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本
書
は
、
李
鋭
と
い
う
中
国
共
産
党
の
改
革
派
老
幹
部
に
注
目
し
つ

つ
、
現
代
中
国
の
政
治
改
革
を
め
ぐ
る
言
論
空
間
を
、
一
つ
の
政
治
文

化
論
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
現
代
中
国
政
治
社
会
論
で
あ
る
。

李
鋭
氏
は
、
党
内
最
有
力
リ
ベ
ラ
ル
派
の
一
人
で
あ
り
、
最
近
で
は
、

「
我
が
国
の
政
治
体
制
改
革
に
関
す
る
建
議
」（『
炎
黄
春
秋
』、
二
〇
〇
三

年
第
一
期
）
を
ま
と
め
、『
氷
点
週
刊
』
の
停
刊
処
分
を
め
ぐ
っ
て
行
わ

れ
た
抗
議
の
共
同
声
明
へ
の
一
三
人
の
署
名
人
の
一
人
と
し
て
、
さ
ら

に
二
〇
〇
八
年
の
劉
暁
波
を
中
心
に
提
出
さ
れ
た
「
〇
八
憲
章
」
に
関

連
し
、
言
論
の
自
由
や
政
治
体
制
改
革
に
つ
い
て
の
意
見
書
、「
〇
九

上
書
」
を
ま
と
め
た
こ
と
な
ど
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

李
鋭
氏
は
一
九
三
七
年
、
中
国
共
産
党
に
入
党
し
、
中
華
人
民
共
和

国
建
国
後
、『
新
湖
南
報
』
新
聞
社
社
長
、
湖
南
省
宣
伝
部
長
な
ど
を

経
て
、
一
九
五
二
年
、
水
利
電
力
副
部
長
と
な
っ
た
。
長
江
三
峡
ダ
ム
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錯
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の
開
発
計
画
に
異
を
唱
え
、
そ
の
大
胆
な
物
言
い
が
か
え
っ
て
毛
沢
東

に
気
に
入
ら
れ
、
一
九
五
八
年
に
は
毛
沢
東
の
兼
任
秘
書
と
な
る
。
そ

の
後
、
大
躍
進
運
動
を
批
判
し
、
一
九
五
九
年
の
廬
山
会
議
で
は
「
彭

徳
懐
反
党
集
団
」
の
一
員
と
み
な
さ
れ
党
籍
剥
奪
処
分
を
受
け
、
文
革

期
に
は
八
年
間
、
秦
城
監
獄
に
投
獄
さ
れ
た
。
一
九
七
九
年
の
名
誉
回

復
後
、
中
共
中
央
顧
問
委
員
会
委
員
な
ど
の
要
職
に
就
き
、
退
職
後
は

毛
沢
東
研
究
に
取
り
組
ん
で
「
革
命
に
功
あ
り
、
執
政
に
過
ち
あ
り
、

文
革
に
罪
あ
り
」
な
ど
と
、
一
貫
し
て
歯
に
衣
着
せ
ぬ
言
論
を
展
開
し

て
き
た
、
数
少
な
い
党
内
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
一
人
で
あ
る
。

　

本
書
は
、こ
う
し
た
李
鋭
氏
の
言
論
・
行
動
を
取
り
巻
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
着
目
し
つ
つ
も
、
人
物
論
や
制
度
論
、
政
治
構
造
論
と
い
っ
た
既

存
の
分
析
枠
組
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
の
現
実
に
よ
り
接
近
し
て
、

「
中
国
的
な
も
の
」
と
い
う
、
よ
り
本
質
的
な
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す

及
川
淳
子
著

現
代
中
国
の
言
論
空
間
と

政
治
文
化
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る
こ
と
を
主
な
課
題
と
す
る
。「
特
殊
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
何
ら
か
の
『
普
遍
性
』
に
た
ど
り

着
く
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
及
川
氏
の
問
題
意
識
は
、
筆
者
の
そ
れ

