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『
共
産
主
義
下
の
中
國

　
　
　
i
そ
の
最
初
の
五
年
間
ー
』

　
中
國
は
、
一
九
四
九
年
十
月
中
華
人
民
共
和
國
が
樹
立
さ
れ
て
か
ら
今
日
に

い
た
る
ま
で
わ
ず
か
籔
年
の
間
に
、
そ
の
す
べ
て
の
分
野
に
わ
た
つ
て
著
し
い

攣
化
を
み
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
の
豫
想
を
こ
え
た
激

し
い
徹
底
し
た
攣
化
で
あ
り
、
驚
異
的
な
も
の
と
さ
え
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
攣
化
は
、
決
し
て
偶
然
に
う
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
、
當
然
こ
の
ナ
う
な
攣
化
を
可
能
に
し
た
い
ろ
い
ろ
の
要
因
が
存
在

す
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
と
も
な
つ
て
中
國
内
部
に
解
決
さ
れ
な
け
れ

紹
介
と
批
評

ば
な
ら
な
い
重
大
な
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
中
華
人
民
共
和
國
は
、
中
國
共
産
蕪
の
指
填
．
の
も
と
に
、

岬
九
五
三
年
か
ら
第
一
次
五
ヵ
年
計
害
に
着
手
し
、
現
在
本
格
的
な
肚
會
主
義

建
設
へ
の
途
を
渉
ん
で
い
る
。
新
中
國
の
吐
會
主
義
建
設
が
、
一
九
四
九
年
以

來
の
革
命
の
成
果
を
基
礎
と
し
、
こ
の
よ
う
な
攣
革
を
可
能
に
し
た
方
法
と
基

本
的
に
は
同
一
の
革
命
方
式
に
も
と
づ
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し

え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
一
九
四
九
年
以
後
数
年
に
わ
た
る
新

中
國
の
攣
化
の
過
程
と
要
因
と
を
究
明
し
、
そ
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
新
中
國
の
將
來
、
い
い
か
え
れ
ば
現
在
行
わ
れ
て
い
る
肚
會
主
義

建
設
の
將
來
を
理
解
し
翻
す
る
う
え
に
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
エ
ー
ル
大
學
歴
史
學
助
教
授
リ
チ
ャ
ー
ド
・
L
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
氏
に
よ
つ
て

も
の
さ
れ
た
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
今
日
の
中
國
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
一
つ
の

重
要
な
課
題
に
正
面
か
ら
と
り
く
ん
だ
力
作
で
あ
つ
て
、
副
題
に
「
そ
の
最
初

の
五
年
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
華
人
民
共
和
國
の
成

立
か
ら
一
九
五
四
年
ま
で
の
五
年
聞
に
中
國
共
産
鴬
の
指
導
の
も
と
に
行
わ
れ

た
革
命
の
獲
展
過
程
を
、
政
治
・
輕
濟
・
肚
會
・
外
交
の
各
分
野
に
わ
た
つ
て

詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
特
質
と
新
中
國
に
内
在
す
る
い
ろ
い
ろ
の
問
題
と
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
氏
自
身
も
そ
の
序
文
で
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
新
中
國
で
現
在
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
肚
會
主
義
革
命
の
成
否

は
、
中
國
自
身
の
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
掲
立
ど
近
代
化
と
を
要
求
す

る
ア
ジ
ア
後
進
諸
國
の
將
來
の
方
向
に
も
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
、
ひ
い
て
は

西
鰍
民
主
主
義
勢
力
と
ソ
ヴ
ェ
ト
勢
力
と
の
力
關
係
に
も
影
響
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
著
者
が
本
書
を
執
筆
し
た
主
要
な
動
機
も
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

五
九

（
五
　
五
》



紹
介
と
批
評

の
で
あ
る
。

　
本
書
の
も
つ
と
も
す
ぐ
れ
た
馳
の
一
つ
は
、
著
者
の
使
用
し
て
い
る
資
料
の

範
園
が
極
め
て
廣
範
園
に
わ
た
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、

中
共
系
の
新
聞
雑
誌
類
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
香
港
の
ア
メ
リ
カ
総
領
事
館
で

入
手
し
た
調
査
資
料
、
國
府
及
び
第
三
勢
力
系
の
諸
材
料
、
な
ら
び
に
イ
ギ
リ

ス
系
の
報
道
な
ど
を
た
ん
ね
ん
に
瞼
討
し
利
用
し
て
い
る
ほ
か
、
著
者
自
ら
香

港
に
赴
い
て
中
華
人
民
共
和
國
か
ら
の
亡
命
者
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
調
査
を

