
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

Thought that led to the Organization of the
Tso-Lien 左連 or League of Leftist Writers

中屋敷, 宏
筑紫女子短期大学 : 講師

https://doi.org/10.15017/9832

出版情報：中国文学論集. 1, pp.38-49, 1970-05-25. The Chinese Literature Association, Kyushu
University
バージョン：
権利関係：



左

連

結

成

の

思

想

中

屋

敷

宏

序

左
翼

作
家

聯
盟

(以
下

「左
連
」
と
略
称
す
る
〉

の
成

立
を

「
拓
荒

者

」
第

三
期

二

九
三
○
年
三
月

一
〇
日
)
の

「
国
内

文
壇
消

息
壁

は
次

の
よ
う

に

報

じ

て

い
る
。

創
造
社

が
封

鎖
さ

れ
、
太

陽
社

、

我
個
社

、
引
撃

社

等

の
文
学

団

体

が
自

動

的

に
解
散

し

た
後

、

久
し

く
準

備
し

て
き

た
左
翼
作

家
腓

盟

の
組
織

は
、
時

機

が
熟

し

た

の
で

、
三
月

二

日
に
正
式

に
成

立
し

た

。成

立
大
会

は
午
後

二
時

に
挙

行
し

、
当

日

の
出

席
者

は
薦

乃
超

(中
略
)

等

五
十

数
名
で

あ

っ
た
。

開
会

を

宣
言

し
た
後

、
魯

迅

・
沈

端
先

・
銭
杏

邨

の
三
人
を

推
薦

し

て
主
席

団
を
構

成

し
た
。

ま
ず

薦

乃
超

・
鄭

伯
奇

に
よ

っ
て
準

備

経

過
が
報
告

さ
れ
た
。
続

い
た

の
が
中

国
自

由
運
動

大
同

盟

の
講

演

で
あ

る
。

以
下
魯

迅

・
彰
康

・
田
漢

・
華

漢
等

に
よ
り
相
継

い
で
演

説
が

な
さ

れ
た
。
そ

の
後

準

備
委
員

会
が

起
草

し

た
綱
領

を
採

択

し
、

四
時

に
な

っ
て
選
挙

を
始

あ
、
沈

端
先

・
福

乃
超

・
銭
杏

邨

・魯

迅

・

田

漢

・
鄭

伯
奇

・
洪

霊
菲

の
七

人
を

常
務

委
員

に
、
周
全

平

・
蒋

光

慈

の

二
人
を

候
補
委

員

に
選
ん

だ
。

そ

の
後
提

案

は
合

計
約

十

七
件

の
多

き

に

の
ぼ

り

(後
略
)

