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中
国
「
新
左
派
」
の
民
主
化
論

―
王
紹
光
を
中
心
に

―

滝

田

豪

【
一
】「
中
国
は
社
会
主
義
制
度
の
基
礎
の
上
に
民
主
を
建
設
す
る
。
…
や
み
く
も
に
西
側
舶
来
の
民
主
モ
デ
ル
な
ど
採
用
し
た
ら
、
意
図

と
正
反
対
の
結
果
に
終
わ
る
だ
け
で
あ
る
」（
二
〇
〇
八
年
三
月
二
一
日
）

【
二
】「
二
一
世
紀
の
中
国
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
。
…
権
威
主
義
統
治
下
の
『
近
代
化
』
を
続
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
普
遍
的
価
値
を
受

け
入
れ
、
文
明
の
主
流
に
合
流
し
、
民
主
制
を
打
ち
立
て
る
の
か
？
」（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
〇
日
）

【
三
】「
我
々
は
政
治
体
制
改
革
を
深
化
さ
せ
…
社
会
主
義
政
治
制
度
を
整
備
し
発
展
さ
せ
る
。
…
し
か
し
西
側
の
や
り
口
を
ま
ね
て
複
数

政
党
制
や
『
三
権
分
立
』
や
二
院
制
を
行
う
こ
と
は
絶
対
に
な
い
」（
二
〇
〇
九
年
三
月
九
日
）
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一
．
問
題
の
所
在

（
一
）
王
紹
光
・「
零
八
憲
章
」・
呉
邦
国

冒
頭
に
掲
げ
た
三
つ
の
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
近
年
の
中
国
の
民
主
化
を
め
ぐ
る
議
論
の
、
あ
る
部
分
を
代
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
出
所
は
、【
一
】
が
論
壇
に
お
け
る
「
新
左
派
」
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
る
香
港
中
文
大
学
教
授
で
政
治
学
者
の
王
紹
光
の
著

書
『
民
主
四
講
（
１
）』、【
二
】
が
民
主
化
を
要
求
す
る
署
名
を
集
め
た
起
草
者
が
逮
捕
さ
れ
た
文
書
「
零
八
憲
章
（
２
）」、【
三
】
が
中
国
共
産
党
序
列

第
二
位
の
国
家
指
導
者
・
呉
邦
国
が
自
ら
委
員
長
を
務
め
る
全
国
人
民
代
表
大
会
（
全
人
代
）
で
行
っ
た
演
説
（
３
）、
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
を
一
瞥
す
る
と
、【
一
】
と
【
三
】
が
共
通
し
、【
二
】
が
そ
れ
と
対
立
関
係
に
あ
る
と
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

「
新
左
派
」
王
紹
光
と
体
制
側
の
呉
邦
国
は
、
西
側
の
民
主
主
義
の
導
入
を
拒
否
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
零
八
憲

章
」
は
「
普
遍
的
価
値
」、
す
な
わ
ち
西
側
の
民
主
主
義
を
受
け
入
れ
て
民
主
化
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
く
に
呉
邦
国
の
演
説
は
、
中
国
の
現
体
制
の
指
導
者
が
民
主
化
を
拒
否
す
る
意
思
を
改
め
て
表
明
し
た
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
「
零
八
憲
章
」
は
現
体
制
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
政
治
運
動
で
あ
り
、
呉
の
発
言
は
こ
の
よ
う
な
運
動
を
牽
制
す
る
た
め
に

発
せ
ら
れ
た
と
い
う
解
釈
も
あ
る
（
た
だ
し
、
呉
邦
国
と
他
の
指
導
者
と
の
間
の
相
違
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
呉
の
発
言
が
指
導
部
の
総
意

で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
）。

（
二
）
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
接
近

そ
れ
で
は
、【
一
】
の
王
紹
光
の
立
場
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
体
制
側
の
呉
邦
国
と
同
じ
く
、
民
主
化
を
拒
否
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
王
の
『
民
主
四
講
』
は
、
先
の
引
用
部
分
の
直
前
で
、
民
主
化
を
拒
否
す
る
呉
邦
国
な
ら
絶
対
に
口
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に
し
な
い
よ
う
な
「
民
主
化
」
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
西
側
」
の
学
者
の
研
究
に
依
拠
し
て
い

る
の
で
あ
る
（
４
）。
そ
れ
は
次
の
四
点
で
あ
る
。
第
一
は
抽
選
制
で
、
公
職
者
の
選
出
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
な
ら
っ
て
抽
選
で
行
い
、
市
民
の
持

ち
回
り
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
「
商
議
民
主
（
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）」
で
あ
り
、
こ
れ
は
近
年
西
側
諸
国
の
多
く
の
政
治
学
者
が

民
主
主
義
の
深
化
を
求
め
て
熱
心
に
主
張
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
５
）。
第
三
は
「
電
子
民
主
（
ｅ
―

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）」
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
を
用
い
た
民
主
主
義
の
方
法
を
指
す
。
そ
し
て
第
四
は
、「
経
済
民
主
（
経
済
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）」
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
労
働
者
な
ど
の
職
場
の
意
思
決
定
へ
の
参
加
や
、
財
産
の
平
等
化
を
前
提
と
す
る
「
財
産
所
有
民
主
主
義
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
前

者
は
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
、
後
者
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ー
ド
や
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
と
い
っ
た
、「
西
側
」
を
代
表
す
る
学
者
の
諸
説
に

拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
６
）。

こ
れ
ら
王
紹
光
の
四
つ
の
提
案
は
、
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
複
数
政
党
制
や
代
議
制
を
特
徴
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
へ
の
批
判
で
あ
る
。
王
は
と
く
に
選
挙
民
主
主
義
を
攻
撃
す
る
。
現
実
の
選
挙
で
選
ば
れ
る
の
は
常
に
政
治
的
・
経
済
的
「
エ
リ
ー

ト
」
で
あ
り
、
労
働
者
や
貧
者
な
ど
「
人
民
」
の
声
は
反
映
さ
れ
に
く
い
。
つ
ま
り
西
側
諸
国
の
選
挙
民
主
主
義
と
は
「
民
主
」
で
は
な
く

「
選
主
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
真
の
民
主
主
義
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
西
側
の
民
主
主
義
は
モ
デ
ル
と
す
べ
き
で
は
な
い
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
王
紹
光
の
立
場
は
、
西
側
に
お
け
る
「
左
派
」
が
主
張
す
る
こ
と
の
多
い
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
近
い
も
の
で

あ
る
（
７
）。
砂
山
幸
雄
は
中
国
の
論
壇
で
九
〇
年
代
以
後
に
登
場
し
た
「
新
左
派
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
知
識
人
の
う
ち
、
汪
暉
（
中
国
社
会
科

学
院
↓
清
華
大
学
）
の
民
主
主
義
論
を
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
近
い
も
の
と
位
置

づ
け
（
８
）、
ま
た
そ
の
「
新
左
派
」
と
「
自
由
主
義
」
と
の
間
の
論
争
に
つ
い
て
、「
先
進
諸
国
に
お
け
る
左
右
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
配
置
に
近
づ

い
て
お
り
、
か
つ
て
〔
八
〇
年
代
や
九
〇
年
代
初
め
の
論
争
〕
よ
り
分
か
り
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
９
）。
も
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ち
ろ
ん
中
国
の
「
新
左
派
」
が
西
側
の
先
進
諸
国
の
「
左
」
派
で
、「
自
由
主
義
」
が
先
進
諸
国
の
「
右
」
派
に
当
た
る
。
そ
し
て
王
紹
光

は
、
砂
山
が
と
り
あ
げ
た
汪
暉
と
並
ん
で
、「
新
左
派
」
の
代
表
格
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
否
定

し
か
し
、
西
側
諸
国
の
「
左
派
」
が
、
王
紹
光
の
民
主
主
義
論
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
冒
頭
に
掲
げ

た
一
節
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
民
主
化
を
拒
否
す
る
体
制
の
論
理
と
も
共
通
点
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
王
紹
光
が

北
京
の
民
間
文
化
団
体
「
烏
有
之
郷
（
ユ
ー
ト
ピ
ア
）
書
社
（
亜
）」
の
会
合
で
『
民
主
四
講
』
に
基
づ
く
講
演
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
真
っ
先
に
質

問
し
た
人
物
が
王
の
主
張
に
賛
意
を
示
し
な
が
ら
、
冒
頭
【
三
】
の
呉
邦
国
の
発
言
を
引
き
、「
あ
な
た
の
講
演
は
呉
邦
国
委
員
長
を
支
持

す
る
も
の
だ
。
呉
の
言
葉
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
人
は
多
い
が
、
こ
れ
を
聴
け
ば
、
多
く
の
人
が
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」（
大

意
）
と
述
べ
て
い
る
（
唖
）。
ま
た
体
制
側
の
論
理
と
の
共
通
点
と
い
え
ば
、
王
は
か
つ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
学
術
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
中
国
人
学
者

の
論
文
の
、「
人
民
の
人
民
に
よ
る
人
民
の
た
め
の
政
治
と
い
う
意
味
で
の
民
主
主
義
は
、
一
党
制
の
下
で
も
実
現
可
能
」
と
い
う
、
複
数

政
党
制
の
普
遍
性
に
疑
問
を
呈
し
た
一
節
を
引
き
、
賛
意
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
る
（
娃
）。

た
だ
し
、
王
は
講
演
の
質
問
者
に
対
し
て
は
明
確
な
態
度
表
明
は
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
中
国
人
学
者
へ
の
賛
意
と
い
っ
て
も
「
こ
れ
に

同
意
す
る
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
考
え
方
に
は
学
ぶ
べ
き
だ
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
側
諸
国
の
「
左
派
」
で
あ
れ

ば
、
よ
り
明
確
に
呉
邦
国
や
「
一
党
制
」
に
は
反
対
す
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
王
紹
光
の
よ
う
な
物
言
い
は
受
け
入
れ
難
い
は
ず
で

あ
る
（
阿
）。

一
方
、
西
側
の
「
右
派
」
を
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
擁
護
す
る
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
否
定
的
な
立
場
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
「
右
派
」
も
「
左
派
」
と
同
じ
く
、
王
紹
光
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
冒
頭
【
二
】
の
反
体
制
文
書
「
零
八
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憲
章
」
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
擁
護
す
る
「
右
派
」
の
発
想
に
立
っ
て
い
る
が
、
中
国
で
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立
場

に
た
つ
人
々
は
、
実
際
に
王
紹
光
を
批
判
し
て
い
る
（
哀
）。
例
え
ば
上
海
の
あ
る
書
評
誌
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
中
国
人
社
会
学
者
・
趙
鼎
新
に
よ

る
『
民
主
四
講
』
批
判
を
掲
載
し
た
り
（
愛
）、
王
紹
光
本
人
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
想
定
さ
れ
る
批
判
を
ぶ
つ
け
た
り
し
て
い
る
（
挨
）。

趙
鼎
新
の
批
判
は
主
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
関
す
る
理
論
的
な
批
判
で
あ
り
、
王
紹
光
の
提
案
で
は
「
多
数
の
暴
政
」
の
恐
れ

が
あ
り
、
ま
た
国
家
指
導
者
を
選
出
し
そ
れ
に
正
統
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
な
ど
と
す
る
。
他
方
、
王
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
質
問
が
ぶ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

「
記
者
：
選
挙
民
主
主
義
す
ら
な
い
の
に
、
選
挙
民
主
主
義
の
欠
陥
を
指
摘
し
て
も
意
味
が
な
い
と
言
う
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
？

王
紹
光
：
経
済
発
展
が
遅
れ
て
い
る
か
ら
環
境
汚
染
を
し
て
も
よ
い
、
経
済
が
発
展
し
て
か
ら
環
境
保
護
を
す
れ
ば
よ
い
と
言
う
人

は
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
今
の
段
階
で
そ
の
よ
う
に
経
済
発
展
を
追
い
求
め
た
ら
ひ
ど
い
環
境
汚
染
を
も
た
ら
す
こ
と
が
明
白
だ

と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
う
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
か
？
…
同
様
に
、
…
選
挙
を
し
て
も
た
ぶ
ん
問
題
は
解
決
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
よ

り
多
く
の
問
題
が
生
じ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
事
前
に
考
え
直
さ
な
い
の
で
す
か
？
」

「
記
者
：
競
争
的
な
選
挙
が
な
け
れ
ば
、
言
論
の
自
由
や
数
多
く
の
個
人
の
自
由
が
保
障
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
？

王
紹
光
：
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
言
論
の
自
由
・
出
版
の
自
由
・
選
挙
の
自
由
が
あ
る
所
で
も
、
多
く
の
問
題
が
解
決
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
…
た
だ
し
私
は
言
論
・
出
版
の
自
由
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
主
が
不
要
だ
と
言
う
の
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
私
は
『
選
主
』
が
不
要
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
必
要
な
の
は
真
の
民
主
な
の
で
す
。
…
私
は
、
中
国
の
政
治
改
革
・
民

主
改
革
の
突
破
口
が
、
競
争
的
選
挙
の
実
現
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。」
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こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
質
問
は
「
右
派
」
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
王
紹
光
と
西
側
「
左
派
」
と
の
違
い

も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
王
は
中
国
が
民
主
化
し
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、

選
挙
や
言
論
の
自
由
と
い
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
成
要
素
は
否
定
し
て
い
る
。
西
側
の
「
左
派
」
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
実
現
を
追
求
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
乗
り
越
え
た
先
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
追
求
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
現
を
前
提
と
し
た
考
え
方
で
あ
る
（
姶
）。
し
か
し
王
は
、
そ
の
よ
う
な

考
え
方
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
国
の
民
主
化
に
つ
い
て
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
経
由
せ
ず
、
直
接
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
至
る
べ
き
と
す
る
主
張

は
、
王
紹
光
だ
け
で
は
な
く
、「
新
左
派
」
と
呼
ば
れ
る
そ
の
他
の
知
識
人
に
も
見
ら
れ
る
（
逢
）。
例
え
ば
崔
之
元
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科

大
学
↓
清
華
大
学
）
は
、
王
紹
光
の
よ
う
な
選
挙
の
否
定
ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
選
挙
の
方
式
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

