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な
ぜ
今
、
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
六
年
に
か
け
て
の
、
中
国

共
産
党
内
部
の
深
刻
な
障
害
に
満
ち
満
ち
た
歳
月
の
公
式
名
称
で

あ
る
「
文
化
大
革
命
」
に
つ
い
て
語
る
の
か
？ 　

少
な
く
と
も

三
つ
理
由
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
先
ず
文
化
大
革
命
は
全
世
界
の
活
動
家
、
こ
と
フ
ラ

ン
ス
に
限
っ
て
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
一
九
六
七
年
か
ら
七
六
年

に
か
け
て
の
活
動
に
と
っ
て
つ
ね
に
参
照
さ
れ
る
、
躍
動
感
あ
ふ

れ
る
運
動
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
化
大
革
命
は
わ
れ
わ
れ
の
政

治
史
の
一
部
で
あ
り
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
唯
一

真
に
創
造
的
運
動
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
毛
沢
東
派
の
潮
流
を
生
ん

だ
。
わ
た
く
し
に
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
わ

た
く
し
は
毛
沢
東
派
で
あ
っ
た
し
、
詩
人
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ

ン
ボ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
今
で
も
「
俺
は
そ
う
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

、
俺0

は
永
遠
に
そ
う
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
主
体
と
実
践
の
軌
跡
は
、
中
国
の
革
命
家
た
ち
の
倦
む
こ
と

を
知
ら
ぬ
創
発
性
の
中
に
、
お
の
れ
に
相
応
し
い
名
称
0

0

を
み
い
だ

し
た
。
主
体
性
を
変
革
し
、
別
の
仕
方
で
生
き
、
別
の
仕
方
で
考

え
る
こ
と
、
す
で
に
中
国
の
人
び
と
は―

そ
れ
に
呼
応
し
て

わ
れ
わ
れ
は―

、
そ
れ
を
こ
そ
「
革
命
す
る
」
と
呼
ん
で
い
た

の
だ
。
彼
ら
は
言
っ
た
、「
人
び
と
の
魂
に
ふ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
a
（

と
。
政
治

的
実
践
に
お
い
て
は
つ
ね
に
、
旧
弊
な
世
界
観
も
ま
た
つ
ね
に

わ
れ
わ
れ
の
中
に
現
前
す
る
が
ゆ
え
に
、
人
は
同
時
に
「
射し

ゅ
た
い手

に
し
て
獲た

い
し
ょ
う
物
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
彼
ら
は
わ
れ
わ

れ
を
諭
し
た
の
で
あ
る
。
六
〇
年
代
末
期
、
わ
れ
わ
れ
は
い
た

る
と
こ
ろ
に
下
放
し
て
い
っ
た
。
工
場
へ
、
都
市
へ
、
農
村
へ

と
。
数
万
の
学
生
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
な
り
、
労
働
者
の
寝
泊
り

す
る
簡

ド

ヤ

易
宿
泊
所
で
暮
ら
し
た
。
こ
れ
ら
を
指
し
示
す
言
葉
も
ま

た
、
文
化
大
革
命
は
持
っ
て
い
た
。「
自
己
変
革

0

0

0

0

」、「
人
民
へ
の

0

0

0

0

奉
仕
0

0

」、
そ
し
て
永
遠
の
本
質
で
あ
る
「
民
衆
と
の
結
合

0

0

0

0

0

0

」。
わ
れ

わ
れ
は
闘
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
の
野
蛮
な
不
毛
、
そ
の
暴
力

 
最
後
の
革
命
？ 

ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
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・
解
題
＝

松
本
潤
一
郎 
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的
な
保
守
主
義
に
抗
っ
て
。
中
国
で
も
党
の
官
僚
体
制
が
攻
撃
さ

れ
、
そ
れ
は
「
修
正
主
義
に
対
す
る
闘
い
」
と
呼
ば
れ
た
。
潮
流

を
違
え
る
革
命
諸
派
の
あ
い
だ
の
分
裂
や
紛
糾
で
す
ら
、
中
国
風

に
言
え
ば
、「
黒
幕
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」、「
外
見
上
は
左
翼

0

0

0

0

0

0

、

実
質
的
に
は
右
翼

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
連
中
と
決
別
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
例

え
ば
工
場
ス
ト
ラ
イ
キ
、
簡
易
宿
泊
所
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
管
理
人

と
の
対
峙
と
い
っ
た
民
衆
政
治
の
情
況
に
乗
り
だ
し
た
と
き
、
わ

れ
わ
れ
は
学
ん
だ
。「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
左
派
を
見
つ
け
だ
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
か
け
て
は
他
の
追
随
を
許
さ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
中
道
を
味
方
に
つ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

、
右
派
0

0

を
孤
立
さ
せ

0

0

0

0

0

、
叩
き
潰
す

0

0

0

0

」
必
要
が
あ
る
、
と
。
わ
れ
わ
れ
を
導

い
た
の
は
毛
の
『
赤
色
小
冊
子
〔
毛
主
席
語
録
〕』
だ
っ
た
。
ド
グ

マ
を
説
い
て
回
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
ど
と
い
っ
た
、
莫
迦
ど

も
の
言
う
理
由
か
ら
で
は
全
く
な
い
。
正
反
対
に
、
以
前
に
は
わ

れ
わ
れ
の
与
り
知
ら
な
か
っ
た
、
ま
っ
た
く
こ
じ
れ
た
情
況
の
出

現
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
に
無
数
の
新
た
な
方
法
を
解
明
さ
せ
、
発

明
さ
せ
て
く
れ
た
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
こ
と
の
全
て
に
つ
い
て

―

お
の
れ
の
活
動
放
棄
を
隠
蔽
し
、
錯
覚
の
心
理
学
だ
の
過
誤

を
犯
し
た
道
徳
精
神
だ
の
に
依
拠
し
て
既
成
の
反
動
に
賛
意
を
表

す
る
連
中
の
こ
と
で
は
な
く―

、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
わ
れ
わ
れ

の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
あ
れ
ら
の
文
書
群
を
引
用
し
て
、
中
国

の
革
命
家
た
ち
に
敬
意
を
表
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　

第
二
に
、
文
化
大
革
命
は
、
党
︱
国
家
形
式
を
飽
和
さ
せ
る
政

治
的
経
験
の
、
典
型
的
事
例
（
こ
れ
も
毛
派
の
言
葉
で
あ
り
、
個

別
の
情
況
を
超
え
て
普
遍
化
さ
る
べ

き
、
革
命
の
過
程
に
お
け
る
発
見
を

意
味
す
る
）
だ
か
ら
で
あ
る
。「
飽

和
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
わ
た

く
し
は
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
ラ
ザ
ル
ス
が

こ
の
言
葉
に
与
え
た
意
味
を
込
め
て

使
用
す
る）

2
（

。
す
な
わ
ち
、
文
化
大

革
命
は
、
座
礁
し
つ
つ
あ
る
党
︱
国

家
（
こ
の
場
合
は
中
国
共
産
党
）
に

依
然
と
し
て
内
在
す
る
、
き
わ
め

て
重
要
な
最
後
の
政
治
的
継シ

ー
ク
ェ
ン
ス起

で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
こ
と
を

論
じ
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
六
八
年
五

月
お
よ
び
そ
の
帰
趨
が
導
き
だ
さ
れ

た
が
、
こ
れ
は
や
や
別
の
事
態
で
あ

る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ア
パ
ス
の
運

動
、
こ
れ
は
ま
た
別
の
事
態
で
あ

る）
b
（

。
政

 
 
オ
ル
ガ
ニ
ザ
シ
オ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
 

治

組

織
、
こ
れ
は

断
固
と
し
て
別
の
事
態
で
あ
る）

c
（

。
但

し
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か

け
て
の
こ
の
飽
和
な
く
し
て
は
、
党

︱
国
家
の
亡
霊
を
除
い
て
、
な
お
、

何
も
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

（1） 本テキストは、2001年、ナターシャ・ミシェルと、わたくしアラン・バディウが主宰するルージュ・ゴルジュ
大会に触発されて生まれた。

（2）Sylvain Lazarus, Anthoropologie du nom, Paris, Le Seuil, 1996, p.37.〔日本語訳なし〕
（a） フランス語原文を直訳すると 「人間をその根底から変える」とでもなるが、東方書店出版部編、  『中国プロレ

タリア文化大革命資料集成』第1巻、1970年、所収の「中国共産党中央委員会のプロレタリア文化大革命につ
いての決定 1966年8月8日採択」では「人びとの魂にふれる」と訳されている。強調は引用者。

（b） 1980年代に起きた労働者の連帯によるポーランド民主化運動、および1990年代半ばから続く、メキシコはチ
アパス州におけるサパティスタ民族解放運動を指すと思われる。

（c） 「政治組織L’Organisation politique」は、バディウ、ナターシャ・ミシェル、シルヴァン・ラザルスが結成した
政治運動。国家装置に収斂しない新たな組織を模索しつつ、「不法滞在」労働者と共闘しつづけるも、2007年、
解散。同組織の基本方針について、アラン・バディウ、「政治を語る、政治について語る」、拙訳、『現代思想』
36(1)、2008年、青土社、を参照。
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ろ
う）

3
（

。

　

第
三
に
、
文
化
大
革
命
は
、
歴
史
お
よ
び
政
治
に
つ
い
て
の
、

政
治
か
ら
出
立
し
て
考
え
ら
れ
た
歴
史
（
逆
で
は
な
い
）
に
つ
い

て
の
、
一
つ
の
偉
大
な
教
訓
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
支
配
的
な

歴
史
記
述
に
従
っ
て
、
或
い
は
一
つ
の
現
実
的
政
治
の
継
起
か
ら

出
立
し
て
、
こ
の
「
革
命
」（
こ
の
語
自
体
が
飽
和
の
真
っ
只
中

に
あ
る
）
を
検
証
し
て
ゆ
く
な
ら
、
驚
く
べ
き
無
数
の
不
調
和
が

出
て
く
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
不
調
和
の
本
性
が
、

確
実
性
ま
た
は
不
確
実
性
を
め
ぐ
る
経
験
的
な
い
し
実
証
主
義
的

記
載
の
中
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
点
を
、
よ
く
よ
く
見
究
め
る

こ
と
で
あ
る
。
諸
々
の
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
わ
れ
わ

れ
は
同
意
す
る
。
そ
し
て
、〔
公
式
の
歴
史
が
下
す
〕
諸
々
の
裁
き

と
は
正
反
対
の
裁
き
を
下
す
こ
と
に
も
、
吝や

ぶ
さか
で
は
な
い
。
ま
さ

し
く
こ
の
逆
説
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
端
緒
と
し
て
役
立

つ
。叙

）
d

　
レ
　
シ
　（

事
譚　

　

支
配
的
な
史
料
編
纂
（
歴
史
記
述
）
上
の
説
明
は
、
様
々
な
専

門
家
、
と
り
わ
け
一
九
六
八
年
以
降
は
中
国
研
究
者
に
よ
っ
て
ま

と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
変
化
し
て
い
な
い
。
こ
の
説
明
は
、

一
九
七
六
年
以
降
、
鄧
小
平
を
頭
に
据
え
、
文
化
大
革
命
を
命
か

ら
が
ら
生
き
延
び
、
文
化
大
革
命
に
対
す
る
報
復
に
燃
え
る
連
中

が
支
配
し
て
き
た
中
国
国
家
の
公
式
見
解
と
な
っ
た
も
の
に
よ
っ

て
、
打
ち
固
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
説
明
は
何
と
言
っ
て
い
る
の
か）

4
（

？　

曰
く
、
革
命
に
関
し

て
言
え
ば
、
あ
れ
は
国
家‒

党
官
僚
幹
部
た
ち
の
内
部
で
の
権
力

争
い
だ
っ
た
。
曰
く
、「
大
躍
進

0

0

0

」
な
る
標
語
に
体
現
さ
れ
、
農

村
に
再
び
飢
饉
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
、
毛
の
経
済
政
策
に
お
け

る
主
意
主
義
の
完
全
な
失
敗
だ
っ
た
。
曰
く
、
こ
の
失
敗
の
せ
い

で
毛
は
党
上
層
部
内
少
数
派
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
実
権
派
」
の

劉
少
奇
（
当
時
の
国
家
主
席
）、
鄧
小
平
（
党
総
書
記
）、
彭
真
（
北

京
市
長
）
と
い
っ
た
主
立
っ
た
人
物
に
法
規
処
分
を
課
さ
れ
た
。

曰
く
、
一
九
六
三
年
以
降
、
毛
は
反
抗
勢
力
を
組
織
し
よ
う
と
試

み
る
も
、
党
の
正
規
上
層
部
内
で
失
権
し
た
。
曰
く
、
そ
こ
で
毛

は
党
の
内
外
を
問
わ
ず
、
諸
々
の
異
質
勢
力
（
紅
衛
兵
の
学
生
た

ち
）、
と
り
わ
け
軍
部
に
訴
え
て
反
攻
を
謀
り
、
彭
徳
懷
〔
当
時

の
国
防
部
長
〕
を
斥
け
て
林
彪
を
国
防
部
長
に
任
命
し
た）

5
（

。
曰
く
、

再
び
権
力
を
わ
が
手
に
し
よ
う
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
か

ら
、
毛
は
混
迷
と
血
ま
み
れ
の
情
況
を
つ
く
り
だ
し
、
こ
の
大
罪

の
張
本
人
で
あ
る
毛
が
死
ぬ
（
一
九
七
六
年
）
ま
で
、
世
情
に
安

寧
が
齎
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
、
と
。

　

か
か
る
見
解
に
は
、
厳
密
に
言
っ
て
不
正
確
な
点
は
一
つ
も
な

い
と
請
合
っ
て
も
よ
い
。
但
し
、
こ
の
見
解
は
、
こ
れ
ら
の
史
実

に
対
し
て
、
今
日
も
な
お
躍
動
に
み
ち
た
一
つ
の
思
考
を
通
し
て

授
け
ら
れ
る
政
治
的
理
解
が
与
え
る
真
の
意
味
に
つ
い
て
、
ま
っ

た
く
捉
え
そ
こ
な
っ
て
も
い
る
。
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第
一
。
い
か
な
る
安
寧
も
な
か
っ
た
？　

然
り
。
だ
が
そ
れ

は
、
政
治
的
な
新
し
さ
が
、
党
⊖
国
家
の
枠
組
の
中
で
は
展
開
さ

れ
え
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
る
。
学
生
お
よ
び
労
働
者

大
衆
の
最
も
広
範
に
及
ん
だ
創
造
的
自
由
（
六
六
年
か
ら
六
八
年

に
か
け
て
）
で
さ
え
も
が
、
軍
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
お
よ
び

国
家
的
統
制
（
六
六
年
か
ら
七
一
年
に
か
け
て
）
で
さ
え
も
が
、

敵
対
勢
力
が
ぶ
つ
か
り
合
う
執
行
部
で
断
続
的
に
行
わ
れ
た
諸
問

題
の
解
決
（
七
二
年
か
ら
七
六
年
に
か
け
て
）
で
さ
え
も
が
、
革

命
の
掲
げ
る
諸
々
の
理
想
が
確
立
さ
れ
、
ソ
連
を
模
範
と
し
た

政
治
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
一
つ
の
全
く
新
た
な
政
治
情
況

が
つ
い
に
集
合
的
規
模
で
日
の
目
を
見
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と

を
、
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
。
諸
々
の
異
質
勢
力
に
訴
え
た
？　

然
り
。
だ
が
こ
の
訴

え
は
、
党
お
よ
び
国
家
の
齎
す
紛
糾
か
ら
の
部
分
的
脱
出
を
目

的
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
事
実―

中
期
的
に
も
短

期
的
に
も
、
そ
し
て
今
日
な
お―

効
を
奏
し
た
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
一
つ
の
巨
大
な
運
動
の
持
続
の
中
で
問
わ
れ
て
い
た
の

は
、
官
僚
的
形
式
主
義
の
撤
廃
だ
っ
た
で
は
な
い
か
。
こ
れ
と
同

時
に
諸
分
派
の
ア
ナ
ー
キ
ー
状
態
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
や
が
て
来
る
時
代
の
本
質
的
な
政
治
的
問
い
を
指
し
示
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
と
い
う
形
式
的
な
統
一
性
ま
た
は
単

位
に
よ
っ
て
じ
か
に
保
証
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
い
っ
た
い
誰

ま
た
は
何
が
、
一
つ
の
政
治
の
統
一
性
ま
た
は
単
位
を
打
ち
立
て

る
の
か
？

　

第
三
。
権
力
争
い
？　

自
明
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
権
力
争
い
を
「
革
命
」
に
対
置
さ
せ

る
こ
と
自
体
が
莫
迦
げ
て
い
る
。
や
つ
ら
は

「
革
命
」
と
い
う
言
葉
を
、
権
力
問
題
を
め

ぐ
っ
て
敵
対
し
合
う
政
治
的
諸
勢
力
の
腑
分

け
と
し
か
、
理
解
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。

も
っ
と
も
レ
ー
ニ
ン
に
と
っ
て
革
命
の
問
題

が
最
終
的
に
は
権
力
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
白
で
あ
り
、
毛
派
は
絶
え
ず
そ
の
レ
ー

ニ
ン
を
引
い
て
い
た
わ
け
だ
が
。
き
わ
め
て

複
雑
な
真
の
問
題
は
む
し
ろ
、
文
化
大
革
命

が
政
治
と
国
家
を
腑
分
け
す
る
と
い
う
革
命

的
構
想
と
ま
さ
し
く
決
別
し
て
い
な
い
か
ど

う
か
を
、
知
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
こ
れ

が
文
化
大
革
命
の
大
き
な
問
い
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
の
中
心
的
か
つ
暴
力
的
な
論
争
の

場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
四
。「
大
躍
進

0

0

0

」
が
無
残
な
挫
折
に
終

わ
っ
た
？　

然
り
、
様
々
な
視
点
か
ら
そ
う

言
い
う
る
。
但
し
、
こ
の
挫
折
は
ス
タ
ー
リ

ン
の
経
済
政
策
教
義
を
め
ぐ
る
一
つ
の
危
機

的
試
練
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
「
全
体
主

（3） 20世紀の諸々の政治の中心的形象としての（諸）国家 ⊖（諸）党については、ルージュ・ゴルジュ大会でシル
ヴァン・ラザルスが発表した「世紀の諸体制」を参照することができる。

（4） 文化大革命についての公式的または「批判的」な諸見解（奇妙にもこの一度の「批判」のみで承認された）
に一般的スタイルを与えた書物は、Simon Leys, Les Habits neufs du président Mao, LGF.（シモン・レイ、『毛沢東
の新しい制服』、緒方君太郎訳、現代思潮社、1973年）である。

（5）これらの挿話、およびより一般的なこの時期の基本的事象について、本論末尾の年表を参照されたい。

（d） 以下、文化大革命の「歴史」を総括するにあたり、バディウが“histoire”（歴史・物語）ではなく「叙事譚」
と訳した“récit(s)”なる語を用いるのは、それが支配的歴史記述による「公式の歴史」とは区別されるから
である。
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義
」
に
よ
っ
て
各
地
農
村
の
発
展
に
関
す
る
諸
問
題
を
統
一
的
に

扱
お
う
と
す
る
も
の
で
は
全
く
な
か
っ
た
の
だ
。
毛
は
ス
タ
ー
リ

ン
の
集
団
化
政
策
を
、
そ
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
の
農
民
に
対
す
る
度

し
難
い
軽
蔑
を
、
厳
密
に
検
証
し
て
い
る
（
そ
の
こ
と
は
多
く

の
注
釈
が
証
し
て
い
よ
う
）。
毛
の
理
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を

払
っ
て
都
市
へ
の
一
極
集
中
を
保
証
す
る
た
め
の
暴
力
的
か
つ
強

制
的
な
や
り
口
に
よ
る
集
団
化
で
は
、
全
く
な
か
っ
た
の
だ
。
そ

れ
は
正
反
対
に
、
各
地
農
村
を
そ
の
場
で
工
業
化
す
る
こ
と
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
ソ
連
の
破
局
を
徴
候
的
に
示
し
て
い
た
野
蛮
な
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
化
〔
労
働
力
の
商
品
化
の
強
制
〕
と
都
市
化
を
避
け

る
よ
う
な
仕
方
で
、
各
地
農
村
に
、
あ
る
相
対
的
な
経
済
上
の
自

律
を
与
え
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
毛
は
都
市
と
農
村

の
矛
盾
を
効
果
的
に
解
決
す
る
共
産
主
義
の
理
念
に
従
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
都
市
を
優
位
に
据
え
て
農
村
を
暴
力
的
に
抹
消
す
る
政

策
に
従
っ
た
の
で
は
な
い
。
も
し
失
敗
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
政
治
の
性
質
に
関
わ
る
失
敗
で
あ
っ
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
失
敗

と
は
全
く
別
の
失
敗
で
あ
る
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
う
断
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
政
治
的
に
異

な
る
公
理
に
従
っ
て
記
述
さ
れ
る
な
ら
、
諸
々
の
事
態
に
つ
い
て

の
同
じ
抽
象
的
な
〔
歴
史
〕
記
述
が
、〔
文
革
を
断
罪
す
る
連
中
と
〕

同
じ
思
考
に
収
斂
す
る
こ
と
は
全
く
な
い
、
と
。

日
付

　

日
付
に
関
し
て
も
明
ら
か
に
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
中
国
国

家
の
そ
れ
で
も
あ
る
支
配
的
見
解
に
拠
れ
ば
、
文
化
大
革
命
は

一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七
六
年
ま
で
の
十
年
、
紅
衛
兵
の
登
場
か

ら
毛
の
死
ま
で
の
間
、
継
続
さ
れ
た
。
災
厄
に
満
ち
た
十
年
、
合

理
的
発
展
か
ら
み
れ
ば
失
わ
れ
た
十
年
だ
っ
た
、
と
い
う
わ
け

だ
。

　

実
際
、
中
国
国
家
の
歴
史
観
か
ら
、
市
民
の
安
全
、
生
産
、
管

理
職
幹
部
の
然
る
べ
き
統
一
性
、
軍
の
結
束
な
ど
と
い
っ
た
規
準

を
以
っ
て
検
証
す
れ
ば
、
こ
の
日
付
を
擁
護
す
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
だ
が
こ
れ
ら
は
わ
た
く
し
の
採
用
す
る
公
理
で
は
な
く
、
わ

た
く
し
の
採
用
す
る
規
準
で
も
な
い
。
政
治
ま
た
は
政
治
的
発
明

と
い
う
視
点
か
ら
日
付
の
問
題
を
検
証
す
る
な
ら
、
決
定
的
に
重

要
な
規
準
は
こ
う
な
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
に
関
わ
る
集
団
的
思

考
の
創
造
を
、
ど
の
時
点
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

　

こ
れ
で
あ
る
。
実
践
お
よ
び
諸
々
の
標
語
が
中
国
党‒

国
家
の

伝
統
と
機
能
に
対
し
て
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
、
確
か
め
る
こ
と
は

で
き
る
の
か
？　

普
遍
的
価
値
を
持
っ
た
言
表
群
が
生
起
す
る
の

は
い
つ
な
の
か
？　

そ
の
と
き
、〔
国
家
の
公
式
見
解
と
は
〕
全
く

別
の
仕
方
で
、
わ
れ
わ
れ
〔
フ
ラ
ン
ス
の
毛
沢
東
主
義
者
〕
の
間
で

は
G 

R 

C 

P
と
呼
ば
れ
て
い
た
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
」

と
い
う
名
を
持
つ
過
程
の
里
程
標
が
、
打
ち
固
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

　

わ
た
く
し
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
う
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
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意
味
で
の
文
化
大
革
命
は
、
一
九
六
五
年
一
一
月
か
ら
一
九
六
八

年
七
月
ま
で
を
以
っ
て
、
一
つ
の
継
起
を
形
成
し
て
い
る
、
と
。

い
わ
ゆ
る
革
命
の
時
期
を
一
九
六
六
年
五
月
か
ら
一
九
六
八
年
七

月
の
間
に
位
置
づ
け
る
（
こ
れ
は
政
治
技
術
上
の
議
論
だ
が
）
と

い
う
根
本
的
限
定
を
す
ら
、
わ
た
く
し
は
認
め
て
も
よ
い
。
こ
の

規
準
は
、
一
つ
の
集
団
的
政
治
活
動
、
そ
の
標
語
、
そ
の
新
た

な
組
織
化
、
そ
れ
ら
固
有
の
場
の
存
在
に
あ
る
。
こ
れ
ら
を
横
断

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
両
価
的
な
、
と
は
い
え
疑
う
余
地
な

