
る
種
の
水
平
的
な
連
係

関
係
を
作
り

上
げ
て
ゆ
け
ば
案
外
う
ま
く
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か 。

そ
れ
は
中
国
当
局
の
言
う
「
一

国
両
制」

な
ど
で
は
な
く 、

で
き

れ
ば
大
陸
も
迎
邦
制
の
よ
う
に
し
て 、

経
済
の
近
代
化 、

市
民
社
会
的

な
政
治
力
を
競
い
合
う
よ
う
な
形
に
す
る
と
と
で
あ
る 。

た
と
え
ば
広

東
省
は
香
港
と
一

緒
に
し
て
完
全
に
自
由
に
し
て
み
た
ら
う
ま
く
い
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

あ
る
い
は
福
建
省
を
台
湾
と
同
じ
よ
う
な
モ

デ
ル
に
し
て
み
る
等
k

。

と
の
よ
う
な
形
で
ゆ
る
や
か
な
連
邦
制
を
作

る
と
と
が
で
き
れ
ば 、

中
国
民
族
自
身
は
優
秀
な
民
族
で
あ
る
の
だ
か

ら 、

発
展
の
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と
思
う 。

台
湾
を
見
て
み
る
が
い
い

、

確
か
に
後
発
固
と
し
て
の
キ
キ
ツ

チ
ア

ッ
プ
で
多
く
の
技
術
や
資
金
を
先
進
国
か
ら
吸
収
し
得
た
と
い
う
メ
p

ッ
ト
も
あ
っ
た
が 、

李
登
輝
総
統
と
い
う
新
し
い
開
明
的
な
指
現
者
の

も
と
で 、

政
治
改
革
を
さ
ら
に
進
め
つ
つ
あ
り 、

経
済
的
に
も
社
会
的

に
も 、

ア
ジ
ア
N
I
E
S
の
中
で
も
っ
と
も
安
定
し
て
い
る 。

日
本
に

次
い
で
外
貨
準
仰
で
は
世
界
第
二
位
の
地
位
に
あ
り 、

台
湾
の
あ
り
余

る
資
金
が
将
来
ど
う

動
く
か
で 、

ア
ジ
ア
全
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
成
長
ぶ
り
で
あ
る 。

台
湾
を
見
て
い
る
と 、

漢

民
族
だ
か
ら
工
業
化
が
で
き
な
い
と
い
う
偏
見
は
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う

だ
ろ
う 。

今
回
の
中
国
の
一
連
の
動
き
の
中
で
も 、

台
湾
の
成
功
が
も

た
ら
し
た
影
響
が
か
な
り
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る 。

中
国
も
合
湾
の
経
験

を
見
習
っ
て
い
け
ば
い
い
の
だ 。

そ
の
た
め
に
は
ま
ず 、

共
産
党
の
一

党
支
配 、

あ
る
い
は
共
産
党
政

18 

つ
ま
り

今
の
民
主
化
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
学
生 、

知
識
人
や
市
民

が
チ
ベ
ッ
ト

族
の
反
乱
に
も
共
感
を
示
し
得
る
の
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン

ト
で
あ
る 。

自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
共
産
党
の
支
配
に
は
抵
抗
す
る

が 、

チ
ベ
ッ
ト

放
を
漢
民
族
が
弾
圧
す
る
と
と
に
対
し
て
は
知
ら
ん
ぷ

り
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
本
物
の
民
主
化
要
求
で
は
な
い 。