に
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
る
複
数
政
党
制
を
前
提
と
し
な
い
提
案
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
で
は
テ
レ
ビ
な
ど
の
情
報
源
が
発
達
し
、

有
権
者
が
自
分
で
政
策
や
立
候
補
者
に
関
す
る
情
報
を
精
査
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
政
党
が
媒
介
し
て
情
報
を
集
約
す

る
こ
と
な
し
に
、
よ
り
直
接
的
に
、
政
治
と
有
権
者
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
民
主
化
に
お
い
て

は
複
数
政
党
制
を
導
入
せ
ず
、「
一
党
制
」
の
ま
ま
で
選
挙
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
（
葵
）。
テ
レ
ビ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
代
え
れ
ば
、
こ
れ
は
王
紹
光
が
『
民
主
四
講
』
の
中
で
選
挙
に
代
え
て
提
案
し
て
い
る
「
電
子
民
主
（
ｅ
―

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）」
に
近
い
考

え
方
で
あ
る
。

（
四
）
本
稿
の
視
角

上
記
の
記
述
を
整
理
す
る
と
、
表
一
が
得
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
西
側
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
「
左
」「
右
」
両
陣
営
の
論
理
も
、
い
か
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な
る
実
質
的
な
民
主
化
も
拒
否
す
る
非
民
主
主
義
体
制
（
中
国
現

体
制
）
の
論
理
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
追
求
し
つ
つ
も
リ
ベ

ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
否
定
す
る
王
紹
光
の
論
理
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
冷
戦
時
代
に
社
会
主
義
国
の

政
治
体
制
を
擁
護
し
た
論
理
に
近
い
。
し
か
し
王
ら
の
議
論
は
、

現
存
し
た
社
会
主
義
が
民
主
主
義
と
は
言
え
な
い
も
の
だ
っ
た
こ

と
が
明
白
に
な
っ
た
時
期
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
王
紹
光
も
、
中

国
共
産
党
の
「
一
党
制
」
に
対
し
て
「
政
治
改
革
・
民
主
改
革
」

を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
紹
光
ら
の
民
主
化

論
は
、
か
つ
て
の
社
会
主
義
者
の
民
主
主
義
論
と
同
列
に
は
扱
え

な
い
。
つ
ま
り
、
王
紹
光
ら
の
立
場
は
、
我
々
に
と
っ
て
、
そ
の

他
の
立
場
ほ
ど
自
明
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
民
主
化

を
展
望
し
た
り
、
あ
る
い
は
西
側
で
生
ま
れ
た
民
主
主
義
の
理
論

の
世
界
的
な
伝
播
を
考
え
た
り
す
る
う
え
で
、
王
紹
光
ら
中
国

「
新
左
派
」
の
論
理
の
検
討
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

考
え
る
。

こ
こ
で
「
新
左
派
」
の
民
主
主
義
観
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ

表１　リベラル・デモクラシーとラディカル・デモクラシー

ラディカル・デモクラシー

追求 追求せず

リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

前
提 西側「左派」

【二】零八憲章
中国「自由主義」
西側「右派」

前
提
と
せ
ず

【一】王紹光
中国「新左派」

【三】呉邦国
中国現体制

出所：筆者作成。
注： 矢印はそれぞれ本稿第二章以降の議論の内容を示して
いる。太い矢印（下方向）は第二章、細い矢印（右方
向）は第三章、点線の矢印（左上方向）は第四章に当
たる。
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い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
論
壇
の
交
通
整
理
や
論
争
そ
れ
自
体
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
代
表
的
な
論
著
の
紹
介
・
検
討
が
多
い
（
茜
）。
一
方
、
個
別

の
論
者
の
思
考
の
形
成
過
程
ま
で
視
野
に
入
れ
、
そ
れ
を
時
系
列
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
研
究
は
少
な
い
。
邦
語
で
は
汪
暉

の
思
想
を
検
討
し
た
砂
山
幸
雄
の
論
文
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
（
穐
）。
ま
た
、
先
行
研
究
で
王
紹
光
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
場
合
は
、
主
に
中
央

政
府
の
強
化
を
目
指
す
「
国
家
主
義
者
」（
後
述
）
の
側
面
に
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
民
主
化
論
を
主
に
と
り
あ
げ
た
も
の

は
少
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
王
紹
光
の
複
数
の
論
著
を
検
討
し
、
民
主
化
論
の
視
角
か
ら
す
る
と
一
見
し
た
と
こ
ろ
奇
妙
に
も
感
じ
ら

れ
る
思
考
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

（
五
）
王
紹
光
の
経
歴

こ
こ
で
、
王
紹
光
の
経
歴
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
（
悪
）。
一
九
五
四
年
、
中
国
湖
北
省
武
漢
市
生
ま
れ
。
一
二
歳
の
時
に
文
化
大
革
命
が

起
こ
り
、
紅
衛
兵
運
動
に
参
加
す
る
が
、
他
の
多
く
の
学
生
の
よ
う
に
農
村
に
下
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
七
二
年
に
高
校
卒
業

後
、
教
師
に
採
用
さ
れ
、
文
革
末
期
を
高
校
教
師
と
し
て
過
ご
す
。

一
九
七
七
年
、
文
革
中
に
中
止
さ
れ
て
い
た
大
学
入
試
が
回
復
さ
れ
る
と
北
京
大
学
法
律
系
に
合
格
す
る
。
当
時
の
同
窓
生
に
は
現
在
共

産
党
序
列
第
七
位
で
副
総
理
と
な
っ
て
い
る
李
克
強
な
ど
が
い
た
（
握
）。
大
学
時
代
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
労
働
者
自
主
管
理
を
研
究
し
た

り
、
経
済
法
に
関
す
る
論
文
を
公
刊
し
た
り
し
（
渥
）、
卒
業
論
文
と
し
て
執
筆
し
た
西
側
諸
国
の
利
益
集
団
政
治
に
つ
い
て
の
論
文
は
北
京
大
学

の
教
授
が
編
纂
し
た
本
に
収
録
さ
れ
た
（
旭
）。

一
九
八
二
年
に
大
学
を
卒
業
後
、
中
国
初
の
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
留
学
生
の
一
人
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ネ
ル
大
学
大
学
院
に
留
学
し
、
政

治
学
を
専
攻
す
る
。
一
九
八
四
年
に
修
士
号
取
得
後
、
同
大
学
院
の
博
士
課
程
に
進
む
。
博
士
論
文
の
指
導
教
員
は
中
国
の
農
村
政
治
を
専

門
と
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
・
シ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ネ
ル
大
学
に
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
で
著
名
な
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ウ
ィ
も
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お
り
、
影
響
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
に
Ｐ
ｈ
．Ｄ
を
取
得
、
テ
ー
マ
は
文
化
大
革
命
に
お
け
る
武
漢
の
大
衆
運
動
で
あ
っ
た
（
葦
）。

一
九
九
〇
年
よ
り
イ
ェ
ー
ル
大
学
政
治
学
部
で
教
鞭
を
と
る
。
先
に
触
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
は
長
く
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
い
た
人
物

で
、
王
に
よ
る
と
、
ダ
ー
ル
は
す
で
に
退
職
し
て
い
た
が
、
面
会
す
る
機
会
が
あ
り
影
響
を
受
け
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
芦
）。

イ
ェ
ー
ル
時
代
に
研
究
対
象
は
文
化
大
革
命
か
ら
政
治
経
済
学
に
広
が
り
、
数
々
の
論
著
を
発
表
し
て
中
国
「
新
左
派
」
の
代
表
格
と
見

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
有
名
な
の
が
、
一
九
九
三
年
に
胡
鞍
鋼
（
当
時
中
国
科
学
院
）
と
作
成
し
た
報
告
書
『
中
央
政
府
の
市

場
経
済
転
換
に
お
け
る
主
導
的
役
割
を
強
化
せ
よ

―
中
国
の
国
家
能
力
に
関
す
る
報
告
書

―
』（
以
下
、『
国
家
能
力
報
告
』
と
略
（
鯵
））
で

あ
る
。
王
と
胡
は
、
こ
の
報
告
書
で
中
央
政
府
の
財
政
力
を
強
化
す
る
中
央
集
権
化
を
主
張
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
新
左
派
」
の
中
で
も
と

く
に
「
国
家
主
義
者
」（statist
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
一
九
九
八
年
か
ら
香
港
中
文
大
学
で
も
教
鞭
を
と
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
イ
ェ
ー
ル
を
離
れ
て
香
港
に
移
る
。
現
在
、
香
港
中
文

大
学
政
治
・
公
共
行
政
系
教
授
、
ま
た
北
京
の
清
華
大
学
公
共
管
理
学
院
の
兼
任
教
授
で
も
あ
る
。
清
華
大
学
に
は
九
〇
年
代
以
来
の
共
同

研
究
者
で
あ
る
胡
鞍
鋼
が
移
っ
て
き
て
お
り
、
二
人
は
現
在
に
至
る
ま
で
様
々
な
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
い
る
。
王
紹
光
は
一

九
八
二
年
に
留
学
に
旅
立
っ
て
以
後
ア
メ
リ
カ
・
香
港
を
渡
り
歩
き
、
中
国
に
定
住
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
胡
鞍
鋼
と
の
共
同
研
究
を
通
じ

て
現
地
感
覚
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
い
う
。

註（
１
）
王
紹
光
『
民
主
四
講
』
北
京
：
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
六
ペ
ー
ジ
。

（
２
）

http://w
w

w
.2008xianzhang.info/chinese.htm

（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
一
日
確
認
）
な
ど
で
閲
覧
で
き
る
。

（
３
）
呉
邦
国
「
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
長
工
作
報
告

―
二
〇
〇
九
年
三
月
九
日
在
第
十
一
屆
全
国
人
民
代
表
大
会
第
二
次
会
議
上

―
」

『
人
民
網
』
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://cpc.people.com

.cn/G
B

/64093/64094/8972065.htm
l

、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
一
日
確
認
）。
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（
４
）
王
紹
光
、
前
掲
書
、
二
四
五
―
二
五
五
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
「
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
篠
原
一
『
市
民
の
政
治
学

―
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か

―
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
四
年
、
小

川
有
美
編
『
ポ
ス
ト
代
表
制
の
比
較
政
治

―
熟
義
と
参
加
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

―
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
七
年
、
田
村
哲
樹
『
熟
議
の

理
由

―
民
主
主
義
の
政
治
理
論

―
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
６
）
例
え
ば
、
ダ
ー
ル
（
内
山
秀
夫
訳
）『
経
済
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
序
説
』
三
嶺
書
房
、
一
九
八
八
年
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
著
・
エ
リ
ン
・
ケ
リ
ー
編

（
田
中
成
明
・
亀
本
洋
・
平
井
亮
輔
訳
）『
公
正
と
し
て
の
正
義
再
説
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、J. E

. M
eade, E

fficiency, E
quality and the 

O
w

nership of P
roperty, L

ondon: G
eorge A

llen &
 U

nw
in L

td., 1964

な
ど
。

（
７
）
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
は
、
千
葉
真
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
地
平

―
自
由
・
差
異
・
共
通
善

―
』
新
評

論
、
一
九
九
五
年
、
向
山
恭
一
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

―
『
政
治
的
な
も
の
』
の
倫
理
化
に
向
け
て

―
」
有
賀
誠
・
伊
藤
恭
彦
・
松

井
暁
編
『
ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

―
社
会
的
規
範
理
論
へ
の
招
待

―
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
早
川
誠
「
市
民
社
会
と
新
し
い

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
」
川
崎
修
・
杉
田
敦
編
『
現
代
政
治
理
論
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
、
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
８
）
砂
山
幸
雄
「
一
九
九
〇
年
代
中
国
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
批
判

―
汪
暉
の
諸
説
を
中
心
に

―
」『
紀
要

地
域
研
究
・
国
際
学
編
』（
愛
知

県
立
大
学
外
国
語
学
部
）
第
三
三
号
、
二
〇
〇
一
年
、
一
七
一
―
一
七
二
ペ
ー
ジ
。
な
お
筆
者
は
同
じ
よ
う
な
視
点
か
ら
こ
れ
を
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
滝
田
豪
「
中
国
に
お
け
る
民
主
主
義
観
の
対
立

―
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

―
」
島
田
幸
典
・
木
村
幹

編
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
民
主
主
義
・
政
治
指
導

―
制
度
的
変
動
期
の
比
較
政
治
学

―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
。

（
９
）
砂
山
幸
雄
「
中
国
知
識
人
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
ど
う
見
る
か

―
『
文
明
の
衝
突
』
批
判
か
ら
自
由
主
義
論
争
ま
で

―
」『
現
代
中
国
』
第
七

六
号
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
ペ
ー
ジ
。

（
10
）
一
般
に
「
新
左
派
」
の
拠
点
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
『
烏
有
之
郷
』（http://w

w
w

.w
yzxsx.com

/

）
の
運
営
母
体
で
あ
る
。
ち

な
み
に
二
〇
〇
九
年
二
月
に
警
察
の
捜
索
を
受
け
、
関
係
者
が
連
行
さ
れ
た
。
文
化
大
革
命
を
賛
美
す
る
文
書
を
配
布
し
た
こ
と
が
原
因
と
さ
れ
て

い
る
。
江
迅
「
烏
有
之
郷
要
為
四
人
幫
平
反
被
査
」『
亜
洲
週
刊
』
二
〇
〇
九
年
三
月
二
二
日
号
。

（
11
）
二
〇
〇
九
年
三
月
二
九
日
、
烏
有
之
郷
書
社
。
筆
者
は
同
書
社
が
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
動
画
を
視
聴
し
た
。「
王
紹
光
講
座
視
頻
：

超
越
選
主

―
対
現
代
民
主
制
度
的
反
思

―
」『
烏
有
之
郷
』
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.w
yzxsx.com

/A
rticle/C

lass16/200904/77033.

htm
l

、
二
〇
〇
九
年
八
月
二
八
日
確
認
）。
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（
12
）
王
紹
光
「
西
方
政
治
学
与
中
国
社
会
研
究
」
朱
雲
漢
・
王
紹
光
・
趙
全
勝
編
『
華
人
社
会
政
治
学
本
土
化
研
究
的
理
論
与
実
践
』
台
北
：
桂
冠