き
、
こ
の
名
に
値
す
る
同
時
代
的
政
治
の
思
考
へ
の
一
つ
の
参
照

枠
が
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、「
革
命
」
が
あ
る
の
は
、
紅

衛
兵
、
革
命
的
労
働
者
の
叛
乱
、
お
び
た
だ
し
い
組
織
、
そ
し
て

「
拠
点
」、
全
く
予
断
を
許
さ
ぬ
情
況
、
新
た
な
政
治
的
言
表
、
前

例
な
き
文
書
群
、
等
々
が
あ
る
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ

る
。仮

説

　

こ
の
〔
文
化
大
革
命
と
い
う
〕
巨
大
な
地
割
れ
が
思
考
に
曝
さ

れ
、
今
日
に
お
い
て
意
味
を
な
す
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い

の
か
？　

わ
た
く
し
は
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
、
こ
の
仮
説
を
、

ま
た
そ
の
継
起
（
す
な
わ
ち
一
九
六
五
年
一
一
月
か
ら
一
九
六
八

年
七
月
に
か
け
て
の
中
国
）
を
、
事
実
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
テ

キ
ス
ト
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
、
様
々
な
次
元
で
実
験‒

検
証
す

る
。

　

仮
説
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
党
／
国

家
（
一
九
四
九
年
以
降
に
権
力
を
掌
握
し
た
中
国
共
産
党
）
と
い

う
一
つ
の
本
質
的
分
割
が
課
す
諸
条
件
の
中
に
い
る
。
こ
の
分
割

が
本
質
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
国
家
の
生
成
に
関
す
る

決
定
的
な
問
い
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
済
、
都
市

と
農
村
の
関
係
、
軍
の
事
実
上
の
変
質
、
朝
鮮
戦
争
の
収
支
、
知

識
人
、
大
学
、
芸
術
、
文
学
、
そ
し
て
最
後
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
ま
た

は
ス
タ
ー
リ
ン
的
モ
デ
ル
の
価
値
、
等
々
の
多
様
な
問
い
で
あ

る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
分
割
が
と
り
わ
け
本
質
的
で
あ
る
の

は
、
党
幹
部
内
少
数
派
が
、
歴
史
上
最
も
偉
大
な
、
そ
し
て
民
衆

に
支
持
さ
れ
た
正
統
性
を
戴
い
た
者
、
す
な
わ
ち
毛
沢
東
に
よ
っ

て
管
理
さ
れ
、
代
表
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
党
の
歴
史
的
経

緯
（
日
本
、
次
い
で
蔣
介
石
に
対
す
る
長
期
に
及
ぶ
人
民
戦
争
）

と
、
国
家
権
力
の
骨
組
み
と
し
て
活
動
す
る
党
の
現
状
と
の
間
に

は
、
お
そ
る
べ
き
不
一
致
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
文
化
大
革
命
の

間
、
と
り
わ
け
軍
に
お
い
て
、
延
安
の
時
期
が）

e
（

、
共
産
主
義
的
政

治
主
体
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
つ
ね
に
参
照
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
不
一
致
は
、
以
下
の
帰
結
を
導
き
だ
し
た
。
す
な
わ
ち
、

諸
々
の
立
場
の
対
立
は
、
官
僚
型
形
式
主
義
が
課
す
規
律
に
よ
っ

て
は
規
範
化
さ
れ
ず
、
も
と
よ
り
ス
タ
ー
リ
ン
が
三
〇
年
代
に
大

い
に
利
用
し
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
的
粛
清
（
純
化
）
の
方
法
に
よ
っ
て

も
納
ま
り
は
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
党－

国
家
の
空
間
に
は
、

形
式
主
義
か
テ
ロ
ル
か
、
こ
の
い
ず
れ
か
し
か
存
在
し
な
い
。
毛

（e）長征の到達地であった延安は、毛沢東がここを拠点に抗日戦線を指揮したこともあり、革命の聖地とされる。
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と
そ
の
一
派
は
第
三
の
拠
点
を
発
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
民
衆
の
政
治
的
動
員
に
訴
え
か
け
る
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
は
多
数
派
の
代
表
者
、
と
り
わ
け
党
お
よ
び
国
家
上
級

幹
部
を
打
破
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
訴
え
か
け
は
、
造

反
と
組
織
化
が
非
統
制
的
な
仕
方
で
行
わ
れ
て
も
よ
い
、
と
い
う

こ
と
を
前
提
と
す
る
。
大
い
に
躊
躇
っ
た
後
、
毛
の
一
派
は
つ
い

に
こ
の
非
統
制
的
な
闘
争
と
組
織
化
を
、
先
ず
は
大
学
、
次
い
で

工
場
に
お
い
て
認
め
る
と
い
う
決
断
を
下
す
。
と
こ
ろ
が
矛
盾
し

て
も
い
る
こ
と
に
、
毛
派
は
党－
国
家
と
い
う
一
般
的
空
間
の

中
に
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
革
命
の
組
織
化
に
関
す
る
様
々
な
刷
新

を
、
導
入
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
仮
説
の
核
心
に
い
る
。
文
化
大
革
命
と
は

一
つ
の
矛
盾
の
歴
史
的
展
開
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
の
問
題

は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
国
家
の
周
辺
部
に
措
か
れ
た
民
衆
の
革

命
運
動
を
再
び
活
性
化
し
、
さ
ら
に
は
、
当
時
の
理
論
的
隠ジ

ャ
ー
ゴ
ン語

を
使
っ
て
言
え
ば
、
国
家
は
形
式
上
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
国
家
で

あ
る
と
は
い
え
、
民
衆
蜂
起
の
諸
形
態
を
も
含
め
た
階
級
闘
争
が

継
続
さ
れ
る
、
と
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
主
義
〔
と
い
う
仮

面
〕
の
下
で
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
復
活
し
、
共
産
党
そ
れ
自
体
の

0

0

0

0

0

0

0

0

只
中
0

0

で
組
織
化
し
つ
つ
あ
る
と
す
ら
、
毛
と
そ
の
一
派
は
口
に
す

る
だ
ろ
う
。
他
方
で
は
、
い
わ
ゆ
る
内
戦
は
除
外
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
り
、
党
と
国
家
の
関
係
の
一
般
形
態
、
と
り
わ
け
抑
圧
の
力
に

関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
党
を
ほ
ん
と
う
に
潰
滅
さ
せ
る

0

0

0

0

0

よ
う
な

こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
何
一
つ
変
化
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。「
重
い
責
を
負
っ
た
党
幹
部
多
数
派
は
よ
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と

告
げ
る
こ
と
で
、
毛
は
こ
の
こ
と
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
矛
盾
は
、
頻
発
す
る
局
所
的
造
反
に
よ
っ
て
党
の
権
威
か

ら
相
継
い
で
逸
脱
し
て
ゆ
く
暴
力
的
な
ア
ナ
ー
キ
ー
状
態
と
同
時

に
、
大
い
な
る
野
蛮
の
再
収
拾
と
い
う
避
け
が
た
い
特
徴
を
伴
い

つ
つ
、
武
装
し
た
民
衆
の
決
定
的
な
舞
台
へ
の
登
場
を
導
く
こ
と

に
な
る
。

　

こ
の
相
次
ぐ
氾
濫
が
、
文
化
大
革
命
の
年ク

ロ
ニ
ク
ル表
（
諸
段
階
）
を

定
め
る
。
当
初
、
革
命
指
導
部
は
造
反
を
、
い
く
つ
か
の
ま
と
ま

り
を
持
っ
た
教
訓
と
い
っ
た
枠
組
の
内
部
に
維
持
し
よ
う
と
す

る
。
こ
の
企
て
は
、
紅
衛
兵
が
都
市
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
拡
張
し

て
ゆ
く
一
九
六
六
年
八
月
に
入
る
や
、
挫
折
す
る
。
こ
の
蜂
起
を

甘
っ
た
れ
た
ガ
キ
ど
も
の
枠
内
に
維
持
す
る
こ
と
が
、
次
の
問

題
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
六
六
年
末
、
と
り
わ
け
翌
年
一
月
以

降
、
学
生
な
ら
ぬ
労
働
者
が
運
動
の
主
要
な
担
い
手
と
化
す
。
そ

こ
で
党
お
よ
び
国
家
の
管
理
か
ら
こ
の
運
動
を
遠
ざ
け
て
お
こ
う

と
す
る
手
立
て
が
探
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、「
権
力
掌
握
」

運
動
の
傓
り
を
受
け
、
一
九
六
七
年
一
月
以
降
国
家
運
営
は
大
混

乱
に
陥
り
、
つ
い
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
払
お
う
と
も
、
国

家
の
軍
隊
を
待
機
さ
せ
、
最
後
の
手
段
〔
運
動
へ
の
軍
事
的
介
入
〕

を
準
備
し
よ
う
と
す
る
。
一
九
六
七
年
八
月
、
武
漢
と
広
東
で
記
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録
さ
れ
た
暴
力
の
猛
威
を
前
に
し
て
、
こ
の
措
置
も
ほ
ぼ
不
可
能

と
化
す
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
一
九
六
七
年
九
月
以
降
の
、
鎮
圧
へ

と
緩
や
か
に
反
転
す
る
動
き
が
始
ま
っ
た
の
は
、
軍
事
力
の
割
拠

と
い
う
現
実
的
危
機
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。

　

上
述
の
事
態
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
お
く
。
異
論
の
余
地
な

き
革
命
へ
の
示
唆
を
事
態
の
推
移
に
与
え
て
き
た
政
治
的
発
明
の

数
々
は
、
こ
の
革
命
の
立
役
者
（
若
者
た
ち
と
そ
の
数
え
き
れ
ぬ

班
、
造
反
労
働
者
た
ち
、
等
々
）
か
ら
す
れ
ば
当
然
と
考
え
ら
れ

て
い
た
指
導
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
毛
と
彼
を
支
持
す
る
少
数
派
が

そ
れ
ら
の
発
明
に
割
り
あ
て
た
目
標
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、

逸
脱
と
し
て
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
同
時
に
こ
れ
ら
の
発

明
は
、
つ
ね
に
局
所
化
さ
れ
た
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
現
実
に

は
戦
略
的
で
応
用
の
利
く
命
題
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
要
す
る

に
、
こ
れ
ら
の
発
明
は
、
戦
略
上
の
重
要
性
（
ま
た
は
普
遍
的
射

程
）
と
い
う
点
で
は
消
極
的
な
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
そ
れ

ら
が
保
持
し
て
い
た
の
は
、
そ
し
て
ま
た
世
界
中
の
活
動
家
の
精

神
を
生
き
生
き
と
脈
打
た
せ
て
い
た
の
は
、
革
命
的
政
治
活
動
の

中
心
的
生
産
点
と
し
て
の
党－

国
家
の
終
焉
以
外
で
は
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
文
化
大
革
命
が
示
し
た

の
は
、
も
は
や
諸
階
級
を
代
行
す
る
厳
密
な
論
理
に
即
し
て
、
革

命
的
民
衆
に
諸
々
の
政
治
活
動
や
組
織
化
を
割
り
ふ
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
文
化
大
革
命
は
、
全

く
以
て
第
一
級
の
重
要
性
を
帯
び
た
、
一
つ
の
事エ

ピ
ソ
ー
ド件

で
あ
り
続

け
て
い
る
。

実
験
の
場

　

上
記
の
仮
説
を
、
以
下
に
掲
げ
る
、
少
な
く
と
も
時
系
列
順
に

採
用
さ
れ
た
、
七
つ
の
準
拠
枠
の
上
で
、
わ
た
く
し
は
実
験－

検

証
し
て
み
た
い
。

　

一
、
お
そ
ら
く
そ
の
大
部
分
を
毛
が
起
草
し
た
で
あ
ろ
う
、
と

も
あ
れ
最
も
革
新
的
な
、
党－

国
家
の
官
僚
的
形
式
主
義
か
ら
最

も
断
絶
し
た
核
心
的
文
書
で
あ
る
、
一
九
六
六
年
八
月
に
提
出
さ

れ
た
十
六
箇
条
の
通
知）

f
（

。

　

二
、
紅
衛
兵
と
中
国
社
会
（
一
九
六
六
年
八
月
か
ら
、
少
な
く

と
も
翌
年
八
月
に
か
け
て
の
時
期
）。
高
校
生
お
よ
び
、
そ
の
情

況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
多
か
れ
少
な
か
れ
お

の
れ
〔
の
若
さ
〕
に
身
を
任
せ
た
大
学
生
の
政
治
能
力
の
限
界
の

た
し
か
な
探
求
。

　

三
、「
革
命
的
労
働
者
の
造
反
」
お
よ
び
上
海
人コ

ミ

ュ

ー

ン

民
公
社

（
一
九
六
七
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
）
と
い
う
圧
倒
的
に
重

要
な
前
代
未
聞
の
事
件
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
党
中
心
主
義
に

取
っ
て
代
わ
る
権
力
形
式
の
一
つ
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　

四
、「
権
力
の
掌
握
」、
す
な
わ
ち
一
九
六
七
年
一
月
か
ら
翌
年

春
に
か
け
て
の
「
大
連
合
」、「
三
結
合
」
そ
し
て
「
革
命
委
員
会
」。

こ
こ
で
の
問
題
は
、
運
動
は
ほ
ん
と
う
に
新
た
な
組
織
を
創
造
で

（f） 中共第8期中央委員会第11回全体会議で発表された「中国共産党中央委員会のプロレタリア文化大革命につい
ての決定」（16箇条）。「文化大革命」を定義している。
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き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
党
の
再
建
を
狙
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の

か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

　

五
、
武
漢
事
件
（
一
九
六
七
年
七
月
）。
こ
こ
が
運
動
の
頂
点

で
あ
り
、
軍
は
分
裂
の
危
機
に
曝
さ
れ
、
極
左
は
優
位
に
事
を
進

め
る
が
、
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
敗
北
す
る
だ
ろ
う
。

　

六
、
労
働
者
た
ち
の
大
学
へ
の
進
駐
（
一
九
六
八
年
七
月
末
）。

こ
の
事
件
を
以
て
、
事
実
上
、
独
立
学
生
組
織
の
存
在
は
終
わ
る
。

　

七
、
毛
沢
東
個
人
へ
の
崇
拝
。
こ
の
指
標
は
西
側
で
は
た
い
へ

ん
な
侮
蔑
の
対
象
と
な
っ
た
た
め
、
こ
の
現
象
に
い
か
な
る
意
味

が
あ
っ
た
の
か
、
と
り
わ
け
、
党
の
保
守
的
な
連
中
で
は
な
く
、

造
反
学
生
お
よ
び
労
働
者
に
と
っ
て
の
旗
頭
と
し
て
、
こ
の
い
わ

ゆ
る
「
崇カ

ル

ト拝
」
が
奉
仕
し
た
文
化
大
革
命
に
お
い
て
、
こ
の
現
象

は
い
か
な
る
意
味
作
用
を
も
っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
は
、
蔑な

い
が
しろ

に
さ
れ
た
。

十
六
箇
条
の
決
定

　

同
文
書
は
一
九
六
六
年
八
月
八
日
、
党
中
央
委
員
会
代
表
大
会

で
採
択
さ
れ
た）

g
（

。
そ
こ
で
は
あ
る
種
の
天
才
的
な
冴
え
と
と
も

に
、「
文
化
大
革
命
」
と
呼
ば
れ
る
企
て
の
根
本
的
矛
盾
が
演
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
演
出
の
徴
の
一
つ
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
文

書
に
は
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
び
と
の
魂
に
ふ

0

0

0

0

0

0

0

れ
る
大
革
命
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
謎
め
い
て
形
而
上
学
的
な
最
初
の

文
言
を
除
け
ば
、
進
行
中
の
政
治
的
継
起
の
（「
文
化
的
な
」）
名

前
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
、
ま
た
は
殆
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、「
文
化
的
」
は
あ
る
特
殊
に
根ラ

デ
ィ
カ
ル

源
的
な

意
味
で
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
」
に
等
し
い
。

　

こ
の
文
書
全
体
の
傾
向
は
、
革
命
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
偉
大
な

伝
統
に
お
け
る
、
自
由
な
造
反
へ
の
純
粋
か
つ
単
純
な
呼
び
か
け

で
あ
る
。
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
非
合

法
文
書
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
中
央
委
員
会
の
構
成
を
、
軍
（
ま

た
は
林
彪
を
支
持
す
る
部
隊
）
を
後
ろ
盾
に
、
毛
派
が
「
修
正
」

し
た
か
ら
で
あ
る
。
学
生
革
命
活
動
家
が
現
わ
れ
て
、
保
守
官

僚
の
大
会
へ
の
出
席
を
禁
じ
た
の
だ
。
事
実
、
こ
れ
は
き
わ
め
て

重
要
な
点
だ
が
、
こ
の
決
定
に
よ
り
、
長
期
に
及
ぶ
中
央
委
員

な
ら
び
に
党
書
記
不
在
の
時
期
が
始
ま
る
。
以
降
、〔
党
の
方
針

を
下
す
〕
核
心
的
主
要
文
書
は
、
四
つ
の
機
関
に
よ
り
、
共
同
で

署
名
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
四
つ
の
機
関
と
は
、
先
ず
は
中
央
委

員
だ
が
、
こ
れ
は
も
は
や
幻フ

ァ
ン
ト
ム影

に
す
ぎ
な
い
。「
中
央
文
化
革
命

小
組
」、
こ
れ
は
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
、
そア

ド

・

ホ

ッ

ク

の
場
限
り
の
、）

6
（

と

は
言
え
本
来
の
意
味
で
の
実
質
的
政
治
権
力
を
、
造
反
が
承
認
し

て
い
る
と
い
う
理
由
で
恣ほ

し
い
ま
まに

す
る
集
団
で
あ
り
、
次
に
周
恩
来

が
総
理
を
務
め
た
国
務
院
、
そ
し
て
最
後
に
、
林
彪
に
よ
っ
て
再

編
さ
れ
た
、
公
務
続
行
の
際
に
は
最
低
限
こ
の
機
関
の
許
可
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
恐
怖
の
党
中
央
軍
事
委
員
会
で
あ

る
。

　

通
知
の
い
く
つ
か
の
文
言
に
は
あ
る
特
殊
な
辛
辣
さ
が
含
ま
れ
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て
お
り
、
こ
れ
は
革
命
へ
の
直
接
要
求
と
い
う
点
で
も
、
党
に
新

た
な
組
織
形
態
を
対
峙
さ
せ
る
必
然
（
要
）
と
い
う
点
で
も
、
同

様
で
あ
る
。

　

民
衆
動
員
に
関
し
て
は
、
と
り
わ
け
、「「
敢
然

0

0

」
と
い
う
こ
と

0

0

0

0

0

を
な
に
よ
り
も
念
頭
に
お
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
お
も
う
ぞ
ん
ぶ
ん
大
衆
を
立
ち
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
ら
せ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

」
お
よ
び
「
運
動
の
な
か
で
大
衆
に
自
分
で
自
分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
教
育
さ
せ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

」
を
題
辞
に
掲
げ
た
、
第
三
箇
条
と
第
四
箇

条
が
引
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば̶

　

各
級
の
党
委
員
会
に
た
い
す
る
党
中
央
の
要
求
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ほ
か
で

0

0

0

も
な
く

0

0

0

、
正
し
い
指
導
を
堅
持
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、「
敢
然
0

0

」
と
い
う
こ
と
を

0

0

0

0

0

0

な
に
よ
り
も
念
頭
に
お
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
お
も
う
ぞ
ん
ぶ
ん
大
衆
を
立
ち
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
ら
せ

0

0

0

、
軟
弱
で
無
力
な
状
態
を
あ
ら
た
め
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
誤
り
を

0

0

0

お
か
し
は
し
た
が
改
め
た
い
と
お
も
っ
て
い
る
同
志
が
重
荷
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

お
ろ
し
て

0

0

0

0

、
戦
闘
に
参
加
す
る
よ
う
は
げ
ま
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
資
本
主

0

0

0

義
の
道
を
あ
ゆ
む
実
権
派
を
更
迭
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
こ
の
指
導
権
を
プ
ロ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

レ
タ
リ
ア
革
命
派
の
手
中
に
奪
い
か
え
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
第
三
箇
条
）。

　

或
い
は
ま
た̶

　

大
衆
を
信
頼
し

0

0

0

0

0

0

、
大
衆
に
依
拠
し

0

0

0

0

0

0

、
大
衆
の
創
意
を
尊
重
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

。「
恐
ろ
し
い

0

0

0

0

」
と
い
う
気
持
ち
を
と
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
ぞ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
騒
ぎ
が

0

0

0

お
こ
る
の
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
毛0

主
席
が
つ
ね
づ
ね
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
る
よ
う
に

0

0

0

0

0

、
革
命
は
そ
ん
な
に
お
上
品

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で0

、
そ
ん
な
に
み
や
び
や
か
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
ん
な

0

0

0

に
お
だ
や
か
で
お
と
な
し
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
う
や
う
や

0

0

0

0

し
く
0

0

、
つ
つ
ま
し
く
ひ
か
え
目
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
い

0

0

0

0

。
大
衆
が
こ
の
大
革
命
運
動

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
な
か
で

0

0

0

0

、
自
分
で
自
分
を
教
育
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
な0

に
が
正
し
く
て

0

0

0

0

0

0

、
な
に
が
ま
ち
が
っ
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
か
0

0

、
ど
の
や
り
方
が
正
し
く
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ど
の
0

0

や
り
方
が
正
し
く
な
い
か
を
見
わ
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
第
四
箇

条
）。

　

そ
し
て
最
後
に̶

　

大
字
報
や
大
討
論
の
形
式
を
十
分
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

運
用
し
て

0

0

0

0

、
大
い
に
意
見
を
述
べ
さ
せ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

そ
れ
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

、
大
衆
が
正
し
い
観
点

0

0

0

0

0

0

0

0

を
あ
き
ら
か
に
し

0

0

0

0

0

0

0

、
誤
っ
た
意
見
を
批
判

0

0

0

0

0

0

0

0

し0

、
す
べ
て
の
妖
怪
変
化
を
暴
露
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
0

0

（6） 1967年9月の時点で毛派小組は12名を数えた。毛、林彪、陳伯達、江青、姚文元、周恩来、康生、張春橋、王力、
関鋒、Lin Jie〔不詳〕、戚本禹である〔康生、江青、張春橋、王力、関鋒、戚本禹、呉冷西、尹達、穆欣、陳
亜丁の10名からなり、毛、林、周は当初から入っておらず、またLin Jieは特定できていないが、バディウが
典拠とした資料は不明である〕。中央委員内右寄りの老獪にして大胆なユーモアの持ち主であった陳毅は、「お
や、これが巨大なる中国共産党だと？  12人で？」と語ったという。だがフランス革命時、1792年から94年
にかけて、公安委員会幹部集団はさらに制限された人数から成っていたことに注意されたい。革命は、しば
しばきわめて制限された政治方針を、民衆が引き起こす巨大な現象と結合させる。

（g） 以下、「中国共産党中央委員会のプロレタリア文化大革命についての決定」からの引用は、前掲、『中国プロ
レタリア文化大革命資料集成』、第1巻、所収の「中国共産党中央委員会のプロレタリア文化大革命について
の決定　1966年8月8日採択」、より。強調全て引用者。
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よ
う
に
し
て
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

、
広
範
な
大
衆
は
闘
争
の
な
か
で
自
覚
を
高

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

め0

、
才
能
を
の
ば
し

0

0

0

0

0

0

、
是
非
を
み
き
わ
め

0

0

0

0

0

0

0

、
敵
味
方
を
は
っ
き

0

0

0

0

0

0

0

り
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
第
四
箇
条
）。

　

第
七
箇
条
の
あ
る
部
分
は
格
別
に
重
要
で
あ
り
、
実
践
的
に
も

膨
大
な
帰
結
を
持
つ
だ
ろ
う
。
以
下
で
あ
る
。

　

運
動
の
な
か
で
は

0

0

0

0

0

0

0

、〔
…
〕、
大
学
0

0

、
専
門
学
校

0

0

0

0

、
中
学
校

0

0

0

、

小
学
校
の
学
生

0

0

0

0

0

0

・
生
徒
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
問
題
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
い
っ
0

0

さ
い
0

0

、
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
に
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　

中
国
全
土
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
開
か
れ
た
時
期
に
あ
っ
て

は
、
各
都
市
で
革
命
を
目
指
す
若
者
が
処
罰
を
受
け
な
い
と
保
証

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
理
解
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
革
命
運
動

が
全
国
に
拡
張
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
九
六
七
年
九
月
ま
で
は
、

革
命
精
神
を
全
国
が
保
持
す
る
の
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

組
織
化
形
態
に
つ
い
て
は
、「
文
化
革
命
班
、
文
化
革
命
委
員

会
、
文
化
革
命
代
表
大
会
」
と
題
さ
れ
た
第
九
箇
条
が
、
運
動
に

お
け
る
、
ま
た
運
動
に
よ
る
、
党
に
外
在
的
な
多
数
多
様
な
政
治

的
再
結
成
の
発
明
に
、
保
証
手
形
を
与
え
て
い
る
。「
プ
ロ
レ
タ

0

0

0

0

リ
ア
文
化
大
革
命
の
運
動
の
な
か
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
多
く
の
新
し
い
事
物
が
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ぎ
つ
ぎ
と
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
多
く
の
学
校