あ
る

い
は
今
の
台
湾
の
置
か
れ
て
い
る
状
態
に
つ
い
て
も 、

台
湾
の
人
た
ち

に
ど
れ
だ
け
理
解
を
示
す
か 、

あ
る
い
は
香
港
に
つ
い
て
は
ど
う

す
る

の
か 。

と
れ
か
ら
八
年
後
に
香
港
は
中
固
に
回
収
さ
れ
る
と
と
に
な
っ

て
い
る
が 、

今
回
の
事
態
に
よ
っ
て 、

と
れ
に
は
非
常
に
大
き
な
抵
抗

が
あ
る
だ
ろ
う 。

香
港
は
も
と
も
と

大
陸
か
ら
逃
れ
て
き
た
人
た
ち
の

ふ
き
だ
ま
り
の
よ
う
な
と
と
ろ
で
あ
る
の
に

、

そ
の
彼
ら
が
自
分
た
ち

の
問
題
と
し
て 、

大
陸
は
ど
う
な
る
か 、

香
港
を
ど
う

す
べ
き
か
と 、

新
し
い
政
治
意
識
に
目
覚
め
て
き
た
の
で
あ
る 。

私
は
香
港
が
中
国
に

返
還
さ
れ
る
と
と
が
い
い
と
と
だ
と
は
も
は
や
思
え
な
い

。
一
つ
の
連

邦
自
治
体
と
い
う

形
で
現
状
の
ま
ま
残
っ
た
方
が 、

－m－
固
に
と
っ
て
も

香
潜
に
と
っ
て
も
い
い
よ
う
に
思
う 。

チ
ベ
ッ
ト 、

香
港
あ
る
い
は
台
湾
を
み
た
だ
け
で
も 、

漢
民
族
の
中

央
集
権
的
な
「
中
繋
思
想」

で
や
っ
て
き
た
中
国
人
社
会
の
古
い
壁
が

崩
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
段
階
に
い
よ
い
よ
来
て
い
る 。

そ
の
意
味
マ

は 、

今
回
の
悲
劇
は
新
し
い
中
国
人
政
治
社
会
の
芽
生
え
の
チ
ャ
ン
ス

か
も
知
れ
な
い

。

と
れ
だ
け
漢
民
族
人
口
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
だ

か
ら 、

い
ろ
い
ろ
な
漢
民
族
社
会
が
あ
っ
て
も
い
い
で
は
な
い
か 。

そ

と
ま
で
許
容
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う 。

今
の
学
生
や
知
職
人

19一一ヒトラーにもできなかったとと

【空会レッどチャイナの崩槙



． ‘ 

た
ち
が
そ
う
い
う
所
ま
で
開
か
れ
て
い
く
と
と
と
そ
が
必
要
な
の
で
あ

る。
さ
も
な
け
れ
ば、
ま
す
ま
す
人
口
が
増
え
て
い
く
十
何
憶
の
漢
民

「政
治
的マ
ラ
リ
アド」
とい〉つ
病い

目
下、
中
国
の
政
権
担
当
者
は、
圏
内
国
外
に
わ
き
あ
がっ
た
非
難

の
大
合
唱
に
か
と
ま
れ
て
い
る。

「
四
面
楚
歌」。

き
の
う
だつ
た
か、
北
京
の
テレ
ピ
が
うつ
し
た
か
れ
ら
は、
し
か

し
そ
れ
を
意に
介
し
て
い
る
ふ
う
に
は
み
え
・な
かっ
た。
あ
る
人
物

は、
大
き
な
口
を
あ
け
て
笑っ
て
い
た。
高
笑い、
で
あ
る。
た
だ
し

テレ
ど
は
笑い
戸
を
伝
え
ず、
や
や
も
の
足
り
ない
感
じ
を
もっ
た。

そ
れ
は
と
も
か
く、
と
と
で
は、
国
家ぜ
ん
た
い
を
考
え
て
み
た
い。

個
人
の
善
意
（
も
し
く
は
悪
意）
を
超
え
た、
国
家
の
運
動
の
法
則

と
い
う
も
の
が
あ
る、
と
わ
た
し
は
お
も
う。

以
前、
わ
た
し
は
つ
ぎ
の
よ
うに
記
し
た
と
と
が
あ
る。

｜｜
実
体
と
し
て
の
中
国
社
会
は、
長い
歴
史
を
も
ち、
か
っ

広
大
な
国
土
に
ひ
ろ
がっ
た、
大
き
な、
ぶ
よ
ぶ
よ
し
た
生
き
物

の
よ
う
な
存
在
で
あ
る。
し
か
も、
そ
の
生
き
物
は、
マ
ラ
p

ァ、
政
治
的マ
ラ
リ
ア
と
も
い
うべ
き
病い
に
か
かっ
て
い
て、

時
間
を
お
い
て
熱
を
だ
す。

右
の
文
章
を
書い
た
の
は、
ち
ょ
う
ど
十
年
ま
え
の
と
と
で
あ
る。

は、
十
年
を一
周
期
と
す
る
が、
さ
ら
に
分
け
て
五
年
を
ひ
と
つ
の
周

期

μuwJ
そ
れ
を
さ
ら
に
二
年
半
の
周
期
と
す
る。

胡
躍
邦
の
失
脚
は、
二
年
半
ま
え
で
あ
る。
か
れ
を
失
脚
さ
せ
る
う

ど
き
は、
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
あっ
た
に
せ
よ、
胡
を
失
脚
さ
せ
るべ