こ

の
報

道

に
よ

っ
て
成

立
大
会

で

は

た
し
た

人

々
の

役
割

の
重

さ
が
あ

る
程

度
推

測
さ

れ

る
。
特

に
魯

迅

の
重
さ

が
目

を

ひ
く
。

こ
こ
に
名
前

が

出

て

い
る
人

々
が
成

立
大
会

を

担

っ
た

人
で

あ

る
が

、
同

時

に
そ

の
人

々

に
よ

っ
て
左
連

の
結

成
は
準

備

さ
れ

て
き

た

の
で

あ

る
。
彼

等

を
文
学

団

体
別

に
分
類

し

て

い
く
と

、
創
造

社
系

が

、
爲

乃
超

・
鄭

伯
奇

・
彰

康

・

周
全

平

の
四
名

で
あ

り
、

太
陽
系

社

が
沈

端
先

・
銭
杏
邨

・
洪
霊

菲

・
蒋

光
慈

・
華
漢

の
五
名
で

あ

り
、

語
綜
社

が
魯

迅

、
南

国
劇
社

が

田
漢

で

あ

る
。

な

お
魯

迅
、

田
漢

を
除

く
全

員

は
中

国
共

産

党
員

で
あ

る
。

こ
の
よ

う

に
見

て
く
る

と
左
連

の
内

実

は
ほ
ぼ

見
当

が

つ
く
。

す
な

わ

ち
文
学

団

体
か

ら
見

れ
ば

、
主
力

は
創

造
社

・
太

陽
社

の
合

同
で

あ
り

、

党

と

の
関

係
で

見

れ
ば

党
員

作
家

に
よ
る
魯

迅
か

つ
ぎ
出

し

工
作
で

あ

る
。

こ
の
時

創
造

社

・
太
陽

社

は
党

の
指
導
下

に
あ
り

、
左

連
結
成

の
準

備

は

党

の
指
令

の
下

に
始

っ
た
、

の
で

あ

る
か
ら

、
左

連
結

成

の
最
大

の
問
題

点

が

一
九

二
八
年

に
あ

れ

ほ
ど
烈

し
く
対

立

し
た

魯

迅
と
若

い
党
員

作
家



と

の
和

解

に
あ
る

こ
と

は
、
間

違

い

の
な

い
所
で

あ

る
。

そ
し

て
両
者

は

如
何

な

る
必
要

を
認

め

て
、
ま

た
ど

の

よ
う
な

理
論
的

解
決

を

行
な

っ
て
、

こ
の
よ

う
な
統

一
ま

で
達

し

た

の
か

、
と

い
う

こ
と

を
明
か

に
す

れ
ば

、

そ
の
中

に

こ
の
新

し

い
統

一
組
織

「左

連

」

の
思

想
的

本
質

が
語

ら
れ

る

こ
と

に
な
る
と

考

え
る

の
で
あ

る
。

本

稿

は
以
上

の
観

点

に
立
ち

、
両
者

の
対
立

か
ら
統

一
へ
と

い
う
過
程

を
追

求

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
左

連

の
思
想

的
本

質
を

明
か

に
す

る

こ
と

、

を

目
的
と

す

る
。

一

創

造
社

・
太

陽
社

に
よ

る
革

命
文
学

論
が

文
壇

を
風
靡

す

る

の
は
、

一

九

二
八
年

に
な

っ
て
か
ら
で

あ

る
。

(
太
陽

社

の
主
張

は

「
太

陽
月

刊

」

が
入

手
で

き
な

い
た

め
、

正
確

に
は

つ
か
め

な

い
が
、

太
陽
社

後
期

の

「

拓
荒

社
」
所

載

の
諸
論

文

を
見

る
と

ほ
ぼ

そ

の
基

調
は
創

造
社

と
同

じ
で

あ
る

の
で

、
以

下
革

命
文

学

論
と

し

て

一
括

し

て
扱

っ
て

い
く
。
〉

こ
の
革

命
文
学

論

の
特

徴
は
文

学

の
持

つ
宣
伝

と

い
う
機
能

を
、

理
論

の
中

心
軸

に
据

え
る

こ
と
で

あ

る
。
例

え
ば
革

命

文
学
論

の
画
期

的

な
論

文
と
言

わ

れ
る

「
文
化

批
判

」
第

二
期

、
李

初
梨

の

「
ど

の
様

に
し

て
革

命
文
学

を
建

設
す

る
始

"
で

は
、

芳
ブ

ト

ン

・
シ

ン
ク

レ
ア
に
な
ら

っ
て

次

の
よ
う

に
文
学

を
規

定
す

る

こ
と
か

ら
護
論

を
始

め

て

い
る
。

"