と
も
大
き
く
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
及
川
氏
は
、「
自
由
化
と

規
制
化
が
混
沌
と
し
て
い
る
言
論
空
間
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
中
国
の

現
実
に
向
き
合
う
研
究
者
に
対
し
て
も
、
あ
る
種
の
政
治
的
な
緊
張
関

係
を
迫
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
や
や
も
す
る
と
、
強
権
的

な
言
論
抑
圧
社
会
と
し
て
の
み
映
っ
て
き
そ
う
な
中
国
の
実
像
を
理
解

す
る
う
え
で
、
中
国
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
、
現
代
中
国
社
会
に
つ
い

て
考
え
る
す
べ
て
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
、
基
本
的
ス
タ

ン
ス
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
本
書
は
、
保
守
派
対
改
革
派
と
い
っ
た
現
実
政
治
の
対
立

構
図
の
中
で
の
剥
き
出
し
の
権
力
闘
争
に
つ
い
て
描
く
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
改
革
派
の
共
産
党
幹
部
の
中
で
も
、
言
論
封
殺
に
対
す
る
抗
議

活
動
の
中
で
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
党
内
リ
ベ
ラ
ル
派
と
言
論
空
間

と
の
連
関
性
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
、「
文

化
大
革
命
」
と
い
う
政
治
的
評
価
の
微
妙
な
テ
ー
マ
を
ど
れ
だ
け
扱
え

る
か
が
、
そ
の
言
論
媒
体
、
そ
し
て
そ
れ
を
受
容
す
る
国
家
・
社
会
の

自
由
度
を
測
る
上
の
重
要
な
指
標
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
、
一
九
九
六
年
の
文
革
三
〇
周
年
に
際
し
、「
文
革
は
中
国

に
あ
る
が
研
究
は
国
外
に
あ
る
」
と
い
っ
た
状
況
を
変
革
し
よ
う
と
特

集
を
組
ん
だ
雑
誌
『
東
方
』
は
、
文
化
部
に
よ
る
事
前
調
査
で
、
印
刷

停
止
処
分
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
李
鋭
の
「
片
時
も
理
論
思
考
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
題
し
た
論
文
（
同
年
第
二
期
）
で
、「
マ
ル
ク
ス

の
ど
こ
が
正
し
く
て
ど
こ
が
空
想
的
で
実
行
で
き
な
い
の
か
、
レ
ー
ニ

ン
や
ス
タ
ー
リ
ン
、
毛
沢
東
の
ど
こ
が
正
し
く
ど
ん
な
過
ち
を
犯
し
た

の
か
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
問
題
な
の
か
、
理
論
の
問
題
か
、
は
っ
き
り

さ
せ
な
け
れ
ば
再
び
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」と
し
た
こ
と
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に
反
す
る
も
の
と
批
判
さ
れ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、「
各
人
の
自
由
な
発
展
が
、
万
人
の
自
由

な
発
展
の
基
礎
と
な
る
」
と
し
た
、
本
来
の
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
も
つ

リ
ベ
ラ
ル
な
言
説
を
あ
か
ら
さ
ま
に
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
言
論
状
況
に
対
し
て
、
歴
史
批
判
を
含
む
時
事
問
題
や

政
治
体
制
改
革
に
関
す
る
評
論
を
数
多
く
掲
載
し
て
き
た
雑
誌
『
炎
黄

春
秋
』
は
、
共
産
党
内
の
改
革
派
を
中
心
と
す
る
討
議
の
場
と
し
て
の

言
論
空
間
を
提
供
し
て
き
た
。
そ
の
中
心
的
存
在
と
も
い
え
る
「
李
鋭

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
を
考
察
す
る
上
で
、
中
国
国
内

に
お
け
る
い
く
つ
か
の
言
論
媒
体
と
、
党=

国
家
権
力
と
じ
か
に
衝

突
す
る
対
抗
言
説
と
の
拮
抗
関
係
と
は
、
決
定
的
な
重
要
性
を
帯
び
る

も
の
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
停
刊
処
分
と
な
っ
た
『
東
方
』
で
は
、
文