0

0

0

0

0

、
多
く
の
部

0

0

0

0

門
で
大
衆
が
新
し
く
つ
く
り
だ
し
た
文
化
革
命
班

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
文
化
革
命
委

0

0

0

0

0

員
会
な
ど
の
組
織
形
態
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
偉
大
な
歴
史
的
意
義
を
持
つ
新
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事
物
で
あ
る

0

0

0

0

0

」。

　

こ
れ
ら
新
た
な
組
織
化
は
、
一
時
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
は

お
ら
ず
、
一
九
六
六
年
八
月
、
毛
派
は
党
に
よ
る
政
治
的
独
裁
の

破
壊
を
標
的
に
定
め
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。「〔
…
〕、
文
化
革

0

0

0

命
班
0

0

、
文
化
革
命
委
員
会

0

0

0

0

0

0

0

、
文
化
革
命
代
表
大
会
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
臨
時
的
な

0

0

0

0

組
織
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
長
期
に
わ
た
る
常
設
の
大
衆
組
織
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

」。

　

最
後
に
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
し
た
が
っ
て
党
に
つ
い
て
の

レ
ー
ニ
ン
主
義
的
理
論
に
先
立
つ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
一
情
況
が
引

き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
通
り
、
問
題
は
明
白
に
、

党
の
権
威
な
ら
ぬ
民
衆
の
民
主
制
に
従
っ
た
諸
々
の
組
織
化
で
あ

る
。「
文
化
革
命
班
と
文
化
革
命
委
員
会
の
成
員

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
文
化
革
命
代

0

0

0

0

0

表
大
会
の
代
表
を
選
出
す
る
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
パ
リ
0

0

・
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
の
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

う
に
0

0

、
全
面
的
な
選
挙
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
候
補
者

0

0

0

の
名
簿
は

0

0

0

0

、
革
命
的
な
大
衆
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
下
相
談
し
た
う
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
提
出
し

0

0

0

0

、
さ
ら
に
大
衆
が
く
り
か
え
し
討
論
し
た
の
ち

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
選
挙
0

0

を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。　
0

0

　

当
選
し
た
文
化
革
命
班
と
文
化
革
命
委
員
会
の
成
員

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
文
化
革

0

0

0

命
代
表
大
会
の
代
表
に
た
い
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
大
衆
は
い
つ
で
も
批
判
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

く
わ
え
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
も
し
そ
の
職
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
が
あ
れ
ば

0

0

0

0

0

、
大
衆
が
討
論
し
た
う
え
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
改
選
あ
る
い
は

0

0

0

0

0

0

、
更0
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迭
す
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。

　

だ
が
、
こ
の
文
書
を
注
意
深
く
読
む
な
ら
、
そ
し
て
共
産
党
上

層
部
か
ら
回
っ
て
き
た
「
一
つ
の
文テ

キ
ス
ト書
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
の

意
味
を
弁わ

き
まえ
る
な
ら
、
こ
の
文
書
が
、
批
判
の
自
由
に
課
さ
れ
た

致
命
的
と
も
言
う
べ
き
制
限
を
搔
い
潜
り
つ
つ
、
他
な
ら
ぬ
こ
の

文
書
が
絶
え
間
な
く
そ
う
す
る
こ
と
を
民
衆
に
呼
び
か
け
て
い
る

と
こ
ろ
の
革
命
的
跳
躍
に
対
す
る
鎖ロ

ッ
ク
ア
ウ
ト錠

の
よ
う
に
し
て
、
生
み

出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

先
ず
、
公
理
で
で
も
あ
る
か
の
ご
と
く
に
、
党
は
本
質
的
に
善

良
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
文
書
に
は
一
貫
し
て
い
る
。
第

八
箇
条
（「
幹
部
の
問
題
」）
は
、
文
化
大
革
命
と
い
う
試
練
に

耐
え
う
る
、
四
種
類
の
党
幹
部
を
区
別
し
て
い
る
（
中
国
で
は
ど

れ
ほ
ど
些
細
で
あ
れ
一
つ
の
権
威
を
備
え
た
者
な
ら
誰
し
も
「
幹

部
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
想
起
せ
よ
）。
す
な
わ
ち
、
よ
い
幹
部
、

比
較
的
よ
い
幹
部
、
曖
昧
な
幹
部
〔
精
確
に
は
「
重
大
な
誤
り
を

お
か
し
て
は
い
る
が
、
ま
だ
反
党
・
反
社
会
主
義
の
右
派
分
子
で
は

な
い
幹
部
」〕、
そ
し
て
「
少
数
の
反
党

0

0

0

0

0

・
反
社
会
主
義
の
右
派
分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

子0

」
の
四
種
で
あ
る
。
そ
し
て
主テ

ー

ゼ張
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
さ0

い
し
ょ
の
二
種
類
の
人
び
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
よ
い
幹
部

0

0

0

0

、
比
較
的
よ
い
幹
部

0

0

0

0

0

0

0

）

が
大
多
数
を
占
め
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
こ
れ
は
国
家
装
置
お
よ
び
そ
の
内

的
指
針
は
本
質
的
に
善
良
な
幹
部
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
と
言
っ

て
い
る
に
等
し
い
。
こ
の
こ
と
が
、
か
く
も
広
い
許
容
度
を
備
え

た
革
命
的
方
法
へ
の
依
拠
を
、
逆
説
的
な
も
の
と
す
る
。

　

第
二
に
、
民
衆
が
率
先
せ
よ
と
言
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
家
ま
た
は
党
責
任
者
に
対
す
る
名
目
上
の
批
判
は
、
事
実

上
、「
高
み
か
ら
」、
厳
し
く
統
制
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
党
の
階
層
構
造
が
突
如
と
し
て
舞
い
戻
っ
て
き
て
い
る
（
第

十
一
箇
条
、「
新
聞
・
雑
誌
で
名
指
し
の
批
判
を
す
る
問
題
」）。

「
新
聞

0

0

・
雑
誌
で
名
指
し
の
批
判
を
す
る
ば
あ
い
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
同
じ
級

0

0

0

の
党
委
員
会
で
の
討
論
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
る
ば
あ
い
に

0

0

0

0

0

0

は
上
級
の
党
委
員
会
に
報
告
し
て
承
認
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い0

」。

　

か
か
る
指
導
方
針
の
帰
結
は
、
当
時
の
国
家
主
席
で
あ
っ
た
劉

少
奇
を
は
じ
め
と
す
る
党
幹
部
の
大
部
分
が
、
民
衆
革
命
組
織
に

よ
っ
て
、「
弱
小
新
聞
」、
諷
刺
、
壁
に
貼
ら
れ
た
ビ
ラ
、
月
報
各

紙
、
さ
ら
に
は
年
報
紙
な
ど
を
通
し
て
、
幹
部
た
ち
の
名
前
が
主

要
紙
に
現
わ
れ
る
前
に
、
激
し
く
糾
弾
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
あ
る
局
所
的
な
、

ま
た
は
解
除
可
能
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
、

先
に
引
い
た
決
定

0

0

〔
第
八
箇
条
〕
に
関
し
て
は
、
判
断
を
保
留
す

る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
た
い
そ
う
そ
っ
け
な
く
「
部
隊
」
と
題
さ
れ
た
第

十
五
箇
条
は
、
空
洞
の
よ
う
に
し
て
、
決
定
的
な
一
つ
の
問
い
を

指
し
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
抑
圧
装
置
に
対
す
る
権
威
を
所

持
す
る
の
は
誰
か
？
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ら

古
典
的
に
、
こ
う
告
げ
る
だ
ろ
う
。
一
つ
の
革
命
行
為
は
、
そ
れ
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が
根
底
か
ら
変
形
さ
せ
る
こ
と
を
標
的
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
の
国

家
と
い
う
抑
圧
装
置
を
、
粉
砕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
第

十
五
箇
条
が
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な
答
え
で
は
明
ら
か

に
、
な
い
。「
部
隊
で
の
文
化
革
命
運
動
と
社
会
主
義
教
育
運
動

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は0

、
中
央
軍
事
委
員
会
と
総
政
治
部
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
お
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
う
0

0

」。
ま
た
し
て
も
こ
こ
で
、
党
と
い
う
中
心
化
さ
れ
た
権
威

が
舞
い
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
第
十
六
箇
条
は
、
依
然
齟
齬
を
来
た
し
た
ま
ま
の
指

針
の
組
合
せ
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
好
戦
的
態
度
へ
の
仄
め
か

し
を
も
含
め
て
、
党‒

国
家
と
の
関
係
に
お
け
る
運
動
の
相
継
ぐ

袋
小
路
化
を
準
備
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
民
衆
の
運
動
か
ら
出
立

し
、
党
の
頂
点
を
占
め
る
支
配
的
流
れ
が
最
近
ま
で
課
し
て
き
た

の
と
は
異
な
る
政
治
路
線
の
定
義
が
絶
え
ず
問
わ
れ
て
は
い
る
。

し
か
し
、
二
つ
の
本
質
的
問
い
が
宙
吊
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
誰
が
敵
を
指
し
示
し
、
誰
が
革
命
的
批
判
の
標
的
を
定

め
る
の
か
？
そ
し
て
こ
の
深
刻
な
問
題
に
お
い
て
、
公
共
保
全
、

自
警
団
〔
私
兵
〕、
軍
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
抑
圧
装
置
が
は

た
す
、
疎
か
に
で
き
ぬ
役
割
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
？
と

い
う
二
つ
の
問
い
で
あ
る
。

紅
衛
兵
と
中
国
社
会

　

八
月
の
通
知
に
引
き
続
き
、
学
校
教
育
を
受
け
た
青
年
の
組
織

す
る
「
紅
衛
兵
」
現
象
が
、
途
方
も
な
い
規
模
を
獲
得
す
る
。
天

安
門
広
場
で
巨
大
な
集
会
が
何
度
も
開
か
れ
、
一
九
六
六
年
末
ま

で
続
け
ら
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
集
会
に
、
毛
は

無
言
で
数〔

原
文
マ
マ
〕

十
万
の
青
年
男
女
の
前
に
姿
を
現
わ
す
。
だ
が
最
も
重

要
な
こ
と
は
、
無
数
の
革
命
組
織
が
軍
の
配
備
し
た
ト
ラ
ッ
ク
に

乗
り
、「
経
験
交
流
」
と
い
う
資
格
で
列
車
な
ど
の
輸
送
機
関
を

無
償
で
利
用
し
つ
つ
、
各
都
市
に
、
次
い
で
全
土
に
、
波
の
ご
と

く
に
押
し
寄
せ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
、
運
動
を
中
国
全
域
に
拡
散
さ
せ
て
ゆ
く

一
撃
の
力
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
の

運
動
に
は
全
く
以
て
驚
嘆
す
べ
き
一
つ
の
自
由
の
風
が
吹
き
荒
れ

て
お
り
、
諸
班
は
露
天
の
下
で
〔
公
明
正
大
に
〕
こ
の
運
動
に
取

り
組
み
、
新
聞
、
ビ
ラ
、
幟の

ぼ
り、
際
限
な
く
続
く
壁
に
貼
ら
れ
た
檄

文
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
暴
露
が
、
政
治
的
闡
明
と
同
様
、
増

殖
し
て
ゆ
く
。
社
交
の
場
で
は
情
容
赦
な
い
諷
刺
画
が
惜
し
み
な

く
描
か
れ
る
（
一
九
六
七
年
八
月
、
夜
陰
に
乗
じ
て
壁
に
貼
ら
れ

た
檄
文
に
よ
る
周
恩
来
へ
の
糾
弾
は
、
い
わ
ゆ
る
「
過
激
派
」
潮

流
の
失
墜
の
一
因
と
な
る
だ
ろ
う
）。
銅
鑼
と
太
鼓
を
持
ち
、
情

熱
に
燃
え
た
声
明
を
発
す
る
行
列
が
、
夜
更
け
ま
で
巡
回
す
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
武
装
傾
向
を
持
っ
た
班
、
突
撃
隊
さ
な
が
ら
の

歯
止
め
の
き
か
ぬ
行
動
が
出
現
し
た
の
は
、
あ
ま
り
に
も
は
や

か
っ
た
。「
四
旧
打
破
」〔
搾
取
階
級
の
旧
思
想
・
旧
文
化
・
旧
風
俗
・

旧
習
慣
を
批
判
す
る
闘
争
〕、
こ
れ
が
一
般
的
標
語
で
あ
る
（
こ
れ

こ
そ
「
文
化
的
」
な
る
形
容
詞
の
内
実
で
あ
る
。
中
国
で
は
「
文
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化
的
」
と
は
、〔
肯
定
的
と
言
う
よ
り
は
〕
む
し
ろ
「
文
明
化
作
用

に
属
す
る
」
の
意
、
旧
マ
ル
ク
ス
主
義
で
使
わ
れ
た
言
葉
で
は

「
上
部
構
造
に
帰
属
す
る
」
の
意
）。
多
く
の
班
が
こ
の
標
語
を
、

破
壊
、
暴
力
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
迫
害
の
謂
い
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

髪
を
三
つ
編
み
に
結
ん
だ
〔
革
命
の
気
風
に
合
わ
な
い
と
さ
れ
た
長

髪
を
指
す
〕
女
性
や
知
識
人
、
文
革
に
躊
躇
す
る
学
者
、
あ
れ
こ

れ
の
セ
ク
ト
と
同
じ
習
慣
的
な
言
葉
使
い
を
行
わ
な
い
「
幹
部
」

を
標
的
と
し
た
狩
り
、
図
書
館
や
博
物
館
・
美
術
館
か
ら
の
略
奪
、

革
命
家
気
ど
り
の
小
班
長
た
ち
に
よ
る
、
優
柔
不
断
な
民
衆
に
対

す
る
手
に
負
え
な
い
傲
慢
。
こ
う
し
た
こ
と
全
て
が
、
や
が
て
、

日
常
を
生
き
る
人
び
と
の
中
に
、
紅
衛
兵
た
ち
の
過
激
に
走
る
翼

に
対
す
る
事
実
上
の
嫌
悪
を
引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
。

　

根
本
か
ら
言
え
ば
、
党
中
央
多
数
派
に
対
す
る
毛
の
反
抗
が
公

に
な
さ
れ
た
最
初
の
行
為
で
あ
る
一
九
六
六
年
五
月
一
六
日
付
の

通
知
状）

h
（

で
、
こ
の
問
題
は
す
で
に
露
呈
し
て
い
た
。「
う
ち
破
ら

0

0

0

0

な
け
れ
ば
う
ち
立
て
ら
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
主
張
す
る
必
要
を
、
こ
の
通

知
は
明
瞭
に
述
べ
て
お
り
、
己
の
権
力
基
盤
を
破
壊
す
る
一
切
に

対
立
す
る
た
め
に
「
建
設
的
」
精
神
を
褒
め
そ
や
す
保
守
派
を
、

公
然
と
非
難
す
る
。
だ
が
、
破
壊
の
明
白
な
わ
か
り
や
す
さ
と
、

建
設
と
い
う
緩
慢
に
し
て
曲
が
り
く
ね
っ
た
特
徴
と
の
間
で
バ
ラ

ン
ス
を
と
る
の
は
、
困
難
で
あ
る
。

　
「
旧
に
対
す
る
新
の
闘
争

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
を
唯
一
の
標
語
と
し
て
武
装
し
た

紅
衛
兵
の
多
く
は
、
革
命
行
為
に
あ
り
が
ち
な
周
知
の
（
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
）
傾
向
に
屈
し
た
、
と
い
う
の
が
真
実
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
偶
像
破
壊
、
些
細
な
理
由
で
行
わ
れ
る
人
び
と
へ
の
迫
害
、

意
識
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
或
る
種
の
蛮
行
に
屈
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
た
お
の
れ
〔
の
若
さ
〕
に
身
を
任
せ
る
と
い
う
若

者
の
傾
向
で
も
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
政
治
組
織
は
世
代
を
横
断
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
若
者
が
周
囲
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
状

態
で
政
治
的
に
組
織
化
す
る
の
は
悪
し
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
引
き
だ
さ
れ
る
結
論
は
こ
れ
で
あ
る
。

　

紅
衛
兵
が
革
命
精
神
に
則
っ
た
反
知
識
人
的
急ラ

デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

進
主
義
を
ま
っ

た
く
発
明
し
な
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
大
革
命

時
、
化
学
者
ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
エ
に
死
刑
宣
告
が
下
さ
れ
た
際
、
訴
追

官
フ
ー
キ
エ
・
タ
ン
ヴ
ィ
ル
は
、「
共
和
制
は
知
識
人
を
必
要
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
な
い

0

0

0

」
と
い
う
注
目
す
べ
き
言
葉
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
つ
ま

り
、
真
の
革
命
は
み
ず
か
ら
に
必
要
な
も
の
を
全
て
己
自
身
で
創

造
す
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
の
造
物
主
的
絶
対
主
義
を
遵
守
す

る
必
要
が
あ
る
と
共
和
制
が
推
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
文
化
大
革
命
は
真
の
革
命
で
あ
っ
た
。
科

学
と
技
術
を
め
ぐ
る
問
い
に
つ
い
て
の
基
礎
的
標
語
は
、
重
要
な

の
は
「
紅
」
た
る
こ
と
で
あ
っ
て
「
専
」
た
る
こ
と
で
は
な
い
、

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
或
い
は
よ
り
「
節
度
あ
る
」
言
い
方
を
す

れ
ば
、
こ
れ
が
公
式
の
標
語
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、「
紅
で
あ
る

と
同
時
に
専
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
但
し
先
ず
は
紅
く
あ
れ
、

と
な
る
。

（h）文化大革命を公式に発動した、通称「5・16通知」。
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だ
が
、
あ
る
種
の
革
命
的
突
撃
隊
の
蛮
行
を
著
し
く
悪
化
さ
せ

た
の
は
、
そ
こ
に
は
若
輩
の
行
為
に
見
合
う
だ
け
の
政
治
的
肯

定
性
の
た
め
の
、
新
た
な
こ
と
を
肯
定
的
に
創
造
す
る
た
め
の
、

包グ
ロ
ー
バ
ル

括
的
政
治
空
間
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
批
判
と
破

壊
の
任
務
に
は
、
発
明
の
任
務
が
国
家
を
頂
点
と
し
て
展
開
さ

れ
た
仮
借
な
き
闘
争
に
よ
っ
て
停
止
さ
せ
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、

い
っ
そ
う
後
者
〔
発
明
の
任
務
〕
に
は
持
ち
え
な
か
っ
た
自
明
性

が
あ
っ
た
。

上
海
人コ

ミ

ュ

ー

ン

民
公
社

　

一
九
六
六
年
末
と
翌
六
七
年
始
め
は
、
文
化
大
革
命
が
猛
威
を

ふ
る
っ
た
時
期
を
代
表
す
る
。
工
場
労
働
者
の
大
規
模
か
つ
決
定

的
な
、
舞
台
へ
の
登
場
で
あ
る
。
こ
の
力
強
い
時
期
に
お
い
て
案

内
人
の
役
割
を
は
た
し
た
の
が
上
海
で
あ
る
。

　

公
式
に
は
中
国
国
家
の
「
指
導
階
級
」
で
あ
る
も
の
が
こ
の
舞

台
に
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
の
逆
説
を
、
よ
く
見
定
め
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
こ
の
登
場
は
、
わ
た
く
し
に
言
わ
せ
れ
ば
、
右
派
に

よ
っ
て
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
一
九
六
六
年
一
二
月
、
紅

衛
兵
た
ち
の
毛
沢
東
主
義
運
動
に
抗
し
て
労
働
者
支
持
層―

特

に
労
働
組
合
の
活
動
家
た
ち―

を
利
用
す
る
の
は
地
方
官
僚
た

ち
、
党
お
よ
び
市
町
村
議
会
の
保
守
潮
流
な
の
だ
。
こ
れ
は
、
少

な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
六
八
年
五
月
お
よ
び
そ
れ
に
続
く

年
月
に
、
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
が
労
働
総
同
盟
（
C 

G 

T
）
の
年
老

い
た
歩
哨
を
、
若
年
労
働
層
と
結
ば
れ
た
学
生
革
命
家
に
抗
し
て

利
用
し
た
の
に
、
少
し
ば
か
り
似
て
い
る
。
変
動
す
る
情
況
を
う

ま
く
利
用
し
つ
つ
、
上
海
の
党
お
よ
び
市
町
村
議
会
の
ボ
ス
ど
も

は
、
純
粋
に
経
済
主
義
的
な
セ
ク
ト
化
さ
れ
た
要
求
の
中
に
労
働

者
を
放
り
込
み
、
工
場
や
管
理
行
政
の
中
へ
の
若
き
革
命
家
の
あ

ら
ゆ
る
介
入
に
抗
し
て
、
労
働
者
を
、
こ
の
流
れ
を
止
め
る
杭
と

し
て
立
た
せ
た
の
だ
（
六
八
年
五
月
、
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
が
安
売

り
に
出
さ
れ
た
工
場
の
前
に
杭
を
打
っ
て
邪
魔
立
て
し
、
い
た
る

と
こ
ろ
で
「
左
翼
」
を
狩
ろ
う
と
し
た
の
と
全
く
同
様
に
）。
労

働
者
を
本
体
と
す
る
野
蛮
な
や
り
口
で
行
わ
れ
た
こ
れ
ら
の
運
動

は
大
規
模
に
広
が
っ
て
ゆ
き
、
と
り
わ
け
混
迷
の
拡
大
を
狙
い
と

す
る
輸
送
機
関
や
燃
料
関
係
企
業
の
ス
ト
に
よ
っ
て
、
党
の
ボ
ス

ど
も
は
秩
序
の
救
済
者
と
し
て
じ
ぶ
ん
を
演
出
す
る
こ
と
に
成

功
す
る
。
こ
れ
ら
一
切
を
理
由
と
し
て
、
革
命
を
目
指
す
少
数
派

は
、
官
僚
化
さ
れ
た
ス
ト
に
対
す
る
介
入
を
余
儀
な
く
さ
れ
、「
経

済
主
義
」
お
よ
び
「
物
質
的
刺
激
」
の
要
求
に
対
し
て
、
共
産
主

義
的
労
働
の
た
め
の
、
ま
た
と
り
わ
け
、
諸
々
の
個
別
特
殊
的
な

要
求
に
対
す
る
一グ

ロ

ー

バ

ル

般
普
遍
的
な
政
治
意
識
の
優
位
を
目
指
す
、
禁

欲
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
れ
が
、
と

り
わ
け
林
彪
の
掲
げ
た
「
利エ

ゴ

イ

ズ

ム

己
主
義
に
反
対
し
て
闘
い

0

0

0

0

0

0

0

、
修
正
主

0

0

0

義
を
批
判
せ
よ

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
大
標
語
の
地
平
で
あ
る
（
毛
派
に
と
っ

て
「
修
正
主
義
」
が
、
共
産
主
義
諸
党
派
お
よ
び
中
国
共
産
党
幹

部
大
多
数
の
依
拠
す
る
ソ
連
邦
に
追
随
し
た
、
革
命
の
ダ
イ
ナ
ミ
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ズ
ム
を
悉
く
放
棄
す
る
と
い
う
方
針
を
指
す
こ
と
は
知
ら
れ
て
い

よ
う
）。

　

当
初
、
労
働
者
に
お
け
る
毛
派
勢
力
は
、
む
し
ろ
脆
弱
な
も
の

だ
っ
た
。
一
九
六
六
年
末
頃
に
は
、
そ
の
数
は
四
千
人
で
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
や
が
て
毛
派
が
紅
衛
兵
と
緊
密
に
結
び
つ

き
、
少
数
派
の
活
動
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
確
か

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
い
わ
ゆ
る
工
場
に
お
け
る
そ
の
行
動
の
自

由
は
、
工
作
機
械
工
場
の
よ
う
な
、
何
年
も
の
間
、
革
命
家
に

よ
っ
て
模
範
的
に
示
さ
れ
る
勝
利
を
手
に
す
る
だ
ろ
う
い
く
つ
か

の
企
業
を
除
け
ば
、
さ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。
思
う
に
、
こ
れ
は

ま
さ
し
く
労
働
者
の
直
接
行
動
が
、
毛
派
の
活
動
家
が
都
市
権
力

の
枠
組
で
展
開
し
て
い
た
生
き
生
き
と
し
た
抵
抗
（
そ
こ
に
は
官

僚
主
義
が
大
い
に
移
植
さ
れ
て
い
た
）
と
、
工
場
に
お
い
て
激
突

し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
長
ら
く
毛
に
帰
依
し
て
い
た
官

僚
の
一
部
、
お
よ
び
軍
内
一
部
の
援
助
を
受
け
て
、
毛
派
の
活

動
家
は
党
地
方
委
員
お
よ
び
市
町
村
議
会
を
廃
位
す
る
だ
ろ
う
。

「
権
力
掌
握
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
こ
こ
に
出
来
し
、「
上
海
人
民

