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中
国
の
社
会
主
義
革
命
は
中
国
の
政
治
経
済
や
社
会
組
織
ば
か
り
で

な
く
、
学
問
を
も
含
む
中
国
の
伝
統
文
化
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら

し
た
。
中
国
を
対
象
と
す
る
人
類
学
的
な
研
究
に
お
い
て
も
、
社
会
主

義
革
命
は
一
体
、
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
と
い
う
の
が
一
つ
の
研
究

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
国
外
に
留
学
し
た
研
究
者
は
、

中
国
社
会
を
外
か
ら
見
る
視
点
を
持
ち
得
る
し
、
中
国
に
は
な
い
学
問

研
究
の
自
由
も
あ
っ
て
、
内
省
的
な
研
究
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
な
か

で
も
、
改
革
開
放
が
始
ま
っ
た
一
九
八
〇
年
代
に
日
本
に
留
学
し
た
世

代
に
と
っ
て
は
、
自
分
史
と
も
重
な
る
た
め
、
そ
う
し
た
傾
向
が
強
い
。

　

本
書
の
著
者
で
あ
る
聶
莉
莉
氏
も
そ
う
し
た
世
代
を
代
表
す
る
研
究

者
で
あ
る
。
本
書
は
、
建
国
初
期
に
焦
点
を
あ
て
、
潘
光
旦
や
費
孝
通

ら
の
社
会
学
（
当
時
は
人
類
学
と
の
大
き
な
差
異
は
な
か
っ
た
）
者
を
中
心

に
、
民
国
期
の
知
識
人
ら
が
共
産
党
体
制
と
出
会
い
、
ど
の
よ
う
に
し

知
識
人
の
思
想
的
転
換
を
通
し
て
み
る

中
国
革
命
の
光
と
影
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て
思
想
改
造
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
本
来
の
学
問
を
放
棄
し
て
い
っ
た
の

か
、
そ
の
軌
跡
を
丹
念
に
追
い
、
彼
ら
の
「
思
想
的
転
換
」
を
通
し
て
、

中
国
革
命
が
意
味
す
る
も
の
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

問
題
の
所
在
と
研
究
対
象
を
明
確
に
し
た
第
一
章
に
続
き
、
第
二
章

で
は
、
建
国
初
期
の
知
識
人
ら
に
よ
る
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
理
論
の

学
習
と
思
想
的
な
転
換
の
有
り
様
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
章
以
降

は
、
土
地
改
革
と
知
識
人
と
の
関
わ
り
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
ま
ず
、
第

三
章
で
は
、
土
地
改
革
が
ど
の
よ
う
に
開
始
、
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
の

か
、
そ
し
て
そ
れ
に
参
加
し
た
知
識
人
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
い
っ
た
の
か
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
を
駆
使
し
て
、
詳
細
に
記
述
、

分
析
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
、
清
華
大
学
を
例
と
し
て
、
土
地
改

革
工
作
隊
が
ど
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
、
知
識
人
に
は
ど
の
よ
う
な
葛
藤

が
あ
っ
た
の
か
を
、
潘
光
旦
や
沈
従
文
ら
の
日
記
な
ど
を
史
料
と
し
て

聶
莉
莉
著

「
知
識
分
子
」の
思
想
的
転
換

建
国
初
期
の
潘
光
旦
、費
孝
通
と
そ
の
周
囲
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論
じ
て
い
る
。
第
五
章
は
知
識
人
の
中
で
も
特
に
潘
光
旦
に
注
目
し
、

日
記
や
手
紙
を
丁
寧
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
の
段
階
で
、

潘
光
旦
が
ど
う
し
て
独
自
性
を
保
ち
得
た
の
か
、
そ
の
遠
因
を
探
っ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
の
思
想
に
民
主
と
自
由
、
個
人
と
社
会
の
関

係
性
を
中
心
に
据
え
た
成
熟
し
た
社
会
観
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
だ
と