す

べ

て
の
文
学

は
す

べ
て
宣
伝

で
あ

る
。

普
遍
的

に
、

不
可

避
的

に
宣

伝
で
あ

る
。

あ

る
時

に
は
無

意
識
的

に
、
そ
し

て
常

に
故

意

の

宣

伝
で

あ

る
。

こ
の
よ

う
な
文

学

の
本
質
規

定

に
よ

れ
ば

、
そ

こ
か
ら

次

の
よ
う

な
作

品

評

価

の
基

準
が

導
き

出
さ

れ
る

の
は
当

然
で

あ

る
。

も
し

あ

る
作
品

の
価

値
を
規

定

し
よ

う
と

す
れ
ば

、

必
ず

そ

の
内

容

が
社

会

潮
流

に
対

し

て
作

用

を
起
し

う

る
か
否

か
、

ど

の
様

な
作

用
を
起

こ
す
か

、
を
見

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。

プ

ロ
レ
タ

リ

ァ
芸

術
は
プ

ロ
レ
タ
リ

ァ
ー

ト
解

放

の
た
め

の
宣

伝

煽
動

の
効

果
を

持

つ
。
宣

伝
煽
動

の
効

果
が

大
き

け
れ
ば

大
き

い
ほ

ど
、

こ
の
プ

ロ
レ
タ
リ

ァ
芸

術

の
価
値

も
高

い
。

こ

こ
で

は
文
学

作
品

の
評

価

は
、

そ

の
高

い
芸

術
性

や
思
想

性
で

は

な

く
、

た
だ

一
つ

「
宣

伝
煽
動

の
効

果
」

に
の
み
求

め
ら

れ

て
い
る
。
彼

等

は

そ
の
よ

う
な
評

価
基

準

は
史
的

唯
物
論

か

ら

の
必
然
的

蘇
結

だ
と
考

え

る

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
文
学

は
上

部
構
造

の

一
種
で

あ

る
か
ら

、
階
級

社

会

に
あ

っ
て
は

不
可
避

的

に
階

級
性

を
帯

び

る
。

そ

こ
で

生
産

さ
れ

た

イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
は
、

今
後

は
逆

に
下
部

構
造

の
強

化

に
働
く

、
と

い
う

の
は

史
的
唯

物
論

の
初

歩
的

テ

ー
ゼ
で

あ

る
が

、

そ
れ

を
利

用

し

つ
つ
、
李

初

梨

は
次

の
よ
う

に
結

論

す

る
。

文
学

は

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

の

一
種
で

あ

り
、
故

に
文
学

の
社

会
的

任

。

務

は

そ
の
組
織

能

力

に
あ

る

。

.
,

.

こ
の
よ
う

に
言

え
ば

、
文
学

は

「
階
級

的
武

器
」
で

あ

る
以
外

に
は
あ

り

様

は
な

い
。
と

い
う
事

は
文

学

の
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
性
を

意
識

化

し
、

そ

れ
を

と
ぎ
す

ま
す

以
外

に
は
文

学

の
あ
り

方

は
な

い
と

い
う
事
で

あ

る
。

し
か

し
、

現
在

そ

の

「
階
級

的
武

器

」
は
ど

の
よ

う
な
も

の
で

な
け

れ

ば

な

ら
な

い
の
か

。
李
初

梨

は
史
的
唯

物

論

に
よ
り

、
中

国
新
文

学
史
を

簡
単

に
ふ

り
返

っ
た
後

、
現
在

は
プ

ロ
レ
タ

リ

ア
ー
ト

の
時

代
が
始

っ
た

と

し

て
次

の
よ
う

に
言

う

の
で

あ

る
。

革

命

文
学

は
誰

の
主
張

で
も

な
く

、
誰

の
独
断

で
も

な

い
。
歴
史

の
内

在
的

発

展

に
よ

っ
て
連
続

し

て

い
る

。
そ
れ

は
当
然

に
し

て
、

う39一



か

つ
必
然
的

に
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
で

な

け
れ
ば

な

ら
な

い

の
で

あ

華
プ

ロ
レ
タ

リ

ア
文
学

は
歴

史

の
必
然

な

の
で
あ

り
、
作

家

は
た

だ

そ

の

遂
行
者

と

し

て
あ

る

に
過
ぎ

な

い
。
か

く
し

て
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
文
学

の
現

在

の
大

綱

は
次

の
よ

う

に
規

定

さ
れ
る

。

芸

術
活

動

は
社
会

生
活

の

一
分

野
で
あ

る
。

だ

か
ら
階

級
闘

争
が

尖

鋭

化
し

た
現
代
で

は
、
プ

ロ
レ
ダ

リ

ア
ー

ト

の
立
場

に
立

つ
文
芸

作

家

は
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
ー

ト
の
意
識

・
感

情

及
び
意

志
で

各
種

の
社

会

事
実

の
真
相

を
暴

露

し
、
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
大

衆

及
び
中

間
分

子

の

革

命
的
闘

争

を
促

進
し

、
扇
動

す

る
目
的

の
た
め

に
創
作

に
従
事

し

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

こ
れ

は
自

覚

し
た

文
芸

作
家

の
当

面

の
任
務

で

あ
り
、

プ

ロ
レ
タ
リ

ァ
芸

術

論

の
目
前

の
大
綱

で

あ
る

。

こ

の
よ
う
な

作
業

を
経

た
後

、
始

め

て

こ
の
よ
う

な
任
務

を

に
な

う
作

家

の
問
題

が
と

り
あ

げ
ら

れ
る

。
作

家
は

こ
の
よ
う

な
任
務

を

に
な

い
き

る
た

め
、

ブ

ル
ジ

ヨ
ア
意
識

の
否

定

、
プ

ロ
レ
タ
リ

ァ

ー
ト

の
世

界
観

ー

戦

闘

的
唯
物

論

、
唯
物

弁

証
法

の
把

握
、

理
論

と
実
践

の
統

一
、
革

命

家

に
な

る

こ
漉
"