公
社
」
の
名
の
下
、
文
化
大
革
命
は
一
つ
の
転
回
点
を
迎
え
る
こ

と
に
な
る
。

　

こ
の
「
権
力
掌
握
」
は
た
だ
ち
に
逆
説
的
で
あ
る
。
一
方
で
こ

の
掌
握
は―

す
で
に
十
六
箇
条
の
通
知
が
示
す
通
り―

、
絶

対
的
に
党－

国
家
に
反
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー

ン
を
構
成
し
て
い
た
の
は
、
互
い
に
齟
齬
を
来
た
す
諸
組
織
の
団

結
で
あ
り
、
そ
の
ア
ナ
ー
キ
ー
的
性
質
の
実
効
性
の
な
さ
を
、
す

で
に
マ
ル
ク
ス
は
批
判
し
て
い
た
。
他
方
で
こ
の
モ
デ
ル
は
、
国

の
水
準
に
お
い
て
党
が
容
認
さ
れ
う
る
唯
一
の
形
象
に
留
ま
っ
て

い
る
限
り
、
た
と
え
党
の
伝
統
的
機
関
の
多
く
が
危
機
に
晒
さ

れ
て
い
よ
う
と
も
、〔
上
海
以
外
の
〕
国
土
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。
革
命
の
騒
乱
に
満
ち
た
事
件
が
続
く
間
じ
ゅ

う
、
周
恩
来
は
国
家
の
統
一
性
の
保
証
人
で
あ
り
続
け
、
行
政
を

担
う
最
低
限
の
管
理
を
し
続
け
て
い
る
の
だ
。
ご
存
知
か
と
思

う
が
、
毛
の
最
も
近
く
で
政
治
を
切
り
回
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
た

周
恩
来
を
毛
が
否
認
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
「
最
も
近
く
」
に
は
最
も
右
寄
り
の
者
も
含
ま
れ
て
い
た

（
一
九
七
〇
年
代
中
盤
に
現
わ
れ
た
革
命
の
慣
用
語
法
を
用
い
れ

ば
、
周
恩
来
こ
そ
が
、「
党
内
に
あ
り
な
が
ら
資
本
主
義
の
道
に

加
担
し
た
上
層
部
責
任
者
た
ち
の
う
ち
で
も
第
二
位
の
地
位
に
あ

る
」
と
形
容
さ
れ
た
鄧
小
平
を
復
活
さ
せ
る
の
で
あ
る
）。
と
こ

ろ
で
周
恩
来
は
、
全
国
で
為
さ
れ
る
「
経
験
交
流

0

0

0

0

」
は
合
法
で
あ

る
、
但
し
、
全
国
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
革
命
組
織
は
あ
り
え
な
い
と
、

紅
衛
兵
に
明
言
し
て
い
た
。

　

と
同
時
に
、
地
方
を
基
盤
と
す
る
学
生
と
労
働
者
の
間
で
始

ま
り
、
は
て
し
な
い
討
議
の
末
に
制
定
さ
れ
た
上
海
人
民
公
社

は
脆
弱
な
統
一
性
し
か
持
ち
え
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
挙
措

（
革
命
家
た
ち
に
よ
る
「
権
力
掌
握
」）
が
原
理
的
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
政
治
空
間
の
方
は
あ
ま
り
に
狭
隘
で
あ
る
。
そ
の
結
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果
、
労
働
者
の
舞
台
へ
の
登
場
は
、
革
命
的
民
衆
と
い
う
基
盤
の

見ス
ペ
ク
タ
ク
ル

世
物
的
な
拡
張
で
あ
り
、
官
僚
化
さ
れ
た
権
力
形
態
を
大
規
模

に
、
と
き
に
暴
力
的
に
試
練
に
晒
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、

人
民
主
導
政
治
と
国
家
権
力
と
の
間
の
新
た
な
腑
分
け
を
め
ぐ

る
、
明
日
な
き
素
描
で
も
あ
っ
た
。

権
力
の
掌
握

　

一
九
六
七
年
初
め
の
数
ヶ
月
間
、
革
命
家
が
反
毛
派
の
市
町
村

議
会
を
転
倒
さ
せ
た
上
海
で
起
き
た
一
連
の
出
来
事
の
経
験
に
鍛

え
ら
れ
て
、「
権
力
掌
握
」
は
各
地
で
増
殖
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の

運
動
の
素
材
に
は
或
る
注
目
す
べ
き
一
面
が
あ
る
。
諸
々
の
小
組

や
突
撃
隊
と
し
て
組
織
さ
れ
た
革
命
家
、
本
質
的
に
は
学
生
や

労
働
者
が
、
市
町
村
議
会
や
党
の
そ
れ
を
も
含
め
た
、
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
行
政
上
の
建
物
を
襲
撃
し
、
暴
力
や
破
壊
な
し
に
で
は
な

く
、
総
体
と
し
て
酒デ

ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス神

的
混
乱
の
中
で
、
あ
る
新
た
な
「
権

力
」
を
そ
こ
に
打
ち
立
て
る
。
し
ば
し
ば
旧
来
の
い
わ
ゆ
る
権
力

保
持
者
を
「
人
民
の
晒
し
者
に
す
る
」
さ
ま
が
見
ら
れ
た
が
、
こ

れ
は
い
か
な
る
安
寧
の
儀
式
で
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
推
測
だ

が
、
官
僚
は
「
お
仕
置
き
帽
」
を
被
せ
ら
れ
、
お
の
れ
の
犯
し
た

大
罪
を
書
き
つ
け
た
掲
示
板
を
手
に
持
た
さ
れ
、
頭こ

う
べを

垂
れ
、
足

蹴
に
さ
れ
る
の
を
従
容
と
し
て
受
け
容
れ
た
か
、
あ
る
い
は
さ
ら

に
酷
い
こ
と
を
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
は
言
え
こ
う
し
た
悪

魔
祓
い
の
儀
式
が
革
命
的
実
践
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
こ
に
集
ま
っ
た
日
常
を
生
き
る
人

び
と
に
、
か
つ
て
は
非
難
さ
れ
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
者
た
ち
、

沈
黙
の
う
ち
に
そ
の
傲
慢
を
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
者
た
ち
が
、

翻
っ
て
、
公
然
た
る
侮
蔑
に
身
を
晒
す
の
だ
と
知
ら
せ
る
こ
と
で

あ
る
。
一
九
四
九
年
の
勝
利
〔
中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
〕
以
降
、

中
国
共
産
主
義
者
た
ち
は
、
か
つ
て
の
地
主
、「
各
地
の
暴
君
や

0

0

0

0

0

0

悪
し
き
小
領
主

0

0

0

0

0

0

」
を
道
徳
的
に
退
位
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
手
の

儀
礼
を
農
村
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
組
織
し
て
き
た
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
何
千
年
も
の
間
な
き
に
等
し
い
と
見
做
さ
れ
て
き
た
、
最

も
貧
し
い
層
で
あ
る
農
民
に
、
世
界
は
「
根
底
か
ら
変
わ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

」

の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
は
農
民
が
こ
の
国
の
真
の
主
人
で
あ
る
、

と
告
げ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
同
年
二
月
以
降
、
地
方
各
省
の
新
た
な
権
力
を
指
し
示

す
「
人コ

ミ

ュ

ー

ン

民
公
社
」
と
い
う
言
葉
が
消
え
、
代
わ
り
に
「
革
命
委
員

会
」
な
る
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
注
意
さ
れ

た
い
。
こ
れ
は
些
細
な
変
化
で
は
な
い
。「
委
員
会
」
と
は
つ
ね

に
、
党
の
省
ま
た
は
市
町
村
機
関
の
名
前
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
ど
の
省
で
も
「
革
命
委
員
会
」
に
よ
る
膨
大
な
配
置

変
え
が
起
こ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
か
つ
て
懼お

そ

れ
ら
れ
た
「
党
委
員

会
」
の
亡
霊
な
の
か
、
は
た
ま
た
純
然
た
る
置
き
換
え
な
の
か
は

明
ら
か
と
さ
れ
ず
に
。

　

実
際
、
指
示
の
曖
昧
さ
は
、
委
員
会
を
政
治
的
紛
争
の
不
純
な

産
物
と
し
て
指
し
示
す
。
地
方
の
革
命
家
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
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は
旧
来
の
官
僚
幹
部
を
ほ
ぼ
完
全
に
一
掃
し
、
党
と
は
異
な
る
政

治
権
力
を
代
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
お
の
れ
の
保
身
に
汲
々
と
し

て
い
る
保
守
派
に
と
っ
て
は
、
問
題
は
、
偽
り
の
批
判
が
済
ん
だ

後
、
再
び
各
地
の
省
官
僚
制
を
立
て
直
す
こ
と
で
あ
る
。
保
守
派

は
中
央
が
繰
り
返
し
た
、
党
幹
部
の
大
多
数
は
善
良
で
あ
る
と
い

う
内
容
の
宣
言
に
励
ま
さ
れ
、
偽
り
の
批
判
の
道
を
選
ん
だ
の
で

あ
る
。
一
二
名
か
ら
成
る
「
中
央
文
化
革
命
小
組
」
と
い
う
き
わ

め
て
狭
隘
な
派
に
集
ま
っ
た
、
毛
沢
東
路
線
を
国
全
体
に
拡
げ
よ

う
と
す
る
者
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
は
、
革
命
組
織
の
た
め
の

標
的
を
定
め
（「
権
力
の
掌
握
」）、
彼
ら
の
目
に
は
党
だ
け
が
唯

一
そ
れ
で
あ
り
続
け
て
い
る
権
力
行
使
の
一
般
的
枠
組
を
完
全
に

保
存
し
つ
つ
、
敵
対
者
た
ち
に
恒
久
的
恐
怖
を
傓
り
立
て
る
こ
と

で
あ
る
。

　

主
張
さ
れ
る
諸
々
の
決
ま
り
文
句
は
、
次
第
に
統
一
性
を
特
権

視
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。「
三
結
合
」
な
る
も
の
が
人
び
と

の
口
に
上
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
は
、
諸
委
員
会

を
通
し
て
、
三
分
の
一
を
新
た
に
到
来
し
た
革
命
家
、
三
分
の
一

を
事
後
的
に
自
己
批
判
し
た
旧
幹
部
、
三
分
の
一
を
軍
部
が
統
一

す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
大
連
合
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
語

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
は
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
革
命
組
織

は
統
一
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
く
、
ま
た
（
と
き
に
武
装
し
た
）
そ

れ
ら
の
間
の
紛
争
を
失
く
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
統
一
性
は
、
討
議
の
内
容
や
、
し
か

じ
か
の
主
導
ま
た
は
確
信
の
下
に
為
さ
れ
る
自
由
な
組
織
化
の
権

利
に
対
し
て
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
る
制
限
を
も
含
め
た
、
増
大
す

る
強
制
権
を
前
提
と
す
る
。
だ
が
、
事
態
が
内
戦
に
向
か
う
が
ま

ま
に
放
置
し
、
し
た
が
っ
て
抑
圧
装
置
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と

〔
強
権
発
動
〕
に
身
を
任
せ
る
他
に
、
や
り
よ
う
が
あ
る
だ
ろ
う

か
？　

一
九
六
七
年
、
あ
ら
ゆ
る
視
点
か
ら
見
て
決
定
的
な
こ
の

年
の
ほ
ぼ
全
て
を
費
や
す
論
争
が
、
沸
き
起
こ
る
だ
ろ
う
。

武
漢
事
件

　

一
九
六
七
年
夏
の
こ
の
事
件
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
そ
れ

は
一
つ
の
革
命
情
況
が
そ
の
絶
頂
の
瞬
間
に
孕
む
全
て
の
矛
盾

を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
革レ

ヴ
ォ
リ
ュ
シ
オ
ン命
の

退ア
ン
ヴ
ォ
リ
ュ
シ
オ
ン行
が
告
げ
ら
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。

　

一
九
六
七
年
七
月
、
軍
内
部
保
守
派
の
助
け
を
借
り
て
、
官
僚

の
反
革
命
勢
力
が
、
五
十
万
を
下
ら
ぬ
数
の
労
働
者
を
抱
え
る
広

大
な
産
業
都
市
、
武
漢
を
支
配
す
る
。
実
質
的
権
力
を
握
っ
た
の

が
陳
再
道
司
令
官
だ
っ
た
。
こ
こ
で
二
つ
の
労
働
組
織
が
再
び
対

立
す
る
の
は
確
か
で
あ
り
、
こ
の
紛
争
は
、
同
年
五
月
と
六
月
、

十
数
人
の
死
者
を
出
す
。
実
質
的
に
軍
に
統
括
さ
れ
た
一
方
の
組

織
は
、
地
方
官
僚
お
よ
び
旧
来
の
労
働
組
合
主
義
者
と
結
び
つ
い

て
お
り
、「
百
万
雄
師
」
と
呼
ば
れ
る
。
他
方
の
組
織
は
「
工
人

総
部
」
と
呼
ば
れ
、
毛
派
の
流
れ
を
汲
む
、
き
わ
め
て
少
数
派
の

勢
力
〔
い
わ
ゆ
る
「
造
反
派
」〕
で
あ
る
。
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都
市
に
お
け
る
反
動
勢
力
の
支
配
を
憂
慮
し
て
い
た
中
央
執
行

部
は
、
公
安
部
長
、
お
よ
び
当
時
「
中
央
文
化
革
命
小
組
」
メ

ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
王
力
と
呼
ば
れ
る
人

物
を
、
現
地
に
派
遣
す
る
。
王
力
は
紅
衛
兵
の
た
い
へ
ん
な
人
気

者
だ
っ
た
。
彼
は
「
極
左
的
」
な
大
袈
裟
な
言
辞
を
弄
す
る
傾
向

で
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
軍
隊
を
純
化
す
る
必
要
が
あ
る

と
、
彼
は
す
で
に
主
張
し
て
い
た
。
派
遣
さ
れ
た
調
停
者
一
行

は
、「
運
動
の
中
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
左
派
を
見
つ
け
だ
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ0

れ
を
支
持
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
他
の
追
随
を
許
さ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う

幹
部
一
般
、
と
り
わ
け
軍
幹
部
に
対
す
る
指
導
方
針
に
合
わ
せ

て
、
造
反
派
た
る
「
工
人
総
部
」
を
擁
護
す
る
旨
を
申
し
渡
し
た

周
恩
来
の
指
令
を
携
え
て
ゆ
く
。
つ
い
で
に
言
っ
て
お
く
と
、
敵

対
し
合
う
革
命
組
織
の
間
に
割
っ
て
入
り
、
二
つ
の
急
進
派
を
調

停
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
重
圧
の
か
か
る
任
務
を
周
恩
来
は
引
き

受
け
た
わ
け
で
、
そ
の
た
め
彼
の
許
に
は
日
夜
、
省
か
ら
の
代
表

使
節
が
訪
れ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、「
大
同
団
結
」
の
前
進
、

諸
「
革
命
委
員
会
」
の
統
一
化
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
混
迷
を
深
め

て
暴
力
化
し
て
ゆ
く
具
体
的
諸
情
況
の
中
か
ら
、
だ
れ
が
「
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
左
派
」
な
の
か
を
見
き
わ
め
る
と
い
う
作
業
に
関
し

て
、
た
い
へ
ん
な
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

到
着
し
た
日
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
節
一
行
は
、
同
市
の

と
あ
る
競
技
場
で
、
造
反
派
組
織
と
の
大
規
模
な
会
合
を
持
つ
。

革
命
の
熱
気
は
こ
こ
で
頂
点
に
達
す
る
。

　

然
る
べ
く
布
か
れ
た
大
革
命
の
活
動
的
局
面
に
現
れ
る
全
て
の

立
役
者
〔
行
為
者
〕
を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先

ず
は
農
村
（
省
郊
外
か
ら
来
た
民
兵
は
、
一
九
六
八
年
の
転
回
以

降
、
紅
衛
兵
や
反
攻
者
の
抑
圧
に
参
加
す
る
だ
ろ
う
）
の
、
し
か

し
ま
た
労
働
者
の
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
行
政
に
お
け
る
、
保
守
官

僚
の
動
員
能
力
は
莫
迦
に
で
き
な
い
。
し
ば
し
ば
少
数
派
で
あ
る

と
は
言
え
、
行
動
力
と
勇
気
を
以
て
、
優
位
に
立
と
う
と
す
る
中

央
毛
派
の
支
持
を
受
け
た
学
生
と
労
働
者
の
造
反
組
織
、
ど
の
勢

力
を
支
持
す
る
か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
た
軍
、
お
の
れ
の
政
治
を

情
況
の
変
化
に
す
り
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
中
央
権
力
。
揃
っ
た
役

者
は
以
上
で
あ
る
。

　

い
く
つ
か
の
都
市
で
は
、
こ
れ
ら
の
役
者
す
べ
て
を
結
び
つ
け

る
情
況
は
、
き
わ
め
て
暴
力
的
な
も
の
と
な
る
。
特
に
広
東
で

は
、
敵
対
し
合
う
組
織
が
武
装
し
た
突
撃
隊
と
化
し
て
ぶ
つ
か
る

こ
と
は
茶
飯
事
だ
っ
た
。
場
所
に
よ
っ
て
は
、
手
を
引
こ
う
と
軍

は
決
意
す
る
。
十
六
箇
条
の
通
知
に
お
い
て
、
運
動
の
真
っ
只
中

で
起
こ
る
諸
問
題
に
は
介
入
す
る
な
と
言
わ
れ
て
い
た
の
を
口
実

に
、
省
の
軍
幹
部
は
、
街
路
で
為
さ
れ
る
戦
闘
を
前
に
し
て
、「
革

命
上
の
乱
闘
に
関
す
る
調
書
」
に
署
名
せ
よ
と
の
み
、
当
事
者
に

要
求
し
た
の
で
あ
る
。
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
増
援
を
呼
ぶ
こ
と

だ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
広
東
で
も
、
一
夏
の
間
、
日
々
数
十

名
の
死
者
が
出
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
、
武
漢
で
は
事
態
が
さ
ら
に
拗こ

じ

れ
て
ゆ
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く
。
七
月
二
〇
日
朝
、「
百
万
雄
師
」
の
突
撃
隊
は
、
軍
の
部
隊

の
支
持
を
受
け
て
戦
略
上
の
要
点
を
占
拠
し
、
武
漢
全
域
か
ら
造

反
者
を
狩
り
出
そ
う
と
す
る
。
中
央
が
派
遣
し
た
一
行
の
滞
在
す

る
館
が
襲
撃
さ
れ
、
軍
の
一
派
が
王
力
お
よ
び
紅
衛
兵
数
名
を
誘

拐
し
、
容
赦
な
く
暴
力
を
振
る
う
。
今
度
は
「
極
左
」
の
者
た
ち

が
、
首
に
「
修
正
主
義
者
」
と
い
う
弾
劾
の
言
葉
が
書
か
れ
た
掲

示
板
を
掛
け
て―

こ
の
情
況
の
何
た
る
皮
肉
！―

、
い
た
る

と
こ
ろ
に
修
正
主
義
者
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、「
人
民
の

晒
し
者
に
さ
れ
た
」
わ
け
で
あ
る
。
公
安
部
長
は
部
屋
に
監
禁
さ

れ
た
。
造
反
傾
向
の
震
源
地
で
あ
る
大
学
と
製
鋼
所
は
、
屈
強
な

者
ど
も
を
擁
す
る
武
装
一
派
に
攻
め
落
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ

の
知
ら
せ
が
流
れ
だ
し
た
と
き
、
軍
の
別
の
部
隊
は
、
保
守
派
お

よ
び
そ
の
長
た
る
陳
再
道
の
敵
方
に
回
る
。「
工
人
総
部
」
派
は

造
反
の
狼
煙
を
あ
げ
る
。
革
命
委
員
は
拘
留
状
態
に
あ
る
。
闘
士

数
名
が
王
力
を
解
放
し
、
空
地
や
灌
木
を
ぬ
っ
て
王
力
は
逃
げ
延

び
、
武
漢
を
脱
出
す
る
。

　

こ
れ
は
明
ら
か
に
内
戦
の
徴
候
で
あ
る
。
事
態
の
流
れ
を
変
え

る
に
は
、
中
央
権
力
の
冷
血
と
、
全
省
に
お
け
る
軍
部
隊
の
、
断

固
と
し
た
宣
戦
布
告
が
必
要
と
な
る
。

　

未
来
の
た
め
に
、
こ
の
事
件
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
教
訓
は
何

か
？　

当
初
、
顔
を
腫
ら
し
た
王
力
は
、
北
京
で
英
雄
と
し
て
迎

え
ら
れ
る
。
毛
の
妻
に
し
て
稀
代
の
造
反
幹
部
で
あ
っ
た
江
青

は
、
王
力
を
熱
烈
に
抱
擁
し
て
祝
意
を
表
明
す
る
。
七
月
二
五

日
、
百
万
の
人
び
と
が
、
林
彪
の
眼
前
で
、
彼
を
拍
手
で
歓
迎
す

る
。
追
い
風
に
乗
っ
た
と
考
え
た
極
左
は
、
軍
の
根ラ

デ
ィ
カ
ル

源
的
な
純
化

を
要
求
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
八
月
に
周
恩
来
を
右
派
と
し
て
弾

劾
す
る
檄
文
が
現
わ
れ
た
き
っ
か
け
で
も
あ
っ
た
。

　

だ
が
こ
れ
ら
全
て
は
一
瞬
の
外
見
に
す
ぎ
な
い
。
武
漢
で
造
反

派
の
支
持
が
定
め
ら
れ
、
陳
再
道
が
更
迭
さ
れ
た
の
は
確
か
で
あ

る
。
但
し
、
二
ヶ
月
後
、
中
央
文
化
革
命
小
組
か
ら
暴
力
的
に
除

名
さ
れ
る
の
は
王
力
で
あ
り
、
肝
心
の
軍
の
純
化
は
為
さ
れ
ず
、

周
恩
来
の
重
要
性
が
増
し
た
に
す
ぎ
ず
、
秩
序
再
建
が
紅
衛
兵
お

よ
び
造
反
派
組
織
の
一
部
に
対
し
て
行
使
さ
れ
始
め
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
中
国
の
党－

国
家
の
支
柱
で
あ

る
限
り
で
の
、
人
民
解
放
軍
の
決
定
的
役
割
で
あ
る
。
人
民
解

放
軍
は
革
命
に
お
け
る
沈
静
化
の
役
目
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
で
あ

り
、
造
反
左
派
支
持
を
要
求
さ
れ
は
し
て
も
、
し
か
し
軍
が
分
割

さ
れ
、
か
く
し
て
大
規
模
な
内
戦
の
展
望
を
開
く
な
ど
と
い
う
こ

と
は
、
予
想
も
さ
れ
ず
、
認
め
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
こ

ま
で
進
む
こ
と
を
望
む
者
は
少
し
ず
つ
、〔
し
か
し
〕
全
員
、
排

除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
彼
ら
と
手
を
結
ん
だ
こ
と

に
よ
り
、
江
青
そ
の
人
に
対
し
て
も
、
毛
支
持
派
と
思
わ
れ
る
者

に
対
し
て
、
あ
る
〔
軍
の
純
化
を
目
論
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
〕
執
拗
な
嫌
疑
が
つ
き
ま
と
う
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
つ
ま
り
、
文
化
大
革
命
が
こ
の
段
階
に
達
し
た
時
点
で

毛
は
、
造
反
派
の
隊
列
、
と
り
わ
け
労
働
者
の
そ
れ
に
お
い
て
は
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統
一
が
優
位
に
立
つ
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
紅
衛
兵

の
急
進
的
精
神
と
傲
慢
が
齎
す
荒
廃
に
、
懸
念
を
も
ち
は
じ
め
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
七
年
九
月
、
地
方
巡
視
を
行
っ
た

後
、
毛
は
「
労
働
者
階
級
の
内
部
で
は
、
ど
う
し
て
も
分
裂
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い）

i
（

」
と
い
う
方
針
を
打
ち
出

す
。
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
第
一
に
、
造
反
組
織
と
保
守

派
の
間
に
は
暴
力
的
な
揉
め
事
が
絶
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二

に
、
こ
れ
ら
の
揉
め
事
を
強
制
的
に
絶
や
す
必
要
が
あ
り
、
組
織

は
武
装
解
除
し
、
抑
圧
装
置
が
暴
力
の
合
法
的
独
占
を
再
び
獲
得

す
る
こ
と
で
、
お
の
れ
の
政
治
的
安
定
性
を
再
び
見
出
す
こ
と
で

あ
る
と
、
読
む
術
を
弁
え
て
い
る
者
は
、
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
七