す
る
。
心
の
独
自
性
を
放
棄
し
な
か
っ
た
点
で
は
沈
従
文
も
同
じ
で
あ

り
、
沈
の
思
想
構
造
も
あ
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
六
章
で
は
土
地
改
革
に
参
加
し
た
潘
光
旦
が
表
わ
し
た
『
蘇
南
土

地
改
革
訪
問
記
』（
一
九
五
二
）
を
巡
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
図
は
、
こ
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
土
地
制
度
や
階
級
、
封
建

と
い
っ
た
問
題
を
、民
国
期
の
潘
の
言
説
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

共
産
党
思
想
へ
の
順
応
を
読
み
取
る
こ
と
に
あ
る
。
合
わ
せ
て
、
潘
同

様
、農
業
経
済
学
者
の
董
時
進
を
批
判
し
た
他
の
研
究
者
ら
の
言
説
も
、

比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
個
人
の
学
問
的
一
貫
性
の
問
題
を
超

え
、
こ
の
変
化
を
共
産
党
の
言
説
の
浸
透
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

　

第
七
章
は
、
蘇
南
に
お
け
る
階
級
、
土
地
制
度
と
土
地
改
革
の
実
際

が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
費
孝
通
が
調
査
し
た
呉
江
県
や
陳
翰
笙
が
調

査
し
た
無
錫
な
ど
を
例
に
、
複
雑
な
地
権
所
有
形
態
を
明
ら
か
に
し
、

土
地
改
革
で
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
「
地
主
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々

で
あ
っ
た
の
か
、
を
論
じ
る
。
そ
し
て
階
級
区
分
が
政
治
的
な
指
標
で

も
っ
て
区
分
け
さ
れ
た
こ
と
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
呉
江

県
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
不
条
理
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

終
章
の
第
八
章
は
、
一
つ
の
社
会
階
層
で
あ
る
知
識
人
が
、
な
ぜ
集

団
的
に
思
想
改
造
を
受
け
入
れ
た
の
か
、
彼
ら
自
身
と
政
治
体
制
の
両

面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
潘
光
旦
と
費
孝
通
を
例

に
、
思
想
改
造
後
の
知
識
人
の
運
命
に
触
れ
、
思
想
改
造
を
や
り
遂
げ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
ま
で
共
産
党
政
権
に
信
頼
さ
れ
る
よ
う
な

存
在
に
は
な
れ
な
か
っ
た
理
由
を
考
察
し
て
い
る
。
即
ち
、
知
識
分
子

が
忠
誠
を
尽
く
そ
う
と
し
た
の
は
革
命
の
思
想
と
目
標
で
あ
っ
て
、
共

産
党
の
組
織
や
政
権
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
共
産
党
の
側

も
、
為
政
者
に
助
言
を
す
る
よ
う
な
士
大
夫
的
な
知
識
人
の
態
度
を
許

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。

　

社
会
主
義
革
命
以
降
、
社
会
学
を
含
む
社
会
科
学
は
否
定
さ
れ
、
そ

の
空
白
は
長
く
改
革
開
放
ま
で
続
い
た
。従
っ
て
、著
者
の
世
代
に
と
っ

て
は
、
先
人
ら
の
「
思
想
的
転
換
」
を
知
る
た
め
に
も
、
ま
ず
民
国
期

の
学
問
を
熟
知
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
は
、「
ま
え
が
き
」

で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
著
者
に
と
っ
て
も
、
世
代
間
の
断
絶
を

埋
め
る
作
業
と
な
っ
た
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
北
京
大
学
の
院

生
時
に
お
け
る
、費
孝
通
が
書
い
た
『
郷
土
中
国
』（
一
九
四
七
）
の
「
再

発
見
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
感
動
は
、「
ま
え
が
き
」
に
活
き
活
き

と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
著
者
の
、
半
世
紀
も
の
空
白
を
埋
め
る
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作
業
が
始
ま
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
垣
間
見
え
る
の
は
民
国
期
の
知
識
人

