
〔
書
評
〕
比
較
史
か
ら
理
解
す
る
中
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ 

―

劉
海
龍
『
宣
伝―

観
念
、
話
語
及
其
正
当
化
』―

 
 
 

 

比
護 

遥 
   
 
 

一 

は
じ
め
に 

 

一
昨
年
（
二
〇
二
一
年
）
に
中
国
の
国
営
放
送
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｖ

（
中
国
中
央
電
視
台
）
な
ど
で
放
送
さ
れ
た
、『
緊
急
公
関
』

と
い
う
ド
ラ
マ
が
あ
る
（
一
）
。
「
公
関
」
と
は
「
公
共
関
係 

(public relations)

」
の
略
、
す
な
わ
ち
Ｐ
Ｒ
（
広
報
）
の
こ

と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
企
業
の
不
祥
事
な
ど
に
際
し
て
行
わ
れ

る
ク
ラ
イ
シ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
題
材
と
し
た
社
会

派
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
か
つ
て
有
能
な
記
者
で
あ
っ
た
主
人
公
は
、

重
大
な
誤
報
を
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
メ
デ
ィ
ア
業
界
を

離
れ
て
い
た
が
、
思
い
が
け
な
い
経
緯
で
Ｐ
Ｒ
会
社
に
入
り
、

新
設
さ
れ
た
ク
ラ
イ
シ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
部
門
を
責

任
者
と
し
て
率
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
不
都
合
な
事
実
の
隠
蔽

や
歪
曲
を
図
る
や
り
方
に
主
人
公
は
反
発
し
て
、
過
ち
を
認
め

積
極
的
に
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
で
問
題
の
解
決
を
図
り
、
そ

の
過
程
で
自
ら
の
過
去
に
も
向
き
合
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
物

語
の
大
筋
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
ド
ラ
マ
は
最
終
的
に
、
社
会
的
正
義
と

両
立
し
う
る
も
の
と
し
て
Ｐ
Ｒ
を
肯
定
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。

熱
し
や
す
く
冷
め
や
す
い
ネ
ッ
ト
世
論
に
正
面
か
ら
向
き
合
い

な
が
ら
、
情
報
の
公
開
性
と
真
実
性
に
こ
だ
わ
っ
て
い
く
Ｐ
Ｒ

の
営
み
が
、
宣
伝
（
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
）
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
は

ず
の
国
営
放
送
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
や
や
奇
異
に

も
感
じ
る
。
た
だ
、
宣
伝
か
ら
Ｐ
Ｒ
へ
の
歴
史
的
連
続
性
を
指
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摘
す
る
近
年
の
研
究
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
（
二
）
、
そ
の
両
者
を

別
個
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
こ
そ
を
疑
う
べ
き
な
の
か
も
し

れ
な
い
。 

中
国
の
宣
伝
と
い
え
ば
、
権
威
主
義
体
制
の
下
で
の
「
嘘
」

と
い
う
印
象
を
持
つ
人
は
日
本
で
は
少
な
か
ら
ず
い
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
一
定
の
根
拠
は
あ
ろ
う
が
、
過
度
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ

ル
に
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
も
否
め
ず
、
西
側
民
主
主
義

国
と
比
較
不
能
な
ま
で
に
異
な
る
の
か
は
留
保
を
要
す
る
。
メ

デ
ィ
ア
史
研
究
に
お
い
て
は
、
総
力
戦
体
制
の
共
時
性
に
着
目

し
て
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
、
日
本
な
ど
を
あ
る
程
度
相
対
的
に

論
じ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
佐
藤
卓
己
の
『
現

代
メ
デ
ィ
ア
史
』（
新
版
二
〇
一
八
年
）
は
、
日
米
英
独
の
比

較
史
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
（
三
）
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
教
科

書
や
基
本
書
に
お
い
て
中
国
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
（
四
）
。
中
国
が
ア
メ
リ
カ
と
肩
を
並
べ
る
超
大
国
に

な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
そ
れ
を
完
全
に
無
視
し
て
議
論
を
展
開

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。 

宣
伝
の
言
説
史
を
主
に
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
、
ド
イ
ツ
、
そ
し

て
中
国
を
比
較
し
つ
つ
整
理
す
る
本
書
『
宣
伝―

観
念
、
言
説

及
び
そ
の
正
当
化
（
宣
伝―

観
念
、
話
語
及
其
正
当
化
）』
は
、

こ
の
不
足
を
埋
め
る
好
著
で
あ
る
（
五
）
。
初
版
は
二
〇
一
三
年

に
発
行
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
に
改
訂
版
が
発
行
さ
れ
た
。
な
お
、

二
〇
一
九
年
に
は
「Chinese Perspectives on Journalism

 
and Com

m
unication

」
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
英
語
に
も

翻
訳
さ
れ
て
い
る
（
六
）
。
本
書
評
の
記
述
は
基
本
的
に
二
〇
二

〇
年
の
改
訂
版
に
よ
る
。
著
者
の
劉
海
龍
は
中
国
人
民
大
学
新

聞
学
院
の
教
授
で
、
本
書
は
同
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文

（
二
〇
〇
八
年
）
を
も
と
に
改
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
書
評
で
は
、
は
じ
め
に
全
体
の
概
略
を
示
し
た
う
え
で
、

評
価
を
記
す
こ
と
に
し
た
い
。 

 
 
 
 

二 

本
書
の
概
要 

 
（
一
）
問
題
設
定
と
構
成
（
は
じ
め
に
、
第
一
章
） 

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
を
経
て
、

少
な
く
と
も
西
側
社
会
に
お
い
て
は
「
宣
伝
（
プ
ロ
パ
ガ
ン
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ダ
）」
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
語
ら
れ
る
概
念
に
な
っ
て
い
る
（
七
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｐ
Ｒ
や
広
告
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ

シ
ー
な
ど
の
様
々
な
概
念
に
言
い
換
え
ら
れ
つ
つ
、
類
似
す
る

営
み
は
絶
え
間
な
く
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
そ

れ
を
肯
定
す
る
（
あ
る
い
は
否
定
す
る
）
言
説
が
無
数
に
生
み

出
さ
れ
続
け
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
、
宣

伝
に
携
わ
る
実
務
者
、
政
策
制
定
者
、
そ
し
て
学
術
研
究
者
の

三
者
に
よ
る
言
説
に
着
目
し
て
、
そ
の
な
か
で
い
か
に
し
て
宣

伝
が
「
正
当
化
」
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
跡
付
け
る

も
の
で
あ
る
（
八
）
。 

具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
著
者
は
本
書
の
問
い
を
設
定
し

て
い
る
。 

 

