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中

国

定

た

中
国
で
は

非
毛
沢
東
化
の

深
化
に

伴
っ

て
、

個
人

崇
拝
を

排
し
、

集
団
指
導
制
を

是
と

す

る

声
が

高
ま
っ

て
い

る
。

「

聞
か

れ
た

中
国
」
に

あ
っ

て
、

こ

の

新
た
な

政
治
的
潮
流
は
ど
の

よ

う
な

意

義
を

持
ち
、

ど
う

展

開
す
る
だ
ろ

う
か
。

そ
し
て

毛
沢
東
に

対
す
る

評
価
は
？

非
毛
沢
東
化
へ
の
不
安

中
国
で
は
現
在、
「
三
中
全
会
精
神」
が
し
き
り
に
強

調
さ
れ
て
い
る。
「
三
中
全
会
精
神」
と
は
な
に
か。
そ

れ
は
つ
ま
り
「
四
つ
の
現
代
化」
を
中
心
に
「
実
践
が
真

理
を
検
証
す
る
唯一
の
基
準」
だ
と
し
て
非
毛
沢
東
化
を

は
か
ろ
う
と
す
る
路
線
そ
の
も
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う。
だ
が、
と
う
し
た

制叩「流へ
の
抵
抗
も
根
強
く、

「
毛
主
席
が
言
っ
た
と
と
は
。
すべ
てH
正
し
い」
「
毛

主
席
が
決
裁
し
た
案
件
は
H
すべ
てH
正
し
い」
と
考
え

る
人
々
が
広
範
に
存
在
し
て
い
る
と
と
も、
最
近
の
中
国

の
諸
論
調
が
明
ら
か
に
し
て
い
る。
と
く
に
上
海
の
よ
う

な
か
つ
て
の
「
四人
組」
の
拠
点
で
は、
三
中
全
会
の
方

針
K
反
対
す
る
者
が
か
な
り
存
在
す
る
と
と
を
彰
沖・
上

海
市
党
第一
吉
記
の
報
告
は
明
ら
か
に
し
て
い
た
（
「
人

民
日
報」
八
月
四
日
付）。

政
治
幻
想
小
説

と
と
ろ
で一
方、
す
で
に
弾
圧
さ
れ、
発’
刊
停
止
処
分

を
受
け
た
と一
部
で
報
じ
ら
れ
た
北
京
の
反
体
制
誌
「
北

京
之
が」
は
依
然
と
し
て
健
在
の
よ
う
で
あ
る。
去
る
六

月
中
旬、
私
自
身
も
北
京
を
訪
問
し
た
際
に、
「
北
京
之

春」
第
五
号、
第
六
号
が
出
て
い
る
と
と
をグ
民
主
の
壁d

k
張
り
出
さ
れ
て
い
た
同
誌
の
表
紙
と
目
次
と
で
確
認
す

る
と
と
が
で
き
た。
そ
の
「
北
京
之
容」．
第
五
号
に
は、

着
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「
二
O
O
O
年
に
起
ζ
り
得
る
悲
劇」
と
題
し
た
「
蘇
明」

作
の
H
政
治
幻
想
小
説u
が
掲
載
さ
れ、
た
ち
ま
ち
に
し

て
売
り
切
れ
た
と
い
う。
と
の
小
説
に
よ
る
と、
西
隠れ
二

0
0
0
年
に
は
「
四
人
組」
が
名
誉
回
復
さ
れ、
今
日
の

脱
文
革
の
政
治
情
勢
が
根
本
的
に
否
定
さ
れ
て
中
国
の
政

治
的
舞
台
は
再
び
暗
転
す
る
と
い
う。

た
し
か
に、
昨
今
の
中
国
の
変
化
は、
あ
ま
り
に
も
速

い。
建
前
と
し
て
の
「
毛
沢
東
思
想」
は
依
然
と
し
て
堅

持
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の、
最
近
で
は、
文
革
の
犠
牲
者

が
ほ
と
ん
ど
すべ
て
復
権
し
た
ば
か
り
か、
五
0
年
代
の

毛
沢
東
路
線
の
確
立
過
程
で
犠
牲
に
な
っ
た
人
、々
さ
ら

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
解
放
以
前
の
時
代－
K
批
判
さ
れ
た
人
々