図
書
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
〇
二
年
、
四
九
ペ
ー
ジ
。
同
書
は
一
九
九
九
年
に
ア
メ
リ
カ
で
開
か
れ
た
学
術
会
議
の
論
文
集
で
あ
る
。
同
じ
論
文
は

中
国
で
出
版
さ
れ
た
次
の
本
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
王
紹
光
「〝
接
軌
〞
還
是
〝
拿
来
〞：
政
治
学
本
土
化
的
思
考
」
公
羊
主
編
『
思
潮

―
中
国

〝
新
左
派
〞
及
其
影
響

―
』
北
京
：
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
13
）
例
え
ば
、
イ
ラ
ク
戦
争
と
い
う
間
違
っ
た
戦
争
の
正
当
化
に
使
わ
れ
た
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
ピ
ー
ス
論
を
批
判
す
る
土
佐
弘
之
は
、

一
方
で
次
の
よ
う
な
懸
念
も
表
明
し
て
い
る
。「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
ピ
ー
ス
論
に
対
し
て
批
判
を
書
き
連
ね
る
と
、
当
然
漁
夫
の
利
を
得
て
、

歓
ぶ
者
が
い
る
。
そ
れ
は
、『
南
』
の
代
弁
者
と
自
称
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
権
威
主
義
体
制
の
政
治
指
導
者
た
ち
で
あ
る
」。
土
佐
弘
之
『
安
全
保

障
と
い
う
逆
説
』
青
土
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
五
九
―
一
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
14
）
な
お
、「
零
八
憲
章
」
に
社
会
福
祉
な
ど
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
要
素
が
乏
し
い
こ
と
は
、「
新
左
派
」
と
論
争
を
行
っ
た
「
自
由
主

義
」
の
側
か
ら
も
批
判
が
あ
る
。
秦
暉
「
中
国
更
需
要
民
主
弁
論
与
重
新
啓
蒙
」『
亜
洲
週
刊
』
二
〇
〇
九
年
三
月
二
〇
日
号
。

（
15
）
趙
鼎
新
「
民
主
的
限
制
」『
東
方
早
報
』
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
八
日
掲
載
）（http://w

w
w

.dfdaily.com
/node2/node31/

node2433/userobject1ai143009.shtm
l
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
五
日
確
認
）。

（
16
）
「
王
紹
光
談
民
主
和
『
選
主
』」『
東
方
早
報
』
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
八
日
掲
載
）（http://w

w
w

.dfdaily.com
/node2/

node31/node2433/userobject1ai193618.shtm
l

、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
五
日
確
認
）。

（
17
）
西
側
で
「
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
や
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
主
張
す
る
論
者
の
多
く
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ラ

デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
双
方
を
尊
重
し
、
足
ら
ざ
る
を
補
い
合
う
二
段
階
式
の
民
主
主
義
を
構
想
し
て
い
る
。
篠
原
一
、
前
掲
書
、
早
川

誠
、
前
掲
論
文
な
ど
。

（
18
）
た
だ
し
、
同
じ
「
新
左
派
」
で
も
、
汪
暉
や
陳
燕
谷
な
ど
の
「
全
面
的
民
主
主
義
」
論
は
、
砂
山
幸
雄
に
よ
れ
ば
「
経
済
民
主
主
義
を
重
視
す

る
新
左
派
と
政
治
的
自
由
を
重
視
す
る
自
由
主
義
者
双
方
の
論
点
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
も
と
で
よ
り
包
括
的
な
民
主
化

の
課
題
と
し
て
捉
え
直
し
た
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
「
一
九
九
〇
年
代
中
国
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
批
判
」、
一
七
一
ペ
ー
ジ
）。
と
す
れ

ば
、
西
側
「
左
派
」
は
、
王
紹
光
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
て
も
、
汪
暉
は
受
け
入
れ
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
新
左
派
」
と
呼
ば
れ
る
知
識
人

の
間
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。

（
19
）
崔
之
元
『
第
二
次
思
想
解
放
与
制
度
創
新
』
香
港
：
牛
津
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
二
九
九
―
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
。
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（
20
）
例
え
ば
、
議
論
の
交
通
整
理
と
し
て
、Joseph Few

sm
ith, C

hina since T
iananm

en: From
 D

eng X
iaoping to H

u Jintao, C
am

bridge 

U
niversity P

ress, 2008, 

許
紀
霖
・
羅
崗
等
『
啓
蒙
的
自
我
瓦
解

―
一
九
九
〇
年
代
以
来
中
国
思
想
文
化
界
重
大
論
争
研
究

―
』
長
春
：
吉

林
出
版
集
団
有
限
責
任
公
司
、
二
〇
〇
七
年
、「
新
左
派
」
寄
り
の
交
通
整
理
と
し
て
、X

udong Zhang, “T
he R

eturn of Policical: M
aking of 

the Post-T
iananm

en Intellectural Field ”, Postsocialism
 and C

ultural Politics: C
hina in the L

ast D
acade of the Tw

entieth C
entury, D

uke 

U
niversity P

ress, 2008

、「
新
左
派
」
に
批
判
的
な
交
通
整
理
と
し
て
、
緒
形
康
「
現
代
中
国
の
自
由
主
義
」『
中
国
21
』
Ｖ
ｏ
ｌ
．９
（
二
〇
〇
〇

年
）、
汪
暉
の
代
表
的
著
作
と
そ
の
後
の
展
開
を
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
宇
野
木
洋
『
克
服
・
拮
抗
・
模
索

―
文
革
後
中
国
の
文
芸
理

論
領
域

―
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
、
な
ど
が
あ
る
。

（
21
）
砂
山
幸
雄
、
前
掲
「
一
九
九
〇
年
代
中
国
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
批
判
」。

（
22
）
主
に
、
王
紹
光
「
従
関
心
政
治
到
研
究
政
治
（
跋
）」『
左
脳
的
思
考
』
天
津
：
天
津
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
に
拠
っ
た
。

（
23
）
王
紹
光
と
李
克
強
が
写
っ
た
集
合
写
真
が
あ
る
。
王
が
参
加
し
た
会
議
が
開
催
さ
れ
た
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
に
よ
る
紹
介
（
二
〇
〇
九
年
七
月
二

八
日
）（http://w

w
w

.chinastudies.unim
elb.edu.au/conferences/2009/assets/pdf/P

rofessorW
angShaoguang.pdf

、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
一

ff

日
確
認
）。

（
24
）
王
紹
光
「
対
経
済
立
法
的
両
点
認
識
」『
江
漢
論
壇
』
一
九
七
九
年
第
三
期
。

（
25
）
龔
祥
瑞
『
比
較
憲
法
与
行
政
法
』
北
京
：
法
律
出
版
社
、
一
九
八
五
年
。
た
だ
し
同
書
に
は
王
の
名
前
は
、
論
文
の
著
者
と
し
て
で
は
な
く
、

教
授
の
協
力
者
の
一
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る

（
26
）
そ
の
後
次
の
よ
う
に
公
刊
さ
れ
た
。
王
紹
光
『
理
性
与
瘋
狂

―
文
化
大
革
命
中
的
群
衆

―
』
香
港
：
牛
津
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、

W
ang Shaoguang, Failure of C

harism
a: T

he C
ultral R

evolution in W
uhan, H

ong K
ong: O

xford U
niversity P

ress, 1995

（
王
紅
続
主
訳

『
超
凡
領
袖
的
挫
敗

―
文
化
大
革
命
在
武
漢

―
』
香
港
：
中
文
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
27
）
王
紹
光
、
前
掲
『
民
主
四
講
』、
二
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
28
）
そ
の
後
次
の
よ
う
に
公
刊
さ
れ
た
。
王
紹
光
・
胡
鞍
鋼
『
中
国
国
家
能
力
報
告
』
瀋
陽
：
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
香
港
：
牛
津
大

学
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。
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二
．
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
の
撤
退

第
二
章
で
は
、
表
一
で
西
側
「
左
派
」
と
王
紹
光
と
を
分
か
つ
ヨ
コ
の
線
、
す
な
わ
ち
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
評
価
を
め
ぐ
る
線

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
と
い
う
の
も
、
王
紹
光
は
最
初
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
否
定
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
一
九
九
〇
年
前
後
に
発
表
さ
れ
た
王
紹
光
の
最
初
期
の
著
作
は
、
現
在
と
は
大
き
く
異
な
り
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
否

定
す
る
こ
と
は
な
く
、
民
主
化
を
要
求
す
る
反
体
制
的
な
色
彩
が
濃
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
不

満
は
表
明
し
て
お
り
、
西
側
「
左
派
」
的
な
傾
向
は
す
で
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
西
側
「
左
派
」
的
立
場
か
ら
、
現
在
の
立
場
へ
の
転

換
は
、
い
か
に
し
て
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
一
）
体
制
へ
の
敵
対

一
九
九
〇
年
前
後
の
王
の
著
作
に
は
、
博
士
論
文
に
か
か
わ
る
文
化
大
革
命
の
専
門
的
な
議
論
を
除
く
と
、
一
九
八
九
年
六
月
に
発
生
し

た
六
四
天
安
門
事
件
の
影
響
が
濃
い
。
王
自
身
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
て
武
漢
大
学
に
就
職
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
決
ま
っ
て
い
た
の
だ

が
、
天
安
門
事
件
に
よ
っ
て
そ
れ
を
取
り
や
め
る
と
い
う
経
験
を
し
て
い
た
。
武
漢
大
学
か
ら
電
報
を
受
け
取
り
一
度
は
帰
国
の
決
断
を
下

し
た
の
は
、
天
安
門
事
件
当
日
の
朝
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
時
期
に
特
徴
的
な
の
は
共
産
党
政
権
に
対
す
る
敵
対
的
な
論
調
で
あ
る
。
例
え
ば
、
事
件
後
の
情
勢
を
「
中
国
の
暗
黒
が
続
く
」
と

表
現
し
て
い
る
（
梓
）。
ま
た
当
時
の
中
国
の
政
治
体
制
を
表
現
す
る
際
に
「
全
体
主
義
」
や
「
権
威
主
義
」
と
い
う
用
語
を
否
定
的
な
意
味
で
使

用
し
て
い
る
が
（
圧
）、
こ
れ
は
後
に
な
る
と
中
国
の
現
実
に
合
わ
な
い
概
念
と
し
て
自
ら
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
用
語
で
あ
る
（
斡
）。
他
方
で
王
は
、

す
で
に
九
〇
年
の
末
に
、
九
三
年
の
『
国
家
能
力
報
告
』
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
中
央
政
府
の
能
力
の
弱
体
化
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
論
文
「
強
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力
な
民
主
国
家
の
建
設
（
扱
）」
を
執
筆
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
英
語
版
（
未
公
刊
）
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
の
能
力
低
下
を
指
摘
す
る
際

に
、「
北
京
の
中
心
で
武
器
を
持
た
な
い
市
民
を
何
百
人
も
殺
害
し
た
こ
と
自
体
が
、
体
制
が
い
か
に
弱
体
化
し
て
い
る
か
を
白
日
の
下
に

さ
ら
し
て
い
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
（
宛
）。
さ
ら
に
自
分
た
ち
を
「
民
運
力
量
（
民
主
化
運
動
勢
力
）」
と
呼
び
、「
中
国
民
主
化
の
希

望
を
鄧
小
平
政
権
の
良
心
の
発
露
に
託
す
こ
と
は
で
き
な
い
」「
我
々
の
目
標
は
国
家
の
弱
体
化
で
は
な
く
政
体
の
民
主
化
で
あ
る
」
と
述

べ
る
（
姐
）。
こ
の
論
文
は
確
か
に
『
国
家
能
力
報
告
』
に
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
強
い
民
主
化
志
向
を
打
ち
出
し
て
い
る
点
で
、
後
者
と
は
異

な
っ
て
い
る
。

ま
た
当
時
の
王
は
八
九
年
の
反
政
府
運
動
に
お
け
る
労
働
者
の
動
向
を
分
析
し
た
論
文
を
何
本
か
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
は
反
政

府
運
動
に
参
加
し
た
労
働
者
に
対
す
る
同
情
が
色
濃
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
私
の
友
人
」
で
あ
る
北
京
大
学
法
律
系
の
大
学
院

生
が
独
立
労
働
組
合
を
組
織
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
理
由
に
逮
捕
さ
れ
、
厳
し
く
処
罰
さ
れ
た
こ
と
ま
で
書
か
れ
て
い
る
（
虻
）。

た
だ
し
、
共
産
党
に
敵
対
的
で
、
は
っ
き
り
と
「
民
主
化
運
動
」
の
側
に
立
っ
て
い
た
王
だ
が
、
そ
の
民
主
主
義
観
に
は
、
す
で
に
こ
の

段
階
か
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
よ
り
も
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
間
に
親
和
性
が
見
ら
れ
る
。
労
働
者
に
同
情
的
な

の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
返
す
刀
で
リ
ベ
ラ
ル
派
の
知
識
人
へ
の
批
判
も
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
反
体
制
運
動

に
参
加
し
た
労
働
者
が
求
め
た
の
は
、
知
識
人
が
求
め
た
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
現
で
は
な
く
、
生
活
改
善
要
求
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
、
知
識
人
の
よ
う
に
経
済
自
由
主
義
を
擁
護
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
済
自
由
主
義
政
策
に
よ
っ
て
労
働
者
の
生
活
水
準

が
低
下
し
、
社
会
に
格
差
が
生
じ
た
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
た
。
し
か
し
労
働
者
は
自
ら
の
生
活
だ
け
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
民
主

主
義
の
何
た
る
か
を
も
理
解
し
、
民
主
化
を
は
っ
き
り
と
要
求
し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
職
場
で
の
発
言
権
の
拡
大
な
ど
を
含
む
「
経
済

民
主
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
知
識
人
た
ち
は
自
由
や
市
民
社
会
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ば
か
り
に
執
着
し
、
労
働
者
の
「
経
済
民
主
」
要
求
に

目
を
向
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
天
安
門
事
件
の
後
に
な
っ
て
も
変
わ
り
が
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
民
主
化
の
展
望
は
開
け
ず
、「
中
国
の
暗