（
１
）
宣
伝
概
念
は
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
い
か

に
し
て
生
み
出
さ
れ
発
展
し
た
の
か
？ 

（
２
）
現
代
の
宣
伝
体
制
に
影
響
を
与
え
る
キ
ー
と
な
る
宣

伝
の
言
説
及
び
観
念
は
何
か
？ 

（
３
）
こ
れ
ら
の
キ
ー
と
な
る
宣
伝
の
言
説
及
び
観
念
は
ど

の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
あ
る
い
は
場
の
な
か
で
生
み
出
さ

れ
た
も
の
な
の
か
？
横
軸
と
縦
軸
か
ら
見
て
、
そ
れ
ら
の
宣

伝
言
説
と
そ
の
他
の
宣
伝
言
説
の
間
に
模
倣
や
衝
突
は
存
在

す
る
の
か
？ 

（
４
）
宣
伝
言
説
は
い
か
に
し
て
そ
の
正
当
性
を
論
証
し
て

き
た
の
か
？
宣
伝
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
倫
理

の
問
題
を
い
か
に
評
価
し
て
き
た
の
か
？
（
二
九
頁
＝
改
訂

版
の
頁
数
、
以
下
同
様
） 

 左
記
に
示
し
た
章
立
て
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
前
半
（
第
一

章
か
ら
第
七
章
）
で
ア
メ
リ
カ
や
ソ
連
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宣

伝
観
を
整
理
し
た
う
え
で
、
後
半
（
第
七
章
か
ら
第
十
二
章
）

に
お
い
て
そ
れ
が
中
国
に
移
入
さ
れ
て
か
ら
の
動
向
を
論
じ
る

構
成
に
な
っ
て
い
る
。
前
半
の
内
容
は
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い

る
類
書
と
重
な
る
部
分
も
多
い
た
め
、
本
書
評
で
は
特
に
中
国

に
つ
い
て
論
じ
た
後
半
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
全
体
を
要
約
す

る
こ
と
に
す
る
。 
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はは
じじ
めめ
にに  

宣宣
伝伝
言言
説説
及及
びび
そそ
のの
正正
当当
化化
のの
過過
程程 

第第
一一
章章  

  

宣宣
伝伝――

曖曖
昧昧
だだ
がが
重重
要要
なな
概概
念念 

第第
二二
章章  

  
非非
理理
性性
的的
なな
人人
間間
のの
発発
見見――

宣宣
伝伝
観観
念念
のの
勃勃
興興 

第第
三三
章章  

  
宣宣
伝伝
とと
民民
主主 

第第
四四
章章  

  

宣宣
伝伝
とと
革革
命命 

第第
五五
章章  

  

「「
総総
力力
戦戦
」」
かか
らら
「「
一一
体体
化化
」」
へへ 

第第
六六
章章  

  

旧旧
宣宣
伝伝
かか
らら
新新
宣宣
伝伝
へへ 

第第
七七
章章  

  

国国
民民
をを
目目
覚覚
めめ
ささ
せせ
るる――

中中
国国
にに
おお
けけ
るる
宣宣
伝伝
観観

念念
のの
誕誕
生生 

第第
八八
章章  

  

知知
識識
人人
とと
宣宣
伝伝――

中中
国国
にに
おお
けけ
るる
近近
代代
宣宣
伝伝
観観
念念

のの
分分
化化 

第第
九九
章章  

  

中中
国国
にに
おお
けけ
るる
現現
代代
宣宣
伝伝
観観
念念
のの
形形
成成
とと
発発
展展 

第第
十十
章章  

  

建建
国国
初初
期期
にに
おお
けけ
るる
宣宣
伝伝
観観
念念
のの
衝衝
突突
とと
体体
制制
化化 

第第
十十
一一
章章  

一一
元元
的的
反反
精精
神神
汚汚
染染
かか
らら
科科
学学
的的
危危
機機
管管
理理
へへ 

第第
十十
二二
章章  

宣宣
伝伝
１１
．．
００
かか
らら
宣宣
伝伝
３３
．．
００
へへ――

中中
国国
にに
おお
けけ

るる
宣宣
伝伝
観観
念念
のの
デデ
ジジ
タタ
ルル
・・
アア
ッッ
ププ
デデ
ーー
トト 

おお
わわ
りり
にに  

羊羊
飼飼
いい
のの
苦苦
境境 

 

（
二
）
科
学
的
宣
伝
モ
デ
ル
（
第
二
章
、
第
三
章
、
第
六
章
） 

本
書
の
前
半
で
は
、
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る

宣
伝
言
説
の
整
理
を
通
し
て
、
主
に
は
「
科
学
的
宣
伝
モ
デ
ル
」

と
「
一
体
化
宣
伝
モ
デ
ル
」
と
い
う
二
つ
の
類
型
が
提
起
さ
れ

て
い
る
（
次
頁
の
表
）。
ま
ず
、「
科
学
的
宣
伝
モ
デ
ル
」
と
い

う
の
は
、
主
に
は
ア
メ
リ
カ
（
や
イ
ギ
リ
ス
）
で
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。 

近
代
的
意
味
に
お
け
る
宣
伝
概
念
が
生
ま
れ
る
契
機
と
な
っ

た
の
は
、
最
初
の
「
総
力
戦
」
と
し
て
の
第
一
次
世
界
大
戦
で

あ
る
。
宣
伝
が
戦
争
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の

な
か
に
虚
偽
の
情
報
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

自
由
民
主
主
義
に
二
つ
の
挑
戦
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
大
衆
の
理
性
を
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
、「
思
想
の
自
由
市
場
」
と
い
う
前
提
が
成

り
立
た
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
衆
が
反
民
主
主
義
的
な

宣
伝
に
操
作
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
の
も

と
で
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
の
宣
伝
が
正
当
化
さ
れ
得
る
の

か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。 
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表表  二二つつのの宣宣伝伝モモデデルルのの比比較較 
出典：本書「おわりに」をもとに評者作成 

そ
の
な
か
で
、
民
主

主
義
と
宣
伝
は
両
立
し

う
る
と
い
う
立
場
を
明

確
に
打
ち
出
す
こ
と
に

な
っ
た
の
が
エ
ド
ワ
ー

ド
・
バ
ー
ネ
イ
ズ
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
宣
伝

も
ま
た
言
論
の
自
由
の

一
部
で
あ
り
、
現
実
の

複
雑
性
を
低
減
さ
せ
る

た
め
の
情
報
を
提
供
す

る
に
す
ぎ
な
い
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

強
制
に
よ
ら
ず
と
も
、

科
学
的
な
手
法
を
通
し

て
大
衆
を
導
き
、
「
合

意
を
製
造
す
る
」
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
の
あ
る
「
宣

伝
」
は
、
中
立
的
な
「
Ｐ
Ｒ
」
へ
と
言
い
換
え
ら
れ
、
正
当
化

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ―

シ
ョ
ン

研
究
に
お
い
て
も
「
限
定
効
果
論
」
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
な

か
で
、
大
衆
が
一
方
的
に
宣
伝
に
操
作
さ
れ
る
と
い
う
と
い
う

恐
怖
は
薄
れ
、
他
方
で
社
会
科
学
的
な
手
法
に
基
づ
く
宣
伝
が

見
え
に
く
い
形
で
広
ま
っ
て
い
く
。 

 