も
復
権
し
つ
つ
あ
る。
古
く
は
陳
独
秀
か
ら
李
立
三、
張

問
天
の
よ
う
な
革
命
家へ
の
再
評
価、
五
0
年
代
の
彰
徳

懐、
丁
玲
ら
の
名
誉
回
彼
な
い
し
復
活
は、
も
は
や
「
四

人
組」
に
よ
る
犠
牲
者
の
復
権
と
は
言
い
難
く、
い
わ
ば

毛
沢
東
路
線
の
全
面
的
修
正
が
進
み
つ
つ
あ
る
ζ
と
の
証

明
に
ほ
か
な
ら
な
い。
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と
の
よ
う
な
状
況
は、
過
般
の
第
五
期
第
二
回
全
国
人

民
代
表
大
会
が、
社
会
主
義
的
法
制
化
の
諸
措
聞
を
決
定

し、
「
い
か
な
る
偉
大
な
革
命
家
と
い
え
ど
も
法
の
前
に

は
平
等
で
あ
る」
と
の
近
代
法
の
精
神
に
従
っ
て
絶
対
的

信ゐ

栂
成
者
の
拙
断
を
絶
つ
ベ
く
非
毛
沢
東
化
を
制
度
化
し
た

と
と
と
と
も
に、
き
わ
め
て
注
目
すべ
き
事
実
で
あ
る。

し
か
し、
と
う
し
た
非
毛
沢
東
化
の
進
展
は、
考
え
て
み

る
と、
「
四
人
組」
批
判
そ
れ
門
身
が
実
際
に
は
毛
沢
東
の

権
威へ
の
挑
戦
で
も
あ
る
と
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
「
毛

沢
東
思
想」
そ
の
も
の
へ
の
背
教
で
あ
る
と
と
も
い
う
ま

で
も
な
い。
そ
れ
だ
け
に、
と
の一
点
K
－お
い
て、
「
四

人
組」
批
判
を
進
め
つ
つ
あ
る
今
日
の
中
国
の
指
噂
者
そ

し
て
民
衆
の
不
安
が
凝
集
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
有

． を

E置かに毛沢東lま偉大な指草事者ではあったが…

の
グ
政
治
幻
想
小
説M
は、

と
の
よ
う
な
深
回
心
理
を
突

く
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ。

と
の
よ
う
な
政
治
的・
社

会
的
心
理
の
な
か
で、
一
方

で
は
明
ら
か
に
今
日
の

潮流

を
「
毛
沢
東
思
想」
へ
の
背

反
と
し
て
断
罪
し
よ
う
と
す

る
反

期飢
も、
依
然
と
し
て

根
強
い
よ
う
で
あ
る。
そ
う

し
た
状
況
が
存
在
す
る
だ
け

に、
最
近
で
は、
か
つ
て
「
反

党
反
毛
主
席
の
大
蒔
草」

だ
と
批
判
さ
れ
た
個
人
崇
拝

告
発
の
出
物、
文
典、
松
著
「
ど
の
よ
う
に
し
て
共
産
党
口

と
な
る
か」
が
改
め
て
紹
介
さ
れ
（
「
光
明
日
報」
八
月

十
九
日
付）
注
目
さ
れ
て
い
る。
さ
ら
に
「
人
民
日
報」

八
月
二
十一
日
付
の
劉
立
凱
論
文
「
レ
1
ニ
ン
と
柴
田
指

噂」
は、
レ
1
ニ
ン
が
力
説
し
た
民
主
集
中
制
と
集
団
指

導
制
を
大
き
く
逸
脱
し
た
毛
沢
東
体
制
を
明
ら
か
に
批
判

し
た
も
の
で
あ
っ
た。
そ
し
て
同
論
文
は、
「
と
り
わ
け

重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、
党
と
国
家
の
集
団
指

噂
性
が
弱
ま
り、
破
壊
さ
れ
た
な
ら、
往
々
に
し
て
党
内

の
野
心
家、
陰
謀
家
が、
そ
の
機
を
利
用
し
て
党
橋
容
取

の
活
動
を
起
ζ
し、
党
と
国
家
を
間
違
っ
た
方
向
に
も
っ

て
ゆ
く
ζ
と
で
あ
る」
と
述べ
て、
「
四
人
組」
時
代
の

形
成
の
原
因
を
集
団
指
導
性
の
欠
如
に
乗
じ
た
党
内
陰
謀

に
求
め
て
い
る。
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と
う
し
た
中
国
で
は、
一
方
で
非
毛
沢
東
化へ
の
不
安