群
像
で
あ
っ
た
。
一
読
者
と
し
て
、
改
め
て
民
国
期
の
知
識
人
の
古
典

へ
の
精
通
、
視
野
の
広
さ
、
柔
軟
な
思
考
、
学
問
的
な
良
心
な
ど
に
感

服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
思
う
に
、「
文
」
は
知
性
の
根
源
で
あ
り
、
そ

の
「
文
」
を
扱
う
学
問
こ
そ
が
「
文
学
」
で
あ
り
、「
文
」
の
世
界
を

知
る
人
間
が
「
文
人
」
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
潘
光
旦
や
費
孝
通
ら

は
、
社
会
学
者
で
あ
る
前
に
「
文
人
」
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
知
識
人
、
と
り
わ
け
本
書
が
対
象
と
し
て
い
る
「
高
級
知
識

人
」
が
直
面
し
た
苦
悩
と
、
そ
の
後
の
人
生
を
思
う
と
、
読
ん
で
い
て

重
た
い
気
持
ち
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
費
孝
通
は
少
数
民
族
地
区
へ

赴
い
て
い
た
た
め
、
土
地
改
革
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
反
右

派
闘
争
で
右
派
と
批
判
さ
れ
、
文
革
中
も
迫
害
を
受
け
た
。
潘
光
旦
は

文
革
の
最
中
、
迫
害
の
末
に
費
孝
通
に
看
取
ら
れ
な
が
ら
非
業
の
死
を

遂
げ
た
。
同
じ
中
国
研
究
者
と
し
て
、
彼
ら
に
心
か
ら
の
敬
意
と
深
い

同
情
を
禁
じ
得
な
い
。
と
同
時
に
、
我
々
外
国
人
研
究
者
が
背
負
っ
て

い
る
も
の
と
、
彼
ら
と
で
は
ま
る
で
重
さ
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
痛
感

す
る
。
そ
れ
は
、
本
書
の
著
者
が
背
負
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
言

え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
書
で
も
、
土
地
改
革
に
多
く
の
紙
面
が
割
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

土
地
改
革
こ
そ
が
、
多
く
の
知
識
人
の
思
想
改
造
の
契
機
で
あ
り
、
核

心
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
土
地
改
革
の
実
際
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

日
本
で
も
、
福
地
い
ま
著
『
私
は
中
国
の
地
主
だ
っ
た
』（
岩
波
新
書

一
九
五
四
）
や
、
秋
山
良
照
著
『
中
国
土
地
改
革
体
験
記
』（
中
公
新
書

一
九
七
七
）
な
ど
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
は
い
た
。
中
国
で
も
改
革
開

放
以
降
は
、映
画
『
芙
蓉
鎮
』（
謝
晋
監
督　

一
九
八
七
年
）
や
『
活
着
』（
張

芸
謀
監
督　

一
九
九
四
年
）
な
ど
で
も
、
従
来
の
教
条
主
義
的
な
観
点
と

は
決
別
し
、
民
衆
側
の
視
点
で
も
っ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
た
。
そ
れ
で
も
、
土
地
改
革
の
実
際
の
状
況
と
、
そ
れ
に
対
峙
し
た

個
々
の
知
識
人
の
対
応
は
、外
国
人
研
究
者
に
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
も
本
書
は
貴
重
な
情
報
に
満
ち
て
い
る
。

　

土
地
改
革
に
は
そ
れ
な
り
の
必
然
性
も
あ
っ
た
が
、
最
大
の
問
題
は

そ
の
方
法
に
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
共
産
党
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
政
権

奪
取
後
の
土
地
改
革
は
、
革
命
根
拠
地
で
の
「
土
地
革
命
」
の
延
長
線

上
の
出
来
事
で
あ
り
、「
や
る
か
や
ら
れ
る
か
」
と
い
う
状
況
下
で
は
、

細
部
ま
で
目
が
行
き
届
か
な
い
の
も
や
む
を
得
な
い
、
と
な
ろ
う
。
そ

れ
に
土
地
改
革
は
時
期
と
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
様
相
も
大
き
く
異
な
っ

て
い
た
。
平
穏
に
進
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
最
後
ま
で
残
っ
た