（
三
）
一
体
化
宣
伝
モ
デ
ル
（
第
四
章
、
第
五
章
） 

も
う
一
つ
の
「
一
体
化
宣
伝
モ
デ
ル
」
は
、
主
に
ソ
連
の
言

説
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
特
に
レ
ー
ニ
ン

の
宣
伝
観
を
重
点
的
に
分
析
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る
前
提

は
、
有
効
な
宣
伝
と
は
必
ず
統
合
的
な
宣
伝 (propaganda of 

integration) 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
公
民
に
対
し
て
政
治
教
育
を
行
い
、
資
本
主
義

制
度
を
嫌
悪
さ
せ
、
社
会
主
義
制
度
を
認
め
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
党
員
を
政
治
宣
伝
に
参
加
さ
せ
、

⼀体化宣伝モデル
（宣伝1.0）

科学的宣伝モデル
（宣伝2.0）

社会のあらゆる情報系統を独占的に
コントロールして、⼤衆にイデオロ

ギーを強制的に教え込む

特徴 受け⼿に選択の⾃由があるという前
提の下で、⼤衆の⼼理的特徴などを

研究して、説得を⾏う
短期的なコミュニケーションの効率 重点 ⻑期的なコミュニケーションの効果

理想とする⼈間を作り出す ⽬標 理想とする社会的⾏動を引き起こす
ソ連（＋ナチス・ドイツ） 代表例 アメリカ（＋イギリス）
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能
動
的
な
情
報
伝
達
を
通
し
て
、
党
員
の
間
の
連
携
を
固
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
〇
八
頁
）。 

こ
こ
で
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
言
論
の
自

由
」
は
偽
善
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。
労
働
者
階
級

が
搾
取
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
「
自
由
」
と
は
表
面
的
な

も
の
で
し
か
な
く
、
党
の
指
導
の
下
で
思
想
を
統
一
す
る
こ
と

が
優
先
さ
れ
た
。
最
終
的
に
ソ
連
の
解
体
に
よ
り
こ
の
宣
伝
体

制
が
崩
壊
し
た
こ
と
は
、「
効
率
の
強
調
と
民
主
自
由
の
間
の

矛
盾
」（
一
二
五
頁
）
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
と
著
者
は

論
じ
る
。 

さ
ら
に
著
者
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
を
中
心
に
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
の
宣
伝
観
を
考
察
し
た
う
え
で
、
そ
れ
と
ソ
連
の

類
似
性
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
は
異
な
る
も
の
の
、
ド
イ
ツ
の
宣

伝
の
観
念
と
体
制
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
も
の
と
少

な
か
ら
ぬ
類
似
点
が
あ
る
。
も
し
も
ソ
連
の
宣
伝
体
制
を

「
一
体
化
」
宣
伝
モ
デ
ル
の
左
翼
的
な
表
れ
だ
と
す
れ
ば
、

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
宣
伝
体
制
は
「
一
体
化
」
宣
伝
モ
デ
ル

を
右
翼
的
に
過
激
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
い

ず
れ
も
国
家
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
、
一

党
が
支
配
す
る
政
権
、
反
対
意
見
に
寛
容
で
は
な
い
宣
伝
体

制
を
作
り
出
し
た
。
（
中
略
）
戦
争
の
初
期
に
お
い
て
は

〔
引
用
者
注
：
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
〕
こ
の
宣
伝
体
制

は
驚
く
べ
き
効
率
を
見
せ
つ
け
た
が
、
事
実
と
し
て
は
、
軍

事
上
の
冒
険
的
な
行
為
が
挫
折
し
て
か
ら
は
、
苦
心
し
て
作

り
上
げ
た
「
一
体
化
」
宣
伝
シ
ス
テ
ム
も
つ
い
に
崩
壊
し
た

の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
宣
伝
観
念
と
ソ
連
の
宣
伝

観
念
の
失
敗
は
い
ず
れ
も
、
個
人
の
自
由
を
無
視
し
て
、
最

大
限
の
行
動
を
動
員
す
る
能
力
を
求
め
る
宣
伝
シ
ス
テ
ム
は
、

短
期
的
に
は
爆
発
的
に
大
き
な
力
を
出
す
が
、
弾
力
性
に
欠

け
、
政
権
の
長
期
的
な
安
定
を
保
つ
こ
と
は
難
し
い
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
。（
一
五
〇
頁
） 

 
（
四
）
清
末
民
国
期
の
中
国
（
第
七
章
、
第
八
章
） 

こ
こ
ま
で
に
見
た
諸
外
国
に
お
け
る
宣
伝
言
説
の
二
つ
の
類
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型
を
前
提
と
し
て
、
本
書
の
後
半
で
は
中
国
に
お
い
て
い
か
に

そ
れ
ら
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
議
論
さ
れ
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
る
。 

著
者
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
最
初
の
本
格
的

な
宣
伝
活
動
が
行
わ
れ
た
の
は
清
末
の
維
新
変
法
運
動
に
お
い

て
の
こ
と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
梁
啓
超
が
重
要
な
思
想
家
で
あ

る
。
彼
は
「
宣
伝
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
使
っ
て
い
な
か

っ
た
が
、
国
民
性
を
改
造
し
て
近
代
的
な
政
治
意
識
を
持
っ
た

「
新
民
」
を
作
り
出
す
と
い
う
明
確
な
意
識
が
あ
り
、
そ
の
た

め
の
宣
伝
と
教
育
を
区
別
せ
ず
に
考
え
る
と
い
う
特
徴
が
あ
っ

た
。
大
衆
へ
の
啓
蒙
を
宣
伝
の
正
当
性
の
根
拠
と
す
る
発
想
は

中
華
人
民
共
和
国
期
に
到
る
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
し

て
、「
中
国
共
産
党
は
こ
の
接
合
点 (articulation) 
を
う
ま
く

使
っ
て
、
伝
統
的
な
士
大
夫
の
道
統
に
対
す
る
信
仰
を
、
宣
伝

国
家 (propaganda state) 

へ
の
忠
誠
へ
と
転
化
さ
せ
た
」（
一

八
四
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。 

ソ
連
に
お
け
る
革
命
の
経
験
か
ら
宣
伝
が
持
つ
力
を
正
確
に

理
解
し
て
、
そ
の
宣
伝
体
制
を
中
国
に
移
植
し
よ
う
と
し
た
の

が
孫
文
で
あ
る
。
孫
文
は
梁
啓
超
と
違
っ
て
宣
伝
と
教
育
を
分

け
て
考
え
て
お
り
、
国
民
の
素
質
を
引
き
上
げ
る
よ
り
先
に
、

ま
ず
大
衆
に
「
主
義
」（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
を
受
け
入
れ
さ
せ

る
こ
と
が
宣
伝
の
役
割
で
あ
る
と
し
た
。
一
般
の
民
衆
と
「
先

覚
者
」
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
後
者
を
代
表
す
る
の
が
中
国
国

民
党
と
さ
れ
た
。 

ソ
連
の
組
織
体
制
に
倣
っ
た
一
九
二
四
年
の
国
民
党
の
改
組

に
伴
い
、
中
央
宣
伝
部
も
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
九
）
。

そ
の
最
初
期
に
お
け
る
代
理
部
長
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
の
が
毛
沢
東
で
あ
り
、
宣
伝
を
通
し
た
党
内
の
規
律
強
化