を
内
在
さ
せ
な
が
ら
も、
毛
沢
東
家
父
長
体
制
を
理
論
的

に
も
否
定
し
よ
う
と
し
つ
つ
あ
る
の
だ
が、
と
う
し
た
方

向
が
依
然
と
し
て
個
人
崇
拝
と
柴
田
指
導
制
と
い
う
従
来

か
ら
パ
タ
ー
ン
化
し
た
座
標
軸
に
お
い
て
の
み
追
求
さ
れ

て
い
る
と
と
ろ
に
今
日
の
中
国
に
お
け
る「
毛
沢
東
批
判」

の
限
界
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
な
ぜ
な
ら、
と

う
し
た
次
元
で
の
論
践
は、
そ
れ
自
身
と
し
て
当
然
必
要

で
は
あ
る
が、
そ
れ
だ
け
で
は、
毛
沢
東
家
父
長

体制
生

成
の
客
観
的・
歴
史
的
根
源
を
切
開
す
る
ζ
と
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る。

ス
タ
I
P
Y
偶
人
崇
拝
の
誤
謬
と
い
う
歴
史
の
先
例
を

目
躍
し、
そ
の
と
と
に
中
国
共
産
党
自
身
か
つ
て

自覚
的

で
あ
り
な
が
ら、
そ
れ
で
は
な
ぜ、
毛
沢

東袋
持
が
あ
た

か
も
中
国
の
伝
統
的
な
政
治
文
化
に
調
和
し
た
信
仰
で
あ

る
か
の
よ
う
に
存
在
し
て
き
た
の
か
が
解
明
さ
れ
仰
な
い

か
ら
で
あ
る。

い
わ
ゆ
る
毛
沢
東
路
線
が
中
固
に
確
立
し、
毛
沢

東家

父
長
体
制
が
生
成
し
は
じ
め
た
の
は、
「
ス
タ
ー
リ
ン
批

判」
と
相
前
後
し
た
五
0
年
代
半
ぼ
で
あ
っ
た。
す
な
わ

ち
五
五
年
後
半
以
後
急
激
な
設
業
集
団
化
か
ら
や
が
て
五

八
年
の
「
大
路
進」
政
策
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
と
そ、
毛
沢

東
路
線
の

確立
過
桂
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が、
ζ
の
よ
う

な
展
開
は、
政
治
的・
社
会
的
領
域
に
お
け
る
毛
沢
東
の

19'.刃. 9.18 
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ビ
ジ
ョ
ン
が
ソ
辿
型
モ
デ
ル
に
優
位
す
る
と
い
う
毛
沢
東

の
確
信
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う。
だ
が、
と
の
舷
灯
は、
「
大
路
進」
政
策
の
挫
折

に
よ
っ
て
早
く
も
婦
ら
い
で
ゆ
く。

し
か
し、
と
う
し
た
控
折
は、
毛
沢
東モ
デ
ル
が
中
国

の
社
会
主
義
建
設
の
現
実
に
適
合
し
た「円以
適
体
制」
（
テ

ィ
γ
パ
1
ゲ
ン）
で
は
な
い
と
と
へ
の

息%
を
促
す
代
わ

り
に、
か
え
っ
て
毛
沢
東
モ
デ
ル
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
カ

リ
ス
マ
的
権
威
に
よ
っ
て
強
制
す
る
方
向へ
と
転
じ
て
い

っ
た。
と
と
に
文
化
大
革
命
に
主
る
中
国
政
治
の
悲
劇
の

根
源
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
そ
し
て、
毛
沢

東日
身
は
n
ら
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
現
尖
と
の
議
離
が
生
み
だ