（715）



242

黒
」
が
続
く
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
当
時
の
王
の
見
立
て
で
あ
っ
た
（
飴
）。

と
は
い
え
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
間
に
距
離
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
体
制
と
の
間
の
距
離
の
方
が
そ
れ
よ
り
近
か
っ
た

と
は
言
え
な
い
。
労
働
者
が
体
制
と
対
立
す
る
立
場
に
立
っ
た
以
上
、
彼
ら
を
「
変
革
の
原
動
力(a force for change)

」
と
位
置
づ
け
、

知
識
人
よ
り
も
彼
ら
に
体
制
変
革
の
希
望
を
託
す
と
い
う
の
が
、
王
の
立
場
で
あ
っ
た
（
絢
）。

（
二
）
過
渡
期
の
思
考

―
「
過
酷
な
選
択
」
と
「
新
保
守
主
義
」

―

体
制
に
敵
対
的
で
民
主
化
を
要
求
す
る
姿
勢
に
転
換
が
訪
れ
る
の
は
、
一
九
九
二
年
頃
で
あ
る
。
最
も
重
要
な
の
は
、
九
一
〜
九
二
年
に

か
け
て
の
ソ
連
／
ロ
シ
ア
情
勢
に
よ
る
啓
発
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
北
米
で
発
行
さ
れ
て
い
る
中
国
語
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
に
よ
る

と
、
王
紹
光
は
九
一
年
・
九
二
年
の
二
回
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
交
流
事
業
に
参
加
し
て
モ
ス
ク
ワ
を
訪
問
し
て
い
る
（
綾
）。
時
期
と
し
て
は
、
九

一
年
一
二
月
の
ソ
連
解
体
を
挟
む
形
に
な
っ
て
い
る
。
王
に
よ
る
と
、
こ
の
間
に
ロ
シ
ア
側
の
参
加
者
の
思
考
は
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。

ソ
連
解
体
前
の
九
一
年
三
月
に
モ
ス
ク
ワ
で
開
い
た
会
議
で
は
、
い
か
に
速
や
か
に
民
主
化
を
進
め
る
か
が
焦
点
だ
っ
た
。
し
か
し
解
体
直

後
の
九
二
年
初
頭
の
会
議
の
頃
に
は
、
ロ
シ
ア
側
の
関
心
は
「
強
力
な
政
府
の
建
設
」
に
変
わ
っ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
の
研
究
者
は
「
権
威
主

義
」
が
望
ま
し
い
と
語
り
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
を
望
む
者
す
ら
い
た
と
い
う
。

そ
の
背
景
に
は
、
ソ
連
解
体
前
後
の
混
乱
状
態
が
あ
っ
た
。
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
が
行
っ
た
「
シ
ョ
ッ
ク
療
法
」
の
弊
害
も
あ
り
、
経
済
は

壊
滅
状
態
で
あ
っ
た
。
王
紹
光
が
モ
ス
ク
ワ
で
出
会
っ
た
中
国
人
に
中
国
と
ロ
シ
ア
と
ど
ち
ら
の
状
況
が
よ
い
か
と
訊
ね
る
と
、「
中
国
に

決
ま
っ
て
い
る
」
と
の
答
え
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
八
〇
年
代
以
来
の
中
国
の
経
済
発
展
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
の
は
事
実
だ
と
し
て
、

王
は
こ
う
書
く
。
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「
私
は
こ
れ
ま
で
中
国
で
起
こ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
…
し
か
し
中
国
が
達
成
し
た
成
果
は
き
ち
ん

と
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「〔
ソ
連
で
は
〕
共
産
党
は
打
倒
さ
れ
、
人
々
は
政
治
的
自
由
を
手
に
入
れ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
重

大
な
代
償
を
払
っ
た
の
だ
。
中
国
は
い
ま
だ
に
共
産
党
の
指
導
下
に
あ
り
、
政
治
的
自
由
は
存
在
し
な
い
が
、
店
は
商
品
で
あ
ふ
れ
て

い
る
」。「
我
々
は
何
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
？

も
ち
ろ
ん
、
政
治
の
民
主
主
義
と
経
済
の
繁
栄
の
両
方
が
得
ら
れ
る
な
ら
す
ば
ら

し
い
こ
と
だ
。
し
か
し
も
し
短
期
的
に
は
二
つ
の
う
ち
一
つ
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
か
？

ま
た
長
期

的
に
は
、
ソ
連
モ
デ
ル
と
中
国
モ
デ
ル
と
ど
ち
ら
の
方
が
安
定
し
た
民
主
主
義
体
制
を
建
設
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

モ
ス
ク
ワ
を
離
れ

て
以
来
、
こ
の
問
題
が
頭
を
離
れ
な
い
。
だ
が
、
私
は
ま
だ
答
え
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
」。

こ
れ
以
後
、
王
紹
光
が
こ
の
時
の
モ
ス
ク
ワ
で
の
経
験
に
触
れ
た
文
章
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
後
の
言
論
か
ら
見
て
、
そ
の
「
答
え
」
が

民
主
主
義
よ
り
も
経
済
を
優
先
す
る
こ
と
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

た
だ
し
、
王
紹
光
が
民
主
主
義
と
経
済
発
展
の
間
の
選
択
に
頭
を
悩
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
九
二
年
初
頭
の
モ
ス
ク
ワ
の
現
状
を

目
撃
す
る
よ
り
は
、
前
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
と
き
の
会
議
に
提
出
し
た
論
文
の
中
で
、
す
で
に
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
（
鮎
）。
王
は
こ
の
選
択
を
「
過
酷
な
選
択
（cruel choice

）」
と
い
う
用
語
で
表
し
て
い
る
（
或
）。
そ
し
て
王
は
こ
こ
で
、
中
国
の
指
導

者
は
こ
の
「
過
酷
な
選
択
」
を
す
で
に
行
い
、「
経
済
的
繁
栄
の
た
め
に
政
治
的
自
由
を
犠
牲
に
す
る
」
こ
と
を
決
め
た
よ
う
だ
と
述
べ
て

い
る
。

だ
が
王
自
身
は
、
こ
の
論
文
の
段
階
で
は
「
過
酷
な
選
択
」
を
行
っ
て
は
い
な
い
。
論
文
の
考
察
の
焦
点
は
、
経
済
発
展
を
優
先
し
て
民

主
主
義
を
後
回
し
に
す
る
こ
と
が
、
民
主
化
に
つ
な
が
る
道
な
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
民
主
主
義
が
経
済
発
展
に
マ
イ
ナ

ス
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
経
済
発
展
が
民
主
主
義
に
プ
ラ
ス
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
結
論
は
、
民
主
主
義
と
経
済
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発
展
の
間
に
大
き
な
関
連
性
は
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
発
展
を
優
先
し
て
も
、
民
主
化
が
訪
れ
る
保
証

は
な
い
。
そ
こ
で
、「
中
国
の
民
主
主
義
者
は
、
権
威
主
義
と
の
闘
い
を
続
け
る
一
方
で
、
経
済
発
展
が
自
動
的
に
こ
の
国
に
民
主
主
義
を

も
た
ら
す
と
い
う
誤
っ
た
考
え
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
〝
権
威
主
義
と
闘
う

民
主
主
義
者
〞
と
い
う
戦
闘
的
な
概
念
の
中
に
、
王
紹
光
自
身
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
モ
ス
ク
ワ
会

議
の
論
文
は
王
紹
光
に
と
っ
て
、
転
換
の
結
果
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
過
渡
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

ま
た
モ
ス
ク
ワ
会
議
後
の
九
二
年
三
月
に
台
湾
の
時
論
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
文
も
、
や
は
り
過
渡
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
当

時
中
国
で
台
頭
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
「
新
保
守
主
義
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（
粟
）。
発
表
は
九
二
年
三
月
だ
が
、
ロ
シ
ア
を
指
し
て
「
ソ

連
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
執
筆
は
ソ
連
解
体
前
、
し
た
が
っ
て
モ
ス
ク
ワ
会
議
以
前
の
可
能
性
が
高
い
。「
新
保
守
主

義
」
と
は
、
中
国
で
急
進
的
な
改
革
に
反
対
し
て
漸
進
的
な
改
革
を
求
め
る
思
潮
で
、
そ
の
起
源
は
八
〇
年
代
末
に
唱
え
ら
れ
た
「
新
権
威

主
義
」
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
新
権
威
主
義
」
は
、
経
済
改
革
を
優
先
的
に
断
行
す
る
た
め
に
、
政
治
改
革
を
後
回
し
に
し
て
、
ま
ず

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
新
保
守
主
義
」
が
広
ま
っ
た
の
は
、
八
九
年
の
天
安
門
事

件
と
い
う
惨
事
と
そ
の
後
の
弾
圧
、
そ
し
て
（
ま
さ
に
王
紹
光
が
モ
ス
ク
ワ
で
実
体
験
し
た
）
ロ
シ
ア
・
東
欧
の
混
乱
の
影
響
を
受
け
て
の

こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
新
保
守
主
義
」
と
言
っ
て
も
、「
新
権
威
主
義
」
的
主
張
だ
け
で
な
く
、
経
済
改
革
す
ら
速
度
を

緩
め
る
べ
し
と
す
る
主
張
も
含
む
雑
多
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
新
保
守
主
義
」
は
そ
の
後
も
勢
力
を
強
め
、
九
〇
年
代
中
国
の
特

徴
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
拡
大
し
た
。
そ
し
て
九
三
年
以
後
の
王
紹
光
の
「
国
家
主
義
」
の
議
論
自
体
が
、
そ
の
事
例
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

る（袷
）。た

だ
し
こ
の
段
階
で
は
、
王
紹
光
が
「
新
保
守
主
義
」
の
一
員
に
な
っ
て
い
た
と
は
み
な
し
が
た
い
。
そ
の
傍
証
の
一
つ
は
、
こ
の
著
作

の
中
で
は
、「
新
保
守
主
義
」
と
は
王
が
北
京
大
学
な
ど
の
大
学
や
一
部
の
政
府
機
関
の
知
人
か
ら
耳
に
し
た
話
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
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る
。
ま
た
王
は
、「
新
保
守
主
義
」
の
特
徴
と
し
て
、「〔
ソ
連
・
東
欧
の
よ
う
な
〕
混
乱
を
恐
れ
る
」
側
面
だ
け
で
は
な
く
、「
変
化
を
求
め

る
」
側
面
も
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
急
進
的
改
革
と
い
う
選
択
肢
は
「
ソ
連
・
東
欧
で
中
国
の
た
め
に
実
験
中
」
で
あ
る
。
中
国
人

が
保
守
化
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
現
実
的
で
実
行
可
能
な
選
択
肢
（feasible alternative

）」
が
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
、
言
い
換
え
れ

ば
そ
の
実
験
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
「
答
え
」
を
出
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
王
自
身
は
ま
だ
「
答
え
」
を
出

し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
も
し
も
ソ
連
・
東
欧
の
実
験
が
良
い
方
向
に
転
換
す
れ
ば
、
新
保
守
主
義
の
思
潮
は
急
速
に
雲
散
霧
消
し
て

し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
か
、
も
し
も
中
国
の
指
導
者
が
「
東
欧
・
ソ
連
の
混
乱
を
見
て
他
人
の
災
い
を
自
ら
の
幸
運
と
み
な
し
」、
中
国
の

人
々
の
「
混
乱
を
恐
れ
る
」
側
面
ば
か
り
を
見
て
「
変
化
を
求
め
る
」
側
面
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
中
国
の
指
導
者
に
も
「
災
い
」
が
訪
れ

る
だ
ろ
う
、
な
ど
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ソ
連
解
体
前
後
の
王
紹
光
は
、「
過
酷
な
選
択
」
や
「
新
保
守
主
義
」
に
着
目
し
な
が
ら
も
、
自
ら
は
そ
こ
に
コ
ミ
ッ
ト

し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
王
の
議
論
は
、
中
国
の
指
導
者
と
同
じ
よ
う
に

「
過
酷
な
選
択
」
を
行
い
、
ま
た
ロ
シ
ア
・
東
欧
型
の
混
乱
を
恐
れ
て
政
治
改
革
を
制
限
す
る
「
新
保
守
主
義
」
の
特
徴
に
ぴ
た
り
と
当
て

は
ま
る
よ
う
に
、
変
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（
三
）「
国
家
主
義
」

一
九
九
三
年
、
王
紹
光
は
胡
鞍
鋼
と
内
部
報
告
書
の
『
国
家
能
力
報
告
』
を
完
成
さ
せ
、
九
四
年
以
後
、
こ
れ
に
基
づ
く
研
究
成
果
を

様
々
な
形
で
公
刊
す
る
よ
う
に
な
る
。
王
が
胡
と
知
り
合
っ
た
の
は
、
胡
が
中
国
科
学
院
か
ら
ポ
ス
ト
・
ド
ク
タ
ー
と
し
て
イ
ェ
ー
ル
大
学

に
派
遣
さ
れ
た
九
一
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
ま
さ
に
王
紹
光
の
思
想
的
な
過
渡
期
に
そ
の
研
究
が
行
わ
れ
、「
過
酷
な
選
択
」
の
結
果
と
し
て

研
究
成
果
が
世
に
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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広
く
知
ら
れ
た
『
国
家
能
力
報
告
』
の
主
張
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
改
革
開
放
以
後
、
一
九
八
〇
年
代
を
通
じ

て
税
制
の
地
方
分
権
が
進
ん
だ
。
こ
の
地
方
分
権
は
地
方
政
府
に
税
収
増
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
て
経
済
発
展
に
貢
献
し
た
が
、
そ
の

結
果
税
収
に
占
め
る
中
央
と
地
方
の
比
率
が
大
き
く
地
方
に
偏
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
際
比
較
す
る
と
、
地
方
へ
の
偏
り
が
中
国
よ
り
大
き

い
の
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
く
ら
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ま
ま
中
央
政
府
の
財
政
力
が
低
下
し
続
け
れ
ば
、
中
国
で
も
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
の
よ
う
な
分
裂
・
内
戦
が
起
こ
る
危
険
性
が
あ
る
、
中
央
政
府
の
財
政
力
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
著
者
の
王
紹
光
と
胡
鞍
鋼
は
「
国
家
主
義
者
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