が
図
ら
れ
た
。
国
共
合
作
期
に
お
け
る
彼
の
こ
の
経
験
は
、
後

に
中
国
共
産
党
の
宣
伝
に
お
い
て
も
大
い
に
生
か
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。 

し
か
し
、
一
九
二
七
年
に
蔣
介
石
が
共
産
党
を
排
斥
し
て
か

ら
は
、
ソ
連
を
モ
デ
ル
に
し
た
宣
伝
体
制
は
弱
体
化
し
て
い
っ

た
。
同
時
に
、
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
宣
伝

概
念
も
中
国
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
知
識
人
の
間
で
宣

伝
の
正
当
性
が
争
点
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
抗
日
戦

争
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
は
宣
伝
に
関
す
る
書
籍
が
数
多
く
出
版
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さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
宣
伝
」
は
一
部
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト

に
限
ら
れ
な
い
日
常
的
な
語
彙
と
な
っ
た
。 

こ
の
時
期
に
新
た
に
表
れ
た
知
識
人
に
よ
る
宣
伝
言
説
は
、

大
き
く
四
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
宣
伝
に
よ
り
国
際

世
論
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
戦
争
を
有
利
に
進
め
ら
れ
る
と

考
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
説
で
あ
り
、
戦
時
期
の
知
識
人

に
よ
る
宣
伝
言
説
の
主
流
を
な
し
た
。
代
表
的
人
物
と
し
て
、

李
達
や
郭
沫
若
が
い
る
。 

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
の
宣
伝
概
念
の
影
響
を
受
け
、
事
実
を

も
と
に
し
た
中
立
的
な
技
術
と
し
て
宣
伝
を
捉
え
る
プ
ロ
フ
ェ

ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
説
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
を
持
つ
「
宣
伝
」
が
「
Ｐ
Ｒ
」
と
言
い
換

え
ら
れ
た
の
に
対
し
、
中
国
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
の
立
場
を
取
っ
た
の
は
、
燕
京
大
学
新
聞
学
系
主
任
で

あ
っ
た
梁
士
純
ら
で
あ
る
。 

第
三
に
、
政
府
が
宣
伝
を
行
う
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
一

元
的
な
言
論
統
制
を
す
れ
ば
か
え
っ
て
信
用
が
失
わ
れ
る
と
し

て
、
言
論
の
自
由
の
確
保
を
求
め
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（「
新
聞
専
業
主
義
」）
の
言

説
で
あ
る
。『
大
公
報
』
の
主
筆
で
あ
る
張
季
鸞
が
こ
の
代
表

で
あ
る
。 

第
四
に
、
個
人
の
自
由
と
理
性
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
、
宣

伝
そ
の
も
の
の
正
当
性
を
疑
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
言
説
で
あ
る
。

明
確
に
こ
の
立
場
を
取
る
知
識
人
は
多
く
は
な
か
っ
た
が
、
潘

光
旦
や
薩
空
了
ら
が
い
た
。 

 

（
五
）
毛
沢
東
時
代
の
中
国
（
第
九
章
、
第
十
章
） 

一
九
四
九
年
以
降
、
今
日
に
至
る
ま
で
中
国
を
統
治
す
る
こ

と
に
な
る
共
産
党
の
宣
伝
観
は
、
延
安
に
根
拠
地
を
築
い
て
い

た
時
期
に
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
最
も
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
毛
沢
東
で
あ
る
。
毛
沢
東
に
よ
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
は
宣
伝
活
動
の
一
環
で

あ
り
、
一
元
的
な
統
制
の
も
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
り
わ
け
重
要
な
の
が
メ
デ
ィ
ア
の
「
党
性
原
則
」
で
あ
る
。

「
延
安
整
風
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
新
聞
の
「
党
性
」
と
は
、

メ
デ
ィ
ア
が
明
確
な
立
場
を
と
る
こ
と
を
要
求
す
る
だ
け
で
は
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な
く
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
が
無
条
件
に

党
の
指
導
を
受
け
入
れ
、
党
と
高
度
に
一
体
化
し
、
メ
デ
ィ
ア

の
主
体
的
な
地
位
を
放
棄
し
て
、
党
の
喉
と
舌
と
し
て
党
組
織

の
一
部
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
」

（
二
四
八
頁
）。 

共
産
党
が
一
九
四
九
年
に
政
権
を
掌
握
し
て
か
ら
、
延
安
時

期
に
形
成
さ
れ
た
宣
伝
体
制
が
全
国
に
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
た
だ
、
そ
の
な
か
で
、
共
産
党
内
に
存
在
す
る
宣
伝
観

の
分
岐
が
顕
在
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
の
党
性
原
則

を
強
調
し
た
毛
沢
東
に
対
し
て
、
劉
少
奇
は
宣
伝
と
同
時
に
大

衆
の
意
見
を
伝
え
る
こ
と
も
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
で
あ
る
と
考
え

た
。
劉
少
奇
の
意
を
受
け
て
一
九
五
〇
年
に
発
布
さ
れ
た
中
共

中
央
の
決
定
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
党
の
誤
り
を
批
判
す
る
役
割

も
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。『
人
民
日
報
』
の
内
部
で
も
、

宣
伝
と
報
道
を
区
別
し
て
、
相
対
的
に
独
立
し
た
地
位
を
確
保

す
る
こ
と
に
よ
り
、「
党
の
新
聞
」
か
ら
「
人
民
の
新
聞
」
へ

と
転
換
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
原

則
に
基
づ
く
言
説
は
、
一
元
的
な
宣
伝
体
制
と
の
衝
突
を
も
た

ら
し
、
最
終
的
に
一
九
五
七
年
の
反
右
派
闘
争
で
完
全
に
否
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
の
後
の
流
れ
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

五
〇
年
代
に
お
け
る
二
種
類
の
宣
伝
観
念
の
衝
突
の
な
か

で
、
一
元
化
の
宣
伝
観
念
、
す
な
わ
ち
ソ
連
の
総
力
宣
伝
観

念
が
優
位
に
立
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
大
衆
へ
の
宣
伝
か
ら

知
識
人
へ
の
宣
伝
に
到
る
ま
で
、
す
べ
て
上
か
ら
下
へ
の
統

一
的
で
一
方
的
な
体
制
が
出
来
上
が
っ
た
。（
中
略
）
短
期

的
な
効
果
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
宣
伝
体
制
は
非
常
に

効
果
が
高
く
、
建
国
初
期
に
お
け
る
抗
米
援
朝
戦
争
〔
引
用

者
注
：
朝
鮮
戦
争
〕、
社
会
主
義
改
造
や
さ
ま
ざ
ま
な
運
動

が
順
調
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
し
、
新
政
権
を
強
固
な

も
の
に
す
る
う
え
で
一
定
の
作
用
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、

社
会
が
安
定
に
向
か
う
に
つ
れ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
よ
り
多

元
化
し
た
宣
伝
観
念
が
こ
の
よ
う
な
硬
直
的
な
宣
伝
観
念
に

取
っ
て
代
わ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
毛
沢
東
の
影
響
を
受
け
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て
、
こ
の
よ
う
な
宣
伝
の
観
念
と
体
制
が
存
在
し
続
け
た
の