し
た
政
治
的・

社会
的
緊
強
が
刑
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど、

向
己
の
全
面
的
権
威
を
主
張
す
る
と
と
に
傾
倒
し
た
の
で

あ
っ
た。
け
っ
し
て
「
四
人
組」
だ
け
の
暴
走
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る。
そ
し
て
と
の
よ
う
な
毛
沢
東
政
治
の
慾

意
的
な
自
己
完
結
を
許
容
し
た
組
織
的
機
能
が
中
国
社
会

に
内
在
し
て
い
た
と
と
が
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
き、
今

日
の
非
毛
沢
東
化へ
の
不
安
は、
は
じ
め
て
根
本
的
に
解

消
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
現
在
は、
と
の
点
で
も

過
渡
期
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る。

「
関
か
れ
た
中
国
」
と
非
毛
沢
東
化

い
ず
れ
に
せ
よ、
中
国
は
い
ま
「
聞
か
れ
た
中
国」
へ

向
か
っ
て
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
H
離
陸H
を
開
始
し
つ
つ

うどの

あ
り、
そ
う
し
た
転
換
の
過
程
を
端
い
て
い
る
の
で
あ
る

が、
そ
れ
だ
け
に、
巾
国
社
会
の
そ
う
し
た
圧
倒
的
な
現

実
が
は
ら
む
矛
盾
も
ま
た
著
し
く
動
態
的
だ
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い。