行
い
、
そ
の
結
果
も
資
料
と
し
て
十
分
に
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
本
書

の
巻
末
に
附
せ
ら
れ
た
註
繹
も
約
八
O
O
項
目
、
五
〇
頁
を
こ
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
筆
者
は
、
本
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
資
料
の
評
贋
の
方
法
及

び
著
者
の
表
明
し
て
い
る
見
解
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
意
見
を
同
じ

く
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救
上
の
事
實
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
華
入
民
共
和
國
成
立
以
後
に
お
け
る
中
國
革
命
の

叢
展
過
程
の
綜
合
的
研
究
と
し
て
、
本
書
の
も
つ
僧
値
は
た
か
く
許
贋
さ
れ
て

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
全
部
で
十
三
章
か
ら
な
り
立
つ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
項
目
を
示
す
と
・

つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
中
國
に
お
け
る
共
壼
主
義
の
五

年
間
　
第
二
章
中
國
は
ど
の
よ
う
に
統
治
さ
れ
て
い
る
か
　
第
三
章
心
理
的
統

制
　
第
四
章
「
蓮
動
」
の
役
割
　
第
五
章
脛
濟
的
統
制
　
第
六
章
農
民
　
第
七

章
勢
働
者
　
第
八
章
文
化
と
知
識
階
級
　
第
九
章
恐
怖
　
第
十
章
外
交
關
係
の

指
導
　
第
十
一
章
中
國
と
ソ
ヴ
ェ
ト
連
邦
　
第
十
二
章
中
國
と
ア
メ
リ
カ
合
衆

國
　
第
十
三
章
共
産
中
國
の
挑
職
ー
が
こ
れ
で
あ
る
。
以
下
順
次
に
そ
の
内

容
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

六
Q

（
五
一
六
）

　
　
　
　
　
　
　
二

第
一
章
「
中
國
に
お
け
る
共
産
主
義
の
五
年
間
」
は
、
い
わ
ば
本
書
の
序
説

的
部
分
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
著
者
は
ま
ず
共
産
主
義
政
灌
に
よ
る
こ

こ
五
年
間
の
革
命
的
攣
化
の
一
般
的
目
標
が
、
e
中
國
の
輕
濟
を
復
興
し
國
家

に
よ
る
そ
の
管
理
を
彊
化
す
る
こ
と
　
⇔
共
産
窯
へ
灌
力
を
集
中
す
る
こ
と

㊧
内
外
の
反
革
命
的
要
素
を
根
絶
す
る
こ
と
　
㈲
軍
事
力
を
強
化
す
る
こ
と

国
土
地
改
革
を
完
成
す
る
こ
と
、
の
五
黙
に
あ
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の

ち
、
一
九
四
九
年
か
ら
五
四
年
に
い
た
る
各
年
度
に
つ
い
て
、
共
産
主
義
政
権

の
行
つ
た
主
要
な
内
外
政
策
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
一
般
的
目
標
が
ど
の
よ
う

に
實
陵
さ
れ
實
現
さ
れ
て
い
つ
た
か
を
概
観
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、

一
九
四
九
ー
五
〇
年
を
「
勝
利
の
奔
流
の
年
」
、
五
一
年
を
「
暴
力
の
年
」
、
五

二
年
を
「
統
制
強
化
の
年
」
、
五
三
年
を
「
縮
小
の
年
」
、
五
四
年
を
「
決
定
の

年
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
づ
け
、
新
中
國
が
ソ
ヴ
ェ
ト
陣
管
に
驕
し
つ
つ
、

強
力
な
國
家
権
力
を
媒
介
と
し
て
、
復
興
段
階
か
ら
本
格
的
な
杜
會
主
義
建
設

へ
移
行
し
て
い
つ
た
革
命
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
政
治
・
脛
濟
・
枇
會

・
國
際
關
係
の
各
分
野
に
わ
た
る
第
二
章
以
下
の
分
析
を
理
解
す
る
た
め
の
歴

史
的
基
礎
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
章
の
救
述
は
、
簡
潔
で
要
領
よ
く

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
意
味
に
お
い
て
も
極
め
て
有
用
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
章
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
理
解
の
う
え
に
た
つ
て
、
中
國
共
産
窯
に