み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
。「
文
化
大
革
命
」
が
始

ま
る
と
、
彼
は
「
彭
羅
陸
楊
」
集
団
〔
引
用
者
注
：
彭
真
、

羅
瑞
卿
、
陸
定
一
、
楊
尚
昆
〕
の
打
倒
を
通
し
て
、
中
宣
部

〔
引
用
者
注
：
中
央
宣
伝
部
〕
を
解
散
し
た
。
表
面
的
に
は
、

こ
れ
は
も
と
も
と
の
宣
伝
体
制
の
崩
壊
を
意
味
す
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
実
際
に
は
宣
伝
の
指
導
権
が
さ
ら
に
集
中
さ
せ

ら
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
機
関
の
制
約
か

ら
逃
れ
た
の
だ
。
そ
の
機
関
が
た
と
え
党
に
奉
仕
す
る
機
関

で
あ
ろ
う
と
も
、
で
あ
る
。（
三
一
二
頁
） 

 

（
六
）
改
革
開
放
後
の
中
国
（
第
十
一
章
、
第
十
二
章
） 

文
化
大
革
命
が
終
わ
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
を
党
の
「
喉
と
舌
」

と
す
る
一
元
的
な
宣
伝
観
へ
の
反
省
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ば
新
聞
界
に
お
い
て
は
、「
党
性
」
と
「
人
民
性
」

が
対
立
す
る
の
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ

カ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
が
再
び
中
国
に
紹
介
さ
れ
た
こ

と
で
、
政
治
的
な
言
説
か
ら
相
対
的
に
自
立
し
た
研
究
が
可
能

に
な
っ
た
。 

「
一
九
八
九
年
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
政
治
風
波
〔
引
用

者
注
：
第
二
次
天
安
門
事
件
〕」（
三
二
九
頁
）
を
経
て
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
に
お
け
る
中
立
的
な
メ
デ
ィ
ア
概
念
は

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
自
由
化
」
の
表
れ
で
あ
る
と
し
て
再
度
否

定
さ
れ
た
。
た
だ
、
市
場
経
済
化
の
進
展
と
と
も
に
、
政
治
以

外
の
領
域
に
お
い
て
は
、
広
告
や
Ｐ
Ｒ
な
ど
の
科
学
的
な
宣
伝

観
が
急
速
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
一
方
的
な
宣
伝

と
比
べ
て
、
双
方
向
的
な
Ｐ
Ｒ
は
「
進
歩
」
的
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
た
め
、
知
識
人
も
Ｐ
Ｒ
を
警
戒
す
る
こ
と
な
く
む
し
ろ

積
極
的
に
支
持
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。 

二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
の

知
見
が
政
治
的
領
域
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
の
流
行
な
ど
民
衆
の
不
満
が
高
ま
る
事
態

に
直
面
し
て
、
情
報
公
開
を
基
調
と
す
る
科
学
的
な
危
機
管
理

に
よ
る
社
会
の
安
定
が
模
索
さ
れ
た
。
対
外
的
に
も
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
や
万
博
な
ど
を
通
し
た
国
家
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
を
図
る
う

え
で
、
一
方
的
な
押
し
付
け
で
は
な
い
対
話
的
な
「
説
明
」
が
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試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
者

は
次
の
よ
う
な
評
価
を
し
て
い
る
。 

 

危
機
管
理
の
言
説
に
よ
り
、
伝
統
的
な
宣
伝
の
言
説
は
一

種
の
技
術
の
言
説
へ
と
変
わ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

効
果
や
公
共
管
理
な
ど
の
脱
政
治
化
し
た
社
会
科
学
の
言
説

が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
教
育
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
は
、

あ
る
程
度
は
中
国
の
民
主
政
治
改
革
の
大
き
な
進
歩
で
あ
る
。

こ
れ
は
同
時
に
、
中
国
の
宣
伝
観
念
が
一
元
化
の
宣
伝
観
念

か
ら
社
会
科
学
的
な
宣
伝
観
念
へ
の
過
渡
期
に
あ
る
こ
と
も

表
し
て
い
る
。（
中
略
）。〔
引
用
者
注
：
し
か
し
〕
危
機
管

理
な
ど
の
社
会
科
学
の
言
説
は
表
面
的
に
は
中
立
的
な
や
り

方
を
通
し
て
政
治
的
選
択
を
保
留
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
実
際
に
は
伝
統
的
な
宣
伝
の
言
説
に
お
け
る
権
力
を
強

化
し
て
い
る
。
個
人
の
選
択
の
権
利
と
自
由
を
真
に
尊
重
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
既
存
の
体
制
に
残
さ
れ
た
非
民
主
的
な

根
源
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
こ
の
よ
う
な
新

し
い
宣
伝
観
念
の
移
入
に
頼
る
だ
け
で
は
、
根
本
的
に
社
会

の
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
三
四
九
頁
） 

  

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
伴
い
、
一
方
的
な
宣
伝
の
枠

を
超
え
た
民
意
の
表
出
が
可
能
に
な
っ
た
の
と
同
時
に
、
新
た

な
メ
デ
ィ
ア
技
術
環
境
を
踏
ま
え
た
世
論
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
の
下
で
の

今
日
の
中
国
の
宣
伝
観
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。 

 

宣
伝
観
念
の
変
遷
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
に

た
と
え
る
な
ら
ば
、
国
家
が
あ
ら
ゆ
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
て
統
一
的
な
宣
伝
を
行
う
一
体
化
宣
伝
観
念
は

宣
伝
観
念
１
．
０
と
呼
ぶ
こ
と
で
き
、
一
体
化
宣
伝
の
基
礎

の
下
で
科
学
的
宣
伝
観
念
に
転
換
し
た
も
の
を
宣
伝
観
念
２
．

０
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
は
、
一
体
化
宣
伝
が
強
烈

な
反
対
に
あ
っ
た
後
、
さ
ら
に
隠
れ
て
迂
回
し
た
や
り
方
で

思
想
操
縦
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
大
多
数
の
西
側
民

主
国
家
に
お
け
る
主
流
の
宣
伝
観
念
で
あ
る
。
中
国
の
現
在

225



の
宣
伝
観
念
は
上
述
し
た
二
種
類
の
宣
伝
技
術
を
合
わ
せ
た

も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
一
体
化
宣
伝
観
念
と
科
学
的
宣
伝

観
念
が
新
た
な
情
報
技
術
の
条
件
の
下
で
結
合
し
て
出
来
上

が
っ
た
宣
伝
観
念
は
、
宣
伝
観
念
３
．
０
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。（
三
六
五―
三
六
六
頁
） 

 
 
 
 

三 

本
書
の
評
価 

 

本
書
の
最
大
の
特
徴
は
、
中
国
の
宣
伝
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
の
流
れ
の
な
か
に
的
確
に
位
置
づ
け
て
い
る
点
に
あ