く
と
れ
を
推
進
し
た
勢
力
は、
胡
に
か
わっ
て
登
場
し
た
按配κ、
よ

う
や
く
主
役
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
る
舞
台
を、
と
と
に
し
つ
ら
え
る

と
と
が
で
き
た。
と
の
光
景
は一’一
年
半
前
に
は
予
測
で
き
な
かっ
た
の

で
あ
る
か
ら、
や
は
り
周
期
が
く
る
り
と一
回
転
し
た
と
い
え
よ
う。

十
年
周
期
説
は、
十
年
を
経
過
す
る
と、
別
の
局
面
が
展
開
す
る、

と
い
う
と
と
で
あ
る。

改
革
と
開
放
の
政
策
は、
ざっ
と
十
年つ．つ
い
た。
途
中、
と
れ
に

逆
行
す
る
うど
き
が
あ
り、
そ
の
逆
行
す
る
う
ど
き
と
い
う
の
が、
ζ

ん
に
ち
の
事
態
に
つ
な
がっ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、
十
年
間
を一
色

に
塗
りつ
ぶ
す
と
と
は、
た
め
ら
わ
れ
る
が、
し
か
し
総
体
と
し
て

は、
改
革
と
開
放
で
あっ
た。

と
れ
は、
ひ
と
び
と
か
ら
喜
ば
れ
る
傾
向
で
あっ
た。
わ
た
し
個
人

と
し
て
も、
と
の
政
策
の
恩
恵
を
う
け
な
かっ
た
と
は、
い
え
な
い。

け
れ
ど
も、
ひ
と
が
い
う
よ
う
に、
と
れ
を
もっ
て
「ノ
！・
リ
タ

ー
ン」
で
あ
る
と
か、
「
も
う二
度
と
も
ど
ら
な
い」
と
か、
信
じ
る

と
と
は
で
き
な
かっ
た。
中
国
の
と
の
新
傾
向
を
歓
迎
す
る
ひ
と
は

「
新
時
期」
と
名づ
け
た。
日
本
で
は
「
転
換
期」
と
も
呼
ば
れ
た。

な
る
ほ
ど、
な
る
ほ
ど。
そ
う
で
も
あ
ろ
う。

．
あ
え
て
正
面
きっ
て
反
対
し
な
かっ
た
が、
全
面
的
に
双
手
を
あ
げ

・ ． ・ ． ． ・ ，

族
社
会
を
ま
と
め
て
い
く
と
と
は
と
て
も
無
理
で
あ
ろ
う。

〈なかじまみねお・東京外国路大学教授〉
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竹
内
実

「
時
間
を
お
い
て
熱
を
だ
す」
と
い
う
「
時
間」
と
は、
十
年
周
期
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
ない
と、
わ
た
し
は
昔
の
文
寧
を
と
り
だ
し
て
き

て、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
い．
る
の
で
あ
る。
拙
著
『
友
好
は
易
く
理
解