F
逆

流
8

は

不
可

能

そ
れ
で
は、
今
日
の
中
国
が
内
包
す
る
矛
盾
の
大
き
さ

ゆ
え
に、
中
国
は
再
び
激
励
の
政
治
過
程
を
繰
り
返
し、

先
の
H
政
治
幻
想
小
説H
が
予
言
し
た
よ
う
に、
右
か
ら

左
へ
と
再
び
大
き
く
揺
れ
動
く
の
で
あ
ろ
う
か。

毛
・
周
な
き
あ
と
の
中
国
が、
あ
の
驚
天
動
地
の
天
安

門
帯
件
と
衝
撃
的
な
北
京
政
変
（「
四
人
組」
失
墜）
を
体

験
し
た
激
励
の一
九
七
六
年
を
過
ぎ
て、
い
ま
や
非
毛
沢

東
化
を
大
き
く
進
展
さ
せ
つ
つ
あ
る
現
時
点
で
考
え
得
る

中
国
の
将
来
の
展
望
は、
大
局
的
に
見
た
場
合、
中
国
の

内
政・
外
交
の
基
調
が
当
分
の
問
に
再
び
大
き
く
変
動
す

る
と
は
思
わ
れ
な
い
ζ
と
で
あ
る。

つ
ま
り、
文
化
大
革
命
の
挫
折
以
来、
「
毛
沢
東
体
制

下
の
非
毛
沢
東
化」
を
志
向
し
て
き
た
周
恩
来
路
線
・な
い

し
は
脱
文
革
の
現
笑
主
義
的

潮流
を
一丹
び
逆
流
さ
せ
る
ζ

と
は、
も
は
や
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
と
と
で
あ
る。
そ

れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か。

そ
の
最
も
重
要
な
要
因
は、
今
日
の
中
国
が
置
か
れ
て

い
る
客
観
的・
歴
史
的
な
邸
境
で
あ
ろ
う。
と
の
点
で
は

文
化
大
革
命
以
来
阪
ぽ
十
年
間
の
中
国
社
会
の
政
治
的
激

励
の
の
ち
に
七
五
年一
月
に
聞
か
れ
た
第
四
期
全
国
人
民

代
表
大
会
に
お
け
る
周
思
来
政
治
報
告

｜｜
そ
れ
は
国
家

的
使
命
観
に
殉
じ
た
周
恩
来
が
毛
沢
東
以
後
の
中
国
を
展

望
し
た
政
治
的
迫
官
で
も
あ
っ
た

ーー
が
示
し
た
「
四
つ

の
現
代
化」
を
中
心
と
す
る
工
業
体
系、
国
民
経
済
体
系

の
建
設
と
い
う
方
向
は、
そ
ζ
に
い
か
に
多
く
の
困
難
が

あ
ろ
う
と
も、
今
日
の
中
固
に
と
っ
て、
も
は
や
逆
転
し

得
な
い
社
会
的・
国
家
的
要
詞
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

そ
れ
だ
け
に
中
国
の
圏
内
建
設
過
程
に
建
国
後一
貫
し

て
存
在
し
た
穏
歩
と
急
進
の
サ
イ
ク
ル
は、
七
0
年
代
前

半
を
決
定
的
な
転
機
と
し
て、
も
は
や
そ
の
循
環
を
繰
り

返
し
得
な
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る。
と
の
よ
う
な
社

会
的・
国
家
的
要
制
は、
七
五
年
夏
の
杭
州
事
件
に
見
ら

れ
た
労
働
者
の
賃
上
げ
要
求
が
い
ち
は
や
く
逆
説
的
に
物

諸
っ
て
い
た
と
ζ
ろ
で
あ
り、
と
の
点
で
杭
州
都
件
は、

毛
沢
東
政
治へ
の
内
在
的
批
判
で
あ
っ
た
天
安
門
郁
件
と

と
も
に、
中
国
社
会
の
将
来
を
考
え
る
う
え
で、
林
彪
異

変
の
よ
う
な一
迎
の
政
治
的
事
件
以
上
の
重
要
性
を
潜
め

て
い
た
社
会
的
都
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う。
そ
し
て、

と
う
し
た
社
会
的・
国
家
的
要
簡
は、
中
国
の
対
外
関
係

を
よ
り
聞
か
れ
た
安
定
性
に
・お
い
て
求
め
る
と
と
へ
と
つ

な
が
っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い。
過
般
の
中
越
戦
争
に
見

ら
れ
る
よ
う
に、
中
国
の
周
辺
地
域
に
お
い
て、
い
わ
ゆ

る
の
主ロ
g晶
君。同］仏
O
E
R
（
中
国
的
世
界
秩
序
観）

が
脅
か
さ
れ、
中
国
の
国
際
的
威
信
が
大
き
く
損
な
わ
れ

る
よ
う
な
場
合
を
例
外
と
し
て、
や
が
て
八
0
年
代
の
中

国
は、
ソ
迎
を
含
む
大
国
と
の
問
の
バ
ラ
ン
ス
・
オ
プ・

パ
ワ
ー
に
従
来
以
上
の
闘
志
を
示
し
つ
つ、
と
う
し
た
開

か
れ
た
国
際
環
境
を
模
索
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る。
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失
墜
し
た

H
貧
困
の
ユ

ー

ト
ピ
ア
H

と
の
点
で
は、
今
日
の
中
国
の
対
外
貿
易
構
造
を
と
っ

て
み
て
も、
す
で
に
貿
易
全
体
の
約
八
五Mm
が
日・
米・

西
欧
な
ど
西
側
諸
国
を
相
手
国
に
す
る
（
日
本
だ
け
で
約

二
五Mm
を
占
め
る）
と
い
う
構
造
的
変
化
を
遂
げ
て
い
る

と
と
に
も一
応
は
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が、
ζ
の
点
で

は
対
ソ
貿
易
が
将
来
再
び
増
大
す
る
可
能
性
が
常
に
留
保

さ
れ
て
い
る。

と
う
し
た
方
向
性
の
な
か
で
中
闘
は
や
が
て、
と
れ
ま

鋪砂f ． 

e－

 

．，

 

で
の
よ・つ
な
政
治
指
噂
の
密
教
的
性
格
を
徐
々
に
脱
却
し

は
じ
め
て
い
る。
か
つ
て
E
・
フ
ロ
ム
は
非
ス
タ
ー
リ
ン

化
以
後
の
ソ
連
社
会
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
意
味
と

機
能
を
論
じ
な
が
ら、
「
ソ
連
邦
の
外
交
政
策
を
評
価
す

る
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は、
そ
の
社
会
的・
政
治
的
構

造
で
あ
り、
も
は
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い」
（
「
人

間
の
勝
利
を
求
め
て

｜｜
外
交
政
策
に
お
け
る
虚
構
と
現

実

｜｜」
）
と
述べ
て
い
た
が、
中
国
も
ま
も
な
く、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
は
社
会
的・
政
治
的
制
造
が
よ
り
重
要