革
を
テ
ー
マ
と
し
た
の
は
わ
ず
か
二
本
の
論
文
に
限
ら
れ
た
が
、他
方
、

『
炎
黄
春
秋
』
で
は
、
創
刊
以
来
、
一
三
四
本
も
の
関
連
論
文
が
掲
載
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さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
は
、
多
く
の
若
手
知
識
人
た
ち
が
活
躍
し
た
の

が
『
東
方
』
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、『
炎
黄
春
秋
』
に
は
、
李
鋭
の

よ
う
な
改
革
派
の
老
幹
部
、
と
り
わ
け
胡
耀
邦
時
代
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
、
編
集
体
制
上
の
大
き
な
性
格
的
違
い
が
あ

る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
大
き
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
の

は
、「
李
鋭
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
『
炎
黄
春
秋
』
に
お
け
る
歴
史
の
記
憶
が
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
く
、
本
書
は
「
記
憶

の
再
生
」
と
い
う
分
析
枠
組
み
を
採
用
す
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
る
か
は
、
党=

国
家
・
社
会
に
お
い
て
、
ど
れ
だ
け
「
リ
ベ
ラ

ル
な
も
の
」
が
許
容
さ
れ
て
い
る
か
を
測
る
上
で
の
、
重
要
な
指
標
と

な
る
。
た
と
え
ば
、
八
〇
年
代
と
い
う
政
治
改
革
の
時
代
の
幕
開
け
を

告
げ
た
鄧
小
平
に
よ
る
「
八
・
一
八
講
話
」（
中
国
共
産
党
政
治
局
拡
大
会

議
、
一
九
八
〇
年
八
月
）
と
は
、
実
際
に
は
、
い
っ
た
い
中
国
国
内
で
ど

う
扱
わ
れ
た
の
か
。
こ
こ
で
鄧
小
平
は
、中
国
共
産
党
史
上
は
じ
め
て
、

過
去
に
お
け
る
「
封
建
専
制
」
の
存
在
そ
の
も
の
を
公
式
に
認
め
、
そ

れ
が
文
革
と
い
う
悲
劇
を
招
い
た
根
本
原
因
の
一
つ
と
み
な
し
た
。
鄧

は
、「（
文
革
の
発
生
が
）
わ
が
国
の
歴
史
上
の
封
建
専
制
主
義
の
影
響

と
関
係
が
あ
り
、
ま
た
国
際
共
産
主
義
運
動
時
代
に
お
こ
な
っ
た
各
国

の
党
の
活
動
に
お
い
て
、
指
導
者
個
人
が
高
度
に
権
力
を
集
中
さ
せ
て

い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
」
と
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
如
何
に
克
服
す
る

か
と
い
う
現
実
的
政
治
課
題
に
結
び
付
け
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う

し
た
建
設
的
な
対
抗
言
説
は
、
と
り
わ
け
天
安
門
事
件
以
降
の
江
沢
民

体
制
下
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
市
場
経
済
の
進
展
と

と
も
に
拡
大
し
て
き
た
「
二
桁
成
長
」
の
影
で
、
長
い
間
、
タ
ブ
ー
視

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
「
禁
区
」
に
果
敢
に
挑
戦
し
て
き
た
の
が
、
李
鋭
と
そ
の

力
強
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば『
炎
黄
春
秋
』（
二
〇
〇
五

年
第
八
期
）
に
掲
載
さ
れ
た
杜
光
の
「
反
封
建
専
制
の
里
程
標
：
鄧
小

平
『
八
・
一
八
講
和
』」
で
は
、「
政
治
の
民
主
化
は
封
建
専
制
主
義
を

粛
正
す
る
最
良
の
手
段
で
あ
る
」
と
し
、「
革
命
未
だ
成
ら
ず
、
同
志

な
お
須
く
努
力
す
べ
し
」
と
す
る
孫
文
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
政
治