『
国
家
能
力
報
告
』
以
後
の
王
紹
光
は
、
九
二
年
以
前
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
九
二
年
の
「
新
保
守
主
義
」
論
文
で
は
、

中
国
の
指
導
者
に
対
し
て
、「
混
乱
を
恐
れ
る
」
側
面
だ
け
で
な
く
「
変
化
を
求
め
る
」
側
面
も
重
視
す
る
よ
う
訴
え
て
い
た
が
、『
国
家
能

力
報
告
』
で
は
、
む
し
ろ
国
家
分
裂
と
い
う
「
混
乱
を
恐
れ
る
」
べ
き
だ
と
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
王
紹
光
は
『
国
家
能
力
報
告
』
を
き
っ
か
け
に
、
中
国
政
府
に
献
策
す
る
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
も
な
る
。
当

時
、
政
府
系
研
究
機
関
（
中
国
科
学
院
）
に
所
属
す
る
胡
鞍
鋼
が
報
告
書
を
政
府
の
関
係
部
署
に
送
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
人
の
研
究
が
政
府

の
目
に
と
ま
り
、
二
人
は
北
京
に
赴
い
て
政
府
関
係
者
に
レ
ク
チ
ャ
ー
を
行
っ
た
（
安
）。
そ
し
て
、
中
国
で
税
制
改
革
が
行
わ
れ
中
央
政
府
の
税

収
を
確
保
す
る
た
め
の
「
分
税
制
」
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
分
税
制
型
の
税
制
自
体
は
、
八
〇

年
代
か
ら
導
入
が
試
み
ら
れ
た
が
地
方
の
反
対
に
あ
っ
て
失
敗
し
て
い
た
の
を
、
九
一
年
に
副
総
理
に
就
任
し
た
朱
鎔
基
に
よ
っ
て
九
四
年

か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
庵
）、
ま
た
現
実
の
税
制
改
革
と
王
・
胡
報
告
と
で
は
具
体
的
な
内
容
に
様
々
な
違
い
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
王

紹
光
が
政
策
決
定
に
与
え
た
影
響
の
程
度
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
以
後
、
帰
国
し
た
胡
鞍
鋼
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
在

住
の
王
紹
光
も
、
政
府
と
の
間
に
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
、
か
つ
て
の
〝
権
威
主

義
と
闘
う
民
主
主
義
者
〞
と
は
、
大
き
く
異
な
る
。
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実
際
、
中
国
政
府
の
そ
の
他
の
政
策
に
つ
い
て
も
、
王
の
影
響
を
読
み
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
二
〇
〇
〇
年
か
ら
行
わ
れ
た

地
域
間
格
差
是
正
政
策
で
あ
る
「
西
部
大
開
発
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
五
年
に
王
や
胡
が
出
版
し
た
『
中
国
の
地
域
格
差
に
関
す
る
報

告
（
按
）』
の
影
響
を
指
摘
し
う
る
。
ま
た
王
紹
光
が
単
著
と
し
て
二
〇
〇
二
年
に
中
国
で
出
版
し
た
論
文
集
『
ア
メ
リ
カ
革
新
主
義
時
代
の
啓

示
（
暗
）』
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
ア
メ
リ
カ
の
予
算
の
透
明
化
を
は
か
る
改
革
を
紹
介
し
た
論
文
が
「
国
務
院
指
導
者
や
財
政
部
門
」
の
目
に
と

ま
っ
た
結
果
、
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
最
近
の
『
民
主
四
講
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
表
現
も
、
こ
の
時
期
か
ら
登
場
す
る
。
九
四
年
に
は
「
西
側
社
会
へ
の
盲
目
的
崇

拝
」
を
批
判
し
た
り
、
民
主
化
の
実
現
に
つ
い
て
「
社
会
主
義
民
主
は
、
資
本
主
義
民
主
の
よ
う
に
ま
ず
政
治
か
ら
民
主
化
し
て
次
第
に
経

済
に
広
げ
る
や
り
方
を
と
る
必
要
は
な
い
。
中
国
の
民
主
化
の
道
は
ま
ず
経
済
か
ら
試
験
的
に
開
始
し
て
そ
の
後
政
治
に
拡
大
す
る
や
り
方

で
よ
い
」
と
し
て
、
政
治
体
制
の
民
主
化
を
後
回
し
に
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
容
認
し
た
り
し
て
い
る
（
案
）。
こ
こ
で
〝
経
済
か
ら
開
始
す
る
〞

と
い
う
の
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
通
ず
る
「
経
済
民
主
」
を
優
先
す
る
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
の
二
〇
〇

三
年
の
論
文
で
も
、
民
主
化
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
政
府
が
秩
序
を
維
持
し
た
り
再
分
配
を
行
っ
た
り
す
る
能
力
を
確
立
す
る
の
が
先

決
で
、
そ
の
た
め
に
民
主
化
を
後
回
し
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
も
い
る
（
闇
）。
こ
の
立
場
は
〝
左
か
ら
の
開
発
独
裁
〞
と
で
も
言
お
う

か
。ま

た
九
五
年
末
に
執
筆
し
た
論
著
で
は
、
中
国
の
政
治
改
革
は
停
滞
し
て
い
る
の
で
は
な
く
進
展
し
て
い
る
、
と
い
う
視
点
を
打
ち
出
し

始
め
て
い
る
。「
西
側
諸
国
や
海
外
の
中
国
語
メ
デ
ィ
ア
は
中
国
に
民
主
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
事
実
ば
か
り
を
強
調
し
て
い
る
が
、
過
去

数
年
の
間
に
、
中
国
の
民
主
制
度
建
設
は
長
足
の
進
歩
を
と
げ
て
い
る
（
鞍
）」。
こ
の
と
き
、
モ
ス
ク
ワ
会
議
か
ら
帰
米
し
た
王
紹
光
自
身
が

「
海
外
の
中
国
語
メ
デ
ィ
ア
」
で
「
中
国
に
民
主
が
欠
け
て
い
る
」
こ
と
に
触
れ
て
か
ら
、
四
年
足
ら
ず
し
か
経
っ
て
い
な
い
時
期
で
あ

る
。
な
ぜ
王
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
か
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
八
〇
年
代
よ
り
「
村
民
自
治
」
の
名
の
下
で
実
施
さ
れ
て
い
た
、
村
レ
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ベ
ル
の
直
接
選
挙
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
村
か
ら
行
政
レ
ベ
ル
を
上
昇
さ
せ
て
郷
鎮
↓
県
へ
と
、
中
国
の
民
主

化
を
下
か
ら
一
歩
一
歩
漸
進
的
に
進
め
る
と
い
う
展
望
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
政
治
改
革
に
関
連
し
て
は
、
九
六
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て

「
選
挙
の
迷
信
（
杏
）」
と
か
、「
西
側
式
民
主
の
神
話
（
以
）」
と
か
、
さ
ら
に
は
「
各
国
の
民
主
化
の
目
標
や
方
法
、
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
は

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
も
の
が
あ
り
、
ど
こ
か
の
モ
デ
ル
（
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
式
民
主
）
を
ま
ね
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
ね
て
は
な
ら
な
い
（
伊
）」
な

ど
と
述
べ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。

（
四
）
体
制
と
の
緊
張
関
係

た
だ
し
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、『
国
家
能
力
報
告
』
以
後
も
、
王
紹
光
の
主
張
に
は
「
変
化
を
求
め
る
」
側
面
も
強
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
国
家
能
力
報
告
』
は
、
体
制
に
政
策
転
換
を
求
め
る
批
判
的
な
提
案
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
持
ち
出
し
て
ま
で
中
国
分
裂
の
危
機
を
指
摘
し
、
財
政
の
地
方
分
権
政
策
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
中
央
政
府

と
地
方
政
府
が
税
の
配
分
に
つ
い
て
対
等
に
協
議
す
る
会
議
の
設
置
を
求
め
、
こ
れ
を
政
治
的
民
主
化
に
結
び
つ
け
る
議
論
も
行
っ
て
い

た（位
）。
そ
の
後
も
、
地
域
格
差
の
拡
大
が
社
会
的
安
定
を
脅
か
す
こ
と
を
警
告
し
、
ま
た
地
域
間
格
差
の
み
な
ら
ず
階
層
間
格
差
に
も
目
を
向

け
、
労
働
者
な
ど
社
会
的
弱
者
に
有
利
な
「
経
済
民
主
」
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
通
ず
る
議
論
も
、
一
貫
し
て
主
張
し
続

け
た
（
依
）。
王
紹
光
の
こ
う
し
た
議
論
に
は
、
体
制
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
一
に
戻
れ
ば
、
こ
れ
は
王
紹
光
と
現

体
制
の
間
を
分
か
つ
タ
テ
の
線
に
当
た
る
。

九
〇
年
代
中
国
の
思
想
を
分
析
し
た
フ
ュ
ー
ス
ミ
ス
は
、
王
紹
光
と
胡
鞍
鋼
の
「
国
家
主
義
」
に
は
二
面
性
が
あ
る
と
述
べ
、
当
惑
を
示

し
て
い
る
。
二
面
性
と
は
、
中
央
政
府
の
強
化
を
主
張
す
る
一
方
で
、
民
主
的
な
改
革
も
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
（
偉
）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
王
に
よ
れ
ば
、「
経
済
民
主
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
富
の
再
分
配
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
中
央
政
府
が
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責
任
を
も
っ
て
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
中
央
政
府
の
、
と
り
わ
け
再
分
配
の
原
資
と
な
る
財
政
力
の
強
化
が
必
要
と
な
る

の
で
あ
る
（
囲
）。

そ
も
そ
も
、「
国
家
主
義
」
以
後
の
王
紹
光
に
と
っ
て
も
、
民
主
化
は
放
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
後
回
し
に
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
西

洋
を
見
習
っ
て
な
ら
な
い
の
は
民
主
化
の
順
番
や
速
度
に
関
し
て
で
あ
っ
て
、
民
主
化
の
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
民
主

化
を
後
回
し
し
て
国
家
建
設
を
優
先
す
る
よ
う
に
主
張
し
た
二
〇
〇
三
年
の
論
文
で
も
、
最
後
の
部
分
で
民
主
化
の
必
要
性
を
力
説
し
、
そ

こ
で
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
の
議
論
を
引
用
し
て
い
る
（
夷
）。
そ
し
て
、
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
ダ
ー
ル
の
議
論
は
、『
民
主
四
講
』
で
選
挙

民
主
主
義
を
否
定
す
る
文
脈
で
持
ち
出
さ
れ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
「
経
済
民
主
」
で
は
な
く
、
一
九
八
〇
年
代
に
「
経
済
民
主
」
を
唱
え
始
め

た
ダ
ー
ル
が
自
ら
修
正
の
対
象
と
考
え
た
、
一
九
六
〇
年
代
以
前
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
擁
護
す
る
「
多
元
主
義
者
」
と
し
て
の

ダ
ー
ル
の
議
論
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
競
争
と
参
加
の
二
つ
の
基
準
に
よ
っ
て
民
主
化
の
程
度
を
測
定
す
る
、
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
の
議
論

で
あ
る
（
委
）（
た
だ
し
王
紹
光
は
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
と
い
う
言
葉
に
は
言
及
し
て
い
な
い
）。
同
じ
頃
、
王
紹
光
は
テ
レ
ビ
の
講
演
会
に
出
演
し
た

際
に
、
質
問
者
か
ら
彼
の
「
国
家
主
義
」
が
民
主
化
に
反
す
る
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
反
駁
し
て
王
が
語
っ
た
の
も
、
こ

の
ダ
ー
ル
の
二
つ
の
基
準
が
自
分
の
主
張
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
威
）。

と
は
い
え
、
後
回
し
に
さ
れ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
化
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
今
に
至
る
ま
で
、
王
紹
光
が
語
る

こ
と
は
な
い
。
一
〇
年
以
上
前
に
期
待
を
寄
せ
た
「
村
民
自
治
」
は
、
い
ま
だ
十
分
な
成
果
を
上
げ
ら
れ
ず
、
ま
た
郷
鎮
や
県
レ
ベ
ル
の
選

挙
へ
の
発
展
も
、
ご
く
一
部
を
除
い
て
、
行
わ
れ
て
い
な
い
（
尉
）。
そ
し
て
近
年
で
は
、
王
紹
光
自
身
が
、
む
し
ろ
民
主
化
を
拒
否
す
る
現
体
制

へ
の
傾
斜
を
強
め
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
つ
ま
り
か
つ
て
有
し
て
い
た
体
制
と
の
間
の
緊
張
関
係
、
王
紹
光
と
現
体
制
と
の
間
を
分

か
つ
線
が
、
見
え
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
こ
の
点
を
検
討
す
る
。
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註（
29
）
王
紹
光
「
覚
醒
的
工
人
与
民
主
運
動
」
賈
浩
主
編
『
八
九
民
運
与
中
国
前
途
』
華
盛
頓
（
ワ
シ
ン
ト
ン
）
：
中
国
問
題
研
究
中
心
、
一
九
九
〇

年
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
（
王
紹
光
個
人
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トhttp://w

w
w

.cuhk.edu.hk/gpa/w
ang_files/P

ublist.htm

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
。
二
〇
〇
九
年

一
一
月
一
五
日
確
認
。
同
サ
イ
ト
で
は
タ
イ
ト
ル
が
「
転
型
中
的
中
国
工
人
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
）。

（
30
）
王
紹
光
「
建
立
一
個
強
有
力
的
民
主
国
家

―
兼
論
『
政
権
形
式
』
与
『
国
家
能
力
』
的
区
別

―
」
当
代
研
究
中
心
論
文
、
一
九
九
一
年
二

月
、
三
六
ペ
ー
ジ
（
王
紹
光
個
人
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
。
な
お
、
こ
の
論
文
は
二
〇
〇
七
年
に
中
国
で
出
版
さ
れ
た
論
文
集
に
掲
載

さ
れ
る
際
に
一
部
の
表
現
が
変
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
用
語
は
残
っ
て
い
る
。
王
紹
光
『
安
邦
之
道

―
国
家
転
型
的
目
標
与
途
径

―
』
北

京
：
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
三
二
ペ
ー
ジ
）、
同
「
関
於
『
市
民
社
会
』
的
幾
点
思
考
」『
二
十
一
世
紀
』
一
九
九
一
年
一

二
月
号
、
一
一
四
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
後
者
の
「
極
権
主
義
政
体
（
全
体
主
義
体
制
）」
は
一
般
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
は
中

国
の
体
制
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
読
ん
だ
。

（
31
）
王
紹
光
、
前
掲
「
西
方
政
治
学
与
中
国
社
会
研
究
」
な
ど
。

（
32
）
王
紹
光
、
前
掲
「
建
立
一
個
強
有
力
的
民
主
国
家
」。

（
33
）

Shaoguang W
ang, “From

 R
evolution to Involution: State C

apacity, L
ocal Pow

er, and [U
n] governability in C

hina ”, unpublished 

m
anuscript, 1991, p. 40 .