な
意
味
を
も
っ
段
階
に
達
す
る
で
あ
ろ
う。
そ
し
て、
お

そ
ら
く
実
揃
派
な
い
し
は
「
走
資
派」
と
批
判
さ
れ
た
卸

小
平
型
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
（
膨
良、
陳
雲
そ
し
て
彼
ら
よ

り
若
い
胡
輝
邦
ら）
と
そ、
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
志
向
を

も
っ
そ
の
よ
う
な
顕
教
的
政
治
に
ふ
さ
わ
し
い
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な
り
ア
リ
ス
ト
党
官
僚
だ
と
み
な
す
ζ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る。

そ
し
て、
以
上
と
関
連
す
る
基
本
的
要
因
で
あ
る
が、

今
円
の
中
国
が
長
期
安
定
的
な
経
済
建
設、
つ
ま
り、
本

絡
的
な
工
業
化
を
も
は
や
と
れ
以
上
遅
ら
せ
る
と
と
が
で

き
な
い
と
い
う
邸
前
は、
中
間
が
外
部
世
界
の
現
実
を
知

れ
ば
知
る
ほ
ど
切
実
に
な
る。
思
え
ば、
中
岡
は
ζ
れ
ま

で、
一
つ
の
経
済
建
設
方
針
が
わ
ず
か
五
年
と
し
て
貫
徹

さ
れ
た
と
と
は
な
か
っ
た。
革
命
後
の
経
済
復
興
期
は
例

外
と
し
て
も、
「
過
渡
期
の
総
路
線」
の
第一
次
五
カ
年

計
画
期、
「
大
師
進」
政
策
に
よ
っ
て
印
象
づ
け
ら
れ
た

第
二
次
五
カ
年
計
画
期、
「
大
脇
進」
政
策
挫
折
後
の
経

済
調
整
期、
そ
し
て
文
化
大
革
命
の
混
乱
期
を
経
て
今
日

に
至
っ
た
中
国
に
と
っ
て、
と
の
よ
う
な
不
安
定
な
状
況

は、
も
う
二
度
と
繰
り
返
す
と
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ

る。
し
か
も
現
在
は、
一
方
で
中
国
が
い
よ
い
よ
本
絡
的

に
国
際
社
会
に
登
場
せ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
で
あ
り、
他

方
で
は、
「
貧
困
の
ユ
ー
ト
ピ
ア」
（
モ
ラ
ピ
ア）
を
拶

み
た
毛
沢
東
の
「
革
命」
に
よ
っ
て
は、
も
は
や
大
衆
を

二
度
と
熱
狂
さ
せ
る
ζ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る。
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と
の
よ
う
な
と
き、
中
同
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
迫
は、

本
格
的
な
経
済
建
設
に
よ
っ
て、
革
命
の
成
果
を、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
や
納
紳
に
よ
っ
て
で
な
く
物
質
的
な
強
か
さ
に

よ
っ
て
保
証
す
る
ζ
と
以
外
に
は
あ
り
何
な
い。

と
う
し
て
中
国
は
今
日、
そ
と
に
い
か
に
困
難
が
多
く、

ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
山
折
が
予
想
さ
れ
よ
う
と
も、
「
四
つ

の
現
代
化」
に
よ
る
「
聞
か
れ
た
中
国」
へ
の
道
を
求
め

て
長
い
道
の
り
を
歩
ん
で
ゆ
く
し
か
な
い
の
で
あ
る。

毛
沢
東
評
価
の
帰
趨

歴
史
的
空
白
を

も
た
ら
す

と
う
し
て
非
毛
沢
東
化
は
「
聞
か
れ
た
中
国」
へ
の
志

向
が
続
く
か
ぎ
り
必
然
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
な
ら
ざ
る
を
仰