広
東
の
よ
う
に
激
し
い
抵
抗
を
受
け
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。先
述
の『
中

国
土
地
改
革
体
験
記
』
の
中
で
秋
山
良
照
は
、工
作
隊
の
宿
舎
に
深
夜
、

銃
弾
が
撃
ち
込
ま
れ
る
な
ど
工
作
隊
も
命
が
け
で
あ
っ
た
、
と
書
い
て

い
る
。
毛
沢
東
の
「
革
命
不
是
請
客
吃
飯
」
の
言
葉
を
引
き
合
い
に
出

す
ま
で
も
な
く
、「
革
命
と
は
そ
ん
な
も
の
だ
」
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
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そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
の
代
償
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
知
識
人
は
居
場
所
を
失
い
、伝
統
文
化
は
断
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

不
条
理
な
階
級
区
分
の
弊
害
は
文
革
後
ま
で
続
い
た
。

　

著
者
に
よ
る
中
国
の
土
地
制
度
の
分
析
と
、
土
地
改
革
の
具
体
的
な

手
順
や
そ
の
問
題
点
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
土
地
改
革
に
ま
つ
わ
る

諸
問
題
と
い
う
の
は
、
結
局
、
中
国
な
ら
で
は
の
広
大
な
農
村
部
の
存

在
と
、
そ
こ
か
ら
起
因
す
る
中
国
特
有
の
都
市
―
農
村
関
係
、
及
び
多

層
的
な
社
会
階
層
が
根
底
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
が
す

る
。

　

ま
た
、
土
地
改
革
を
導
い
た
理
念
と
し
て
は
、
社
会
主
義
と
い
う
よ

り
も
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
世
界
観
の
浸
透
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
考
え
る
と
、
土
地
改
革
を
核
と
す
る
中
国
革
命
は
、
民
国
期
の
西

洋
文
化
の
流
入
の
延
長
線
上
に
起
き
た
事
件
と
言
え
な
く
も
な
い
し
、

さ
ら
に
巨
視
的
に
み
れ
ば
、
西
洋
文
明
と
の
対
決
と
い
う
図
式
の
中
の

出
来
事
で
も
あ
っ
た
。
思
想
的
な
大
転
換
と
い
う
の
は
、
中
国
に
限
ら

ず
、
明
治
期
の
日
本
や
、
大
戦
直
後
の
日
本
で
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と

が
起
っ
て
い
る
。
両
国
が
同
じ
よ
う
な
展
開
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

国
土
の
ス
ケ
ー
ル
や
歴
史
的
な
背
景
が
異
な
っ
て
い
た
訳
で
あ
る
が
、

今
後
は
社
会
構
造
の
側
面
か
ら
の
比
較
、
検
討
も
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

土
地
改
革
に
対
す
る
疑
問
は
、
著
者
が
大
学
院
生
の
時
、
遼
寧
省
の

農
村
で
調
査
を
行
な
い
、『
劉
堡
』（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
二
）
を

執
筆
し
た
時
ま
で
遡
る
。
そ
の
時
の
疑
問
が
、
本
書
の
萌
芽
と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
本
書
は
『
劉
堡
』
の
都
市
版
、
知
識
人
版
と

も
い
え
る
。
前
著
が
民
族
誌
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
は
思
想
史
研

究
で
は
あ
る
が
、
情
緒
的
に
な
る
こ
と
を
極
力
押
さ
え
、
人
類
学
者
ら

し
く
詳
細
な
事
実
を
淡
々
と
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き

な
問
題
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。
人
類
学
者
に
よ
る
思
想
史
研
究

の
試
み
と
い
う
よ
り
も
、
農
村
を
熟
知
し
て
い
る
人
類
学
者
だ
か
ら
こ

そ
書
け
た
、
新
し
い
思
想
史
研
究
と
も
い
え
よ
う
。
視
野
の
広
さ
と
柔

軟
な
思
考
と
い
う
点
で
、
著
者
は
本
書
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
民