（
王
紹
光
個
人
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）。

（
34
）
王
紹
光
、
前
掲
「
建
立
一
個
強
有
力
的
民
主
国
家
」、
三
五
―
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
35
）

Shaoguang W
ang,  “D

eng X
iaoping ’s R

eform
 and the C

hinese W
orker ’s Participation in the P

rotest M
ovem

ent of 1989 ”, Paul 

Zarem
bka ed., R

esaerch in Political E
conom

y, Vol. 13, 1992, N
ote. 4.

（
王
紹
光
個
人
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）．

（
36
）
王
紹
光
、
前
掲
「
覚
醒
的
工
人
与
民
主
運
動
」。「
新
左
派
」
の
汪
暉
も
、
当
時
の
知
識
人
と
労
働
者
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
同
様
の
指
摘
を

行
っ
て
い
る
。
汪
暉
（
小
野
寺
史
郎
訳
）「
一
九
八
九
年
の
社
会
運
動
と
中
国
の
『
新
自
由
主
義
』
の
歴
史
的
根
源
」
汪
暉
（
村
田
雄
二
郎
・
砂
山

幸
雄
・
小
野
寺
史
郎
訳
）『
思
想
空
間
と
し
て
の
現
代
中
国
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
汪
暉
「
中
国
〝
新
自
由
主
義
〞
的
歴
史
根
源

―
再
論

当
代
中
国
大
陸
的
思
想
状
況
与
現
代
性
問
題

―
」『
去
政
治
化
的
政
治

―
短
二
〇
世
紀
的
終
結
与
九
〇
年
代

―
』
北
京
：
生
活
・
読
書
・
新

知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。

（
37
）

Shaoguang W
ang, “From

 a P
illar of C

ontinuity to a Force for C
hange: C

hinese W
orkers in the M

om
ent ”, R

oger V. D
es Forges, Luo 
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N
ing, W

u Yen-bo eds., C
h inese D

em
ocracy and the C

risis of 1989: C
hinese and A

m
erican R

eflections, A
lbany: State U

niversity of N
ew

 

York P
ress, 1993.

（
38
）
以
下
、
王
紹
光
「
蘇
聯
還
是
中
国
模
式

你
到
底
要
什
麼
」『
世
界
日
報
』（
一
九
九
二
年
二
月
五
日
）（
王
紹
光
個
人
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
）。

（
39
）

Shaoguang W
ang, “E

conom
ic D

evelopm
ent and D

em
ocracy ”, 1992

（
王
紹
光
個
人
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）.

（
40
）
こ
の
用
語
は
一
九
六
〇
年
代
に
イ
ン
ド
人
経
済
学
者
の
バ
グ
ワ
テ
ィ
が
提
起
し
、
そ
の
後
政
治
学
者
も
含
め
て
検
討
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
王

紹
光
は
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
後
九
五
年
の
論
文
で
バ
グ
ワ
テ
ィ
は
方
針
転
換
し
、
経
済
発
展
と
民
主
化
の
間
に
は
ト
レ
ー

ド
オ
フ
の
関
係
は
な
い
と
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
王
紹
光
が
九
二
年
の
論
文
で
下
し
た
結
論
と
同
様
で
あ
る
。Jagdish B

hagw
ati, T

he

E
conom

ics of U
nderdeveloped C

ountries, N
ew

 York: W
orld U

niversity L
ibrary, 1966, pp. 202-204, B

hagw
ati, “T

he N
ew

 T
hinking on 

D
evelopm

ent ”, Journal of D
em

ocracy, 6-4, O
ctober, 1995.

（
41
）
王
継マ
マ

光
「
求
変
怕
乱
的
新
保
守
主
義
」『
中
国
時
報
週
刊
』（
一
九
九
二
年
三
月
）（
王
紹
光
個
人
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
。）。

（
42
）
「
新
保
守
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
祖
治
国
『
九
〇
年
代
中
国
大
陸
的
新
保
守
主
義

―
観
察
未
来
中
国
大
陸
民
主
主
義
発
展
的
重

点

―
』
台
北
：
致
良
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
黎
萍
主
編
『
中
国
下
一
歩
怎
様
走

―
当
代
精
英
大
論
争

―
』
香
港
：
明
鏡
出
版
社
、
一
九
九

八
年
（
こ
の
二
つ
の
本
は
同
じ
内
容
で
あ
る
）。
邦
語
で
は
砂
山
幸
雄
「
現
代
中
国
の
『
新
保
守
主
義
』」『
日
中
経
済
協
会
会
報
』
二
二
七
、
一
九

九
二
年
八
月
な
ど
を
参
照
。

（
43
）
「
真
知
灼
見

赤
子
情
深

―
留
美
博
士
王
紹
光
、
胡
鞍
鋼
坦
言
中
国
経
済

―
」『
神
州
学
人
』
一
九
九
四
年
第
一
期
、
な
ど
。

（
44
）
三
宅
康
之
『
中
国
・
改
革
開
放
の
政
治
経
済
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
な
ど
。

（
45
）
胡
鞍
鋼
・
王
紹
光
・
康
暁
光
『
中
国
地
区
差
距
報
告
』
瀋
陽
：
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。

（
46
）
王
紹
光
『
美
国
進
歩
時
代
的
啓
示
』
北
京
：
中
国
財
政
経
済
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
47
）
何
頻
（
現
代
中
国
事
情
研
究
会
訳
）『
鄧
小
平
後
の
中
国

―
中
国
人
専
門
家
五
〇
人
に
よ
る
多
角
的
な
分
析

―
』（
上
）
三
交
社
、
一
九
九

四
年
、
二
九
九
ペ
ー
ジ
、
王
紹
光
「
効
率
・
公
平
・
民
主
」『
二
十
一
世
紀
』
一
九
九
四
年
一
二
月
号
、
三
四
ペ
ー
ジ
。

（
48
）

Shaoguang W
ang, T

he P
roblem

 of State W
eakness, Journal of D

em
ocracy, 14-1, January 2003,

王
紹
光
（
黄
福
武
訳
）「
有
効
的
政
府

与
民
主
」
胡
鞍
鋼
・
王
紹
光
・
周
建
明
主
編
『
第
二
次
転
型

国
家
制
度
建
設
』
北
京
：
清
華
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
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（
49
）
王
紹
光
「
公
共
財
政
与
民
主
政
治
」『
戦
略
与
管
理
』
一
九
九
六
年
第
二
期
、
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
50
）
王
紹
光
・
何
頻
・
呉
国
光
・
高
新
・
秦
斉
『
江
沢
民
面
臨
的
挑
戦
』N

ew
 York

：
明
鏡
出
版
社
、
三
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
51
）
王
紹
光
『
挑
戦
市
場
神
話

―
国
家
在
経
済
転
型
中
的
作
用

―
』
香
港
：
牛
津
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
ⅸ
ペ
ー
ジ
。

（
52
）
前
掲
「
公
共
財
政
与
民
主
政
治
」、
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
53
）
前
掲
、『
中
国
国
家
能
力
報
告
』
第
六
章
。

（
54
）
前
掲
、『
中
国
地
区
差
距
報
告
』
第
六
章
。

（
55
）

F
w

esm
ith, op. cit, p. 139.

（
56
）

W
ang Shaoguang, “O

penness and Inequality: the C
ase of C

hina, ”
Issues &

 Studies, Vol. 39, N
o. 4, D

ecem
ber 2003

（
元
は
二
〇
〇
一

年
に
英
文
で
書
か
れ
た
会
議
論
文
で
あ
る
）.

王
紹
光
（
過
勇
訳
）「
開
放
与
不
平
等

―
中
国
能
否
補
償
加
入
Ｗ
Ｔ
Ｏ
的
受
損
者
」
前
掲
『
安
邦
之

道
』。

（
57
）

Shaoguang W
ang, T

he P
roblem

 of State W
eakness, p. 42.

（
58
）
ダ
ー
ル
の
議
論
の
変
遷
や
政
治
学
史
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
次
を
参
照
。
岡
田
憲
治
『
権
利
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

―
甦
る
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル

―
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
59
）
王
紹
光
「
転
型
与
治
理
」
鳳
凰
衛
視
編
『
世
紀
大
講
堂

第
七
輯
』
瀋
陽
：
遼
寧
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
―
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
60
）
「
村
民
自
治
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
拙
稿
を
参
照
。
滝
田
豪
「『
村
民
自
治
』
の
衰
退
と
『
住
民
組
織
』
の
行

方
」
黒
田
由
彦
・
南
裕
子
編
『
中
国
に
お
け
る
住
民
組
織
の
再
編
と
自
治
へ
の
模
索

―
地
域
自
治
の
存
立
基
盤

―
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
九

年
。

三
．
体
制
へ
の
傾
斜

（
一
）
胡
錦
涛
指
導
部
の
称
賛

近
年
の
王
紹
光
の
論
調
で
特
徴
的
な
の
は
、
胡
錦
涛
指
導
部
の
称
賛
で
あ
る
。
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
政
策
面
に
お
け
る
高
い
評
価
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で
あ
る
。
二
〇
〇
二
〜
〇
三
年
に
成
立
し
た
胡
錦
涛
指
導
部
は
、
九
〇
年
代
に
主
流
だ
っ
た
経
済
自
由
主
義
か
ら
の
政
策
転
換
を
目
指
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
王
紹
光
が
求
め
て
き
た
格
差
是
正
政
策
へ
の
転
換
が
、
個
別
の
政
策
に
反
映
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
政
策
目
標
の
転
換

と
い
う
形
で
表
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
胡
錦
涛
指
導
部
は
「
労
働
契
約
法
」
な
ど
の
労
働
立
法
や
、
農
村
医
療
保
険
制
度
な
ど
の
社
会
保

障
整
備
、
あ
る
い
は
農
民
の
税
負
担
の
解
消
な
ど
、
大
規
模
な
弱
者
救
済
政
策
を
打
ち
出
し
て
き
た
（
惟
）。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
政
策
に
よ
っ

て
格
差
が
是
正
さ
れ
て
き
て
い
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
社
会
で
発
生
す
る
衝
突
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
る
（
意
）。
王

紹
光
は
か
つ
て
、
政
策
の
不
備
に
よ
る
国
家
の
分
裂
や
社
会
の
不
安
定
化
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
現
在
で
も
そ
の
点
を
よ
り

強
調
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
論
調
に
は
、
そ
う
し
た
問
題
の
大
き
さ
を
認
め
つ
つ
も
、
こ
の
政
策
転
換
を
「
歴

史
的
な
転
換
点
」
と
位
置
づ
け
、
む
し
ろ
そ
の
意
義
の
大
き
さ
を
強
調
す
る
姿
勢
が
目
立
つ
（
慰
）。
そ
し
て
、
政
策
の
実
効
性
も
長
期
的
に
は
楽

観
視
し
、「
未
来
の
中
国
は
こ
の
よ
う
に
し
て
一
歩
一
歩
社
会
主
義
の
彼
岸
へ
と
向
か
う
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ

る
（
易
）。こ

こ
で
「
社
会
主
義
の
彼
岸
」
が
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
政
策
だ
け
で
な
く
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
面
で
も
、
体
制
の
称
賛
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
社
会
主
義
」
へ
の
肯
定
的
評
価
を
前
面
に
打
ち
出

し
て
い
る
。
王
に
よ
る
と
、
胡
錦
涛
指
導
部
が
政
策
転
換
を
行
い
得
た
理
由
は
、「
共
産
党
に
は
ま
だ
社
会
主
義
者
と
社
会
主
義
の
理
念
が

残
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
（
椅
）。
王
は
こ
れ
を
「
社
会
主
義
の
遺
産
」
と
呼
ん
で
高
く
評
価
す
る
（
為
）。
一
般
に
、「
新
左
派
」
の
特
徴
と
し
て
、

社
会
主
義
を
追
求
し
た
毛
沢
東
時
代
を
高
く
評
価
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
畏
）。
し
か
し
毛
沢
東
時
代
の
評
価
は
、
共
産
党
政
権
が
続
く

中
国
で
も
、
必
ず
し
も
高
く
な
い
。
む
し
ろ
、
改
革
開
放
や
経
済
自
由
主
義
政
策
の
選
択
自
体
、
毛
沢
東
時
代
や
社
会
主
義
の
経
験
を
否
定

的
に
と
ら
え
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
新
左
派
」
が
注
目
さ
れ
た
一
つ
の
理
由
は
、
そ
こ
へ
毛
沢
東
時
代
の
社
会

主
義
の
再
評
価
を
持
ち
込
ん
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
九
〇
年
代
末
に
激
化
し
た
「
新
左
派
」
と
「
自
由
主
義
」
の
論
争
に
お
い
て
も
、
毛
沢
東
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時
代
の
社
会
主
義
の
評
価
が
争
点
と
な
っ
た
。
た
だ
し
王
紹
光
は
、「
新
左
派
」
が
注
目
を
集
め
た
当
初
の
九
四
年
当
時
か
ら
「
新
左
派
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
に
し
て
は
、
毛
沢
東
時
代
の
再
評
価
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
異
）。
と
こ
ろ
が
、
胡
錦
涛
指
導
部
を

称
賛
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
を
毛
沢
東
時
代
の
成
果
へ
の
回
帰
と
し
て
と
ら
え
る
形
で
、
毛
沢
東
時
代
の
再
評
価
に
踏
み
込
む

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
社
会
主
義
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
九
〇
年
代
に
も
肯
定
的
な
価
値
と
し
て
言
及
し
て
は
い
た
。
し
か
し
当
時
は
、
他
方
で