る
。
宣
伝
の
正
当
性
と
い
う
の
は
政
治
制
度
の
評
価
に
も
関
わ

る
敏
感
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
学
問
の
自
由
が
制

約
さ
れ
て
い
る
中
国
大
陸
で
発
行
さ
れ
た
本
書
も
、
体
制
の
言

い
分
を
裏
書
き
す
る
だ
け
で
学
術
的
価
値
に
欠
け
る
本
な
の
で

は
な
い
か
と
も
し
予
期
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
見
事
に
裏
切
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
国
内
外
の
文
献
に
周
到
に
目
配
り

し
た
本
書
の
記
述
か
ら
は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
研

究
の
水
準
の
高
さ
が
窺
え
る
。
本
書
が
現
在
に
至
る
ま
で
順
調

に
版
を
重
ね
て
お
り
（
二
〇
二
二
年
五
月
時
点
で
第
二
版
第
四

刷
）、
中
国
国
内
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
付
記
し

て
お
き
た
い
（
例
え
ば
、
レ
ビ
ュ
ー
サ
イ
ト
「
豆
瓣
」
で
は
一

〇
点
満
点
中
九
・
四
点
）。 

も
ち
ろ
ん
、
著
者
自
ら
が
「
知
識
と
権
力
の
間
に
は
錯
綜
し

た
関
係
が
あ
り
、
宣
伝
研
究
そ
の
も
の
に
も
決
し
て
そ
こ
か
ら

の
免
除
権
は
な
い
」（
二
八
頁
）
と
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
、

完
全
な
る
客
観
性
は
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
海
外
の
研

究
者
と
の
批
判
的
対
話
に
も
開
か
れ
た
研
究
書
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
確
実
に
言
え
る
。
中
国
史
研
究
者
や
現
代
中
国
研
究
者

の
み
な
ら
ず
、
普
遍
的
な
理
論
構
築
を
目
指
す
メ
デ
ィ
ア
研
究

者
に
も
広
く
本
書
が
読
ま
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。 

多
く
の
個
別
事
例
に
つ
い
て
適
切
か
つ
読
み
や
す
い
整
理
が

な
さ
れ
て
い
る
点
も
特
筆
に
値
す
る
。
比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な

事
例
も
あ
る
が
、
類
書
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い

も
の
も
多
い
。
と
り
わ
け
、
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
初
期
に

宣
伝
の
方
針
を
巡
る
分
岐
が
あ
っ
た
と
い
う
第
十
章
の
指
摘
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
十
分
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。 

本
書
に
対
す
る
疑
問
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
に
、

論
述
の
視
点
が
十
分
に
定
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
点
で
あ
る
。
本
書
は
言
説
史
で
あ
り
、
実
際
に
宣
伝
が
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
実
態
に
つ
い
て
は
、
論
説
の
対

象
外
と
す
る
旨
が
随
所
で
注
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
中
国
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
、
政
策
文
書
や
二
次

文
献
を
も
と
に
し
た
実
態
へ
の
言
及
が
そ
れ
な
り
の
紙
数
を
占

め
て
い
る
。
ま
た
、
言
説
分
析
に
つ
い
て
も
宣
伝
の
「
正
当
化
」

と
い
う
本
書
の
主
題
と
ど
う
関
わ
る
か
が
十
分
に
明
確
で
は
な

い
箇
所
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
宣
伝
史
の
基
本
書

と
し
て
の
網
羅
性
か
ら
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
悪
い
こ
と
と
は

言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
を
取
り
上
げ
て
何
を
取
り
上

げ
な
い
か
に
つ
い
て
の
基
準
は
も
う
少
し
明
確
で
あ
れ
ば
よ
り

望
ま
し
い
。 

第
二
に
、
前
記
の
内
容
と
関
わ
る
が
、
対
象
と
す
る
時
代
や

国
に
よ
っ
て
論
述
の
濃
淡
に
大
き
な
差
が
あ
る
点
で
あ
る
。
本

書
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
中
国
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は

や
む
を
得
な
い
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
比
べ
て
も
、
ド
イ
ツ
と

ソ
連
に
つ
い
て
の
記
述
は
薄
い
。
ド
イ
ツ
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
ゲ
ッ

ベ
ル
ス
に
つ
い
て
、
ソ
連
は
レ
ー
ニ
ン
に
つ
い
て
の
分
析
に
ほ

ぼ
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
語
と
英
語
に
よ
る
翻
訳
資
料

や
二
次
文
献
の
引
用
に
限
ら
れ
、
ド
イ
ツ
語
や
ロ
シ
ア
語
の
原

資
料
は
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
専
門
と
す
る

歴
史
学
者
に
よ
る
補
足
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
本
書
全
体
の
論

旨
に
関
わ
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
本
書
で
は
、
ナ
チ
ス
・

ド
イ
ツ
に
お
け
る
宣
伝
観
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
と
の
視
点
の
類
似
性
に
わ
ず
か
に
言

及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
ソ
連
と
同
様
の
「
一
体

化
宣
伝
モ
デ
ル
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
佐
藤
卓
己
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ズ
ム
の
政
策
科
学
と
し

て
発
展
し
た
新
聞
学
と
そ
の
戦
後
へ
の
語
ら
れ
ざ
る
連
続
性
が

近
年
で
は
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
問
い
か
け
て
い
る
。 
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〔
引
用
者
注
：「
ナ
チ
新
聞
学
の
旗
手
」
と
し
て
知
ら
れ

る
〕
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
、
ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
「
近
代
性
」

あ
る
い
は
「
科
学
性
」
を
体
現
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
「
科
学
的
」
な
ナ
チ
な
ら
よ
い
、
と
言

う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
神
懸
か
り
的
」
な
ナ
チ
を

揶
揄
し
糾
弾
す
る
一
方
で
、「
科
学
的
」
な
ナ
チ
に
つ
い
て

口
を
閉
ざ
し
て
き
た
戦
後
の
学
問
史
に
問
題
は
な
か
っ
た
の

か
（
一
〇
）
。 

 

こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
一
体
化
宣
伝
モ
デ
ル
」
と

「
科
学
的
宣
伝
モ
デ
ル
」
と
い
う
対
比
が
本
当
に
妥
当
な
の
か

を
含
め
、
十
分
に
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
そ
も
そ
も
対

比
す
る
な
ら
ば
、「
一
体
化
」
と
「
科
学
的
」
で
は
な
く
、「
一

元
的
」
と
「
多
元
的
」、
あ
る
い
は
「
強
制
的
」
と
「
自
発
的
」

な
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）。 

ま
た
、
中
国
に
つ
い
て
は
概
ね
詳
し
い
歴
史
記
述
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
文
化
大
革
命
期
の
分
析
だ
け
が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け

て
い
る
。
第
十
章
で
反
右
派
闘
争
を
経
て
一
体
化
宣
伝
モ
デ
ル

が
優
位
に
立
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
の
ち
、
そ
の
帰
結
と
し
て