な
い
で
あ
ろ
う。

そ
と
で円以
後
に、
将
来
に
わ
た
っ
て
毛
沢
東
の
歴
史
的

評
価
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
展
望
せ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
が、
す
で
に
中
国
で
は、
壁
新
聞
に
よ
っ
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て、
毛
沢
東
の
功
績
を
七
分
と
し、
誤
り
を
三
分
と
す
る

表
現
が
見
受
け
ら
れ
た。
し
か
し、
私
と
し
て
は
と
の
比

率
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
と
め
る
気
に
は
な
れ
な
い。
そ

れ
は
ま
ず
第一
に、
い
ま
や
厳
し
く
指
蹄
さ
れ
つ
つ
あ
る

毛
沢
東
政
治
の
絶
対
化
の
過
程
が、
す
で
に
毛
沢
東
が
中

国
革
命
に
勝
利
を
収
め
る
ま
で
の
年
月
以
上
の
長
き
に
及

ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る。
中
国
革
命
を
成
就
さ
せ
る
に
当

た
っ
て、
毛
沢
東
は
た
し
か
に
偉
大
な
歴
史
的
指
導
者
で

あ
っ
た。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
権
力
を
獲
得
し
て
か
ら
今

日
に
至
る
ま
で
の
毛
沢
東
政
治
の
マ
イ
ナ
ス
は、
・中
固
に

と
っ
て、
そ
の
社
会
主
義
建
設
に
と
っ
て、
あ
る
意
味
で

は
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
歴
史
の

空白
を
も
た
ら
し
て

し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る。

第
こ
に
は、
ま
さ
し
く
郵
小
平
自
身
が
最
近
語
っ
て
い

た
よ
う
に、
中
国
革
命
に
し
て
も
毛
沢
東一
人
だ
け
で
ζ

れ
を
遂
行
し
た
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る。
と
の
郡

小
平
発
言
と
そ、
中
国
の
民
衆
が
待
ち
の
ぞ
ん
で
い
た
音

葉
で
は
な
か
ろ
う
か。
一
連
の
歴
史
の
m泣
き
換
え
に
よ
っ

て、
中
国
革
命
の
あ
ら
ゆ
る
功
績
が
毛
沢
東一
人
に
帰
せ

ら
れ、
半
田、
劉
少
奇、
朱
徳、
林
彪、
彰
徳
懐
と
い
っ

た
中
国
革
命
で
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
功
絹
を
残
し
た
指
噂

者
た
ち
は、
と
と
ど
と
く
歴
史
か
ら
抹
殺
さ
れ
よ
う
と
さ

え
し
て
き
た。
そ
れ
だ
け
に
毛
沢
東
の
功
績
を
相
対
化
し

よ
う
と
す
る
衝
動
は、
・お
そ
ら
く
中
国
革
命
の
全
過
程
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。

そ
し
て
第
三
に、
最
近
の
非
毛
沢
東
化
の
な
か
で
と
く

に
重
要
な
政
治
的
意
味
を
も
っ
問
題
は、
文
化
大
革
命
の

端
緒
と
な
っ
た
「
新
編
歴
史
劇
H
海
瑞
罷
宮H
」
や
「
燕

山
夜
話」
の
再
評
価
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
彰
徳
懐
の
名

誉
回
復
が
は
か
ら
れ
つ
つ
あ
る
ζ
と
で
あ
る。
一
九
五
0

年
代
後
半
か
ら、
人
民
公
社
化
や
「
大
開
進」
政
策
に
対

し
て、
真
正
聞
か
ら
批
判
を
投
げ
か
け
て
き
た
と
の
人
物

は、
毛
沢

東家
父
長
体
制
の
最
も
初
期
の
批
判
者
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
も
よ
い。
し
た
が
っ
て、
彼
の
名
誉
回
復
が

－な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は、
現
在
の
中
国
政
治
の
動
向
が、

た
ん
に
「
反
文
化
大
革
命」
の
名
の
も
と
に
文
革
以
降
の

清
算
を
目
指
す
段
階
に
は
と
ど
ま
ら
ず
に、
「
大
路
進」

政
策
を
中
心
と
す
る
毛
沢
東
路
線
そ
の
も
の
を
根
本
的
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
批
判
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
含
ん
で
い
る