よ
る
新
中
國
支
配
の
あ
り
方
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

共
産
主
義
中
國
は
、
軍
事
力
と
警
察
力
と
を
基
礎
と
し
た
ソ
ヴ
ェ
ト
型
の
警
察

國
家
で
、
あ
り
、
そ
の
眞
の
支
配
者
は
、
中
國
共
産
黛
中
央
委
員
會
、
と
く
に
毛



澤
東
を
中
心
と
し
た
そ
の
中
央
政
治
局
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
す
べ
て
の
重

要
な
政
策
は
基
本
的
に
は
こ
こ
で
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
中

央
政
治
局
の
麦
配
を
可
能
に
し
確
實
に
す
る
た
め
に
、
新
中
國
で
は
五
つ
の
機

構
及
び
要
素
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
中
央
政
治
局
の
事
實
上
の
指
道
、
の
も
と
に

有
機
的
に
結
合
さ
れ
て
そ
の
目
的
を
實
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
・
て
の
五
つ
の

機
構
及
び
要
素
と
は
、
正
式
の
政
府
組
織
、
共
産
黛
、
軍
除
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

及
び
大
衆
支
持
團
艦
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
は
、
中
央
政
治
局
の
指
示
す
る
一
定

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
そ
の
組
織
と
機
能
と
を
通
じ
て
統
一
的
に
大
衆

に
働
き
か
け
、
￥
大
衆
を
そ
の
意
圖
す
る
方
向
に
動
員
す
る
役
割
を
果
す
の
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
新
中
國
の
大
衆
は
、
つ
ね
に
一
定
の
方
向
に
の
み
動
か
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
保
讃
す
る
も
の

と
し
て
、
大
衆
に
劉
す
る
實
カ
ー
軍
事
力
・
警
察
力
と
く
に
秘
密
警
察
・
裁

判
所
ー
の
行
使
が
撃
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
、
こ
の
よ
、
）
な

立
場
か
ら
、
共
産
主
義
國
家
朧
制
に
不
可
敏
な
、
こ
れ
ら
諸
要
素
の
新
中
國
に

お
け
る
現
實
の
機
能
と
實
態
と
に
つ
い
て
、
具
騰
的
に
考
察
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
聞
の
厳
述
を
通
観
し
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ウ
ォ
ー
カ
ー

氏
が
共
産
裳
の
新
中
國
支
配
の
一
澱
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
と
し
て
、
窯
・
軍

・
政
の
三
つ
の
組
織
と
な
ら
ん
で
、
新
聞
ニ
フ
ジ
オ
・
映
蚕
．
漫
書
な
ど
に
よ

る
大
衆
宣
傳
工
作
と
い
わ
ゆ
る
入
民
團
艦
の
機
能
と
を
重
覗
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
の
重
要
性
は
、
か
ね
て
か
ら
認
識
さ
れ
て
は
い
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
封
す
る
研
究
は
比
較
的
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
つ
て
、

著
者
が
本
書
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
本
格
的
に
と
り
あ
げ
た
こ
と
は
、
高
く
評

贋
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
機
能
を
眞
に
有
機
的
に
結
合
し
、
大
衆
を
一

紹
介
と
批
評

定
の
方
向
に
動
員
し
う
る
た
め
に
は
、
芳
、
の
指
導
暦
及
び
大
衆
の
も
の
の
考
え

方
が
同
一
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
心
理
的
統
制
」
の

必
要
が
生
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
つ
て
、
著
者
は
、
新
中
國
に
お
け
る
革
命
的
礎

化
を
理
解
す
る
鍵
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
重
覗
す
べ
き
こ
と
を
彊
く
主

張
し
て
い
る
。
第
三
章
は
こ
の
問
題
の
究
明
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
著
者
は
、
本
章
弔
、
は
と
く
に
、
大
衆
的
心
理
強
制
の
も
つ
と
も
重
要
な
も

の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
幹
部
」
が
思
想
的
に
ど
の
よ
う
に
訓
練
さ
れ
養
成
さ

れ
て
い
く
か
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
資
料
も
極

め
て
豊
富
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
も
未
知
の
部
分
が
多
い
だ
け
に
す
こ

ぶ
ス
興
昧
ぶ
か
い
。

　
さ
ら
に
著
者
は
、
第
四
章
に
お
い
て
、
新
中
國
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
蓮
動
」

の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
け
だ
し
「
蓮
動
」
は
、
「
幹
部
の
訓
練
と
同

じ
よ
う
に
、
共
蓬
窯
中
央
委
員
會
に
よ
る
支
配
を
強
化
し
、
こ
の
廣
大
な
國
土

を
す
み
ず
み
ま
で
行
き
わ
た
る
よ
う
に
支
配
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
」
も
の