「
大
躍
進
」
政
策
や
文
化
大
革
命
に
つ
な
が
っ
た
と
簡
潔
に
言

及
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
大
き
な
見
通
し
に
異
論
は
な

い
も
の
の
、
中
央
宣
伝
部
が
廃
止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
宣

伝
観
は
一
貫
し
て
い
た
と
す
る
論
拠
に
つ
い
て
は
、
本
来
は
も

う
少
し
丁
寧
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
文
化

大
革
命
が
現
代
中
国
に
お
い
て
も
と
り
わ
け
敏
感
な
テ
ー
マ
で

あ
り
、
学
術
的
に
論
じ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
事
情
が
あ
る

こ
と
は
理
解
で
き
る
。
全
体
的
に
は
、「
権
力
の
悪
の
反
省
を

通
し
て
、
学
術
の
独
立
を
追
求
す
る
」（
二
九
頁
）
と
い
う
批

判
的
な
視
点
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
強
調
し
た
い
。 

 
 
 
 

四 

お
わ
り
に 

 

最
後
に
、
版
に
よ
る
違
い
に
つ
い
て
付
記
し
て
お
く
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
本
書
は
初
版
が
二
〇
一
三
年
、
改
訂
版
が
二
〇

二
〇
年
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
初
版
で
は
中
国
と
諸
外
国
の
分

析
を
行
き
来
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
改
訂
版
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で
は
前
半
で
諸
外
国
に
つ
い
て
論
じ
、
後
半
で
中
国
に
つ
い
て

論
じ
る
構
成
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

時
代
の
中
国
に
関
わ
る
部
分
を
中
心
に
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
九
年
の
英
語
版
は
基
本
的
に
改
訂
版
と
同
じ
内
容
で
あ

る
が
、
内
容
が
関
連
す
る
章
を
一
つ
に
ま
と
め
て
全
体
で
八
章

立
て
に
な
っ
て
お
り
（「
は
じ
め
に
」
と
「
お
わ
り
に
」
を
除

く
）、
構
成
と
し
て
は
よ
り
読
み
や
す
い
（
一
一
）
。
今
後
も
し
日

本
語
に
翻
訳
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
英
語
版
を
底
本
と
す
る
の

が
よ
い
だ
ろ
う
。 

初
版
と
改
訂
版
の
差
異
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

出
版
時
期
は
重
要
で
あ
る
。
初
版
が
発
行
さ
れ
た
の
は
習
近
平

が
中
国
共
産
党
総
書
記
に
就
任
し
た
直
後
の
時
期
で
あ
り
、
そ

の
内
容
は
基
本
的
に
は
胡
錦
涛
政
権
ま
で
の
分
析
に
基
づ
い
て

い
る
。
他
方
で
改
訂
版
は
、
習
近
平
政
権
が
二
期
目
に
入
り
、

言
論
を
よ
り
締
め
付
け
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
初
版
で
は
現
代
中

国
を
一
体
化
宣
伝
モ
デ
ル
か
ら
科
学
的
宣
伝
モ
デ
ル
へ
の
過
渡

期
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
の
に
対
し
て
、
改
訂
版
で
は
両
者

を
融
合
さ
せ
た
「
宣
伝
３
．
０
」
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
変

化
を
あ
る
程
度
反
映
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
著
者
自
身
は
こ
の
部
分
の
修
正
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。 

 

今
か
ら
見
れ
ば
、「…

…

か
ら…

…

へ
」
と
い
っ
た
構
文

に
は
、
比
較
的
明
確
な
線
形
的
歴
史
観
の
特
徴
が
表
れ
て
い

る
。
事
実
と
し
て
は
、
中
国
の
宣
伝
観
念
の
変
化
は
単
純
な

線
形
的
交
代
で
は
な
く
、
非
線
形
的
な
積
み
重
ね
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
の
観
念
の
基
礎
の
も
と
に
修
正
と
累
加
を
重
ね
、

螺
旋
形
の
発
展
の
軌
跡
を
示
す
の
で
あ
る
。（
九
頁
） 

 

著
者
は
「
科
学
的
宣
伝
モ
デ
ル
」
に
対
し
て
も
批
判
的
な
態

度
を
取
り
つ
つ
、
な
お
「「
科
学
的
」
宣
伝
観
念
は
決
し
て
理

想
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
個
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
と
い

う
面
で
は
、
や
は
り
「
一
体
化
」
の
宣
伝
観
念
よ
り
も
優
れ
て

い
る
」（
三
八
二
頁
）
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
式

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル
に
近
づ
く
こ
と
で
、
中
国
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が
多
少
な
り
と
も
民
主
化
す
る
と
い
う
期
待
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
改
訂
版
で
も

（
幸
い
な
こ
と
に
）
ほ
と
ん
ど
削
ら
れ
て
い
な
い
が
、
習
近
平

政
権
下
で
そ
う
し
た
「
楽
観
」
が
成
り
立
ち
に
く
く
な
っ
た
こ

と
を
、「
宣
伝
３
．
０
」
へ
の
理
論
修
正
が
表
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
昨
今
の
情
勢
を
見
る
限
り
、
こ
の
判
断
は
妥
当
で

あ
ろ
う
。
な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
愛
国
主
義
的
な
書
き

込
み
（「
小
粉
紅
」）
に
つ
い
て
の
加
筆
が
あ
る
の
も
興
味
深
い
。 

た
だ
、「
宣
伝
３
．
０
」
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
旧
版
へ
の

加
筆
の
枠
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
自
体
と
し
て
十

分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
も
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
改
訂
版
で

も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
近
年
の
現
象
と
し
て
、
他
国
へ
の
強
硬

的
な
姿
勢
を
隠
さ
な
い
中
国
の
「
戦
狼
外
交
」
が
あ
る
。
本
書

で
は
対
外
宣
伝
が
双
方
向
的
な
「
説
明
」
に
移
行
し
つ
つ
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
完
全
に
逆
行
す
る
よ
う

に
見
え
る
「
戦
狼
外
交
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
改
訂
版
に
な
っ
て
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
一
文
に
、

「
も
し
も
こ
れ
〔
引
用
者
注
：
中
国
の
対
外
宣
伝
〕
を
演
劇
的

宣
伝
と
み
な
す
な
ら
ば
、
本
当
に
影
響
を
与
え
る
観
衆
は
西
側

の
大
衆
で
は
な
く
、
中
国
国
内
の
民
衆
か
も
し
れ
な
い
」（
三

三
七
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
ま
さ
に
「
戦
狼
外
交
」
は
、

国
外
に
向
け
た
一
方
的
な
「
宣
伝
」
に
み
え
る
も
の
が
、
実
態

と
し
て
は
国
内
世
論
の
支
持
を
取
り
付
け
る
「
Ｐ
Ｒ
」
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
ね
じ
れ
た
局
面
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
対
外
宣
伝
と
対
内
宣
伝
を
分
け

て
よ
り
精
緻
に
分
析
す
る
必
要
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
課
題
も
多
い
が
、
習
近
平
政
権
下
に
お
け
る

中
国
の
宣
伝
の
「
今
」
を
理
解
す
る
上
で
も
必
読
書
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。 

 

・
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
０
Ｊ
２
０
５
７
３
の
助
成
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
。 

 
(

一) 
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
全
編
が
公
式
に
配
信
さ
れ
て
い
る
。 