月
以
来
、
闘
争
と
造
反
と
い
う
お
の
れ
の
習
慣
化
さ
れ
た
精
神
を

は
っ
き
り
と
示
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
（
こ
の
頃
に
も
未
だ
毛

は
、
明
ら
か
に
嬉
々
と
し
な
が
ら
、「
各
地
は
た
い
へ
ん
混
乱
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
る

0

0

0
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こ
ち
ら
も
乱
れ

0

0

0

0

0

0
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あ
ち
ら
も
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れ

0

0
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0

0

0

、
な
ん
だ
か
武
闘
を

0

0

0

0

0

0

0

す
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の
が
大
変
よ
い
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し
か
し

0

0

0

、
矛0

盾
が
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
全
面
的
に
暴
露
さ
れ
た
の
で
解
決
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
や
す
く
な
っ

0

0

0

0

0

0

た0

」）
j
（

と
述
べ
て
い
る
）、
急
進
諸
派
の
戦
争
に
戦

慄
し
た
毛
は
、「
革
命
委
員
会
の
成
立
し
た
と
こ
ろ
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
小
ブ
0

0

ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
革
命
派
に
対
す
る
指
導
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

ら
な
0

0

い0

」）
k
（

と
宣
言
し
、「
実
際
に
は
右
派
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
見
做
し
て

左
派
を
弾
劾
し
、
ま
た
と
り
わ
け
、
一
月
の
上
海
に
お
け
る
権
力

掌
握
以
降
、「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ

0

0

0

0

0

0

0

0

、
青
年
0

0

・
学
生
の
間
に
氾
濫

0

0

0

0

0

0

0

し
て
い
た
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
思
想
が
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
形
勢
を
破
壊
し

0

0

0

0

0

0

0

た0

」）
l
（

と
、
い
ら
だ
ち
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。

労
働
者
た
ち
の
大
学
進
駐

　

一
九
六
八
年
二
月
に
入
る
と
す
ぐ
、
保
守
派
は
一
九
六
七
年
夏

の
終
わ
り
に
起
き
た
運
動
の
退
行
以
来
の
巻
き
返
し
の
機
が
熟
し

た
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
毛
と
そ
の
一
派
は
、
依
然
と
し

て
慄
い
て
い
る
。
彼
ら
は
「
二
月
の
逆
流

0

0

0

0

0

」
を
弾
劾
す
る
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
張
り
、
革
命
諸
派
な
ら
び
に
権
力
組
織
再
建
へ
の
支
持

を
更
新
す
る
。

　

だ
が
、
対
抗
し
合
う
諸
セ
ク
ト
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
大

学
の
治
安
は
、
秩
序
へ
の
回
帰
と
い
う
全
般
的
な
論
理
お
よ
び
革

命
の
総
括
を
担
当
す
る
党
代
表
大
会
の
展
望
の
中
で
は
、
も
は
や

支
え
き
れ
な
く
な
る
（
事
実
こ
の
大
会
は
一
九
六
九
年
初
頭
に
開

か
れ
、
林
彪
お
よ
び
軍
部
の
権
力
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
）。
北
京
大
学
構
内
に
集
結
し
た
最
後
の
紅
衛
兵
た
ち
の
純
然

た
る
潰
滅
だ
け
は
何
と
し
て
も
避
け
つ
つ
、
見
せ
し
め
を
挙
げ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
採
ら
れ
た
解
決
策
は
全
く
常
軌
を
逸
し
て
い

た
。
組
織
さ
れ
た
労
働
者
数
千
人
に
、
軍
隊
な
し
で
大
学
を
包
囲

し
、
諸
セ
ク
ト
を
武
装
解
除
さ
せ
、
し
か
も
彼
ら
の
権
威
を
じ
か

に
保
証
す
る
よ
う
、
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。
後
に
幹
部
一
派
が

言
う
よ
う
に
、「
労
働
者
階
級
が
す
べ
て
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
な
い

0

0

0

」）
m
（

、
ま
た
「
労
働
者
は
長
期
に
わ
た
っ
て
学
校
に
と
ど
ま

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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り0

、
い
つ
ま
で
も
学
校
を
指
導
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
n
（

。

文
革
期
全
体
の
中
で
も
、
こ
れ
は
最
も
驚
く
べ
き
事エ

ピ
ソ
ー
ド件
の
一
つ

で
あ
る
。
こ
の
事
件
が
、
青
年
た
ち
の
ア
ナ
ー
キ
ッ
ク
に
し
て
暴

力
的
な
力
に
対
し
て
、
こ
の
力
の
上
位
に
、
た
ん
に
す
で
に
承
認

済
の
幹
部
た
ち
の
制
度
上
の
権
威
だ
け
で
は
な
く
、「
民
衆
の
」

権
威
を
、
そ
れ
も
原
則
的
に
で
さ
え
な
く
、
承
認
す
る
必
然
（
要
）

性
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
何
人
か
の
学
生
が
労

働
者
に
向
け
て
発
砲
し
、
死
者
を
出
し
た
の
を
受
け
て
、
毛
お
よ

び
中
央
文
革
小
組
の
全
員
が
、
最
も
知
ら
れ
た
学
生
運
動
指
導
者

た
ち
、
特
に
北
京
大
学
内
の
紅
衛
兵
に
崇
拝
さ
れ
て
国
中
に
知
ら

れ
て
も
い
た
蒯
大
富
が
名
高
い
が
、
彼
ら
に
出
動
要
請
を
行
っ
て

い
た
だ
け
に
、
こ
れ
は
い
っ
そ
う
驚
く
べ
き
、
ま
た
劇
的
な
瞬
間

で
も
あ
る
。
強
情
な
若
き
革
命
家
た
ち
と
老
い
た
衛
兵
と
の
間
で

真
っ
向
か
ら
為
さ
れ
た
こ
の
対
談
の
、
再
筆
記
さ
れ
た
資
料
が
残

さ
れ
て
い
る）

7
（

。
こ
の
資
料
に
拠
れ
ば
、
毛
は
青
年
た
ち
の
急
進
的

精
神
が
彼
に
引
き
起
こ
し
た
深
い
失
望
を
、
彼
ら
に
対
す
る
政
治

的
友
情
の
余
韻
を
湛
え
な
が
ら
、
事
態
を
収
拾
し
よ
う
と
す
る
意

志
と
と
も
に
、
表
明
し
て
い
る
。
労
働
者
を
差
し
向
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
情
況
全
体
が
「
軍
事
介
入
」
に
転
ず
る
の
を
毛
が
避
け

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
第
一
の
盟
友
で
あ
っ
た

者
た
ち
を
、
熱
狂
と
政
治
的
刷
新
の
支
持
者
で
あ
っ
た
者
た
ち
を

守
護
し
よ
う
と
、
毛
は
望
ん
で
い
た
。
だ
が
毛
は
党－

国
家
の
人

間
で
も
あ
る
。
た
と
え
暴
力
を
伴
お
う
と
も
、
彼
が
望
む
の
は

み
ず
か
ら
の
革
新
で
あ
っ
て
、
破

壊
で
は
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

「
極
左
」
的
な
若
き
暴
徒
の
最
後

の
一
角
を
服
従
さ
せ
つ
つ
、
承
認

を
受
け
た
幹
部
が
下
し
た
文
化
大

革
命
の
（
一
九
六
八
年
の
）
方

針
、
す
な
わ
ち
党
の
再
興
と
い
う

方
針
と
一
致
し
な
い
も
の
に
残
さ

れ
た
究
極
の
余
白
を
清
算
す
る
術

を
、
彼
は
よ
く
弁
え
て
い
る
。
彼

は
そ
の
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
甘
受

す
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
は―

そ

し
て
誰
に
も―

国
家
の
存
在
を

め
ぐ
る
別
の
仮
説
が
な
い
か
ら
で

あ
り
、
ま
た
、
熱
狂
的
な
、
し
か

し
苛
酷
で
も
あ
っ
た
二
年
間
の
後

に
、
国
家
が
存
在
す
る
こ
と
を
、

そ
し
て
き
わ
め
て
火
急
に
そ
の
存

在
を
民
衆
に
知
ら
し
め
る
こ
と

を
、
民
衆
の
大
部
分
が
望
ん
で
い

る
か
ら
で
あ
る
。

個
人
崇
拝

（7） この対談の報告は、文化大革命全体に関する、現在、最も有能にして公明正大な分析者であると請合えるアレッ
サンドロ・ルッソにより、長大な注釈付で（イタリア語に）翻訳されている。例えば、“The conclusion scene. 
Mao and the Red Guards in July 1968”, in Positions, 13:3, 2005.を参照。〔日本語訳なし〕

（ i） 『人民日報』1967年9月14日、「革命的大批判の高まりのなかで革命的大連合を実現させよう」に引かれた毛
の言葉と思われる。だとすれば、この文言は、精確には、新島淳良編、『毛沢東最高指示　プロレタリア文化
大革命期の発言』、三一書房、188頁、によれば、「労働者階級の内部では、根本的な利害の衝突はありえない。
プロレタリア独裁のもとにある労働者階級の内部では、なおさら、両立しない二大派の組織にどうしても分
裂しなければならないという理由はない」となる。

（ j） 前掲、『中国プロレタリア文化大革命資料集成』第1巻、179ページ。傍点引用者。1967年9月の「偉大な戦略配置」
における毛の言葉。

（k）同前、180ページ。傍点引用者。「偉大な戦略配置」より。
（ l）同前、178ページ。傍点引用者。「偉大な戦略配置」より。
（m）同前、206ページ。傍点引用者。1968年8月25日の毛の発言。
（n）同前、207ページ。傍点引用者。『人民日報』1968年8月25日、『紅旗』1968年2期での毛の言葉。
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文
革
期
、
毛
へ
の
崇
拝
が
、
文
字
通
り
常
軌
を
逸
し
た
形
態
で

現
わ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
巨
大
な
彫
像
、
毛
沢
東
語

録
、
絶
え
る
こ
と
な
く
捧
げ
ら
れ
る
祈
り
、「
偉
大
な
舵
手
」
に

捧
げ
ら
れ
る
賛
歌
だ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
、
あ
た
か
も
毛
の

書
い
た
こ
と
・
言
っ
た
こ
と
が
、
ト
マ
ト
を
育
て
た
り
、
交
響
曲

の
演
奏
会
に
お
け
る
ピ
ア
ノ
の
使
用
法
（
ま
た
は
非
使
用
）
を
決

め
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
も
含
め
、
あ
ら

ゆ
る
情
勢
に
お
い
て
十
全
で
あ
る
か
の
ご
と
き
、
参
照
さ
れ
る

一ユ

ニ

シ

テ

意
性
の
前
代
未
聞
の
拡
張
が
あ
っ
た）

8
（

。
官
僚
秩
序
か
ら
最
も
断

絶
し
た
、
最
も
暴
力
的
な
造
反
者
た
ち
こ
そ
が
、
事
物
の
こ
の
よ

う
な
相
を
最
も
遠
く
ま
で
推
し
進
め
た
の
を
み
る
と
、
目
を
瞠
る

思
い
が
す
る
。
と
り
わ
け
彼
ら
こ
そ
が
、「
毛
沢
東
思
想
の
絶
対

0

0

0

0

0

0

0

0

的
権
威

0

0

0

」
と
い
う
定
式
を
放は
な

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
思
想
を
理
解

し
て
い
な
い
場
合
で
す
ら
、
そ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
宣
言

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
端
的
に
曖
昧
主
義
の
言
表
で
あ
る

と
、
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　

こ
う
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
格
闘
す
る
全
セ
ク
ト
お

よ
び
全
組
織
が
毛
沢
東
思
想
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
さ

れ
る
通
り
、
完
全
に
矛
盾
し
合
う
複
数
の
指
針
を
指
し
示
し
う
る

表
現
は
、
そ
の
注
釈
が
絶
え
ず
変
化
す
る
諸
々
の
引
用
の
あ
ふ
れ

ん
ば
か
り
の
慣
用
の
外
で
は
、
つ
い
に
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
作
用
を

喪
失
す
る
、
と
。

　

そ
れ
で
も
な
お
い
く
つ
か
の
注
釈
を
、
通
り
す
が
り
に
わ
た
く

し
は
行
い
た
い
。
一
方
で
、
こ
の
手
の
献
身
的
行
為
〔
毛
の
文
書

の
過
剰
な
参
照
〕
は
、
わ
れ
わ
れ
の
そ
れ
を
も
含
め
た
既
成
宗
教

の
中
で
の
解
釈
を
め
ぐ
る
抗
争
と
同
様
、
全
く
あ
り
ふ
れ
た
こ
と

で
あ
り
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
一
つ
の
病
理
で
は
な
く
、
正

反
対
に
、
こ
こ
で
は
偉
大
な
る
一
神
教
諸
宗
派
が
、
聖
な
る
牡
牛

で
あ
り
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
毛
が
み
ず

か
ら
の
人
民
に
対
し
て
無
限
の
奉
仕
以
上
の
何
か
を
行
っ
た
こ
と

は
、
確
か
で
あ
る
。
彼
は
「
西
欧
」
列
強
に
諂へ

つ
ら

う
植
民
者
た
る

日
本
軍
の
侵
略
か
ら
人
民
を
解
放
し
た
と
同
時
に
、
農
村
に
お
け

る
封
建
主
義
、
す
な
わ
ち
前
資
本
制
的
掠
奪
か
ら
も
解
放
し
た
の

で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
一
神
教
諸
宗
派
の
近
年
の
歴
史
に
お
い

て
、
虚
構
の
英
雄
で
あ
れ
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
成
し
遂
げ
た
人
物
は
、
わ
れ
わ
れ
の
国
に
は
い
な
か
っ
た
。

他
方
で
、
偉
大
な
芸
術
家
た
ち
に
対
す
る
、
そ
の
伝
記
を
も
含
め

た
神
聖
視
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
文
化
的
」
実
践
に
お
い
て
繰
り
返

さ
れ
る
与
件
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
詩
人
が
遺
し
た
洗
濯
屋
伝
票

を
珍
重
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
も
し
政
治
が
、
わ
た
く
し
の
信

ず
る
通
り
、
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
詩
も
ま
た
同
様
で
あ
る
と
信
ず

る
の
だ
が
、
真
理
の
一
つ
の
手
続
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と

き
、
芸
術
に
お
け
る
創
造
者
の
神
聖
視
も
、
政
治
に
お
け
る
創
造

者
の
神
聖
視
も
、
莫
迦
げ
た
こ
と
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
よ

く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
莫
迦
以
下
で
は
な
い
。
と

い
う
の
も
政
治
的
創
造
と
は
蓋
然
的
に
言
っ
て
よ
り
稀
な
る
も
の
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で
あ
り
、
確
実
に
よ
り
危
険
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
万
人
に
、

と
り
わ
け
一
般
に
は
権
力
に
よ
っ
て
存
在
し
な
い
と
見
做
さ
れ
る

者
た
ち―

一
九
四
九
年
以
前
の
中
国
農
民
お
よ
び
労
働
者
の
よ

う
な―
に
、
直
接
に
宛
て
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
共
産
主
義
諸
国
家
お
よ
び
党
の
変
わ
る
こ

と
な
き
与
件
に
し
て
、
文
化
大
革
命
に
お
け
る
最
悪
の
与
件
で
あ

る
政
治
的
崇
拝
の
個
別
的
現
象
の
解
明
を
、
わ
れ
わ
れ
が
免
除
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

一
般
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、「
個
人
崇
拝
」
は
一
つ
の
主テ

ー

ゼ張
に

結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
労
働
者
階
級
を
代
行
す
る

党
は
、
政
治
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
源
泉
で
あ
り
、
正
し
い
路

線
を
必
然
的
に
保
持
す
る
。
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
言
わ
れ
た
よ

う
に
、「
党
は
つ
ね
に
正
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
問
題
は
こ
の
よ
う
な
代
行
を
保

証
す
る
も
の
も
、
正
し
さ
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
誇
張
さ
れ
た
確

信
を
保
証
す
る
も
の
も
、
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
保
証
の
代
替
物
と
し
て
、
ま

さ
し
く
そ
の
唯
一
の
特
異
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
一
つ
の
特

異
性
で
あ
る
代
行
の
代
行

0

0

0

0

0

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
一
つ
の
人
格
、
一
つ
の
特
異
な
身
体
が
、
天
才
と
い
う

美
学
的
な
古
典
的
形
態
に
お
い
て
、
至
高
の
保
証
の
代
行
を
務
め

る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
奇
妙
な
こ
と
は
、
芸
術
の
領
界
に
お

い
て
天
才
の
理
論
に
規
律
訓
練
を
受
け
た
わ
れ
わ
れ
が
、
政
治
の

領
界
に
お
い
て
こ
の
理
論
が
出
現
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
理
論
に

き
わ
め
て
不
快
な
感
情
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
。
共
産
主

義
諸
党
派
に
と
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年

代
ま
で
の
間
、
天
才
的
個
人
と
は
、
一
に
懸
か
っ
て
党
を

代
行
す
る
と
い
う
、
胡
散
臭
く
も
危
険
な
力
を
体
現
す

る
固
定
点
の
こ
と
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
公
正
と

〔
運
動
の
現
場
か
ら
〕
遠
く
離
れ
た
孤
独
な
一
人
の
人
間
の

知
力
を
信
ず
る
こ
と
は
、
省
の
小
物
幹
部
ば
か
り
が
目
に

入
っ
て
く
る
一
機
関
〔
執
行
部
〕
の
真
理
と
純
粋
を
信
ず

る
よ
り
も
、
容
易
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

中
国
で
は
、
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
と
な
る
。
と
い

う
の
も
、
文
革
期
の
間
、
毛
は
、
党
を
代
行
す
る
力
よ
り

は
む
し
ろ
、
党
そ
の
も
の
の
中
に
脅
威
と
な
る
「
修
正
主

義
」
を
見
き
わ
め
、
こ
れ
と
闘
う
者
を
体
現
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
毛
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
共
産
党
の
中
で

は
政
治
的
に
言
っ
て
能
動
的
な
存
在
で
あ
る
と
告
げ
る

者
、
或
い
は
毛
の
名
に
お
い
て
こ
の
言
葉
が
言
わ
れ
る
に

任
せ
る
者
で
あ
る
。
毛
は
ま
た
、
党
総
書
記
と
し
て
褒
め

そ
や
さ
れ
る
ま
さ
し
く
そ
の
瞬
間
に
、
造
反
者
を
大
い
に

鼓
舞
し
、「
造
反
有
理

0

0

0

0

」
の
標
語
を
広
め
、
諸
々
の
揉
め

事
を
奨
励
す
る
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
〔
両
義
的
な
〕
資

格
を
以
っ
て
、
と
き
に
毛
は
、
革
命
家
集
団
に
対
し
て
、

現
実
の
党
の
保
証
人
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
依
然
と
し

て
来
る
べ
き
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
政
党
の
、
唯
一
無
二
の
体
現

（8） ここに挙げた例は現実のものであり、『北京週報』に載ったさまざまな記事がフランス語に訳された。毛派弁
証法がいかにトマトを栽培するか、はたまた中国の交響楽におけるピアノの使用における正しい路線をいか
に見つけだすかといったことが、そこで学ばれる。そもそもこれらの文書は、そこに文字どおりに示されて
いる問題に関してではまさしくなく、あらゆる断片から従来とは異なる思考を創造する企てに関して、きわ
めて興味深く、それどころか説得力すら備えている。
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者
と
な
る
。
代
行
に
対
す
る
特
異
性
の
巻
き
返
し
と
し
て
、
毛
は

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
う
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
い
。「
毛
」
と
は

革
命
政
治
の
領
野
に
お
け
る
、
内
在
的
に
矛
盾
し
た
一
つ
の
名
前

で
あ
る
、
と
。
一
方
で
そ
れ
は
党－

国
家
の
至
高
の
名
前
で
あ

り
、
党－

国
家
の
疑
う
余
地
な
き
総
書
記
で
あ
り
、
戦
闘
的
な
長

に
し
て
体
制
の
創
始
者
で
あ
る
限
り
で
、
共
産
党
の
歴
史
的
正
当

性
を
所
持
す
る
人
物
で
あ
る
。
他
方
で
「
毛
」
は
、
国
家
官
僚
制

に
は
還
元
さ
れ
な
い
党
の
名
前
で
あ
る
。
青
年
と
労
働
者
に
向
け

て
発
さ
れ
た
造
反
へ
の
呼
び
か
け
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く

こ
の
よ
う
な
名
前
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
名
前
は
、
党
の
正
当

性
の
ま
さ
し
く
内
部
に
お
い
て
、
こ
の
名
前
な
の
だ
。
事
実
、
し

ば
し
ば
体
制
内
に
お
け
る
一
時
的
な
少
数
派
の
決
断
、
と
き
に
体

制
に
反
し
て
さ
え
い
た
諸
々
の
決
断
を
搔
い
潜
っ
て
こ
そ
、
毛

は
、
一
九
二
〇
年
か
ら
四
〇
年
代
ま
で
つ
づ
い
た
勝
利
（
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
の
忠
告
に
対
す
る
猜
疑
、「
農
村
に
よ
る
都
市
の
包
囲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と

い
う
既
成
蜂
起
モ
デ
ル
の
放
棄
、
人
民
（
と
）
の
絆
の
絶
対
的
優

位
、
等
々
）
と
い
う
、
中
国
共
産
党
の
ま
っ
た
く
特
異
な
政
治
的

経
験
の
持
続
を
、
確
か
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
点

で
、「
毛
」
と
は
一
つ
の
逆
説
の
名
前
で
あ
る
。
権
力
へ
の
反
逆

者
、「
発
展
」
の
連
続
的
必
要
（
然
）
性
に
耐
え
う
る
弁
証
法
家
、

自
己
止
揚
を
求
め
る
党－

国
家
の
標
章
、
権
威
へ
の
不
服
従
を
称

讃
す
る
戦
闘
的
な
長）

9
（

…
… 

そ
の
「
崇
拝
」
に
熱
狂
的
態
度
を
与

え
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
毛
は
主
体
的

に
、
ス
タ
ー
リ
ン
型
国
家
の
荘
厳
さ
に
与
え
ら
れ
る
同
調
と
、
事

態
の
進
展
に
よ
っ
て
飽
き
足
ら
な
く
な
っ
た
旧
来
型
の
反
攻
に
対

抗
し
、
現
実
の
共
産
主
義
に
向
か
っ
て
闊
歩
す
る
こ
と
を
望
む
全

て
の
若
き
革
命
家
の
熱
狂
と
を
、
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。「
毛
」
は
、「
社
会
主
義
の
建
設
」
を
、
し
か
し
ま
た
そ
の
破

壊
を
も
、
任
命
（
命
名
）
し
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
袋
小
路
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
文
化
大

革
命
は
、
現
実
的
に
、
そ
し
て
包
括
的
な
仕
方
で
、
政
治
が
党－

国
家
の
枠
組
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
と
き
、
こ
の
枠
組
か
ら
政
治
を

解
放
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
、
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
不
可
能

性
は
、
飽
和
の
か
け
が
え
の
な
い
実
験
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
新

た
な
政
治
の
道
を
探
し
だ
し
、
革
命
を
再
開
し
、
社
会
主
義
の
形

式
的
諸
条
件
の
中
で
労
働
闘
争
の
新
た
な
形
態
を
見
い
だ
す
と
い

う
暴
力
的
な
一
つ
の
意
志
は
、
国
家
秩
序
お
よ
び
内
戦
拒
否
に
関

わ
る
様
々
な
理
由
か
ら
、
党－

国
家
の
一
般
的
枠
組
が
強
い
た
維

持
管
理
に
よ
っ
て
、
暗
礁
に
乗
り
あ
げ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

今
日
、
全
て
の
解
放
政
治
は
、
党
ま
た
は
諸
党
派
の
モ
デ
ル
と

訣
別
し
、「
党
な
き
」
政
治
と
し
て
、
と
は
言
え
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム

の
形
象
に
陥
る
こ
と
な
く
、
み
ず
か
ら
の
意
志
を
明
確
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
ア
ナ
ー

キ
ズ
ム
の
形
象
が
空
虚
な
批
判
以
外
の
も
の
で
あ
っ
た
験た

め

し
は
な

く
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
黒
旗
が
赤
旗
の
分
身
な
い
し
影
に
す
ぎ
な

13_HAN_04_F1_MATSUMOTO.indd   26 10.4.26   3:11:58 AM



189 　最後の革命？ （アラン・バディウ  松本潤一郎訳）

　

honmon_hashira_fnl_100418.indd   300-301 10.4.18   1:37:44 AM

い
の
と
同
様
、
共
産
主
義
諸
党
派
の
分
身
ま
た
は
影
以
外
の
も
の

で
あ
っ
た
験
し
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
文
化
大
革
命
に
対

す
る
わ
れ
わ
れ
の
負
債
は
、
膨
大
な
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
と
い