体
制
改
革
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
の
民
主

化
は
一
向
に
進
ま
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
今
日
の
中
国
社
会
で
進
行

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
人
権
な
ど
「
普
遍
的
価
値
」
の
実
現

よ
り
も
、
経
済
成
長
を
優
先
す
る
「
開
発
独
裁
」
の
さ
ら
な
る
強
化
で

あ
る
。
一
方
、
毛
沢
東
時
代
に
駆
使
さ
れ
た
国
家
統
制
の
論
理
の
「
部

分
的
」
導
入
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
「
新
自
由
主
義
」
に
よ
る
市
場
経
済

至
上
主
義
を
批
判
す
る
と
称
す
る
汪
暉
ら
「
新
左
派
」
で
す
ら
、「
脱

政
治
化
」
の
時
代
に
お
け
る
毛
沢
東
主
義
へ
の
回
帰
と
い
う
「
新
た
な

政
治
主
体
を
も
う
一
度
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
」に
こ
そ
、

「
政
治
領
域
を
再
規
定
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
随
伴
す
る
」
と
主

張
し
て
い
る
（『
世
界
史
の
な
か
の
中
国
』
青
土
社
、
二
〇
一
一
年
）。
だ
が

こ
れ
は
、
一
党
独
裁
体
制
下
に
あ
る
現
代
中
国
に
お
い
て
、
毛
沢
東
時

代
の
「
前
近
代
」
的
手
法
に
よ
っ
て
、
現
代
中
国
に
お
け
る
人
権
抑
圧

的
政
治
プ
ロ
セ
ス
が
ま
る
ご
と
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
、高
度
に「
政

治
化
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
包
み
隠
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

毛
沢
東
思
想
の
「
歴
史
的
遺
産
を
も
う
一
度
持
ち
出
し
て
揺
り
動
か
そ

う
と
す
る
こ
と
」
は
、「
未
来
の
政
治
発
展
に
向
け
た
契
機
」
を
含
ん

で
い
る
ど
こ
ろ
か
、今
回
の
重
慶
事
件
が
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
封
建
専
制
」
と
い
う
名
の
「
前
近
代
」
へ
の
後
退
を
も
た
ら
す
だ
け

な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
代
中
国
に
お
け
る
「
記
憶
の
再
生
」
は
、
八
〇
年

代
と
い
う
「
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）
と
し
て
の
「
近

代
」
の
経
験
と
し
て
で
は
な
く
、
六
〇
年
代
以
前
の
「
前
近
代
」
へ
の

後
退
と
い
う
経
験
と
し
て
の
み
、
さ
ら
に
力
を
強
め
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
実
際
、
昨
今
の
汪
暉
は
、
重
慶
事
件
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
論
者

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た「
文
革
の
再
演
」論
が「
何
の
根
拠
も
持
た
な
い
」

も
の
で
あ
り
、「
そ
れ
は
空
洞
化
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
作

り
出
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
、「
新
た
な
新
自
由
主
義
改
革
の
た
め
の

政
治
条
件
」
を
作
り
出
し
て
い
る
、
な
ど
と
自
己
弁
護
す
ら
し
て
い
る

の
で
あ
る（『
世
界
』、二
〇
一
二
年
七
月
）。
た
だ
し
、こ
こ
で
の
問
題
と
は
、

こ
う
し
た
新
左
派
ら
の
台
頭
と
も
相
俟
っ
て
、
日
本
の
一
部
の
「
進
歩

的
」
知
識
人
と
と
も
に
、
な
ぜ
人
々
は
い
ま
だ
に
文
革
や
毛
沢
東
の
時

代
を
肯
定
的
に
評
価
し
よ
う
と
欲
す
る
の
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
現
在
の
中
国
社
会
の
抱
え
る
諸
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、

中
国
に
お
け
る
老
骨
の
リ
ベ
ラ
ル
、李
鋭
氏
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
、