で
あ
り
、
「
實
際
に
現
在
の
中
國
に
お
け
る
殆
ん
ど
す
べ
て
の
重
要
な
仕
事
は
、

蓮
動
の
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
」
（
七
七
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
第
二
章
に
お
い
て
著
者
の
指
摘
し
た
諸
要
素
の
機
能
は
、
主
要
な
問
題
に

つ
い
て
は
、
蓮
動
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て
結
合
さ
れ
、
大
衆
に
働
き
か
け
て

い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
共
産
裳
の
中
國
支
配
と
そ
の
革
命
目

的
の
達
成
の
う
え
に
果
す
役
割
は
重
親
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
、

こ
の
よ
う
な
理
解
を
基
礎
と
し
て
、
運
．
動
の
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
一
般
的
過
程
を

考
察
し
、
つ
い
で
一
九
四
九
年
以
降
に
行
わ
れ
た
各
種
の
運
動
、
た
と
え
ば
、

土
地
改
革
・
婚
姻
法
の
普
及
・
抗
米
援
朝
・
反
革
命
鎭
匪
・
思
想
改
造
・
三
反

五
反
な
ど
の
諸
蓮
動
に
つ
い
て
、
そ
の
展
開
過
程
及
び
成
果
を
詳
細
に
検
討
し
、

六
一

（
五
一
七
V
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そ
の
結
果
、
結
論
と
し
て
「
共
産
窯
が
そ
の
中
國
麦
配
を
行
5
た
め
に
用
い
て

き
た
蓮
動
は
、
明
白
な
不
利
釜
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
黙
で
共

産
主
義
政
権
を
た
す
け
て
き
だ
」
、
（
九
九
頁
）
と
し
て
、
革
命
過
程
に
お
け
る
蓮

動
の
積
極
的
意
義
を
み
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
ば
、
新
中
國
の
政
治
過

程
に
み
い
だ
さ
れ
る
特
徴
的
諸
要
素
を
こ
み
よ
う
に
要
約
し
づ
づ
、
そ
の
考
察

の
封
象
を
つ
ぎ
に
脛
濟
の
問
題
に
う
つ
し
て
い
る
。
第
五
章
が
す
な
わ
ち
そ
れ

で
あ
る
。

三

　
著
者
は
ま
ず
、
新
中
國
が
現
在
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
方
法
に
な
ら
つ
て
、
重
工
業

の
建
設
を
中
心
と
す
る
吐
會
主
義
工
業
化
の
途
を
歩
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し

な
が
ら
、
北
京
政
府
が
こ
の
よ
う
な
本
格
的
吐
會
主
義
建
設
に
出
護
す
る
た
め

に
は
、
e
職
箏
で
破
壌
さ
れ
た
纒
濟
の
圏
復
　
口
國
家
に
よ
る
輕
濟
の
統
制

㊧
計
書
脛
濟
に
お
け
る
計
置
技
術
の
熟
達
、
と
い
う
三
つ
の
條
件
が
み
た
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
條
件
が
ど
の
程
度
ま
で
達
成
さ

れ
た
か
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
脛
濟
の
回
復
は
、
一
九
五
二
年

末
に
お
い
て
「
共
産
主
義
政
灌
の
期
待
し
た
よ
り
は
る
か
に
遅
れ
て
は
い
た
」

け
れ
ど
も
、
「
そ
の
成
果
は
決
し
て
輕
覗
し
え
な
い
」
（
一
〇
三
頁
）
ほ
ど
の
も

の
で
あ
り
、
ま
た
第
二
の
條
件
に
つ
い
て
も
「
一
九
五
二
年
末
ま
で
に
脛
濟
の

國
家
的
濁
占
の
基
礎
は
定
め
ら
れ
て
い
た
」
（
蝿
〇
六
頁
）
の
で
あ
る
が
、
計
蚤

技
術
の
問
題
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
に
く
ら
べ
れ
ば
著
し
く
そ
の
進
歩
が

逞
れ
て
い
た
の
で
あ
つ
て
、
一
九
五
三
年
に
始
め
ら
れ
た
第
一
次
五
ヵ
年
計
書

は
、
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
つ
て
順
調
に
す
べ
り
出
し
た
わ
げ
で
は
な
か
つ
た
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
北
京
政
府
が
五
ヵ
年
計
書
の
途
行
に
關
蓮
し
て
當
面
し

六
二

（
五
一
八
）

た
困
難
は
、
こ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
か
つ
た
。
た
と
え
ば
、
中
國
の
工
業