国
有
企
業
改
革
に
反
対
せ
ず
、
赤
字
企
業
の
民
営
化
を
主
張
す
る
な
ど
、
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
色
彩
は
薄
か
っ
た
（
移
）。『
国
家
能
力
報

告
』
で
強
調
さ
れ
て
い
る
中
央
政
府
の
役
割
も
、
あ
く
ま
で
市
場
経
済
の
中
で
の
役
割
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

今
で
も
市
場
経
済
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
基
本
的
に
は
、
市
場
経
済
の
枠
内
で
の
社
会
保
障
の
充
実
を
求
め
て
い
る
。
た
だ
他
方
で
、

最
も
理
想
的
な
モ
デ
ル
は
、
公
有
制
の
社
会
主
義
が
民
主
主
義
的
で
あ
る
状
態
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
資
本

主
義
経
済
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
は
、
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
だ
と
述
べ
る
（
維
）。
こ
の
発
言
は
、
二
〇
〇
七
年
に
発
表
さ
れ
体
制
側
の
学
者
か
ら

批
判
さ
れ
た
「
民
主
社
会
主
義
」
の
議
論
（
緯
）に
対
す
る
、
否
定
的
な
論
評
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
民
主
社
会
主
義
」
論
は
、
現
体

制
に
対
し
て
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
改
革
の
推
進
を
訴
え
、
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
北
欧
型
の
社
会
民
主
主
義
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
王
は

こ
れ
に
対
し
、
社
会
主
義
の
理
解
の
仕
方
が
誤
っ
て
い
る
と
し
て
、
真
の
「
民
主
社
会
主
義
」
と
は
公
有
制
と
民
主
主
義
の
結
合
だ
と
述
べ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
の
一
つ
の
転
換
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
二
）「
外
圧
」
と
「
反
応
」
の
政
治
改
革

こ
の
よ
う
に
政
策
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
両
面
で
体
制
を
称
賛
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
以
前
の
よ
う
な
政
府
に
批
判
的
な
論
調
は
影
を

潜
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
、
体
制
に
敵
対
的
な
時
代
か
ら
唱
え
続
け
て
き
た
「
経
済
民
主
」
な
ど
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
民
主
化
や
、
過
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渡
期
を
経
て
後
回
し
に
さ
れ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
化
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
化
は
依
然
と
し
て
後
回
し
で
あ
る
。
王
紹
光
と
胡
鞍
鋼
は
近
年
も
精
力
的
に
政
策
提
言
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
最
新
の

提
言
は
社
会
保
障
の
充
実
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
政
治
民
主
」
は
後
回
し
に
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
国
家
の
力
を
用
い
た
社
会

保
障
の
充
実
に
よ
っ
て
「
社
会
民
主
」
を
優
先
的
に
進
め
る
こ
と
こ
そ
、
安
定
と
発
展
に
つ
な
が
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
胃
）。

と
は
い
え
、
王
紹
光
は
政
治
改
革
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
体
制
の
変
革
と
い
う
よ
り
も
、
改
革
が
進
む

現
体
制
に
対
す
る
称
賛
で
あ
る
。
一
般
に
、
中
国
で
は
経
済
改
革
が
進
展
す
る
一
方
で
政
治
改
革
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
と
批
判
さ
れ
て

き
た
。「
零
八
憲
章
」
も
そ
の
文
中
で
、
改
革
開
放
以
来
の
経
済
的
成
功
の
一
方
で
政
治
改
革
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
と
い
う
物
言
い
を
し
て

い
る
。
し
か
し
王
は
、
経
済
改
革
に
比
し
て
政
治
改
革
が
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
言
説
は
現
実
を
見
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

確
か
に
選
挙
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
政
府
の
「
反
応
性(responsiveness)

」
が
大
幅
に
向
上
し
た
か
ら
で
あ
る
。
王
紹

光
に
よ
れ
ば
、
こ
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
主
要
因
は
、
新
聞
雑
誌
・
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
世
論
の
「
外
圧
」
で
あ
る
（
萎
）。

近
年
、
格
差
な
ど
の
社
会
問
題
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
「
外
圧
」
に
「
反
応
」
し
て
選
択

さ
れ
た
の
が
、
胡
錦
涛
指
導
部
の
政
策
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
新
政
策
の
成
果
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
国
民
の
「
外

圧
」
に
対
す
る
「
反
応
性
」
の
高
さ
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
中
国
で
政
治
改
革
が
進
展
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
主
主
義
国
で
あ

る
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
で
、
多
く
の
国
民
が
希
望
す
る
医
療
保
険
の
整
備
な
ど
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
状
況
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
の
問
題
の
根
源
は
、
医
療
保
険
を
望
ま
な
い
エ
リ
ー
ト
の
影
響
力
が
強
ま
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
あ
る
。
中
国
の
政
治
体
制
は

こ
れ
に
比
べ
、
む
し
ろ
優
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
衣
）。
さ
ら
に
王
は
、
西
側
諸
国
の
中
国
政
治
の
研
究
者
は
研
究
の
枠
組
み
と
し
て
か
つ
て
は

「
全
体
主
義
」
を
、
近
年
は
「
権
威
主
義
」
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
枠
組
み
で
は
、「
反
応
性
」
を
高
め
る
な
ど
大
き
な
進
歩
を
遂

げ
た
中
国
政
治
の
姿
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
す
る
（
謂
）。
先
述
の
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
前
後
に
は
王
自
身
が
中
国
の
政
治
体
制
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を
「
全
体
主
義
」「
権
威
主
義
」
と
表
現
し
批
判
し
て
い
た
の
と
比
較
す
る
と
、
大
き
な
変
化
で
あ
る
。

こ
の
「
外
圧
」
と
「
反
応
」
の
政
治
改
革
の
中
で
、
第
一
章
で
紹
介
し
た
王
が
唱
え
て
い
る
「
経
済
民
主
」
や
「
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

と
い
っ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
抽
選
に
よ
る
公
職
の
持
ち
回
り
制
に
つ
い

て
は
、
そ
の
影
す
ら
見
え
な
い
。
た
だ
、
こ
の
提
案
に
は
選
挙
民
主
主
義
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
理
念
的
な
側
面
が
強
い
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
理
念
は
、
そ
の
他
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、「
熟
議
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
な
ど
に
よ
る
議
論
が
「
外
圧
」
を
形
成
し
た
と
い
う
指
摘
が
そ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う
。

ま
た
王
は
別
所
で
、
浙
江
省
や
黒
竜
江
省
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
住
民
参
加
型
の
政
策
選
択
の
実
験
や
、
住
民
参
加
型
の
予
算
作
成
の
動

き
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
る
（
違
）。
第
三
に
、「
ｅ
―

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
政
策
転
換
を
も
た
ら
し
た
「
外
圧
」
の
中
核
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
と
さ
れ
て
お
り
、
明
確
に
進
歩
し
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
最
後
に
、「
経
済
民
主
」
に
つ
い
て
は
、
胡
錦
涛
指
導
部
が
始
め

た
政
策
に
よ
り
格
差
が
是
正
さ
れ
「
社
会
主
義
の
彼
岸
」
に
到
達
で
き
れ
ば
、「
経
済
民
主
」
が
実
現
し
、「
社
会
主
義
民
主
」
が
達
成
さ
れ

る
と
楽
観
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
胡
錦
涛
指
導
部
が
政
策
転
換
を
開
始
し
て
以
降
の
王
紹
光
の
著
作
を
読
む
限
り
、
中
国
の
未
来
は
限
り
な
く
明
る
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
政
策
の
効
果
は
な
か
な
か
十
分
に
は
表
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
王
紹
光
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
九
〇

年
前
後
に
は
体
制
に
敵
対
し
て
政
治
の
民
主
化
を
志
向
し
、
そ
の
後
も
九
〇
年
代
は
政
策
面
で
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
て
い
た
王
の
議
論
の
焦

点
は
、
い
ま
や
政
治
面
で
も
政
策
面
で
も
体
制
の
称
賛
に
移
っ
て
い
る
。
現
体
制
が
主
体
的
に
追
求
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ラ
デ
ィ

カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
す
ら
、
王
紹
光
の
議
論
の
中
で
は
体
制
称
賛
の
枠
内
に
収
ま
り
つ
つ
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
王
紹
光
が
体
制
を
称
賛
す
る
こ
と
の
当
否
は
問
わ
な
い
。
問
い
た
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
紹
光
の
議
論

が
、
体
制
の
論
理
の
枠
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
王
紹

（730）



中国「新左派」の民主化論

257

光
あ
る
い
は
「
新
左
派
」
の
議
論
に
は
、
体
制
の
論
理
を
超
え
た
民
主
化
を
中
国
に
も
た
ら
す
、
潜
在
的
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
。
次
章

で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

註（
61
）
さ
し
あ
た
り
、
滝
田
豪
「
胡
錦
濤
政
権
の
『
新
し
い
質
』」
玉
田
芳
史
研
究
代
表
『
民
主
化
後
の
「
新
し
い
」
指
導
者
の
登
場
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化

―
ア
ジ
ア
と
ロ
シ
ア

―
』
平
成
一
七
年
度
〜
平
成
一
八
年
度
科
学
研
究
費
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
七
年
。

（
62
）
近
年
の
社
会
の
衝
突
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
鄭
永
年
「
中
国
解
決
権
、
銭
、
民
衝
突
刻
不
容
緩
」『
聯
合
早
報
』
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
、
二
〇
〇
九
年
五
月
二
六
日
（http://w

w
w

.zaobao.com
/special/forum

/pages7/forum
_zp090526.shtm

l

、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
七
日
確

認
）。

（
63
）
王
紹
光
「
大
転
型
：
一
九
八
〇
年
代
以
来
中
国
的
双
方
運
動
」『
中
国
社
会
科
学
』
二
〇
〇
八
年
第
一
期
、
一
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
64
）
王
紹
光
「
学
習
機
制
与
適
応
能
力
：
中
国
農
村
合
作
医
療
体
制
変
遷
的
啓
示
」『
中
国
社
会
科
学
』
二
〇
〇
八
年
第
六
期
、
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
65
）
瑪
雅
「
胡
温
改
革
：
新
共
識
新
走
向

―
専
訪
王
紹
光

―
」（
二
〇
〇
七
年
三
月
）
同
『
戦
略
高
度

―
中
国
思
想
界
訪
談
録

―
』
北
京
：

生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
な
ど
。

（
66
）
例
え
ば
、
王
紹
光
・
潘
毅
・
潘
維
・
賀
雪
峰
・
強
世
功
・
張
静
・
単
世
聯
等
「
共
和
国
六
十
年
：
回
顧
与
展
望
」『
開
放
時
代
』
二
〇
〇
八
年
第

一
期
、
九
ペ
ー
ジ
。

（
67
）
緒
形
康
は
こ
れ
を
端
的
に
「
毛
沢
東
主
義
」
と
呼
ぶ
。
緒
形
、
前
掲
論
文
。

（
68
）
博
士
論
文
で
と
り
あ
げ
た
文
化
大
革
命
に
つ
い
て
も
、
失
敗
で
あ
り
混
乱
を
も
た
ら
し
た
と
否
定
的
に
見
て
い
る
。
た
だ
し
、
毛
沢
東
の
理
念

は
正
し
か
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
強
く
主
張
は
し
な
い
が
、
見
受
け
ら
れ
る
。
毛
沢
東
や
文
革
に
対
す
る
王
紹
光
の
見
解
の
検
討
に
つ
い
て

は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

（
69
）
胡
鞍
鋼
・
王
紹
光
・
康
暁
光
、
前
掲
『
中
国
地
区
差
距
報
告
』、
三
八
六
ペ
ー
ジ
。

（
70
）
瑪
雅
「
建
立
一
個
強
有
力
的
民
主
国
家

―
与
王
紹
光
的
対
話

―
」（
二
〇
〇
七
年
三
月
）
前
掲
『
戦
略
高
度
』、
一
八
二
―
一
八
四
ペ
ー
ジ
。

（
71
）
謝
韜
「
民
主
社
会
主
義
模
式
与
中
国
前
途
」『
炎
黄
春
秋
』
二
〇
〇
七
年
第
二
期
。
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（
72
）
周
建
明
・
胡
鞍
鋼
・
王
紹
光
主
編
『
和
諧
社
会
構
建

―
欧
州
的
経
験
与
中
国
的
探
索

―
』
清
華
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
五
二

ペ
ー
ジ
。

（
73
）
王
紹
光
「
中
国
公
共
政
策
議
程
設
置
的
模
式
」
前
掲
『
安
邦
之
道
』、
一
五
五
―
一
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
74
）
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
英
語
）
で
あ
るE

m
ilie Frenkiel “Political change and dem

ocracy in 

C
hina: A

n interview
 w

ith W
ang Shaoguang ”, L

a vie des idées, 15-07-2009

（http://w
w

w
.laviedesidees.fr/Political-change-and-

dem
ocracy-in.htm

l, 

二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
六
日
確
認
）
や
、
前
掲
注
（
11
）
の
講
演
会
。

（
75
）
王
紹
光
、
前
掲
「
中
国
公
共
政
策
議
程
設
置
的
模
式
」、
一
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
76
）
前
掲
、「
建
立
一
個
強
有
力
的
民
主
国
家
―
与
王
紹
光
的
対
話
」『
戦
略
高
度
』
一
七
六
ペ
ー
ジ
。
浙
江
省
の
「
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
実
験

に
つ
い
て
は
、﹇
澳
﹈
何
包
鋼
『
協
商
民
主
：
理
論
、
方
法
和
実
践
』
北
京
：
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
も
参
照
。
こ
の
実
験
は
、
ス

タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
が
世
界
各
地
で
行
っ
て
い
る
試
み
の
一
環
で
あ
る
。

四
．
体
制
の
論
理
を
超
え
て

（
一
）「
上
下
結
盟
」
と
「
中
間
層
」

こ
こ
で
は
ま
ず
、
王
紹
光
と
同
じ
く
「
新
左
派
」
と
呼
ば
れ
る
崔
之
元
を
と
り
あ
げ
た
い
。
崔
は
九
八
年
の
論
文
で
、「
上
下
結
盟
」
に