き
わ
め
て
重
い
意
味
を
持
つ
。
李
氏
に
よ
れ
ば
、
党
の
長
年
に
わ
た
る
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歴
史
の
中
で
最
も
改
め
難
い
誤
り
、
そ
れ
は
た
だ
一
文
字
、「
左
」
で

あ
る
。
王
明
の
「
左
」
傾
路
線
や
延
安
整
風
運
動
を
経
て
、
毛
沢
東
思

想
は
党
の
認
識
を
統
一
し
、
革
命
は
勝
利
を
収
め
た
が
、
王
明
の
「
左
」

路
線
や
解
放
戦
争
時
期
の
土
地
改
革
な
ど
「
左
」
の
誤
り
が
依
然
と
し

て
存
在
し
た
。
特
に
一
九
五
七
年
か
ら
七
八
年
ま
で
の
、反
右
派
闘
争
、

大
躍
進
運
動
、
反
右
傾
闘
争
、
社
会
主
義
教
育
運
動
か
ら
文
革
の
一
〇

年
に
至
る
ま
で
、
中
国
の
政
治
は
も
っ
ぱ
ら
「
左
」
の
誤
っ
た
道
を
歩

ん
だ
。
つ
ま
り
、「
左
」
の
亡
霊
は
い
ま
だ
に
去
っ
て
お
ら
ず
、「
封
建

専
制
主
義
」
の
害
毒
は
、
各
級
の
幹
部
の
な
か
に
、
い
ま
だ
に
程
度
の

差
こ
そ
あ
れ
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
記
憶
の
再
生
」
を
八
〇
年
代
（
政
治
体
制
改
革
の
時
代
）

へ
の
回
帰
に
向
け
て
批
判
的
言
論
を
展
開
す
る
李
鋭
氏
は
、
胡
耀
邦

を
は
る
か
に
超
え
て
、
つ
い
に
は
天
安
門
事
件
で
共
産
党
史
そ
の
も

の
の
か
ら
葬
ら
れ
て
い
っ
た
趙
紫
陽
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。『
炎
黄
春

秋
』
に
お
け
る
趙
紫
陽
の
「
記
憶
の
再
生
」
が
、
中
国
に
お
け
る
言
論

空
間
に
お
け
る
タ
ブ
ー
へ
の
大
胆
な
挑
戦
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
こ
こ
で
及
川
氏
は
、
趙
紫
陽
を
め
ぐ
る
李
鋭
氏
に
よ
る
言
説
の

意
図
す
る
も
の
を
、（
1
）
趙
紫
陽
の
再
評
価
、（
2
）
政
治
体
制
改
革

の
推
進
、（
3
）
天
安
門
事
件
の
再
評
価
、
と
い
う
三
点
に
集
約
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、文
革
と
い
う
「
前
近
代
」
的
非
合
理
性
を
め
ぐ
る
「
記

憶
の
再
生
」
が
、
今
回
の
重
慶
事
件
で
も
再
び
現
実
の
も
の
と
な
っ
た

こ
と
に
な
る
。
本
書
を
通
し
て
、
対
外
的
に
は
ま
す
ま
す
覇
権
的
に
な

り
、
対
内
的
に
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
抑
圧
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
中
国
共
産
党
内
部
に
も
、
じ
つ
は
李
鋭
氏
の
よ
う
な
骨
太
の
リ
ベ

ラ
リ
ス
ト
が
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
多
く
の
読
者

が
驚
き
、
か
つ
そ
の
際
ど
い
言
論
空
間
に
お
け
る
ぎ
り
ぎ
り
の
闘
い
を

讃
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
党
内
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
群
像
の
奥
深
さ
と

底
力
を
知
る
う
え
で
、
本
書
は
目
下
の
と
こ
ろ
、
最
良
の
、
そ
し
て
唯

一
の
著
作
で
あ
る
。

（
い
し
い
・
と
も
あ
き　

明
治
大
学
）

♦