化
の
成
否
は
究
極
的
に
は
農
業
生
産
の
壇
加
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
急
激
に
壇
大
す
る
毘
大
な
人
口
の
匪
力
と
急
速
に
生
産
を
増
加
し
え
な
い

と
い
う
事
情
が
存
在
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
資
本
蓄
積
の
困
難
、
交
通
の

未
獲
達
、
教
育
及
び
按
術
水
準
の
低
位
、
統
計
の
不
正
確
、
な
ど
い
ろ
い
ろ
の

問
題
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
北
京
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
困
難
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ソ
ヴ
ェ
ト
連
邦
の
援
助
の
も
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
、

「
ス
タ
！
リ
ン
の
第
一
次
五
ヵ
年
計
書
の
型
に
し
た
が
つ
て
中
國
を
工
業
化
し

よ
う
と
す
る
そ
の
計
書
を
す
す
め
て
い
る
」
（
一
二
〇
頁
）
の
で
あ
つ
て
、
こ
の

こ
と
は
當
然
、
新
中
國
の
基
本
的
な
革
命
階
級
で
あ
る
勢
働
者
及
び
農
民
、
さ

ら
に
は
知
識
分
子
に
封
し
て
重
大
な
犠
牲
を
要
求
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
か
く
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
六
、
七
、

八
の
各
章
に
お
い
て
、
新
中
國
に
お
け
る
前
記
諸
階
級
の
現
實
の
地
位
に
つ
い

て
、
分
析
を
行
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
著
者
は
、
ま
ず
農
民
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
九
四
九
年
以
後
に
お

け
る
土
地
改
革
の
展
開
過
程
と
、
そ
れ
が
次
第
に
協
同
化
へ
饗
展
し
て
ゆ
く
過

程
と
を
詳
細
に
槍
討
し
、
肚
會
主
義
建
設
の
當
然
の
要
求
で
あ
る
土
地
の
協
同

化
と
政
府
に
よ
る
農
産
物
の
強
制
的
購
入
に
封
し
て
農
民
の
不
瀾
が
た
か
ま
り

つ
つ
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
螢
働
者
に
關
し
て
は
、
公
式
に
は
新

中
國
の
指
導
的
階
級
と
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
實

際
に
は
、
勢
働
時
聞
・
賃
銀
を
は
じ
め
、
そ
の
螢
働
條
件
は
改
善
さ
れ
て
は
い

な
い
の
で
あ
つ
て
、
螢
働
模
範
の
制
度
や
生
産
競
雫
に
よ
る
勢
働
強
化
も
行
わ

れ
、
常
時
螢
働
者
総
籔
の
二
〇
％
程
度
の
失
業
者
も
存
在
す
る
實
状
で
あ
り
、

し
た
が
つ
て
、
「
中
國
の
鍔
働
者
は
、
農
民
と
同
じ
よ
う
に
、
共
産
窯
に
よ
つ
て



欺
か
れ
た
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
を
自
豊
し
は
じ
め
て
い
る
」
（
一
七
五
頁
）
と
著

者
は
明
確
に
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
今

日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
共
研
究
に
は
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
と
く
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
新
中
國
に
お
い
て
、
著

者
の
指
摘
す
る
よ
う
な
事
實
は
存
在
す
る
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
れ
が
果
し
て

ど
の
程
度
ま
で
一
般
化
し
て
い
る
か
、
ま
た
一
般
化
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
な
お
愼
重
に
槍
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。

　
著
者
は
、
第
八
章
に
お
い
て
は
、
勢
働
者
・
農
民
に
つ
い
で
、
新
中
國
に
お

け
る
文
化
思
想
統
制
及
び
そ
こ
に
お
け
る
知
識
分
子
の
地
位
に
つ
い
て
瞼
討
を

加
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
、
共
産
窯
に
お
け
る
整
風
蓮
動
、
少
籔

民
族
問
題
、
宗
教
－
佛
教
・
道
教
・
キ
リ
ス
ト
教
に
封
す
る
！
間
題
、
新

聞
出
版
の
統
制
、
教
育
、
思
想
改
造
、
な
ど
の
諸
問
題
が
考
察
の
封
象
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
氏
は
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
つ
う
じ
て
、
い