は
難
し』
サ
イマ
ル
出
版
会、
一
九
八
O
年
刊。

右
に
つ
づ
け
て、
わ
た
し
は、
中
国
の
広い
空
間
そ
の
も
の
が、
一

芭
の
「
生
き
物」
で、
そ
れ
は
「
政
治
的マ
ラ
リ
ア」
を
病
ん
で
い

る。

ーー
と
も
のべ
た
の
だっ
た。

中
国
の
と
と
が、
わ
か
り
に
く
い
の
は、
内
部
のニ
ュ
ー
ス
が
外
部

に
伝
わっ
て
ζ
な
い
と
と
に
も
よ
る。
ニ
ュ
ー
ス
は、
た
と
え
そ
れ
が

事
笑
で
あ
る
と
し
て
も、
たっ
た一
通
の
電
報
だ
け
で
は、
判
断
に
苦

し
む
ζ
と
が
あ
る。
あ
る
程
度
の
盈
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

そ
と
で、
わ
た
し
の、
「
生
き
物」
で
あ
る
と
い
う
比
職、
「
政
治
的

マ
ラ
リ
ア」
を
病
ん
で
い
る
と
い
う
比
職、
「
時
間
を
お
い
て
熱
を
だ

す」
と
い
う
比
輸
は、
い
わ
ば
窮
余
の一
策
で
あっ
た
と
い
え
な
く
は

な
い。
科
学
的
で
な
い
と
い
う
批
判
は、
あ
ろ
う。

し
か
し、
と
の
窮
余
の一
策
も、
突
然に
お
も
い
つ
い
た
の
で
ない

と
と
は、
読
者に
も
了
承
し
て
も
ら
え
よ
う。
わ
た
し
の
周
期
変
動
説

て
賛
成
と
い
う
わ
けに
は
い
か
な
かっ
た。
そ
ζ
で、
「
転
形
期」
と

呼
ぶ
ζ
と
に
し
た。
具
体
的
に
は一
九
八
O
年
か
ら一
九
八
七
年
の
期

間
で
あ
る。

一
九
八
八
年一
月
に、
「
沿
海
経
済
発
展
戦
略」
が
中
国
大
陸
で
い

わ
れ
は
じ
め
た。
海
岸に
面
し
た
地
区
に
加
工
貿
易
区
を
設
け、
そ
と

が
発
展
す
る
と
と
に
よっ
て、
全
体
の
経
済
を
牽
引し
て
い
ζ
う。

と
れ
を
聞い
た
と
き、
お
もっ
た。

－｜
「
四
つ
の
近
代
化」
も
よ

う
や
く
現
実
的
な一
歩
を
踏
み
だ
し
た
な。

そ
れ
で、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
「
転
換
期」
と
名づ
け
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る。
し
か
し、
そ
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
し
て

問
え
て
き
た
の
が
物
価
上
昇
の
う
ど
き
で
あっ
た。

危
険
信
号
で
あ
る。

近
代
化
は、
物
価
上
昇
を
と
も
な
う。
と
り
わ
け、
低
物
価、
低
賃

銀、
低
生
産
の
社
会
主
義
が
部
分
的
に
資
本
主
義
を
と
りい
れ
て、
高

物
価、
高
収
入、
高
生
産、
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
と
き、
移
行
に
空

白
が
生
じ、
ζ
の
波
に
の
る
と
と
の
で
き
な
い
階
肘
が
生
じ
る。
不
満

が
昂
ぜ
ずに
は
い
な
い。
徳
川
幕
府
が
倒
れ
た
原
因
の
ひ
と
つ
は、
イ

ン
フ
レ
で
あっ
た。
開
国
の
政
策
が
イ
ン
フ
レ
を
招い
た
の
で
あ
る

（
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
かっ
た
に
せ
よ）。

当
時、
開
国
を
決
断
し
た
の
は、
正
し
かっ
た。
時
勢
が
わ
かっ
て

い
た。
し
か
し
正
し
い
政
策
を
と
る
と
と
は、
必
ず
し
も、
正
し
い
政

策
を
とっ
た
政
権
の
長
命
を
保
証
し
な
い。

中
国
が
近
代
化
政
策
を
と
る
報
道
が
新
聞
に
に
ぎ
に
ぎ
し
く
登
場
し

21一一「政治的マラ9ア」という病い
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一

九
八
九・
六・
四
は
歴
史
的
な
日
と
な
っ
た
。
中
国
の
人
民
解
放
軍
が
人
民

の
殺
識
を
始
め
た
日
は、
ニ
百
年
前
の
一

七
八
九・
七
・
一

四
が
フ
ラ
ン
ス
の

一

時
代
の
終
駕
を
告
げ
た
ご
と
く、
中
国
の一

時
代
を
葬
っ
た。
多
く
の
知
織
人

が
そ
の
夢
を
寵
し
た
社
会
主
穂
の
希
望
の
星
は
天
安
門
の
血
に
染
ま
っ
た。

中
曽
根
康
弘
の
「毅
養

松本健一
184 

ど
の
宗
教
が
厨
悩」
に
寛
容
か

ひろさちゃ
130 

口 、
か
裂
け
て
も
い
え
な
い
モ
ノ
ロ
ー
グ
江戸文人
84 

「一言
語の自由」はお題目に過ぎない。
日本
主
基調
不自由国で、
云つ
てはならぬ、

書い
てはならぬことが
多過ぎる。
せめてモノロ
ーグで
問中つ
存分に
ll

エ
ゴ
ン・
シ
l
レ
の
び
と
b
芝
居」：：：：
j
i
－－：：
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j
i－－：
粟
津
則
雄

印

勝
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舟
に
喧
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っ
た
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j
i－－
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：
；
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j
i－－－
加
来
耕
三

日

さ
く
ら
追
想
曲
H
不
良
目
配
＠
H
i－－
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j
i－－
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瀬
博
教

肉

フ
ラ
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ス
人
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ぜ
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た
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j
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j
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村
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三
郎
m

私
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ナ
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モ
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っ
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j
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j
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英
恵

問

た
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珊
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匂
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H
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綾
子
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楽
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b
し
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