(

二) 
佐
藤
卓
己
『
フ
ァ
シ
ス
ト
的
公
共
性―

総
力
戦
体
制
の
メ
デ
ィ
ア
学
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
八
年
、
第
三
章
な
ど
を
参
照
。 

(

三) 

佐
藤
卓
己
『
現
代
メ
デ
ィ
ア
史 

新
版
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
。 

(

四) 

主
に
中
国
現
代
史
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
宣
伝
に
関
わ
る
政
策
や
制
度
の
研
究
も
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あ
る
。
例
え
ば
、
梅
村
卓
『
中
国
共
産
党
の
メ
デ
ィ
ア
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ―

満
洲
・

東
北
地
域
の
歴
史
的
展
開
』
お
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
五
年
な
ど
。
た
だ
、
他
国
と

の
比
較
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。 

(

五) 

劉
海
龍
『
宣
伝―
観
念
、
話
語
及
其
正
当
化  

第
二
版
』
中
国
大
百
科
全
書
出
版

社
、
二
〇
二
〇
年
。 

(

六) H
ailong Liu. Propaganda: Ideas, D

iscourses, and its Legitim
ization 

Routledge, 2019.  
(

七) 

中
国
語
に
お
い
て
「
宣
伝
」
と
い
う
語
彙
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ

い
て
は
、
第
一
章
で
論
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
古
代
中
国
語

に
も
「
宣
伝
」
と
い
う
熟
語
は
あ
っ
た
が
、
政
令
の
公
布
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
一
九
世
紀
中
頃
に
中
国
に
や
っ
て
き
た
宣
教
師
に
よ
っ
て
、
宣
教
を
意
味
す
る

英
語
の
「propagate

」
に
「
宣
伝
」
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
参

照
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
同
じ
「
宣
伝
」
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
同
時
期
に
お
け
る
英
語
の
「propaganda

」
の
意
味
の
拡
大
と
対
応
し
て
、

日
本
語
で
も
宗
教
関
連
に
限
ら
ず
政
治
や
商
業
の
方
面
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
意
味
が
広
が
っ
た
日
本
語
の
「
宣
伝
」
と
い
う
語
彙
が
、
二

〇
世
紀
初
頭
に
日
本
に
留
学
し
た
中
国
人
留
学
生
に
よ
っ
て
再
び
中
国
に
持
ち
帰
ら

れ
、
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
に
お
け
る
「
宣
伝
」
の
操
作
的
定
義
は
、「
宣

伝
者
が
意
図
を
も
っ
て
シ
ン
ボ
ル
・
記
号
を
操
作
し
、
集
団
の
認
知
方
式
と
現
実
に

対
す
る
認
知
を
作
り
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
態
度
と
行
動
に
影
響
を
与
え
る
情
報
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
制
」（
五
〇
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

(

八) 

「
正
当
化
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
支
配
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
三
類
型
を
提
起

し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、「
個
人
の
自
由
と
国
家
の
利

益
の
間
で
、
エ
リ
ー
ト
と
公
衆
に
等
し
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
中
間
点
を
探
し

出
す
こ
と
」（
二
一
頁
）
と
し
て
い
る
。 

(

九) 

本
書
に
は
「
新
た
に
改
組
さ
れ
た
国
民
党
に
お
い
て
、
一
九
二
四
年
に
は
じ
め
て

宣
伝
部
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
任
務
は
党
内
出
版
物
の
検
査
と
是
正
で
あ
っ
た
」（
一
九

 

七
頁
）
と
あ
る
が
、
鈴
木
隆
弘
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
一
九
二
〇
年
の
誤
り

（
鈴
木
隆
弘
「
二
〇
世
紀
初
頭
中
国
に
お
け
る
「
宣
伝
」
の
成
立―

革
命
の
「
鼓
吹
」

か
ら
政
党
理
念
の
「
宣
伝
」
へ
」『
国
際
文
化
学
』
第
三
三
号
、
二
〇
二
〇
年
、
一
一

〇
頁
（
注
七
））。
国
民
党
宣
伝
部
の
職
務
は
一
九
二
〇
年
時
点
で
は
対
外
的
な
主
張

の
み
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
四
年
に
は
党
内
の
言
論
一
致
や
党
外
の
出
版
物
に
対
す

る
監
視
も
加
え
ら
れ
た
（
鈴
木
隆
弘
「
中
国
に
お
け
る
政
党
宣
伝
部
の
形
成―

輿
論

誘
導
と
言
論
監
視
の
組
織
的
統
合
」『
中
国
研
究
月
報
』
第
七
三
巻
第
一
〇
号
、
二
〇

一
九
年
、
一
頁
）。
鈴
木
に
よ
る
一
連
の
研
究
は
、
本
書
の
不
足
を
補
足
す
る
重
要
な

も
の
で
あ
る
（
他
に
、
鈴
木
隆
弘
「
第
一
次
国
共
合
作
時
期
に
お
け
る
政
党
の
大
衆

宣
伝―

宣
伝
員
・
宣
伝
隊
の
形
成
と
組
織
」『
歴
史
学
研
究
』
第
一
〇
〇
八
号
、
二
〇

二
一
年
、
三
一―

四
八
頁
、
鈴
木
隆
弘
「
訓
政
初
期
に
お
け
る
中
国
国
民
党
宣
伝
部

に
よ
る
党
内
の
統
治
強
化
」『
東
洋
学
報
』
第
一
〇
三
巻
第
二
号
、
二
〇
二
一
年
、
一

四
一―

一
七
一
頁
、
鈴
木
隆
弘
「
中
国
国
民
党
宣
伝
部
に
お
け
る
「
言
論
規
制
」
の

形
成
」『
現
代
中
国
研
究
』
第
四
九
号
、
二
〇
二
二
年
、
一―

二
五
頁
）。 

(

一
〇) 

佐
藤
『
フ
ァ
シ
ス
ト
的
公
共
性
』、
一
一
二
頁
。 

(

一
一) 

英
語
版
の
目
次
は
下
記
の
通
り
。「
は
じ
め
に
」「
第
一
章 

宣
伝―

曖
昧
だ
が

重
要
な
概
念
」「
第
二
章 

非
理
性
的
な
人
間
の
発
見―

科
学
的
宣
伝
観
の
勃
興
」

「
第
三
章 

革
命
と
統
治―

宣
伝
観
の
変
遷
」「
第
四
章 

人
民
の
覚
醒―

中
国
に
お

け
る
宣
伝
観
の
誕
生
」「
第
五
章 

知
識
人
と
宣
伝―

中
国
に
お
け
る
近
代
的
宣
伝
観

の
分
化
」「
第
六
章 

中
国
に
お
け
る
現
代
的
宣
伝
観
の
形
成
と
発
展
」「
第
七
章 

中
国
共
産
党
の
宣
伝
観
の
衝
突
と
体
制
化
」「
第
八
章 

宣
伝
１
．
０
か
ら
宣
伝
３
．

０
へ―

中
国
に
お
け
る
現
代
的
宣
伝
観
の
転
換
」「
お
わ
り
に 

羊
飼
い
の
苦
境
」。 
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