ず
れ
の
問
題
に
封
し
て
も
毛
澤
東
を
頂
黙
と
す
る
共
産
窯
の
意
向
が
彊
力
に
反

映
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
e
共
産
窯
に
よ
る
完
全
な
統

制
⇔
共
産
主
義
へ
の
瞬
一
㊧
「
望
ま
し
か
ら
ざ
る
影
響
」
の
排
除
㈲
マ

ル
ク
シ
ズ
ム
的
民
族
主
義
を
中
核
と
す
る
愛
國
心
の
創
造
爾
ソ
ヴ
ェ
ト
蓮
邦

の
纒
験
と
方
法
の
適
用
、
と
い
う
五
つ
の
目
標
を
實
現
し
う
る
よ
う
に
實
施
さ

れ
、
「
こ
の
五
年
間
に
中
國
の
文
化
と
知
識
分
子
は
全
騰
主
義
的
教
読
に
服
從

す
る
よ
う
に
な
つ
て
き
て
い
る
」
（
二
一
三
頁
）
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
中
國
の
急
激
な
國

内
的
攣
革
を
一
鷹
成
功
に
み
ち
び
い
た
も
の
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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介
と
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著
者
は
す
で
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
が
共
産
窯

中
央
委
員
會
に
よ
る
大
衆
の
心
理
的
統
制
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
心
理
的
統
制
を
非
常
に
有
敷
に
し
た
も
の
が
、
入
民
に

う
え
つ
け
ら
れ
た
「
恐
怖
」
観
念
で
あ
つ
た
こ
と
を
彊
く
主
張
し
て
い
る
。
第

九
章
は
こ
の
問
題
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
著
者
は
、
主
と

し
て
、
土
地
改
革
及
び
反
革
命
鎭
塵
の
過
程
を
つ
う
じ
て
、
共
甕
窯
に
ょ
る
實

力
の
行
使
が
い
か
に
徹
底
的
且
つ
廣
汎
に
行
わ
れ
た
か
を
概
観
し
、
そ
こ
に
見

出
さ
れ
る
奴
隷
螢
働
、
粛
清
、
拷
問
、
投
獄
な
ど
に
封
す
る
恐
怖
が
、
人
民
を

共
産
黛
の
統
制
支
配
に
服
從
さ
せ
る
う
え
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と

を
具
豊
的
に
論
讃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て

は
、
中
華
人
民
共
和
國
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
蓮
邦
と
同
様
に
、
も
つ
と
も
徹
底
し
た

警
察
國
家
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
國
家
権
力
に
よ
る
共
産
窯
の
人
民
支
配

が
存
在
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
民
主
主
義
と
は
ま
つ
た
く
ほ
ど
遠
い

存
在
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
オ
ー
カ
ー
氏
の
新
中
國
観
の
基

本
的
立
場
も
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
つ
て
差
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

四

　
新
中
國
の
封
外
關
係
の
在
り
方
が
、
政
治
・
軍
事
・
輕
濟
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
わ
た
つ
て
、
中
華
人
民
共
和
國
の
革
命
過
程
に
重
大
な
影
響
を
も
つ
て
い

る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
て
著
者
は
、
十
、
十

一
、
十
二
の
各
章
に
お
い
て
、
新
中
國
の
外
交
の
一
般
的
性
格
、
中
ソ
及
び
中

米
關
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず

新
中
國
の
外
交
の
背
景
に
横
た
わ
つ
て
い
る
主
要
な
特
徴
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三

六
三

（
五
一
九
）
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つ
が
撃
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
e
共
産
主

義
政
灌
が
そ
の
領
土
内
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
外
部
に
示
す
場
合
、
そ
の
表
現
は

す
べ
て
政
府
に
よ
つ
て
濁
占
さ
れ
た
公
式
な
も
の
で
あ
つ
て
、
西
歓
諸
國
の
場

合
の
よ
う
に
非
公
式
な
私
的
な
見
解
の
表
明
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
こ

れ
が
共
壼
主
義
政
灌
の
外
交
に
統
一
的
な
性
格
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
　
㊧
新

中
國
は
完
全
に
ソ
ヴ
ェ
ト
蓮
邦
の
陣
管
に
驕
し
、
根
本
的
に
は
資
本
主
義
諸
國

と
封
立
す
る
こ
と
を
た
て
ま
え
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
第
三
の
道
」
は
な
い
と
い

う
見
解
を
と
つ
て
い
る
こ
と
　
㊧
國
内
問
題
と
國
際
問
題
と
を
階
級
岡
雫
に
關

蓮
さ
せ
て
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
ー
の
三
つ
が
こ

れ
で
あ
る
が
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
氏
は
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
特

徴
の
う
え
に
た
つ
新
中
國
外
交
の
具
腔
的
展
開
過
程
を
分
析
し
、
そ
の
目
標

が
、
e
世
界
に
お
け
る
五
大
國
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
　
ω
ア
ジ