と
と
の
祇
明
で
あ
る。

現
代
の

始
皇

帝
は
だ

れ
か

最
後
に、
い
う
ま
で
も
な
く、
毛
沢
東
晩
年
の
政
治
の

私
物
化
に
対
す
る
批
判
を
と
り
あ
げ
な
け
れ、ば
な
ら
な

い。
す
で
に
監
新
聞
で
は
「
毛
主
席
は
晩
年
の
形
而
上
学

お
よ
び
他
の
極
々
の
原
因
に
よ
り、
四
人
組
を
支
持
し、

郷
小
平
同
志
を
打
倒
し、
天
安
門
郡
件
の
鎮
圧
を
支
持
し

た」
（
向
動
車
修
理
工
作
証
O
五
三
八
号
所
有
者
一
九

七
八
年
十一
月
十
九
日）
と
の
批
判
が
な
さ
れ
た
よ
う
に、

ζ
の
点
は
あ
る
意
味
で
最
も
批
判
の
容
易
な
側
面
で
も
あ

る。
「
四
人
組」
を
蛇
蝿
の
ど
と
く
に
忌
み
き
ら
い、
批

判
す
る
以
上、
そ
の
中
心
で
あ
り
形
成
者
で
あ
っ
た
江
背

は
い
っ
た
い
だ
れ
の
妥
で
あ
っ
た
の
か、
彼
女
の
政
治
的

念
台
頭
を
促
し
た
の
は
い
っ
た
い
だ
れ
で
あ
っ
た
の
か
が

問
わ
れ
る
ζ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う。
中
国
の
民
衆
の
問
で

は
「
四
人
組」
と
な
ら
ん
で
「
五
人
組」
と
い
う
言
葉
が

ひ
そ
か
に
流
布
さ
れ
て
い
た
よ
う
に、
だ
れ
も
が
そ
の
と

と
を
思
い
つ
づ
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る。

以
上
を
総
合
的
に
考
え
る
と、
毛
沢

東評
価
の
帰
趨
は

今
日
の
状
況
と
は
逆
に、
当
面「
功
績
三
分
で
誤
り
七
分」

と
な
る
で
あ
ろ
う。
革
命
の
権
力
を
獲
得
す
る
ま
で
の
毛

沢
東
は
偉
大
で
あ
っ
た
が、
権
力
磁
得
後
の
毛
沢
東
は
や

が
て
「
現
代
の
始
皇
帝」
と
化
し
た
と
い
う
見
方
ζ
そ、

中
国
民
衆
の
い
つ
わ
ら
な
い
毛
沢
東
評
価
で
あ
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る。

今
日
の
中
国
に
は
依
然
と
し
て
毛
沢
東
絶
対
化
を
志
向

す
る
「
すべ
て
派」
が
根
強
く
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
と
そ
少
な
く
と
も
「
毛
沢

東
批
判」
に
閲
し
て
は、
将
来、
中
国
共
産
党
大
会
の
公

式
の
席
上
で
重
要
な
歴
史
的
評
価
が
加
え
ら
れ
る
日
が
や

が
て
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い。
や
は
り
都
小
平

氏
は、
そ
の
よ
う
な
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
崩
出
し
得
る
最
適
入

者
な
の
だ
ろ
う
か・・・・・・。

l回9. 9.18

（
な
か
じ
ま・
み
ね
お
H
東
京
外
国
路
大
学
教
授）

区同に同隙陣医院比汁に陥崎順協同
陥ルほ也

一

ぶ

ど

う

健

康

法

一
⑨
B・
シ
ヤ
ク
ル
ト
ン

田中夏・訳

9
0
0
円

幼時、
ピル
ハ
ル
ツ
住血
吸
虫に
感染、
ω
年の
凶山州生
活

の
附
何
皮か
生
死の
撲
を
さ
ま
よっ
た
我者
が
「ぶ
ど
う
出獄

絵」
で務
跡
的
に
回
復する。
その
感動
的
な
治癒の
記
録。
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