う
の
も
、
党
の
モ
チ
ー
フ
の
こ
の
大
胆
に
し
て
雄
壮
な
る
飽
和
に

結
ば
れ
た―
今
日
、
依
然
と
し
て
諸
階
級
な
ら
び
に
階
級
闘
争

の
モ
チ
ー
フ
に
繫
が
れ
た
最
後
の
革
命
と
し
て
明
瞭
に
現
わ
れ
て

い
る
事
態
と
同
時
代
的
で
あ
る―

わ
れ
ら
が
毛
沢
東
主
義
は
、

或
る
き
わ
め
て
重
要
な
移
行
の
経
験
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
名
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
移
行

に
忠
実
で
な
い
者
に
は
、
何
も
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
。　

 

（9） 逆説としての毛については、次のきわめて美しい書物を読む必要がある。Henri Bauchau, Essai sur la vie de Mao 
Zedong, Paris, Flammarion, 1982. 〔日本語訳なし〕

　
一
、
近
前
史（「
百
花
」か
ら
「
黒
幕
」へ
）

（a）
「
百
花
斉
放
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
一
九
五
六
年
）。
同
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
は
、
一
九
五
七
年
六
月
、
後
に
し
ば
し
ば
「
妖
怪
変
化
」
と
形
容
さ

れ
た
、「
右
傾
知
識
人
」
を
弾
劾
す
る
き
わ
め
て
暴
力
的
な
告
発
と
化

し
た
。
一
九
五
八
年
五
月
、「
大
躍
進
」
政
策
、
同
年
八
月
、「
人
民
公

社
」
政
策
が
打
ち
だ
さ
れ
る
。
一
九
五
九
年
八
月
、
集
団
化
運
動
を
批

判
し
た
彭
徳
懷
（
国
防
部
長
）
が
退
位
。
代
わ
っ
て
林
彪
が
こ
れ
に
就

位
。

（b）
一
九
六
一
年
よ
り
、
積
極
的
経
済
介
入
政
策
に
よ
る
忌
わ
し
き
収

支
報
告
の
開
始
。
中
央
委
は
目
標
の
「
再
調
整
」
を
決
定
。
毛
沢
東
に

代
わ
り
劉
少
奇
が
国
家
主
席
就
任
。
一
九
六
二
年
か
ら
六
六
年
に
か
け

て
、
中
国
で
は
劉
の
著
作
が
千
五
百
万
部
を
売
り
上
げ
、
毛
の
六
百
万

部
を
凌
駕
。
吳
晗
（
北
京
副
市
長
）
の
歴
史
物
京
劇
戯
曲
『
海
瑞
罷
官

（
罷
免
さ
れ
た
海
瑞
）』（
彭
徳
懷
の
退
位
に
対
す
る
間
接
的
批
判
）
発

売
さ
る
。
一
九
六
五
年
九
月
、
さ
る
幹
部
大
会
席
上
で
、
毛
沢
東
は
呉

晗
糾
弾
を
要
求
す
る
も
許
諾
を
得
ず
、
上
海
に
身
を
引
く
。

　
二
、
端
緒（
姚
文
元
の
記
事
か
ら
十
六
箇
条
の
決
定
ま
で
）

（a）
姚
文
元
は
毛
の
妻
、
江
青
と
合
作
し
て
呉
晗
に
対
す
る
き
わ
め
て
激

し
い
弾
劾
記
事
を
上
海
で
発
表
。
そ
の
標
的
は
「
黒
幕
」
の
長
と
見
做

さ
れ
て
い
た
北
京
市
長
の
彭
真
で
あ
っ
た
。
事
態
へ
の
対
処
と
し
て
、

一
九
六
六
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
、
最
初
の
「
中
央
文
化
革
命
小
組
」

が
、
逆
説
的
に
も
彭
真
を
組
長
と
し
て
発
足
す
る
。
同
集
団
（「
五
人

小
組
」
と
称
さ
れ
た
）
は
批
判
を
制
限
す
る
傾
向
を
持
っ
た
「
二
月
綱

要
」
を
布
告
す
る
も
、
全
く
効
果
は
な
か
っ
た
。

（b）
と
こ
ろ
が
上
海
で
は
林
彪
と
江
青
の
庇
護
下
に
も
う
一
つ
の
集
団
が

結
成
さ
れ
、「
部
隊
の
文
学
・
芸
術
活
動
に
つ
い
て
の
座
談
会
」
を
開

催
。
同
座
談
会
の
記
録
が
中
央
軍
事
委
員
会
（
最
重
要
機
関
）
に
送
付

さ
れ
る
。
党
分
裂
は
完
了
さ
れ
た
か
に
見
え
る
。

（c）
一
九
六
六
年
五
月
、
執
行
部
の
「
拡
大
」
総
会
。
新
た
に
改
組
さ

れ
た
「
中
央
文
化
革
命
小
組
」
発
足
。
彭
真
一
派
は
「
五
・
一
六
通
知
」

の
名
で
知
ら
れ
る
、
後
続
す
る
全
て
の
事
態
に
と
っ
て
根
本
的
意
味
を

　
文
化
大
革
命
略
年
表
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持
つ
文
書
の
中
で
激
し
く
糾
弾
さ
れ
る
。「〔
…
〕
党
内
0

0

、
政
府
内

0

0

0

、
軍0

隊
内
お
よ
び
文
化
領
域
の
各
界
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

代
表
者
を
批
判

0

0

0

0

0

0

〔
…
〕」）

o
（

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
同
文
書
は
述
べ

る
。
五
月
二
五
日
以
後
、
七
名
の
北
京
大
学
生
ら
が
大
字
報
（
壁
新
聞
）

で
学
長
を
糾
弾
。
学
生
動
員
の
事
実
上
の
端
緒
と
な
る
。

（d）
毛
、
北
京
を
離
れ
る
。
当
局
は
運
動
鎮
圧
の
た
め
「
工
作
組
」
を
大

学
に
派
遣
。
五
月
末
か
ら
七
月
末
に
か
け
て
の
「
五
〇
日
」
と
呼
ば
れ

る
期
間
、「
工
作
組
」
に
よ
る
野
蛮
な
抑
え
込
み
が
吹
き
荒
れ
る
。

（e）
七
月
一
八
日
、
毛
、
北
京
再
訪
。
工
作
隊
の
廃
棄
。
八
月
一
日
か
ら

一
二
日
に
か
け
、
中
央
委
員
「
拡
大
」
総
会
。
同
総
会
は
型
通
り
に
は

行
わ
れ
な
か
っ
た
。
林
彪
が
軍
を
用
い
て
定
例
参
加
者
を
総
会
に
入
れ

ず
、
学
生
革
命
家
の
出
席
を
認
め
た
た
め
で
あ
る
。
毛
沢
東
路
線
が
迅

速
に
多
数
派
を
獲
得
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
情
況
が
あ
っ
て
の
こ
と

だ
っ
た
。
毛
は
北
京
大
学
の
大
字
報
を
公
に
支
持
し
、
八
月
九
日
に
は

群
衆
の
中
に
現
わ
れ
る
。
革
命
の
政
治
憲
章
は
「
十
六
箇
条
の
決
定
」

に
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
と
り
わ
け
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大

0

0

0

0

0

0

0

0

0

革
命
で
は

0

0

0

0

、
大
衆
が
自
分
で
自
分
を
解
放
す
る
し
か
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
な
に
か
ら

0

0

0

0

な
に
ま
で
一
手
に
引
き
う
け
る
よ
う
な
や
り
方
は
す
べ
て
採
用
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
ら
な
い

0

0

0

0

」）
p
（

と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
学
生
班
の
指
導
権
を
抑
圧
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
三
、「
紅
衛
兵
」の
席
巻

（a）
八
月
二
〇
日
以
降
、
教
育
機
関
お
よ
び
大
学
に
端
を
発
す
る
「
紅
衛

兵
」
活
動
班
が
、「
旧
来
の
思
考
、
文
化
、
慣
習
、
衣
服
を
根
本
か
ら

破
壊
す
る
」
た
め
に
、
都
市
に
拡
張
す
る
。
と
り
わ
け
、
毛
の
口
に
あ

が
っ
た
者
も
含
め
、
一
度
で
も
「
妖
怪
変
化
」
と
見
做
さ
れ
た
知
識
人

お
よ
び
大
学
人
に
対
し
て
は
、
き
わ
め
て
苛
酷
な
迫
害
が
行
わ
れ
る
。

北
京
で
は
紅
衛
兵
の
大
規
模
な
集
会
が
、
と
り
わ
け
「
大
い
な
る
経
験

交
流
」
の
た
め
に
無
償
の
列
車
使
用
を
紅
衛
兵
に
許
可
す
る
権
利
が
認

め
ら
れ
た
直
後
か
ら
、
く
り
か
え
し
開
か
れ
る
。
ビ
ラ
、
チ
ラ
シ
、
諷

刺
画
、
地
方
紙
、
等
々
に
よ
る
劉
少
奇
と
鄧
小
平
へ
の
批
判
。

（b）
一
一
月
に
入
り
、
生
産
現
場
へ
の
紅
衛
兵
の
介
入
に
関
わ
る
最
初
の

政
治
事
件
、
相
継
ぐ
。
反
毛
派
は
御
用
組
合
と
一
部
の
農
兵
を
革
命
運

動
家
に
差
し
向
け
、
革
命
諸
党
派
は
無
数
に
分
裂
（「
セ
ク
ト
主
義
」）。

各
地
で
暴
力
が
頻
発
。

　
四
、
労
働
者
の
登
場
と
「
権
力
掌
握
」

（a）
上
海
当
局
は
労
働
者
の
掲
げ
る
あ
ら
ゆ
る
「
経
済
主
義
」
的
要
求
を

鼓
舞
し
、
く
り
か
え
し
揉
め
事
を
引
き
起
こ
す
。
と
り
わ
け
先
鋭
化
し

た
の
は
、
臨
時
雇
い
の
労
働
者－

農
民
の
賃
金
お
よ
び
賞
与
の
問
題
で

あ
る
。
一
九
六
七
年
一
月
、
紅
衛
兵
の
一
団
と
、
軍
隊
の
一
部
に
支
え

ら
れ
て
「
工
場
委
員
会
」
を
構
成
し
て
い
た
「
革
命
的
造
反
派
」
の
労

働
者
が
、
管
理
棟
、
情
報
伝
達
系
統
な
ど
を
占
拠
し
て
「
権
力
掌
握
」。

彼
ら
は
党
委
員
を
覆
し
、「
上
海
人
民
公
社
」
形
成
を
決
定
。
諸
班
の

間
の
は
て
し
な
い
交
渉
。
労
働
者
班
が
支
配
的
で
、
党
お
よ
び
軍
部
旧

幹
部
の
出
席
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
た
。

（b）
一
九
六
七
年
二
月
以
降
、「
権
力
掌
握
」
が
中
国
全
土
に
広
が
る
。

国
家
と
経
済
に
お
け
る
大
混
乱
。
新
た
な
権
力
機
関
の
配
置
が
ア
ナ
ー

キ
ー
的
か
つ
移
ろ
い
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
原
因
は
、
き
わ
め
て
ち

ぐ
は
ぐ
な
政
治
化
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
旧
幹
部
全
員
を
退
位
さ
せ
て
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「
裁
く
」
傾
向
、
あ
る
い
は
逆
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
偽
り
の
「
革
命
的
」

諸
派
を
率
い
た
こ
れ
ら
の
幹
部
に
よ
る
工
作
で
あ
る
。

（c）
か
く
し
て
中
央
当
局
は
、
一
方
で
は
中
央
文
化
革
命
小
組
、
他
方
で

は
周
恩
来
が
管
理
す
る
国
務
院
、
最
終
的
に
は
林
彪
が
握
る
国
防
省
に

集
結
。「
三
結
合
」
と
呼
ば
れ
る
、
新
た
な
権
力
方
式
を
決
定
。
こ
れ

は
、
三
分
の
一
を
「
革
命
的
民
衆
」
代
表
者
、
三
分
の
一
を
己
の
力
量

を
検
討
す
る
か
行
い
を
改
め
た
党
幹
部
、
三
分
の
一
を
軍
隊
が
担
う
権

力
形
態
で
あ
る
。「
民
衆
の
」
革
命
諸
組
織
は
、
予
め
、
そ
れ
ら
の
間

で
統
一
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
大
連
合
」）。
新
た
な
機
関
の

名
前
は
「
三
結
合
革
命
委
員
会
」
と
さ
れ
、
そ
の
最
初
の
省
委
員
会
が

二
月
一
三
日
に
発
足
（
貴
州
省
）。

　
五
、
紛
争
、暴
力
、分
裂
の
全
面
化

（a）
劉
少
奇
批
判
が
（
未
だ
彼
と
名
指
さ
れ
ず
に
）
公
式
報
道
に
お
い

て
開
始
さ
れ
る
や
否
や
、
無
秩
序
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
膨
張
す
る
。
毛

派
と
保
守
派
の
対
立
か
ら
、
軍
も
含
め
た
無
数
の
暴
力
が
起
こ
り
、
防

衛
軍
と
軍
は
と
き
に
毛
派
、
と
き
に
保
守
派
と
衝
突
し
、
ま
た
毛
派
内

部
で
の
衝
突
も
あ
っ
た
。
民
衆
組
織
は
た
え
ず
、
分
裂
し
た
。
革
命
の

方
針
も
ま
た
、
割
れ
る
。
一
つ
の
傾
向
は
、
一
刻
も
早
く
革
命
組
織
の

統
一
を
図
り
、
旧
幹
部
に
代
え
て
各
地
に
委
員
会
を
設
置
す
る
と
い
う

も
の
だ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
実
質
的
に
党
の
迅
速
な
再
建
を
望
ん
で
い

る
。
こ
の
方
向
で
最
も
活
躍
し
た
の
は
、
国
家
の
基
本
機
能
の
維
持
に

真
の
責
任
を
負
っ
て
い
た
周
恩
来
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
傾
向
は
、
圧

倒
的
多
数
の
幹
部
を
排
除
し
た
行
政
全
体
の
徹
底
純
化
を
望
む
。
こ
の

傾
向
を
代
表
す
る
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
が
、
王
力
と
戚
本
禹
で
あ
る
。

（b）
七
月
の
武
漢
事
件
は
〔
湖
北
〕
省
を
、
や
が
て
は
国
を
、
内
戦
の

雰
囲
気
に
浸
ら
せ
る
。
軍
は
武
漢
市
で
伝
統
官
僚
お
よ
び
彼
ら
と
繫

が
っ
た
労
働
組
織
を
公
然
と
警
護
す
る
。
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
王

力
は
「
造
反
」
を
支
持
し
よ
う
と
す
る
も
、
監
禁
さ
れ
、
撲な
ぐ

ら
れ
る
。

外
か
ら
の
軍
事
力
介
入
が
必
要
と
な
り
、
か
く
し
て
軍
の
統
一
性
が

脅
か
さ
れ
る
。

（c）
周
恩
来
に
反
対
す
る
ビ
ラ
の
出
現
。
八
月
の
一
ヶ
月
間
全
体
を
、

ア
ナ
ー
キ
ー
的
暴
力
が
、
と
り
わ
け
広
東
で
、
席
巻
す
る
。
各
地
の

武
器
庫
で
武
器
が
略
奪
さ
れ
た
。
日
々
、
数
十
名
に
お
よ
ぶ
死
者
。

北
京
で
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
が
焼
打
ち
さ
れ
る
。

　
六
、
秩
序
再
建
の
端
緒
と
い
わ
ゆ
る
革
命
の
終
焉

（a）
一
九
六
七
年
九
月
、
地
方
巡
視
を
終
え
た
後
、
毛
は
「
再
建
」
路

線
の
た
め
の
決
断
を
下
す
。
毛
は
全
面
的
に
周
恩
来
を
支
持
し
、
軍

部
の
機
能
拡
張
を
認
め
る
（
急
進
派
〔
の
純
化
徹
底
の
願
い
〕
は
聞

き
届
け
ら
れ
ず
、「
軍
事
統
制
」
が
布
か
れ
る
）。
極
左
（
王
力
）
は

機
関
中
枢
か
ら
締
め
だ
さ
れ
る
。
し
ば
し
ば
軍
の
庇
護
の
下
、
万
人

の
た
め
の
「
毛
沢
東
思
想
研
究
の
実
習
」
が
組
織
さ
れ
る
。
そ
の
標

語
は
、「
分
裂
で
は
な
く
左
を
擁
護
し
よ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
り
、
毛
の
報
告

に
含
ま
れ
る
「
労
働
者
階
級
の
内
部
で
は
、
ど
う
し
て
も
分
裂
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
」
と
い
う
言
表
か
ら
発
し
て

の
も
の
だ
っ
た
。

（b）
こ
の
改
訂
は
多
く
の
場
所
で
、
紅
衛
兵
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
造
反
労

働
者
に
対
し
て
さ
え
、
暴
力
的
な
抑
圧
と
し
て
、
ま
た
政
治
的
巻
き

返
し
の
機
会
と
し
て
、
実
行
さ
れ
た
（
こ
れ
が
「
一
九
六
八
年
二
月

（o） 引用は前掲、『中国プロレタリア文化大革命資料集成』第1巻所収、「通知 中国共産党中央委員会  1966年5月
16日」、99頁より。傍点引用者。

（p） 引用は前掲、『中国プロレタリア文化大革命資料集成』第1巻所収、「中国共産党中央委員会のプロレタリア文
化大革命についての決定　1966年8月8日採択」、102頁より。傍点引用者。
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の
逆
流
」
で
あ
る
）。
同
様
に
、
一
九
六
八
年
三
月
末
、
再
び
毛
は
、

革
命
委
員
会
を
守
護
し
揉
め
事
や
分
派
行
動
を
懼
れ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
呼
び
か
け
行
動
に
訴
え
る
。

（c）
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
最
後
の
「
民
衆
の
」
小
競
り
合
い
が
生
じ
る
。
中

央
当
局
は
、
少
な
く
と
も
北
京
に
お
い
て
は
、
直
接
的
軍
事
制
圧
だ
け

は
避
け
つ
つ
も
、
と
き
に
血
塗
れ
と
化
し
た
セ
ク
ト
間
戦
争
に
明
け
暮

れ
て
い
た
造
反
学
生
の
最
後
の
砦
と
決け

り着
を
つ
け
る
こ
と
を
、
決
定
す

る
。
大
学
へ
の
労
働
者
分
遣
隊
の
派
遣
で
あ
る
。
文
化
大
革
命
の
中
心

班
は
、
最
も
名
高
い
学
生
「
急
進
派
」
を
迎
え
入
れ
、
労
働
者
た
ち
の

進
駐
に
物
理
的
に
抵
抗
す
る
。
こ
れ
は
「
難
聴
者
の
対
話
」
で
あ
る

（
最
も
名
高
い
「
造
反
」
学
生
の
蒯
大
富
が
逮
捕
さ
れ
る
）。

（d）
「
労
働
者
階
級
が
す
べ
て
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
標
語
は
、
紅
衛
兵
お
よ
び
革
命
造
反
派
の
終
焉
を
確
固
た
る
も
の
と

し
、
そ
し
て
「
闘
争
、
批
判
、
改
正
」
の
名
の
下
、
党
再
建
の
た
め
の

段
階
が
始
ま
る
。
大
規
模
な
数
の
革
命
青
年
が
農
村
に
、
或
い
は
遠
い

僻
地
に
、
派
遣
さ
れ
る
。

　
七
、
文
革
以
後
を
示
す
指
標

（a）
一
九
六
九
年
四
月
の
第
九
回
党
大
会
で
、
林
彪
の
指
導
の
下
、
広
範

に
軍
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
（
中
央
委
員
構
成
員
の
四
五
パ
ー
セ
ン

ト
）
権
威
秩
序
の
復
活
が
認
め
ら
れ
る
。

（b）
軍
事
が
前
面
化
し
た
こ
の
恐
る
べ
き
抑
圧
期
は
、
ま
た
し
て
も
党
中

枢
に
暴
力
的
紛
争
を
引
き
起
こ
す
。
一
九
七
一
年
、
林
彪
が
排
除
さ
れ

る
（
お
そ
ら
く
は
暗
殺
さ
れ
た
）。

（c）
毛
が
死
ぬ
ま
で
の
長
く
複
雑
な
時
期
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
鄧
小
平

と
旧
幹
部
数
名
の
間
の
絶
え
ま
な
い
抗
争
で
あ
る
。
一
方
は
周
恩
来
を

後
ろ
盾
と
し
て
要
職
に
就
い
て
い
た
者
で
あ
り
、
他
方
は
文
化
大
革
命

の
記
憶
を
体
現
す
る
「
四
人
組
」（
姚
文
元
、
張
春
橋
、
江
青
、
王
洪
文
）

で
あ
る
。

（d）
一
九
七
六
年
、
毛
の
死
の
直
後
、
四
人
は
逮
捕
さ
れ
る
。
鄧
は
長
期

に
渡
る
権
力
を
握
り
、
こ
れ
は
事
実
上
、
党‒

国
家
を
維
持
し
つ
つ
、

資
本
主
義
的
政
策
を
実
施
し
た
時
期
に
あ
た
る
（
文
化
大
革
命
期
、
鄧

は
「
党
内
に
あ
り
な
が
ら
資
本
主
義
の
道
に
加
担
し
た
上
層
部
責
任
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
ち
の
う
ち
で
も
第
二
位
の
地
位
に
あ
る
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
）。

A
lain B

adiou, “ La dernière révolution?”  in L’hypothèse 

com
m

uniste; C
irconstances, 5 .

©
 N

ouvelles Éditions Lignes, 2009

著
作
権
代
理
：（
株
）
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
事
務
所
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こ
こ
で
日
本
語
に
定
着
さ
せ
た
文
書
は
、

A
lain B

adiou, “La derni ère r évolution?” 

in L’hypothèse com
m

uniste; C
irconstances, 5 , 

F écam
p, Les nouvelles éditions lignes, 2009.

（
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
、「
最
後
の
革
命
？
」、『
共

産
主
義
の
仮
説
』
第
二
部
）
で
あ
る
。
原
文
イ

タ
リ
ッ
ク
部
分
に
は
傍
点
を
付
し
た
。〔　

〕

内
は
訳
者
に
よ
る
補
足
。
著
者
の
註
に
は
算
用

数
字
、
訳
者
の
註
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
小
文

字
で
、
そ
れ
ぞ
れ
通
し
番
号
を
ふ
っ
た
。

　

ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
は
、
一
九
三
七
年
モ

ロ
ッ
コ
生
ま
れ
の
哲
学
者
（
数
学
に
関
す
る
著

作
も
あ
る
）・
演
出
家
・
小
説
家
、
そ
し
て
マ

ル
ク
ス
主
義
活
動
家
。
一
九
七
〇
年
、「
フ
ラ

ン
ス
・
マ
ル
ク
ス－

レ
ー
ニ
ン
主
義
共
産
主
義

者
同
盟
（
U 

C 

F 

M 

L
）」
を
設
立
し
、
一
九 

八
五
年
ま
で
活
動
。
そ
の
後
、
シ
ン
プ
ル
に

「
政
治
組
織L’ organisation politique

」
と
名

づ
け
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
、
二
〇
〇
七

年
ま
で
活
動
を
展
開
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

毛
沢
東
の
理
論
と
実
践
を
独
創
的
に
読
み
解
き

な
が
ら̶

毛
の
名
に
言
及
し
て
い
な
い
場
合

で
も̶

、
認
識
を
具
体
的
実
践
に
お
い
て
検

証
し
、
翻
っ
て
は
実
践
か
ら
認
識
を
根
本
的
に

問
い
な
お
し
、
ふ
た
た
び
情
況
を
変
革
す
る
た

め
の
認
識
へ
と
鍛
え
あ
げ
る
と
い
う
螺
旋
状
の

活
動
、
毛
沢
東
の
語
彙
を
用
い
れ
ば
「
活
学
活

用
」
を
、
行
っ
て
き
た
。

　
「
政
治
組
織
」
解
散
後
か
ら
現
在
ま
で
の
詳

細
な
動
向
を
訳
者
は
知
ら
な
い
が
、
現
フ
ラ
ン

ス
大
統
領
ニ
コ
ラ
・
サ
ル
コ
ジ
を
批
判
し
た
、

『
サ
ル
コ
ジ
と
は
何
の
名
前
か
』（Badiou, D

e 

q uoi Sarkozy est-il le nom
? ; C

irconstances, 4 , Les 

nouvelles éditions lignes, 2007. 