ア
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
る
　
㊧
ア
ジ
ア
に
緊
張
状
態
を
つ

く
り
だ
す
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
國
内
的
弱
黙
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
　
㈲
一
二
〇
〇

萬
以
上
の
華
僑
を
支
配
す
る
　
㊨
ア
ジ
ア
に
お
い
て
そ
の
影
響
地
域
及
び
支
配

地
域
を
撮
大
す
る
　
㈹
帝
國
主
義
諸
國
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
ソ
ヴ
ェ
ト
連
邦
か
ら

も
新
中
國
が
完
全
に
濁
立
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
こ
と
、
に
あ
つ
た
事
實

を
指
摘
し
、
さ
ら
に
新
中
國
の
將
來
を
決
定
す
る
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る

中
ソ
關
係
の
分
析
に
う
つ
つ
て
い
る
。

　
著
者
は
、
第
十
一
章
に
お
い
て
、
過
去
五
年
間
に
お
け
る
中
ソ
の
關
係
が
、

轍
多
く
の
問
題
を
ふ
く
み
な
が
ら
も
、
政
治
・
軍
事
・
痙
濟
・
肚
會
・
文
化
の

各
分
野
に
わ
た
つ
て
、
緊
密
化
へ
の
熱
心
な
努
力
に
よ
つ
て
う
ら
づ
け
ら
れ
て

き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
章
の
蕨
述
を
つ
う
じ
て
と

く
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
著
渚
が
、
e
新
中
國
に
は
チ
ト
ー

六
四

（
五
二
〇
）

化
す
る
傾
向
は
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
　
㊤
「
毛
澤
東
政
罐
を
ソ
連
に
お
し
や

つ
た
の
は
西
歓
側
の
反
封
で
は
な
く
、
そ
の
弱
さ
と
共
窪
主
義
制
度
の
組
織
．

教
義
及
び
そ
の
残
忍
さ
で
あ
り
、
…
…
鐵
の
カ
ー
テ
ソ
の
外
側
に
あ
る
世
界
の

統
一
と
カ
と
決
定
的
反
封
こ
そ
、
そ
の
教
義
の
妥
當
性
と
、
ソ
蓮
邦
と
の
同
盟

に
よ
つ
て
え
ら
れ
る
將
來
の
疑
わ
し
い
利
釜
と
を
中
共
の
指
導
者
に
再
考
さ
せ

る
も
つ
と
も
有
敷
な
手
段
で
あ
る
」
（
二
九
九
ー
三
〇
〇
頁
）
こ
と
を
確
信
し
て

い
る
事
實
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
中
共
の
チ
ト
ー
化
論
に
封
す
る
分
析

は
、
今
日
ま
で
に
と
な
え
ら
れ
た
殆
ん
ど
す
べ
て
の
論
黙
を
網
羅
し
、
そ
の
一

つ
一
つ
に
つ
い
て
論
振
を
撃
げ
て
反
封
意
見
を
展
開
L
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
努
力
は
多
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
第
二
の
見
解
は
、
現
在
の

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
も
つ
と
も
支
配
的
な
意
見
で
あ
り
、
と
く
に
目
新
し
い

も
の
で
は
な
い
が
、
や
は
リ
ア
メ
リ
カ
の
劉
華
政
策
の
基
本
を
な
し
て
い
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
注
目
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
中
ソ
關
係
と
封
照
的
立
場
に
あ
る
の
が
中
米
關
係
で
あ
る
。
中
華
人
民
共
和

國
は
、
過
去
五
年
に
わ
た
つ
て
、
ア
メ
リ
カ
を
も
つ
と
も
重
要
な
帝
國
主
義
國

家
と
し
て
攻
撃
し
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
孤
立
化
を
主
要
な
外
交
目

標
と
し
て
そ
の
實
現
に
つ
と
め
て
き
た
。
第
十
二
章
は
、
主
と
L
て
こ
の
よ
5

な
中
米
關
係
の
歴
史
的
過
程
の
検
討
と
豪
醤
問
題
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
分
析
と

に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
、
こ
こ
で
と
く
に
と
り
あ
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
見
當
ら
な
い
。

　
第
十
三
章
「
共
産
中
國
の
挑
戦
」
は
、
本
書
の
結
論
的
部
分
に
相
鴬
す
る
。

ウ
ォ
ー
カ
ー
氏
は
、
ま
ず
、
共
産
主
義
政
灌
の
性
格
に
つ
い
て
、
e
大
來
的
に

好
職
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
今
日
と
な
え
ら
れ
て
い
る
雫
和
的
共
存
は