よ
っ
て
「
中
間
層
」
を
制
約
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
る
（
遺
）。「
上
下
」
と
は
中
央
政
府
と
一
般
民
衆
の
こ
と
で
、「
中
間
層
」
と
は
地
方
政
府
と

資
本
家
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
は
唐
代
の
論
者
が
皇
帝
と
一
般
民
衆
（
小
農
）
の
連
携
に
よ
っ
て
地
方
官
と
富
裕
層
を
制
約
す
る
こ
と
を
主

張
し
た
歴
史
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
発
想
で
あ
る
。
現
代
中
国
で
は
地
方
政
府
と
資
本
家
が
癒
着
し
て
暴
利
を
む
さ
ぼ
り
腐
敗
の

温
床
と
な
っ
て
い
る
と
の
認
識
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

筆
者
が
こ
の
議
論
に
着
目
す
る
の
は
、
胡
錦
涛
指
導
部
の
政
策
が
効
果
を
上
げ
ら
れ
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
地
方
政
府

（732）
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と
資
本
家
の
抵
抗
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
胡
錦
涛
指
導
部
が
打
ち
出
し
た
格
差
是
正
策
や
環
境
保
護
政
策
、
あ
る

い
は
経
済
の
過
熱
を
抑
え
る
た
め
の
マ
ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
政
策
は
、
政
策
の
実
施
を
現
場
で
担
う
各
レ
ベ
ル
の
地
方
政
府
が
、
資
本
家
と

結
び
つ
い
て
、
格
差
や
環
境
の
問
題
を
放
置
し
て
で
も
経
済
成
長
を
追
求
す
る
従
来
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
転
換
し
て
い
な
い
こ
と
だ
と
い
う

の
で
あ
る
（
医
）
。
つ
ま
り
、
王
紹
光
が
称
賛
す
る
胡
錦
涛
指
導
部
の
政
策
転
換
に
と
っ
て
、「
中
間
層
」
た
る
地
方
政
府
と
資
本
家
の
行
動
が
、

大
き
な
制
約
要
因
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
こ
こ
で
「
地
方
悪
玉
論
」
を
展
開
す
る
こ
と
で
は
な
い
（
井
）。
地
方
に
よ
る
抵
抗
が
起
こ
る
理
由
と
し
て
、
中
央
を
含
む
政
治

制
度
の
問
題
や
、
中
央
の
一
部
の
指
導
者
に
よ
る
庇
護
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
点
は
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
、
地
方

の
抵
抗
と
い
う
視
点
が
、「
新
左
派
」
と
論
争
を
行
っ
た
「
自
由
主
義
」
に
お
い
て
は
十
分
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
自
由
主
義
」
あ
る
い

は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
目
指
す
民
主
化
論
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
へ
の
制
約
を
強
化
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
地
方
政
府
の
強
化
を
と
も
な
う
連
邦
制
（
亥
）や
、
農
村
に
お
け
る
郷
鎮
企
業
を
中
心
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
建
設
（
域
）に

よ
っ
て
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
も
歴
史
的
な
洞
察
は
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
郷
鎮
企
業
を
重
視
し
た
秦
暉

に
は
、
中
国
は
歴
史
上
一
貫
し
て
皇
帝
を
擁
す
る
中
央
政
府
が
強
か
っ
た
と
い
う
、
崔
之
元
と
は
正
反
対
の
認
識
が
あ
る
（
育
）。
そ
こ
か
ら
、
中

国
で
民
主
化
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、「
中
間
層
」
と
「
下
」（
一
般
民
衆
）
が
連
合
し
て
、
巨
大
な
「
上
」（
中
央
政
府
）
を
制
約
す
る

と
い
う
方
向
性
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
新
左
派
」
は
問
題
の
根
源
を
地
方
政
府
や
資
本
家
に
求
め
、「
自
由
主
義
者
」
は
そ
れ
を
中
央
政
府
に
求
め
て
い
る
。
ど
ち
ら

も
対
処
法
と
し
て
は
民
主
化
を
志
向
し
て
い
る
の
だ
が
、「
新
左
派
」
は
そ
れ
を
中
央
政
府
と
一
般
民
衆
の
結
合
に
よ
っ
て
行
い
、「
自
由
主

義
者
」
は
そ
れ
を
「
中
間
層
」
と
一
般
民
衆
の
結
合
に
よ
っ
て
行
お
う
と
し
て
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
の
判
断

を
下
す
こ
と
は
し
な
い
。
た
だ
少
な
く
と
も
、「
新
左
派
」
の
民
主
化
論
が
現
状
に
照
ら
し
て
無
視
で
き
な
い
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
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は
確
か
で
あ
る
。
両
者
の
民
主
化
論
は
、
局
面
次
第
で
は
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
王
紹
光
と
「
上
下
結
盟
」

九
〇
年
代
に
王
紹
光
が
『
国
家
能
力
報
告
』
な
ど
で
唱
え
た
中
央
の
税
収
拡
大
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
政
府
の
制
約
を
強
め
る
た
め

の
改
革
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
中
央
の
税
収
比
率
を
高
め
る
分
税
制
や
、
地
域
間
格
差
を
是
正
す
る
た
め
の
西
部
大
開
発

な
ど
、
王
紹
光
や
胡
鞍
鋼
が
実
施
を
望
ん
だ
政
策
が
一
部
実
現
し
た
。
さ
ら
に
中
央
政
府
は
王
ら
が
望
ん
だ
格
差
是
正
政
策
へ
の
転
換
を
よ

り
強
く
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
資
本
家
に
対
す
る
制
約
の
側
面
が
あ
る
。
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
論
の
「
外
圧
」
に

よ
っ
て
こ
れ
が
起
こ
っ
た
と
す
る
王
の
立
場
に
立
て
ば
、
一
種
の
「
上
下
結
盟
」
が
行
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

中
央
に
抵
抗
す
る
地
方
の
存
在
に
よ
っ
て
王
ら
の
希
望
が
実
現
し
な
い
と
い
う
状
況
は
、
い
ま
だ
変
わ
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
王
紹
光
た
ち
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
体
制
の
論
理
に
接
近
す
る
よ
り
も
、「
上
下
結
盟
」
に
よ
る
「
中
間
層
」
制
約
を
さ

ら
に
強
化
す
る
た
め
の
新
た
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
打
ち
出
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
王
紹
光
た
ち
が
唱
え
て
き
た
「
経
済
民
主
」
の
視

点
か
ら
も
、
そ
う
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
王
は
二
〇
〇
四
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
労
働
組
合

や
農
民
組
織
の
重
要
性
に
言
及
し
て
い
る
（
郁
）。
そ
の
中
で
王
は
、
労
働
者
や
農
民
が
政
治
的
な
力
を
発
揮
で
き
な
い
理
由
は
、
労
働
組
合
に
独

立
性
が
な
く
、
農
民
に
至
っ
て
は
組
織
の
結
成
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
中
央
政
府
が
労
働
者
や
農
民
に
同

情
的
な
政
策
を
と
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
が
十
分
に
成
果
を
あ
げ
ら
れ
な
い
と
き
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
労
働
組
合
や
農
民
組
織
と
の
「
上
下

結
盟
」
に
よ
っ
て
、
地
方
政
府
や
資
本
家
を
制
約
す
る
と
考
え
る
の
は
、「
経
済
民
主
」
の
論
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
世
論
の
「
外
圧
」
と
指
導
部
の
「
反
応
性
」
の
高
さ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
よ
り
根
本
的
な
政
治
改
革
の
可
能
性
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
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か
つ
て
、
八
九
年
の
「
民
主
化
運
動
」
に
お
い
て
は
、
労
働
組
合
の
独
立
性
を
目
指
す
動
き
が
あ
っ
た
。
当
時
、
王
紹
光
は
民
主
化
運
動

に
お
け
る
労
働
者
の
動
向
を
同
情
を
も
っ
て
分
析
し
た
と
き
に
、
こ
の
労
働
組
合
の
動
き
こ
そ
が
、
学
生
の
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
よ
り

も
、
体
制
側
を
恐
れ
さ
せ
た
要
因
だ
と
述
べ
、
先
述
の
よ
う
に
、
労
働
者
を
「
変
革
の
原
動
力
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
当
時
労
働
者
が
立

ち
上
が
っ
た
の
は
、
王
に
よ
れ
ば
、
市
場
経
済
の
導
入
に
よ
っ
て
彼
ら
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
二
〇
年
後

の
現
在
、
市
場
経
済
は
深
化
し
、
労
働
者
に
対
す
る
権
利
の
侵
害
は
改
善
さ
れ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
よ
り
悪
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
都

市
で
不
安
定
な
労
働
環
境
に
あ
る
出
稼
ぎ
農
民
の
数
も
、
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
胡
錦
涛
指
導
部
は
、
労
働
者
や
農
民
の
待
遇

を
改
善
す
る
政
策
は
打
ち
出
し
て
い
る
け
れ
ど
、
独
立
労
働
組
合
や
農
民
の
政
治
結
社
を
容
認
す
る
そ
ぶ
り
は
見
せ
て
い
な
い
。
王
紹
光
の

よ
う
に
、
選
挙
を
中
心
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
「
政
治
民
主
」
は
行
わ
ず
、
社
会
保
障
の
充
実
に
よ
る
「
社
会
民
主
」
や
「
経
済
民
主
」
を
優

先
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
も
、
労
働
組
合
や
農
民
組
織
の
充
実
を
求
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
矛
盾
し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む

し
ろ
有
益
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
こ
か
ら
は
、
労
働
組
合
や
農
民
組
織
を
起
点
に
、
社
会
の
多
元
化
を
「
下
」
か
ら
進
め
て
、
そ
の
後

に
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
接
続
す
る
と
い
う
方
向
性
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
「
外
圧
」
を

よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
も
、
王
が
重
視
し
て
い
な
い
言
論
の
自
由
な
ど
の
リ
ベ
ラ
ル
な
保
障
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

九
〇
年
前
後
の
王
紹
光
は
、
労
働
者
の
生
活
を
十
分
に
顧
み
な
い
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
者
に
対
す
る
不
満
は
確
か
に
表
明
し
て

い
た
が
、
そ
れ
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
否
定
で
は
な
く
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
「
経
済
民
主
」
の
接
続
を
求
め
る
も
の

だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
後
王
紹
光
は
、
ロ
シ
ア
の
轍
を
踏
む
ま
い
と
す
る
「
新
保
守
主
義
」
に
傾
斜
し
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら

撤
退
し
た
。
そ
れ
に
は
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
り
、
一
部
の
論
者
の
よ
う
に
裏
切
り
者
扱
い
す
る
べ
き
だ
と
は
思
わ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
か

ら
約
二
〇
年
が
経
過
し
、
所
期
の
目
的
で
あ
っ
た
経
済
発
展
に
成
果
を
あ
げ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
の
衝
突
は
む
し
ろ
昂
進
し
、

体
制
は
ま
す
ま
す
「
混
乱
を
恐
れ
る
」
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
「
新
保
守
主
義
」
的
な
「
過
酷
な
選
択
」
が
正
し
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か
っ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
再
検
討
し
て
よ
い
時
期
に
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
王
紹
光
や
中
国
「
新
左
派
」
の
民
主
化

論
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
77
）
崔
之
元
「『
混
合
憲
法
』
与
中
国
政
治
的
三
層
分
析
」『
戦
略
与
管
理
』
一
九
九
八
年
第
三
期
。
薛
毅
は
次
の
対
談
の
中
で
、
こ
の
見
解
を
高
く

評
価
し
て
い
る
。「
尋
求
〝
第
三
条
道
路
〞

―
関
於
〝
自
由
主
義
〞
与
〝
新
左
翼
〞
的
対
話

―
」
許
紀
霖
『
另
一
種
啓
蒙
』
花
城
出
版
社
、
一

九
九
九
年
、
二
九
八
ペ
ー
ジ
。
ま
た
、「
新
左
派
」
と
は
さ
れ
て
い
な
い
鄭
永
年
が
最
近
打
ち
出
し
た
「
国
家
か
ら
社
会
へ
の
分
権
（state-society 

decentralization

）」

も
同
様
の
視
点
に
立
っ
て
い
る
。Zheng Yongnian, Pow

r to D
om

inate, N
ot to C

hange: H
ow

 C
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（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（http://w
w

w
.eai.nus.edu.sg/W

P.htm

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
。
最
終
確
認
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
七
日
）,

鄭
永
年
、
前
掲
論
文
。

（
78
）
加
藤
弘
之
・
久
保
亨
『
進
化
す
る
中
国
の
資
本
主
義
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
一
ペ
ー
ジ
、
滝
田
豪
、
前
掲
「
胡
錦
濤
政
権
の
『
新

し
い
質
』」
な
ど
を
参
照
。

（
79
）
「
地
方
悪
玉
論
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
磯
部
靖
『
現
代
中
国
の
中
央
・
地
方
関
係

―
広
東
省
に
お
け
る
地
方
分
権
と
省
指
導
者

―
』
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
を
参
照
。

（
80
）
例
え
ば
、
前
掲
「
零
八
憲
章
」。

（
81
）
秦
暉
「『
大
共
同
体
本
位
』
与
伝
統
中
国
社
会
」『
社
会
学
研
究
』
一
九
九
八
年
第
五
期
、
一
九
九
九
年
第
三
期
、
第
四
期
。

（
82
）
秦
暉
、
前
掲
論
文
。
崔
と
秦
の
間
の
違
い
に
は
、
着
目
す
る
時
代
の
違
い
が
反
映
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
崔
が
着
目
す
る
唐
代
は
、
中
国
史

上
で
も
貴
族
の
勢
力
が
比
較
的
強
か
っ
た
魏
晋
南
北
朝
時
代
を
引
き
ず
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
秦
は
そ
の
時
期
を
挟
む
秦
漢
時
代
や
宋
代
以
後
に
着

目
し
て
い
る
。

（
83
）
瑪
雅
「
中
共
執
政
能
力
面
対
挑
戦

―
与
五
位
政
治
学
者
的
対
話

―
」（
二
〇
〇
四
年
九
月
）
前
掲
『
戦
略
高
度
』、
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

（736）