日
本
語
訳
版
、

『
サ
ル
コ
ジ
と
は
誰
か
？　

移
民
国
家
フ
ラ
ン
ス

の
臨
界
』、
榊
原
達
哉
訳
、
水
声
社
、
二
〇
〇
九

年
）
が
、
哲
学
書
と
し
て
は
異
例
の
売
り
上
げ

を
み
せ
て
以
来
、
少
な
く
と
も
こ
こ
二
、三
年

の
表
面
的
現
象
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
、
テ

レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
ラ
ジ
オ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に

頻
繁
に
か
つ
ぎ
だ
さ
れ

0

0

0

0

0

0

て
お
り
、「
フ
ラ
ン
ス

文
化
の
批
判
的
担
い
手
」
と
し
て
、
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
に
消
費
さ
れ
る
役
割
を
多
分
に
演
じ
て
い

る
、
ま
た
は
、
演
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
六
八
年
前
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
毛
沢
東
主

義
（
マ
オ
イ
ス
ム
）
に
は
、
他
国
同
様
、
い
く

つ
も
の
潮
流
が
あ
っ
た
。
主
な
も
の
を
挙
げ
、

バ
デ
ィ
ウ
の
位
置
を
標
定
し
て
お
く
。

　
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
左
派
（
G 

P
）」（
一
九 

六
八̶

一
九
七
三
）
は
、
お
し
ゃ
れ

0

0

0

0

な
装
い
の

マ
オ
イ
ス
ム
を
標
榜
し
、
文
化
人
・
芸
術
家
ら

の
受
け
も
よ
く
、
後
年
、
知
識
人
と
し
て
権
勢

を
ふ
る
う
者
が
多
数
属
し
て
い
た
。
日
本
に

お
い
て
知
ら
れ
て
い
る
名
を
挙
げ
れ
ば
、
言

語
学
者
の
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
ミ
ル
ネ
ー

ル
、
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
の
衣
鉢
を
継
い
だ

ジ
ャ
ッ
ク
＝
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
、
イ
ス
ラ
ー

ム
哲
学
研
究
者
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ム

ベ
、「
新

ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
フ
ィ
ロ
ゾ
フ

哲
学
者
」
の
代
表
格
ア
ン
ド
レ
・
グ

リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
な
ど
。
ま
た
一
連
の
毛
沢
東

趣
味

0

0

の
作
品
を
撮
っ
た
映
画
作
家
ジ
ャ
ン
＝

リ
ュ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ル
な
ど
も
、
G 

P
に
大
い

に
か
ぶ
れ

0

0

0

て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
こ
の
連
中

は
、
政
治
が
厳
し
い
時
期
を
迎
え
た
と
き
、
マ

　

解
題
に
か
え
て
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オ
イ
ス
ム
を
捨
て
、
あ
る
者
は
シ
オ
ニ
ズ
ム

に
、
あ
る
者
は
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
に
、
あ

る
者
は
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
お
し
ゃ
べ
り
す
る

文
化
業
界
人
に
、
あ
る
者
は
現
フ
ラ
ン
ス
大
統

領
ニ
コ
ラ
・
サ
ル
コ
ジ
の
御
用
学
者
へ
と
、

は
な
や
か

0

0

0

0

な
転
身
を
遂
げ
た
。「
フ
ラ
ン
ス
毛

沢
東
派
内
の
異
質
な
流
れ
に
つ
い
て
」
と
題

さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
バ
デ
ィ
ウ
は
、
G 

P

の
特
徴
と
し
て
、「
マ
オ
イ
ス
ム
は
き
わ
め
て

迅
速
に
情
況
を
引
っ
く
り
返
せ
る
位
置
に
あ

る
と
い
う
、
歴
史
の
流
れ
に
対
す
る
性
急
な
誇

大
妄
想
」、「
文
革
の
意
義
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

個
人
の
再
教
育
を
命
令
し
た
こ
と
に
あ
る
と

い
っ
た
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た
極
度
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
化
」、
そ
し
て
（
共コ

ミ

ュ

ニ

ズ

ム

産
主
義
な
ら
ぬ
）

「
共コ

ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン

同
体
主
義
」
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る）

1
（

。

　
G 

P
の
他
、「
フ
ラ
ン
ス
・
マ
ル
ク
ス-

レ
ー

ニ
ン
主
義
共
産
党
（
P 

C 

M 

L 

F
）」（
一
九 

六
七
年
設
立
、
そ
の
後
も
紆
余
曲
折
を
経
て
名
前

を
変
え
つ
つ
継
続
）
が
あ
る
。
P 

C 

M 

L 

F
は
中

国
共
産
党
の
方
針
に
忠
実
に
、
ソ
連
追
従
の
フ

ラ
ン
ス
共
産
党
を
批
判
し
、
正
し
い

0

0

0

ま
た
は
真0

の0

「
党
」
に
固
執
す
る
、
前
掲
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

の
バ
デ
ィ
ウ
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
旧
き
善
き
共

産
党
の
再
建
を
目
指
す
」
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
で
一
九
八
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
現

わ
れ
て
き
た
と
思
し
い
語
彙
で
い
う
と
こ
ろ

の
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
新
左
翼
」
に
相
当
す
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
〇
年
安
保
闘
争
前

後
に
お
け
る
左
翼
運
動
の
台
頭
以
降
に
出
現

し
、「
六
八
年
」
前
後
を
お
そ
ら
く
は
頂
点
と

し
て
、
七
〇
年
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味-

方

向
に
お
け
る
暴
力
の
席
巻
へ
と
収
束
し
て
い
っ

た
「
新
左
翼
」
を
、
左
派
が
巨
大
な
勢
力
で

あ
っ
た
時
代
を
回
顧
（
㴑
及
）
す
る
視
線
に

よ
っ
て
、
二
度
目
の
生̶

後
述
す
る
ク
リ
ス

テ
ィ
ン
・
ロ
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
事
後
の

生
」̶
を
授
か
り
、
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び

て
い
る
で
あ
ろ
う
「
新
左
翼
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
以
外
に
、
一
時
期
マ
オ
イ
ス
ム
に
接
近

し
て
い
た
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ソ
レ
ル
ス
や
ジ
ュ

リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
を
擁
す
る
テ
ル
・
ケ

ル
・
グ
ル
ー
プ
が
、
こ
の
国
で
は
名
だ
か
い
。

と
は
い
え
、
周
知
の
と
お
り
、
ソ
レ
ル
ス
ら
は

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
し
か
文
革
を
捉

え
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
連
中
が
毛
沢
東
思
想

に
接
近
し
た
の
は
六
八
年
以
降
で
あ
り
、
政
治

実
践
的
に
は
、
ま
っ
た
く
無
意
味
だ
っ
た
。
ソ

レ
ル
ス
自
身
、
後
に
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
や
カ
ト

リ
ッ
ク
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
宗
旨
が
え
を
く
り

か
え
し
て
お
り
、（
訳
者
個
人
に
と
っ
て
は
）

憎
め
な
い
人
物
で
あ
る
に
せ
よ
、
や
は
り
審
美

的
「
な
ん
ち
ゃ
っ
て

0

0

0

0

0

0

毛
沢
東
主
義
」
で
あ
っ
た

こ
と
は
否
め
ま
い
。
こ
の
国
で
は
中
沢
新
一

（
一
九
五
〇―

）
が
こ
れ
に
相
当
す
る
、
か
も
し

れ
な
い
。

　

宗
教
学
を
専
攻
し
て
い
た
中
沢
は
、
ネ
パ
ー

ル
に
渡
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
密
教
を
文
字
通
り
実
践

的
に
学
び
、
そ
の
成
果
を
テ
ル
・
ケ
ル
派
の
記

号
論
を
用
い
て
巧
み
に
再
構
成
し
（
中
沢
は
ソ

レ
ル
ス
と
交
友
関
係
を
結
ん
で
い
る
様
子
で
あ

る
）、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ア
ジ
ア
は
も
と

よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
欧
な
ど
の
文
明
を
、
文

化
人
類
学
的
視
角
か
ら
巨
視
的
・
微
視
的
に
論

ず
る
多
数
の
著
作
を
発
表
し
、
こ
の
国
の
活
字

メ
デ
ィ
ア
を
大
い
に
賑
わ
せ

0

0

0

て
き
た
。

　

そ
こ
で
の
基
本
的
論
点
は
、
言
語
に
お
い
て

は
容
易
に
と
ら
え
が
た
い
自
然
界
に
お
け
る
物

質
の
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
の
な
か
へ
と
、
い
か
に

し
て
人
間
の
身
体
を
ダ
イ
ブ

0

0

0

さ
せ
、
生
き
生
き

と
し
た
認
識
を
会
得
す
る
の
か
と
い
う
問
い

に
、
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
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こ
の
問
い
を
固
有
の
政
治
的
領
域
へ
と
搔
い

潜
ら
せ
た
試
み
と
し
て
は
、
と
り
わ
け
、『
文

藝
』（
一
九
九
四
年
春
号
、
河
出
書
房
新
社
）
に

お
け
る
、
お
そ
ら
く
は
中
沢
を
中
心
と
し
て
組

ま
れ
た
特
集
「
毛
沢
東
、
百
年
の
孤
独
」
に
掲

載
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
、
ま
た
同
年

に
出
版
さ
れ
た
『
は
じ
ま
り
の
レ
ー
ニ
ン
』（
岩

波
書
店
）
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
に
お
い
て
、

重
要

0

0

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
政
治
的
実
践
は
身
体

と
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、

記
号
論
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
は
言
語
に
全

て
を
還
元
す
る
と
い
っ
た
発
想
と
は
似
て
非

な
る
試
み
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
密
教
的
と

い
っ
て
よ
い
の
か
秘
教
的
と
い
っ
て
よ
い
の
か

浅
学
な
訳
者
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
中
国
古
代

哲
学
に
も
通
底
す
る
か
の
ご
と
き
非
言
語
的
神

秘
に
包
ま
れ
た
自
然
＝
物
質
の
運
動
へ
の
一
体

0

0

化0

が
、
毛
沢
東
の
思
考
に
見
出
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
レ
ー
ニ
ン
に
関
し
て
は
、
そ
の
一
体
化

0

0

0

は
、
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
の
神
秘
主
義
に
連
な

る
系
譜
に
お
い
て
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

括
弧
つ
き
と
は
い
え
「
唯
物
論
者
」
を
名

乗
っ
て
い
た
レ
ー
ニ
ン
と
毛
を
神
秘
家
と
し

て
提
示
す
る
と
い
う
、
こ
の
い
か
が
わ
し
さ

0

0

0

0

0

0

が
、
訳
者
に
と
っ
て
、
中
沢
氏
の
途
方
も
な
く

誘セ
ダ
ク
テ
ィ
ヴ

惑
的
＝
詐
欺
師
的
な
魅
力
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
な
ん
ち
ゃ
っ
て

0

0

0

0

0

0

と
形
容
し
た
く
な
る
ゆ
え

ん
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
中
沢
氏
は
、

身
体
実
践
の
宗
教
的
過
激
化
の
方
向
を
追
求
せ

ず
、
む
し
ろ
、
依
然
と
し
て
理
数
系
ま
た
は
科

学
哲
学
由
来
の
煙
に
巻
く
か
の
ご
と
き
妖
し

げ
な
語ジ

ャ
ー
ゴ
ン
彙
を
駆
使
し
な
が
ら
、
い
か
が
わ
し

い
議
論
を
組
み
立
て
つ
つ
（
日
本
版
「
サ
イ
エ

ン
ス
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な

い
？
）、
ゆ
る
や
か
な
共
同
体
の
構
成
と
、
そ

こ
に
お
け
る
自
然
と
の
穏
や
か
な
「
共
生
」

（
！
）
を
目
論
ん
で
い
る
か
に
、
訳
者
の
眼
に

は
映
る
。
こ
の
点
で
は
む
し
ろ
、
G 

P
に
つ
い

て
バ
デ
ィ
ウ
が
述
べ
た
「
共コ

ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン

同
体
主
義
」
の
形

容
の
方
が
、
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

U 

C 

F 

M 

L
設
立
に
あ
た
っ
て
バ
デ
ィ
ウ
に

協
力
し
た
の
は
、
元
G 
P
の
ナ
タ
ー
シ
ャ
・

ミ
シ
ェ
ル
と
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
ラ
ザ
ル
ス
だ
っ

た
。
三
人
は
後
の
「
政
治
組
織
」
創
設
に
お

い
て
も
、
協
働
し
て
い
る
。
U 

C 

F 

M 
L
は
、

G 

P
と
異
な
り
、「
革
命
」
を
性
急
（
プ
チ
ブ

ル
急
進
主
義
的
？
）
に
は
求
め
な
い̶

革0

命
は
宴
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

！̶

。
ま
た

P 

C 

M 

L 

F
と
は
異
な
り
、「（
前

衛
）
党
」
を
絶
対
化
す
る
こ
と
も

な
い̶

「
   P 、（
党

パ
ル
テ
ィ）」

で
は
な
く

「
   U、
（
同ユ

ニ
オ
ン盟
）」̶

。
先
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
バ
デ
ィ
ウ
は
、「
わ
れ

わ
れ
が
実
践
し
て
き
た
毛
沢
東
主
義

の
本
質
的
な
点
」
を
、
ま
た
し
て
も

三
点
に
要
約
し
て
い
る
。
㈠
「
つ
ね

に
民
衆
と
の
絆
を
保
つ
こ
と
。
知
識

人
に
と
っ
て
の
政
治
と
は
社
会
の
中

へ
の
旅
で
あ
っ
て
、
閉
じ
ら
れ
た
部

屋
の
中
で
の
議
論
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
政
治
活ワ

ー
ク動
は
工
場
や
仮
設
所

に
お
け
る
労ワ

ー
ク働

と
定
義
さ
れ
る
の

で
す
。
そ
れ
は
い
つ
も
、
現
実
の

民
衆
の
生
活
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
、

政
治
組
織
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
で
し

た
」。
㈡
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
国
家
の
設

え
た
制
度
に
は
参
加
し
な
い
こ
と
。

因
習
的
な
取
引
関
係
や
選
挙
機
構
に

わ
れ
わ
れ
は
反
対
し
て
き
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
官
僚
を
斥
け
、
選
挙
に
は

行
き
ま
せ
ん
で
し
た
」。
㈢
「
性
急

1） “Badiou: On Different Streams Within French Maoism”、http: // kasamaproject.org /2008/11/03/ badiou-on-different-
streams-within-french-maoism/にて閲読可。同インタビューは、Eric Hazan, Changement de propriétaire : la guerre civile 
continue, Paris, Éditions de Seuil, 2007.に収録されたものを、David Fernbachが英語訳した。
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に
じ
ぶ
ん
た
ち
を
党
と
呼
ば
な
い
こ
と
、
旧
来

の
組
織
形
態
を
採
用
し
な
い
こ
と
。
わ
れ
わ
れ

は
現
実
の
政
治
過
程
に
密
接
し
つ
づ
け
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
」。

　

社
会
学
者
の
大
澤
真
幸
は
、
現
代
の
若
者
は

左
翼
に
憎
し
み
を
抱
い
て
い
る
、
そ
れ
は
左
翼

が
「
安
全
な
場
所
」
か
ら
「
弱
者
」
に
「
同

情
」
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
っ
て
い
る）

2
（

。

だ
が
そ
れ
は
ち
が
う
。
少
な
く
と
も
バ
デ
ィ
ウ

た
ち
は
、
安
全
な
場
所
か
ら
弱
者
に
同
情
な
ど

し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
大
い
な
る
「
経
験
交

流
」
が
あ
り
、「
じ
ぶ
ん
さ
が
し
」（
小
熊
英
二
）

な
ら
ぬ
、「
じ
ぶ
ん
」
か
ら
の
離
脱

0

0

が
あ
る
。

分
業
と
官
僚
化
と
同
情
（
と
い
う
名
の
愚
弄
）

か
ら
真
に
身
を
捥
ぎ
離
そ
う
と
す
る
、「
魂
に

ふ
れ
る
＝
人
間
を
根
底
か
ら
変
革
す
る
」〈
革

命
〉
の
、
具
体
的
な

0

0

0

0

実
践
が
あ
る
。
こ
の
点
を

看
過
し
て
バ
デ
ィ
ウ
を
「
セ
ク
ト
主
義
」
呼
ば

わ
り
す
る
言
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
き
ら
か

に
誤
っ
て
い
る
。

　
（
ま
た
こ
の
点
と
も
関
わ
っ
て
、
訳
者
は
な

が
ら
く
バ
デ
ィ
ウ
を
、「
出
来
事
」（
こ
こ
で
は

革
命
）
を
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
し
つ
つ
、
そ

の
奇
蹟
的
な
到
来
を
待
ち
侘
び
る
「
ド
グ
マ

テ
ィ
ッ
ク
」
な
「
神
秘
主
義
者
」
と
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
で
暗
黙
裡
に
捉
え
る
傾
向
を
も
っ
て
い

た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
今
回
の
訳
出

作
業
を
通
し
て
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

あ
ら
た
め
た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
歪
め
ら

れ
た
バ
デ
ィ
ウ
理
解
を
正
す
書
物
と
し
て
、

B
runo B

osteels, A
lain B

adiou, une trajectoire 

polém
ique , Paris, É

dition
s la fabrique, 

2009.  

を
参
照
さ
れ
た
い
。
バ
デ
ィ
ウ
の
思
想

形
成
の
過
程
を
丹
念
に
た
ど
っ
た
好
著
で
あ

る
。）

　

社
会
学
者
と
人
類
学
者
の
相
違
を
、
文
化
人

類
学
者
の
小
田
亮
は
、
た
と
え
ば
ホ
ー
ム
レ
ス

を
「
調
査
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
人
類

学
者
は
実
際
に
「
住
み
込
み
」
を
行
う
の
に

対
し
、「
絶
対
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
」
と

慎
重
に
留
保
を
表
明
し
た
上
で
、
社
会
学
者
は

「
支
援
者
と
し
て
「
通
い
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
行
く
と
い
う
違
い
が
出
て
く
る
」
と
い
う
よ

う
に
、
説
明
し
て
い
る）

3
（

。

　

訳
者
は
、
こ
こ
で
比
喩
を
通
し
て
説
明
を

与
え
ら
れ
て
い
る
「
人
類
学anthropologie
」

を
、
小
田
氏
の
議
論
の
文
脈
か
ら
切
り
は
な

し̶

し
た
が
っ
て
以
下
の
議
論
は
訳
者
の
責

に
お
い
て
為
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
小
田
氏
と

は
無
関
係
で
あ
る̶

、
上
記
の
よ
う
な
発
言

を
行
う
人
間
が
自
称
す
る
意
味
に
お
け
る
「
社

会
学
」
を
も
含
め
た
、
広
義
の
「
人
間
（
の
）

学science hum
aine

」
に
対
立
す
る
思
考
と
し

て
、
と
ら
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
産
学
協

同
そ
の
他
の
名
に
お
い
て
人
間
を
、
剰
余
価
値

を
産
出
す
る
対
象

0

0

ま
た
は
客
体

0

0

と
見
做
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
簒
奪
・
消
費
す
る
、
た
と

え
ば
「
安
全
な
場
所
」
か
ら
「
弱
者
」
に
「
同

情
」
し
て
い
る
ふ
り
を
し
な
が
ら
そ
れ
ら
を
じ

ぶ
ん
の
「
業
績
」
や
「
出
世
」
へ
と
カ
ウ
ン
ト

し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
「
社

会
学
者
」
を
も
含
め
た
「
人
間
（
の
）
学
」、

と
き
に
「
人
文
科
学
」
と
も
呼
ば
れ
る
権
力
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
対
し
、
小
田
氏
の
議
論
に
触
発
さ
れ

た
訳
者
が
少
な
く
と
も
こ
こ
で
提
示
し
て
み
た

い
「
人
類
学
」
は
、
人
間
を
対
象

0

0

＝
客
体

0

0

に
定

め
て
「
じ
ぶ
ん
」
の
保
身
と
出
世
に
利
用
す
る

の
で
は
な
く
、
逆
に
集
合
的
に
主
体

0

0

化
す
る
実

験
に
お
い
て
、「
人
類
」
の
新
た
な
経
験
を
創

出
す
る
、
そ
う
し
た
実
験
を
指
す
だ
ろ
う
。
そ
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の
か
ぎ
り
で
、
小
田
氏
の
思
惑
を
裏
切
っ
て
し

ま
う
に
せ
よ
、
訳
者
は
、
バ
デ
ィ
ウ
固
有
の
意

味
で
の
〈
マ
オ
イ
ス
ト
〉
を
、
こ
の
意
味
で
の

「
人
類
学
者
」
の
一
形
象
で
あ
り
う
る
と
、
言
っ

て
お
き
た
い
。
人
間
（
の
）
学
で
は
な
く
、
こ

の
意
味
で
の
人
類
学
を
！　

認
識
を
具
体
的
実

践
に
お
い
て
検
証
し
、
翻
っ
て
は
実
践
か
ら
認

識
を
根
本
的
に
問
い
な
お
し
、
ふ
た
た
び
情
況

を
変
革
す
る
た
め
の
認
識
へ
と
鍛
え
あ
げ
つ
づ

け
る
螺
旋
状
の
活
動
こ
そ
、
人
類
学
の
名
に
ふ

さ
わ
し
い
と
、
訳
者
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
螺
旋
状
の
活
動
の
一
端
を
示

す
、
あ
る
印
象
的
な
証
言
に
、
訳
者
は
出
会
っ

た
。
本
誌
創
刊
号
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
、
特

集
「
1 

9 

6 

8
」）
に
そ
の
一
部
が
訳
載
さ
れ

た
（
内
野
儀
訳
・
解
題
）、
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
ロ

ス
の
『
六
八
年
五
月
お
よ
び
そ
の
事
後
の
生
』

（K
ristin R

oss, M
ay ’68 and Its A

fterlives , C
hicago, 

U
niversity of C

hicago Press, 2002.

）
の
フ
ラ
ン

ス
語
訳
版
を
読
ん
で
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ

る）
4
（

。
そ
れ
は
、
シ
ト
ロ
エ
ン
で
働
い
て
い
た

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
と
い
う
名
の
労
働
者
に
よ
る
、

工
場
に
マ
オ
イ
ス
ト
た
ち
が
や
っ
て
き
た
と

き
の
、
回
想
で
あ
る
。
そ
れ
が
G 

P
だ
っ
た

の
か
P 

C 

M 

L 

F
だ
っ
た
の
か
、
は
た
ま
た

U 

C 

F 

M 

L
だ
っ
た
の
か
、
浅
学
で
怠
惰
な
僕

は
、
た
し
か
め
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。

で
も
、
そ
こ
に
は
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
毛
派
の

あ
る
側
面
が
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
た

い
。「
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
た
ち
も
き
ま
し
た
、
で

も
マ
オ
イ
ス
ト
と
は
ち
が
い
ま
し
た
〔
…
〕、

ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
は
、「
労
働
者
は
搾
取
さ
れ
て

い
る
、
な
ぜ
な
ら
…
…
」、
そ
の
後
に
マ
ル
ク

ス
の
『
資
本
論
』
の
該
当
箇
所
か
な
に
か
を
引

用
し
た
ビ
ラ
を
持
っ
て
や
っ
て
き
た
の
で
す
。

お
そ
ろ
し
く
理
屈
っ
ぽ
く
て
ね
、
ち
ん
ぷ
ん
か

ん
ぷ
ん
で
し
た
よ
！　

マ
オ
イ
ス
ト
は
逆
で
し

た
。
私
た
ち
に
い
ろ
い
ろ
た
ず
ね
る
こ
と
か

ら
は
じ
め
た
ん
で
す
。
彼
ら
は
な
に
も
知
ら
な

か
っ
た
の
で
す
、
私
た
ち
が
彼
ら
に
話
し
か
け

る
ま
で
は
。
彼
ら
は
理か

ん
ね
ん想
や
ビ
ラ
を
持
っ
て

や
っ
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私

た
ち
の
言
葉
に
耳
を
か
た
む
け
よ
う
と
し
、
そ

し
て
そ
の
言
葉
を
も
と
に
し
て
、
と
も
に

0

0

0

ビ
ラ

を
つ
く
っ
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
心
底
か
ら
お

ど
ろ
き
ま
し
た
…
…
」）

5
（

。

　

マ
オ
イ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
お
お
く

の
流
れ
か
ら
形
成
さ
れ
た
「
六
八
年
」
の
多
様

2） 大澤真幸、「左翼はなぜ勝てないのか（上）  自己陶酔に映る弱者への「同情」」（「論壇時評」、『中日新聞』、
2008年7月29日付）。「左翼はなぜ勝てないのか（下）  資本主義に勝る普遍性を示せず」と合わせて、 http://
www.k4.dion.ne.jp/˜yuko-k/adagio/sayoku.htmで閲覧可。「勝ち負け」で事態を捉える点からしてすでに、十分に汚
らしく卑劣な発想である。訳者としてはむしろ、「この社会学（者）はなぜ負けないのか？」と問い返してお
きたい。その答えは、いうまでもなく、「権力にとって都合がよいから」である。

3） 小田亮、「真正な社会の思考としての人類学」、『KAWADE道の手帖　レヴィ ＝ ストロース』、河出書房新社、
2010年、43ページ。

4） Kristin Ross, Mai 68 et ses vies ultérieures, Bruxelles, Éditions Complexe, 2005.
5） Ibid., p.113. 傍点引用者。この発言は、精確には  Michèl Manceaux, Les Maos en France, Paris, Éditions Gallimard, 

1972, p.77. における引用の再引用。
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な
う
ね
り
を
、
後
に
改
竄
さ
れ
た
そ
の
「
事
後

の
生
」
に
い
た
る
ま
で
追
っ
た
ロ
ス
の
こ
の
労

作
を
、
た
く
さ
ん
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い

と
思
う
。

　

ア
ナ
キ
ズ
ム
で
は
な
く
、
党
で
も
な
い
、
固

有
の
政
治
組
織
を
模
索
す
る
バ
デ
ィ
ウ
の
歩
み

は
、
現
在
も
な
お
、
継
続
し
て
い
る
。

　
（
近
年
の
バ
デ
ィ
ウ
が
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
社
会

の
消
費
財
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い

0

0

0

0

か
ど
う
か
は
、

議
論
の
余
地
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、

先
に
引
い
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
、
バ

デ
ィ
ウ
自
身
が
要
約
し
た
U 

C 

F 

M 

L
の
方
針

も
ま
た
、
現
在
か
ら
㴑
及
的
に
構
成
さ
れ
た
総

括
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も

当
然
あ
り
え
よ
う
。
異
議
を
唱
え
る
者
と
の
対

話
を
、
訳
者
は
行
な
う
準
備
が
あ
る
。『
悍
』

は
、
そ
の
た
め
の
場
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。）

そ
し
て
、
彼
は
そ
れ
を
今
、
あ
ら
た
め
て
、

「
共
産
主
義
」
と
呼
ぼ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
バ
デ
ィ
ウ

そ
し
て
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
が
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ヴ
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
討
論
会
の
記
録
、

『
共
産
主
義
の
理
念
』L’idée du com

m
unism

e ,  à 

l’initiative d’A
lain Badiou et de Slavoj Žižek, 

Les nouvelles éditions lignes, 2010.