軍
な
る
職
術
に
す
ぎ
な
い
こ
と
　
⇔
「
共
産
主
義
的
支
醗
は
欺
聴
と
不
証
直
と



に
も
と
づ
く
」
（
…
≡
頁
）
統
治
で
あ
り
、
中
共
政
灌
は
灌
力
が
増
大
す
る
に

つ
れ
て
そ
の
腐
敗
も
壇
加
し
て
い
る
こ
と
　
⑫
そ
れ
は
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る

面
を
そ
の
統
制
下
に
お
こ
う
と
す
る
要
求
を
も
つ
て
い
る
こ
と
　
㈲
中
共
政
権

は
新
し
い
型
の
東
洋
的
專
制
政
治
の
基
礎
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
こ
と
ー
を

明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
こ
の
よ
う
な
專
制
的
支
配
は
、
人
民
の
支
持
を
失
い
、

そ
の
抵
抗
を
ま
ね
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
歴
史
的
先
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
そ
れ
ほ
ど
短
期
聞
に
崩
壊
し
去
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
共
産
主
義
政
灌
の
太
來
の
性
格
で
あ
る
到
外
的
膨
脹
は
、

蜥
乎
と
し
て
阻
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
共
産
主
義
政
構
そ
の
も
の
の

崩
壌
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
、
そ
の

目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
戦
雫
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
な

ん
と
し
て
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
「
政
治
家
、
學
者
及
び

思
慮
深
い
國
民
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
重
大
な
義
務
は
、
新
し
い
共
毒
主
義
的
專

制
政
治
の
性
格
を
理
解
し
、
で
き
う
れ
ば
そ
の
灌
力
を
内
部
的
に
崩
壌
せ
し
め

う
る
弱
馳
を
獲
見
す
る
」
（
三
二
六
頁
）
こ
と
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
は
、

ア
ジ
ア
の
非
共
産
主
義
國
に
射
し
て
共
産
主
義
的
夏
制
政
治
の
實
態
を
理
解
さ

せ
、
積
極
的
に
援
助
を
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
ア
ジ
ア
を
貧
困
と
無
知
か
ら

解
放
し
、
か
れ
ら
に
共
産
主
義
に
か
わ
る
べ
き
も
の
を
あ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
非
常
な
費
用
を
ア
メ
リ
カ
に
要
求
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
「
共
産
主
義
國
の
挑
職
に
鷹
ず
る
こ
と
に
失
敗
し
た
場
合
の
犠
牲
に
く
ら

べ
れ
ば
大
し
た
も
の
で
は
な
い
」
（
三
二
七
頁
）
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
著
者
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
確
固
た
る
封
華
及
び
封
ア
ジ
ア
政
策
の

樹
立
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
本
書
を
通
讃
し
て
え
た
筆
者
の
総
括

的
な
感
想
を
述
べ
て
こ
の
紹
介
を
終
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
本
書
が
、
こ
の
種
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
、
非
常
な
力
作
で
あ

る
こ
と
は
、
正
當
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
書
物
を

一
貫
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
と
り
扱
う
に
あ
た
つ
て
、

い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
人
的
見
方
が
非
常
に
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
共
産
主
義
の
問
題
を
理
解
す
る
場
合
に
、
共
産

窯
に
よ
る
灌
力
的
支
配
、
人
民
に
封
す
る
抑
墜
、
人
民
の
反
抗
、
と
い
う
劃
一

的
な
圖
式
に
よ
つ
て
問
題
を
と
ら
え
、
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
共
産
主
義
國
に
そ
の

ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
議
論
を
す
す
め
て
い
く
傾
向
が
つ
よ
い
の
で

あ
る
が
、
果
し
て
こ
の
よ
う
な
方
法
だ
け
で
現
在
の
中
共
政
灌
と
入
民
と
の
關

係
を
一
般
的
に
理
解
し
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
本
書
に
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
随
所
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ

の
こ
と
が
各
種
の
資
料
を
詐
贋
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
到
断
の
内
容
に
大
き
な

影
響
を
あ
た
え
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
、
西
鰍
的
感
畳
も
し
く
は
西
厭
的
生
活
水
準
を
は
な
れ
て
、
過
去

に
お
け
る
最
悪
の
生
活
環
境
と
歴
史
的
條
件
と
を
攣
革
し
た
中
國
人
の
意
識

を
、
中
國
人
の
立
場
に
立
つ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
忠
雄
）

紹
介
と
批
評

六
五

（
五
一
二
）