国
期
の
知
識
人
の
よ
き
伝
統
を
引
き
継
い
で
お
り
、
中
国
知
識
人
の
良

心
と
魂
に
触
れ
る
思
い
が
す
る
。

　

革
命
初
期
の
共
産
党
と
知
識
人
の
問
題
が
主
題
と
な
っ
て
は
い
る

が
、
本
書
に
は
、
今
の
中
国
が
か
か
え
る
諸
問
題
を
解
き
明
か
す
上
で
、

根
源
的
な
も
の
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、
知
識

人
の
思
想
改
造
で
は
、
清
華
大
学
が
一
つ
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
が
、

共
産
党
の
前
は
、
国
民
党
に
よ
っ
て
部
分
的
で
は
あ
る
が
管
理
さ
れ
て

い
た
。
日
本
で
も
政
治
に
よ
る
大
学
や
学
問
へ
の
介
入
は
あ
っ
た
に
し

て
も
、
党
が
大
学
を
直
接
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
で
、
単
に
共
産
党
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
政
治
と
学
問
と
の
深
い



『東方』433 号（2017 年 3 月）　　34

関
係
と
い
う
点
で
、中
国
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
な
の
で
は
な
い
か
、

と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
伝
統
は
、
大
学
内
に
存
在
す
る
党
組
織

と
し
て
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
ま
で
共
産
党
政
権
に
信

用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
高
級
知
識
人
の
運
命
も
、
政
治
と
学
問
の

不
可
分
の
関
係
故
に
生
じ
た
「
疎
外
」
と
い
う
点
で
は
、
伝
統
的
な
シ

ス
テ
ム
の
枠
内
の
出
来
事
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、
共
産

党
政
権
下
で
は
、自
ら
集
団
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
点
が
民
国
期
ま
で
と
大
き
く
異
な
り
、
多
く
の
悲
劇
の
要
因
で
も

あ
っ
た
。
そ
れ
を
避
け
る
に
は
、
董
時
進
の
如
く
、
中
国
を
去
る
し
か

な
か
っ
た
。

　

土
地
改
革
は
そ
の
実
施
に
お
い
て
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。
で
は
一

体
、
ど
こ
で
間
違
え
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の

誤
り
な
の
か
、
そ
れ
を
指
示
し
た
共
産
党
の
誤
り
な
の
か
、
そ
れ
と

も
そ
れ
を
遂
行
し
た
「
人
民
」
の
側
の
問
題
な
の
か
。
そ
の
答
え
は
、

そ
れ
ら
が
合
わ
さ
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
潘
光
旦
は

一
九
四
一
年
に
記
し
た
「
青
年
の
志
と
思
想
―
―
他
人
に
教
わ
る
」
と

題
す
る
随
筆
に
お
い
て
、
政
治
の
教
育
へ
の
浸
透
に
強
い
警
戒
感
を
述

べ
る
文
脈
の
中
で
、「
私
は
、
我
が
民
族
は
根
本
的
に
全
体
的
に
健
全

で
は
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
存
在
す
る
、
と
思
っ
て
い
る
。
青
年
が
民
族

の
弱
点
を
も
た
な
い
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
身
教
（
身
を
以
て
手
本

と
す
る
）
の
欠
乏
と
い
う
点
で
当
代
の
教
育
は
懺
悔
す
べ
き
で
あ
る
。」

と
し
て
い
る
（
二
四
二
頁
）。
問
題
の
根
源
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
誤
り

と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
し
、潘
が
自
戒
を
込
め
て
書
い
た
如
く
、

共
産
党
の
問
題
も
そ
れ
を
組
織
し
た
「
人
民
」
に
帰
着
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。こ
の
問
題
は
後
の
文
化
大
革
命
の
悲
劇
に
も
通
底
す
る
。

文
革
は
毛
沢
東
の
権
力
奪
還
闘
争
と
し
て
始
ま
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の

機
に
乗
じ
て
上
に
い
る
人
間
を
引
き
ず
り
下
ろ
そ
う
と
す
る
人
々
の
私

利
私
欲
が
、
国
中
を
大
混
乱
に
陥
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、著
者
が
院
生
時
代
に
「
再
発
見
」
し
た
費
孝
通
の
『
郷