を
、
解

題
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
、
こ
こ
に
訳
出
し
た
論

考
を
収
め
て
あ
る
バ
デ
ィ
ウ
、『
共
産
主
義
の

仮
説
』
と
も
ど
も
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　
『
共
産
主
義
の
仮
説
』
は
、
決
し
て
既
存
の

知
の
枠
組
に
は
収
ま
ら
な
い
政
治
的
文
書
で
あ

り
、
訳
者
は
い
わ
ゆ
る
「
知
（
識
）」
に
は
還

元
さ
れ
な
い
〈
活
学
活
用
〉
の
精
神
を
以
て
、

訳
出
を
心
が
け
た
。
バ
デ
ィ
ウ
は
す
ぐ
れ
た
活

動
家
で
あ
る
と
同
時
に
哲
学
者
で
も
あ
る
が
、

訳
者
の
知
る
限
り
、
彼
は
一
度
も
知
識
人
と
し

て
ふ
る
ま
っ
た
こ
と
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
哲

学
的
な
著
作
に
あ
っ
て
も
、
彼
は
、
他
の
哲
学

者
た
ち
の
思
考
を
た
ん
に
説
明
ま
た
は
解
説
す

る
の
で
は
な
く
、
ま
た
権
威
づ
け
に
利
用
す
る

の
で
も
な
く
、
た
だ
お
の
れ
の
思
考
を
提
示
す

る
た
め
に
、
最
大
限
の
注
意
と
尊
敬
を
払
い
つ

つ
、
そ
れ
ら
他
の
思
考
を
、
お
の
れ
の
思
考
の

圏
内
に
お
い
て
共
存
可
能
な
も
の
と
し̶

旧

く
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「
自
分
の
言
葉
で
語
っ
て
」
い
る̶
、
し
た

が
っ
て
お
の
れ
の
主
張
を
通
す
た
め
の
議
論
を

行
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
真
の
意
味
で
、
厳

密
に
哲
学
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
あ
る
。
彼
の
主
張

内
容
は
さ
て
お
き
、
こ
の
姿
勢－

作ス
タ
イ
ル風

そ
の
も

の
か
ら
ま
な
ぶ
べ
き
こ
と
は
お
お
い
。

　

文
革
に
は
、
今
日
、
あ
る
否
定
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
憑
い
て
回
る
。
し
か
し
、「
今
日
」
と
は

い
つ
（
か
ら
）
な
の
か
。「
文
革
」
に
こ
の
否

定
性
を
付
与
し
た
の
は
だ
れ
か
。
さ
ら
に
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
だ
れ
か
は
い
か
な
る

利0

鞘0

を
手
に
し
た
の
か
。
ま
た
、
一
体
だ
れ
に

と
っ
て
「
文
革
」
は
否
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
こ
の
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
は
い
か
に

し
て
つ
く
ら
れ
た
の
か
。

　

文
化
大
革
命
は
中
国
に
お
け
る
一
九
六
六
年

か
ら
一
九
七
六
年
ま
で
の
十
年
に
か
け
て
起
き

た
の
だ
と
、
わ
た
し
た
ち
は
つ
い
漠
然
と
考
え

て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
国

家
装
置
（
中
国
共
産
党
）
が
公
式
に
認
め
た
支

配
的
見
解
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。「
文
革
」
の

期
間
（
日
付
）
を
決
定
す
る
の
は
国
家
で
は
な

く
、
わ
た
し
た
ち
自
身
で
あ
る
。
こ
の
時
期
画

定
作
業
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
や
り
な
お
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
わ
た
し

た
ち
は
、
国
家
の
課
す
規
制
に
い
つ
ま
で
も
と
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ら
わ
れ
、「
思
考
す
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
ま

ま
で
あ
る
。
国
家
や
既
成
の
知
が
与
え
た
枠
組

の
中
で
、
延
々
と
気
楽
に
、
け
っ
き
ょ
く
は
な

か
よ
く
お
し
ゃ
べ
り
す
る
だ
け
で
は
、
決
し
て

思
考
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
こ

の
枠
組
の
外
に
抜
け
だ
す
こ
と
こ
そ
が
「
思
考

す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
思
考
と

は
必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
「
知
」̶

と
り
わ
け

上
述
し
た
意
味
で
の
「
人
間
の
学
」̶

と
等

し
く
は
な
く
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
実
践
」
と

対
立
す
る
こ
と
も
決
し
て
な
い
。
思
考
す
る
と

は
、
既
存
の
知
や
制
度
、
自
明
と
思
わ
れ
て
い

た
諸
々
の
前
提
や
条
件
に
と
ら
わ
れ
た
状
態
か

ら
、
他
な
ら
ぬ
じ
ぶ
ん
が
い
か
に
し
て
抜
け
だ

す
か
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
バ
デ
ィ
ウ
の
こ
こ

で
の
議
論
に
お
い
て
、
訳
者
に
と
っ
て
き
わ
め

て
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
こ
の
よ

う
な
国
家
権
力
に
よ
る
抑
圧
、
す
な
わ
ち
思
考

の
制
限
作
用
に
、
力
強
く
反
攻
し
て
い
る
点
で

あ
る
。

　

文
革
の
き
わ
め
て
重
要
な
点
は
、
こ
の
反
攻

を
、
国
家
と
一
体
化
し
た
党
自
身
が
、
大
衆
に

行
使
す
る
こ
と
を
ゆ
る
し
た
点
に
あ
る
。
そ
れ

は
、
国
家
権
力
を
握
る
党
そ
れ
じ
た
い
が
み
ず

か
ら
の
解
体
を
企
て
る
と
い
う
、
前
代
未
聞
の

実
験
的
側
面
を
、
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
文
革
」
の
時
期
を
国
家
権
力
お

よ
び
権
力
と
つ
る
ん
だ
御
用
学
者
的
「
知
」
の

定
め
た
そ
れ
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
画
定
し
よ

う
と
す
る
バ
デ
ィ
ウ
の
実
験－

思
考
は
、
ま
さ

し
く
文
化
大
革
命
に
お
け
る
も
っ
と
も
生
き
生

き
と
し
た
命
脈
を
、
継
承
し
て
い
る
。

　

み
ず
か
ら
を
解
体
す
べ
き
対
象
と
し
て
指
し

示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
の
実
験
は
中
止
さ
れ
た
。
国

家
と
い
う
既
成
の
枠
組
か
ら
抜
け
だ
そ
う
と
す

る
こ
の
実
験
は
、
実
験
を
支
え
る
当
の
枠
組

（
国
家
と
一
体
化
し
た
党
）
そ
の
も
の
を
、
解

体
し
か
け
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
実
験
は
、
枠

組
（
実
験
の
諸
条
件
）
そ
の
も
の
の
消
滅
に
お

い
て
の
み
、
完
了
す
る
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ

み
ず
か
ら
が
定
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら

を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
、
異
様
な
逆
説
の
化
身

で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
バ
デ
ィ
ウ
が
述
べ
る
通
り
、
国
家
と

い
う
抑
圧
装
置
が
「
公
共
保
全
、
自
警
団
（
私

兵
）、
軍
」
な
ど
に
対
し
て
も
つ
「
疎
か
に
で

き
ぬ
役
割
」
の
意
味
を
、「
文
革
」
と
い
う
未

完
の
、
し
た
が
っ
て
今
な
お
継
続
中

の
実
験
を
手
が
か
り
と
し
て
、
今

後
、
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
ら
た
め
て

問
う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

う
え
で
な
お
、
国
家
ま
た
は
主
権
の

自
己
解
体
の
方
途
を
模
索
す
る
こ

と
。
こ
れ
が
、
主
権
ま
た
は
国
家
装

置
が
外
部
に
可
視
化
さ
れ
る
こ
と

を
や
め
、
個
人
の
内
部
へ
と
不
可
視

的
に
浸
透
し
た
今
日
の
情
況
に
措

か
れ
た
私
た
ち
に
、
文
革
か
ら
伝
え

ら
れ
た
、
依
然
と
し
て
考
え
な
お
さ

れ
つ
づ
け
る
べ
き
、
た
い
せ
つ
な
課

題
で
あ
る
。

　

上
述
し
て
き
た
意
味
で
の

U 

C 

F 

M 

L
的
マ
オ
イ
ス
ム
を
こ
の

国
に
お
い
て
実
践
し
て
き
た
活
動

家
の
一
人
と
し
て
、『
魂
に
ふ
れ
る

革
命
』（
ラ
イ
ン
出
版
、
一
九
七
〇

年
）
の
津
村
喬
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う）

6
（

。
こ
こ
で
は
具
体
的

に
述
べ
る
紙
幅
が
な
い
が
、
本
稿

訳
出
作
業
中
、
訳
者
は
、
津
村
の
思

考
と
バ
デ
ィ
ウ
の
思
考
の
あ
い
だ

6） 『革命の弁証法』（せりか書房、1968年）その他の著作を遺した哲学者の藤本進治や、本稿訳出にあたって教え
られるところきわめて多かった『毛沢東最高指示』（三一書房、1970年）の編訳者でもある中国研究者の新島
淳良らについては、訳者の勉強不足ゆえ、不当にも、ここで名を挙げることは、せずにおく。

13_HAN_04_F1_MATSUMOTO.indd   37 10.4.26   3:12:10 AM



200

に
、
あ
る
同
時
代
性
を
、
ま
た
そ
の
命
脈
が
今

日
な
お
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
意
味
で
反
時
代
的

0

0

0

0

に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
、
確
信
し
た
。
い
つ

か
、
こ
の
二
人
を
結
ぶ
線
を
引
き
、
思
考
の
星

座
を
組
み
立
て
る
作
業
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

　

本
論
文
の
宛
先
は
、
記
号
や
隠
語
を
玩
び
、

他
人
事
の
よ
う
に
文
革
そ
の
他
に
つ
い
て
延
々

と
お
し
ゃ
べ
り

0

0

0

0

0

し
つ
づ
け
る
だ
け

0

0

の
御
用
学
者

で
は
な
い
。
本
論
文
は
、
日
本
語
を
解
し
、
お0

の
れ
を

0

0

0

規
定
す
る
歴
史
を
疎
か
に
せ
ず
、
そ
し

て
他
人
事
で
は
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
お
の
れ
を

変
革
す
る
意
志
を
備
え
た
、
い
わ
ゆ
る

0

0

0

0

「
左
」

か
ら
距
離
を
と
る
立
場
を
も
含
め
た
す
べ
て
の

革
命
的
活
動
家
・
具
体
的
実
践
者
た
ち
に
、
宛

て
ら
れ
て
い
る
。 

執　
筆　
者　
紹　
介
（
掲
載
順
）

佐
藤
正
人
（
さ
と
う
・
し
ょ
う
じ
ん
）

一
九
四
二
年
オ
タ
ル
生
ま
れ
。
三
重
県
木
本
で
虐
殺
さ
れ
た

朝
鮮
人
労
働
者
（
李
基
允･

裵
相
度
）
の
追
悼
碑
を
建
立
す

る
会
、
紀
州
鉱
山
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
会
、
米
空
母
に

反
対
す
る
市
民
の
会
、
海
南
島
近
現
代
史
研
究
会
の
会
員
。

藤
井
幸
之
助
（
ふ
じ
い
・
こ
う
の
す
け
）

一
九
六
一
年
高
槻
市
生
ま
れ
。
在
日
朝
鮮
人
史
・
民
族
ま
つ

り
／
マ
ダ
ン
研
究
。
神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
。
コ
リ

ア
ン
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
研
究
会
世
話
人
。
在
日
韓
人
歴
史
資

料
館
調
査
員
。
ア
プ
ロ
ハ
ム
ケ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大
阪
（
朝
鮮

学
校
友
の
会
）
事
務
局
。
編
著
書
『
あ
る
在
日
コ
リ
ア
ン
家

族
の
物
語　

つ
な
い
で
、
手
と
心
と
思
い　

絵
と
物
語
で
読

む
在
日
100
年
史
』（
ア
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
）
な
ど
。

小
野
俊
彦
（
お
の
・
と
し
ひ
こ
）

一
九
七
四
年
北
九
州
生
ま
れ
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
。
未

組
織
貧
民
。
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府
単
位
取

得
退
学
（
朝
鮮
戦
争
期
の
北
九
州
に
お
け
る
港
湾
労
働
社
会

史
等
を
研
究
）。
二
〇
〇
六
年
に
誰
で
も
一
人
で
も
不
安
定

で
も
入
れ
る
労
働
／
生
存
組
合
「
フ
リ
ー
タ
ー
ユ
ニ
オ
ン
福

岡
」
を
組
織
、
一
〇
年
三
月
脱
退
。
エ
ッ
セ
ー
に
「「
プ
レ

カ
リ
ア
ー
ト
」
に
工
作
を
」（
本
誌
第
二
号
）、「「
フ
リ
ー

タ
ー
」
か
ら
「
民
衆
」
へ
」（
本
誌
第
三
号
）
な
ど
。

崔
真
碩
（
ち
ぇ
・
じ
ん
そ
く
）

一
九
七
三
年
ソ
ウ
ル
生
ま
れ
、
東
京
育
ち
、
広
島
在
住
。
訳

者
／
役
者
。
広
島
大
学
大
学
院
総
合
科
学
研
究
科
准
教
授
。

テ
ン
ト
芝
居
「
野
戦
之
月
海
筆
子
」
の
役
者
。
編
訳
書
に

『
李
箱
作
品
集
成
』（
作
品
社
）、
主
な
出
演
作
に
野
戦
之
月

海
筆
子
『
変
幻
痂
殻
城
』（
二
〇
〇
七
年
七
月
東
京
、
九
月

北
京
）、
主
な
エ
ッ
セ
ー
に
「
影
の
東
ア
ジ
ア
」（『
残
傷
の

音
』
岩
波
書
店
）、「
野
戦
之
月
海
筆
子
に
な
る
」（
本
誌
第

二
号
）、「
腑
抜
け
の
暴
力
」（
本
誌
第
三
号
）
な
ど
。

太
田
直
里
（
お
お
た
・
な
お
り
）

一
九
七
九
年
京
都
生
ま
れ
。
京
都
造
形
芸
術
大
学
で
染
織
を
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学
び
な
が
ら
音
楽
活
動
を
す
る
中
で
、
社
会
運
動
に
興
味
を

も
つ
。
音
楽
で
芝
居
に
関
わ
り
、
以
降
、
自
ら
芝
居
を
創
る

こ
と
を
試
み
る
。
作
・
出
演
『
あ
さ
や
け
や
け
て
』（
西
部

講
堂
）、
井
上
譲
と
共
同
作
・
出
演
『
夢
が
さ
め
た
ら
』（
長

居
公
園
）、
作
・
出
演
『
夜
光
客
』（
ミ
ッ
ク
）。
主
な
エ
ッ

セ
ー
に
「
排
除
さ
れ
る
者
の
表
現
」（
本
誌
第
二
号
）
な
ど
。

現
在
、
野
戦
之
月
海
筆
子
に
て
活
動
中
。

高
田
里
惠
子
（
た
か
だ
・
り
え
こ
）

一
九
五
八
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部
、
同
大

学
院
人
文
科
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
ド
イ
ツ
文
学
専

攻
。
桃
山
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
。
著
書
に
『
文
学
部
を

め
ぐ
る
病
い
』（
ち
く
ま
文
庫
）、『
グ
ロ
テ
ス
ク
な
教
養
』

（
ち
く
ま
新
書
）、『
学
歴
・
階
級
・
軍
隊　

高
学
歴
兵
士
た

ち
の
憂
鬱
な
日
常
』（
中
公
新
書
）
な
ど
。

キ
ム　
チ
ヨ
ン
ミ
（
金
靜
美
）

一
九
四
九
年
大
阪
生
ま
れ
。
三
重
県
木
本
で
虐
殺
さ
れ
た
朝

鮮
人
労
働
者
（
李
基
允
・
裵
相
度
）
の
追
悼
碑
を
建
立
す
る

会
、
紀
州
鉱
山
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
会
、
海
南
島
近
現

代
史
研
究
会
の
会
員
。
東
ア
ジ
ア
史
研
究
者
。
著
書
に
『
中

国
東
北
部
に
お
け
る
抗
日
朝
鮮
・
中
国
民
衆
史
序
説
』『
水

平
運
動
史
研
究　

民
族
差
別
批
判
』『
故
郷
の
世
界
史　

解

放
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
』（
い
ず
れ
も
現
代
企

画
室
）
な
ど
。

キ
ム
・
ヨ
ン
イ
ル
（
金
泳
逸
）

一
九
八
三
年
東
京
生
ま
れ
。
元
・
模
索
舎
々
員
。
フ
リ
ー

タ
ー
全
般
労
働
組
合
議
長
。
よ
こ
は
ま
シ
テ
ィ
ユ
ニ
オ
ン
執

行
委
員
（
専
従
）。
ア
ナ
キ
ズ
ム
文
献
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
。

ア
ナ
ル
コ
・
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
に

参
加
、
自
ら
が
加
入
し
て
い
る
組
合
に
限
定
せ
ず
労
働
者
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

玉
川
晴
野
（
た
ま
が
わ
・
は
る
の
）

大
阪
在
住
。
在
日
韓
国
人
三
世
。
ア
ル
バ
イ
ト
や
派
遣
社
員

を
し
て
は
、
金
の
続
く
限
り
ひ
き
こ
も
り
、
金
が
尽
き
た
ら

ま
た
バ
イ
ト
、
を
繰
り
返
す
生
活
を
し
て
い
ま
す
。

「
花
猫
ぶ
ろ
ぐ
」http://d.hatena.ne.jp/hananeko51/

「
花
猫
が
ゆ
く
」http://hananeko.hanam

izake.com
/

吉
田
一
平
（
よ
し
だ
・
い
っ
ぺ
い
）

一
九
七
六
年
京
都
生
ま
れ
。
フ
ォ
ー
ク
シ
ン
ガ
ー
と
し
て
地

元
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
を
中
心
に
活
動
。「
対
テ
ロ
戦
争
」
に

抗
議
す
る
た
め
の
音
楽
イ
ベ
ン
ト
「
反
戦
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」

を
企
画
、
二
〇
〇
四
年
・
二
〇
〇
五
年
に
は
京
大
西
部
講
堂

で
も
開
催
。
そ
の
後
「
反
戦
と
生
活
の
た
め
の
表
現
解
放
行

動
」
に
て
サ
ウ
ン
ド
デ
モ
の
一
翼
を
担
う
。
二
〇
〇
八
年

木
の
根
に
て
バ
ン
ド
「R

adical Tea Party

」
と
し
て
「N

o 

G
8!

三
里
塚
ラ
イ
ブ2008　

R
eturn of G

EN
YA

SA
I

」
に
出

演
。
論
文
に
「
音
楽
と
空
間
の
弁
証
法
」「
サ
ウ
ン
ド
デ
モ
」

「
排
外
主
義
に
抗
す
る
」
な
ど
。

千
坂
恭
二
（
ち
さ
か
・
き
ょ
う
じ
）

一
九
五
〇
年
大
阪
生
ま
れ
。
思
想
史
。
本
誌
編
集
委
員
。
著

書
『
歴
史
か
ら
の
黙
示
』（
田
畑
書
店
）、
共
著
『
ド
イ
ツ
・

ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
を
読
む
』（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
）、
論
文

に
「
総
破
壊
の
使
徒
バ
ク
ー
ニ
ン
」「
ニ
ー
チ
ェ
、
悲
劇
の

誕
生
と
ア
リ
ア
ド
ネ
」「
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
と
物
象
化
論
」

「
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
」「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン

ガ
ー
の
体
験
」「
蓮
田
善
明
・
三
島
由
紀
夫
と
現
代
の
系
譜
」

「
一
九
六
八
年
の
戦
争
と
可
能
性
」（
本
誌
創
刊
号
）、「
内
的

体
験
と
し
て
の
暴
力
」（
本
誌
第
三
号
）
な
ど
。

ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
（A

lain Badiou

）

一
九
三
七
年
モ
ロ
ッ
コ
の
ラ
バ
ト
に
生
ま
れ
る
。
哲
学
者
、

劇
作
家
、
小
説
家
。
高
等
師
範
学
校
（
E 

N 

S
）
に
学
び
、

パ
リ
第
八
大
学
、
国
際
哲
学
学
院
な
ど
で
教
鞭
を
と
り
、
現

在
も
執
筆
活
動
を
続
け
る
。
主
著
に
『
主
体
の
理
論
』『
存

在
と
出
来
事
』『
諸
世
界
の
諸
論
理
』（
い
ず
れ
も
ス
ィ
ユ
社
）

な
ど
。
日
本
語
訳
書
に
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
』『
倫
理
』『
聖
パ
ウ

ロ
』（
い
ず
れ
も
河
出
書
房
新
社
）、『
哲
学
宣
言
』『
世
紀
』

（
い
ず
れ
も
藤
原
書
店
）、『
ベ
ケ
ッ
ト
』『
サ
ル
コ
ジ
と
は
誰

か
』（
い
ず
れ
も
水
声
社
）
な
ど
。

松
本
潤
一
郎
（
ま
つ
も
と
・
じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う
）

一
九
七
四
年
東
京
生
ま
れ
。
同
人
誌
『
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』
寄

稿
者
。
翻
訳
書
に
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
『
倫
理
』『
聖
パ
ウ

ロ
』、
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
『
イ
ラ
ク
』『
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー

ル
／
毛
沢
東
』、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
リ
ン
ギ
ス
『
異
邦
の
身

体
』、
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
『
か
く
も
不
吉
な
欲

望
』（
い
ず
れ
も
共
訳
、
河
出
書
房
新
社
）、
バ
デ
ィ
ウ
『
世

紀
』（
共
訳
、
藤
原
書
店
）、
ピ
ー
タ
ー
・
ホ
ル
ワ
ー
ド
『
ド
ゥ

ル
ー
ズ
と
創
造
の
哲
学
』（
青
土
社
）
な
ど
。
論
考
に
「
自

然
と
そ
の
倒
錯　

黒
田
喜
夫
の
離
接
的
綜
合
」（『
ゲ
ス
ト
ハ

ウ
ス
』
二
〇
一
〇
年
一
月
臨
時
増
刊
号
）
な
ど
。『
ゲ
ス
ト

ハ
ウ
ス
』
近
刊
号
に
「
ひ
め
や
か
な
奇
跡　

キ
プ
リ
ン
グ
の

い
く
つ
か
の
短
編
に
触
発
さ
れ
て
」
を
掲
載
予
定
。
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