土
中
国
』
は
、
潘
の
自
戒
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
今
日
、
改
め
て
読

み
直
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
著
作
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

著
者
は
そ
の
費
孝
通
の
晩
年
の
弟
子
に
あ
た
る
。
自
ら
の
恩
師
を
研

究
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
、
戸
惑
い
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
ま
し

て
や
一
部
の
人
し
か
知
り
得
な
か
っ
た
、
費
孝
通
の
当
初
の
素
早
い
順

応
と
反
右
派
闘
争
以
降
の
苦
難
の
人
生
、
そ
し
て
生
き
る
た
め
に
民
国

期
の
研
究
を
封
印
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
苦
悩
と
晩
年
の
懺
悔
な
ど

を
、
公
に
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
費
孝
通
の
弟
子
ら
か
ら
は
、
な

ぜ
今
更
に
な
っ
て
、
と
い
う
意
見
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
も
弟

子
と
し
て
の
「
義
」
に
つ
い
て
自
問
し
て
い
る
が
、
本
来
の
「
義
」
は

師
を
飾
り
立
て
る
こ
と
で
は
な
く
、
師
の
真
実
の
姿
を
後
世
に
残
し
、

そ
し
て
師
の
未
完
の
仕
事
を
継
承
す
る
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
費

孝
通
も
本
書
の
刊
行
を
受
け
入
れ
、
喜
ん
で
い
る
こ
と
と
思
う
。



35　　知識人の思想的転換を通してみる中国革命の光と影

　

共
産
党
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
一
旦
は
消
さ
れ
た
社
会
学
・
人
類
学

で
あ
る
が
、
今
や
そ
の
人
類
学
者
に
よ
っ
て
、
し
か
も
費
孝
通
の
最
後

の
教
え
子
に
よ
っ
て
、
共
産
党
が
行
っ
た
土
地
改
革
に
歴
史
的
な
再
検

討
が
な
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
何
と
い
う
歴
史
の
巡
り
合
わ
せ
で
あ
ろ

う
か
。
革
命
に
身
を
投
じ
た
中
国
人
と
自
ら
思
想
改
造
に
取
り
組
ん
だ

知
識
人
、
彼
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
中
国
を
愛
し
て
い
た
こ
と
だ
。

そ
し
て
中
国
の
未
来
に
希
望
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
絶
望
に
変
わ
る

の
に
そ
う
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
。
同
時
に
、
本
書
の
著

者
も
日
本
に
あ
り
な
が
ら
も
、
祖
国
中
国
を
限
り
な
く
愛
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。
本
書
の
中
国
語
版
が
大
陸
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
難
し

い
で
あ
ろ
う
が
、
著
者
の
祖
国
へ
の
愛
は
全
て
の
中
国
人
読
者
が
読
み

取
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
を
出
版
す
る
に
は

勇
気
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
る
の
は
、
半
世
紀
に

わ
た
る
自
ら
の
「
革
命
」
体
験
で
培
わ
れ
た
揺
る
ぎ
な
い
信
念
と
、
こ

の
祖
国
へ
の
思
い
で
あ
ろ
う
。

　

著
者
の
意
図
は
、
土
地
改
革
に
お
け
る
共
産
党
政
権
の
失
策
を
非
難

す
る
こ
と
に
は
な
い
。
あ
く
ま
で
人
類
学
者
と
し
て
、
さ
ら
に
言
え
ば

中
国
の
「
文
人
」
と
し
て
、
革
命
に
よ
っ
て
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
実

を
客
観
的
に
認
識
し
、
誤
り
が
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
を
真
摯
に
反
省
し
よ

う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
れ
は
小
さ
な
一
歩
か
も

し
れ
な
い
が
、
や
が
て
大
き
な
潮
流
に
な
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

（
に
し
ざ
わ
・
は
る
ひ
こ　

武
蔵
大
学
）