な
ど

が
要
求

さ

れ
る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な

理
論
的

立
脚

点

か
ら
魯

迅
批

判
が

行

な
わ
れ

る

の
で
あ

る

が
、
言

っ
て

い
る

こ
と
は

、
「
彼
が

反
映

し

て

い
る
も

の
は
、

た
だ
社

会

変

革

期
中

の
落

伍
者

の
悲

哀

に
す
ぎ

な

い
。
」

「社

会

に
対

す

る
認
識

が
完
全

に
盲

目
で
あ

る
。
」
と

い
う

こ
と

に
外

な
ら
な

い
。

つ
ま

り
魯

迅
は

プ

チ
ブ

ル
で
あ

り
、

マ
ル
ク

ス
、

レ
ー

ニ
ン
主

義
を

知
ら
ず

、

現
在

の
革

命
的
情

勢

を

理
解
し

な

い
か
ら
時

代

遅
れ

に
な

っ
て

い
る

、
と

い
う

の
で
あ

る
。

あ

く
ど

い
非
難

と
烈

し

い
罵

倒
と
嘲

笑

を
く

り
返

し
行

っ
て
は

い
る
が
、

理
論

的

に
は

、
以
上

の
内

容
を

一
歩

た
り

と
も

出

る
も

の
は

な

い
。

こ
れ

に
対

し

て
魯

迅
は

、
特

に
彼

等

と
ち

が

っ
た
革

命

文
学
論

を

提
唱

し

て

い
る
わ

け
で

は
な

い
が

、
彼

等

の
革

命

文
学

論

に
は

、
鋭

い
批

判
を

展
開

し

て

い
る
。

そ

の
基

点
と

な

っ
て

い
る

の

は
、
文

学

は

人
間
が

作

る
、

と

い
う

こ
と
で

あ

る
。

私

は
根

本
問

題

は
作
者

が

「
革
命

人

」
で

あ
る

か
ど

う
か

、
と

い

う

こ
と

に
あ

る
と
思

う
。

も

し
そ

う
で

あ
る

な
ら

ば
、
書

い
た
も

の

が
ど

の
よ

う

な
事
件

で
あ

り

、
用

い
た
も

の
が
ど

の
よ

う
な

材
料

で

あ

る
か

に
か
か

わ
ら
ず

、

す

べ

て

「
革
命

文
学

」

で
あ

る
。
噴

水

か

ら
出

る
も

の

は
す

べ

て
水

で
あ

り
、
血

管

か

ら
出

る
も

の
は

す

べ
て

血

で
あ

る

。
」

こ
の
よ

う
な

立
場

か
ら

、
魯

迅

は

こ
と

さ
ら

に
「
革

命
文
学

」
と

い
う
看

板

を
あ

げ

る

こ
と

に
は
反
対

し

て

い
る
し

、
プ

ロ

レ
タ

リ

ア
文

学
が

生
ま

れ

る
可

能
性

す
ら

疑

っ
て

い
る
。

労

働
者

・
農
民

が
真

に
解
放

さ
れ

ず
し

て
、
自

ら

の
思
想

を
持

つ
こ
と

は
な

い
、

と
考

え

て
い
る

か
ら
で

あ

る
。

か

く

て
魯

迅

は
、
革

命
文

学
と

い
う
発
想

、

そ

の
現
実

の
姿

、

そ
し

て

そ
れ
を

唱
え

る

「
革

命

文
学

者

」

に
わ

た

っ
て
、

い
ず

れ

に
対

し

て
も

鋭

い
批

判

を
行

う
が

、
ど

れ
も

致
命
的

と

ま
で

思
え

る
急

所
を

つ
い

て

い
る
。

ま
ず
革

命

文
学

と

い
う
発

想

に

つ
い

て
は
次

の
よ

う

に
批

判
を

展
開

し

て
い
る
。だ

が
私

は

こ
の
様

な

文
章

は
無

力
だ

と
思

い
ま

す
。

な
ぜ

な
ら

す

ぐ
れ

た
文
芸

作

品

は

こ
れ
ま
で

多

く
は
他

人

の
命
令

を
受

け
ず

、
利

害

を

顧

み
ず

に
自

然

に
心

の
中

か

ら

流

露
し

て
き

た
も

の
だ

か
ら

で

す

。
も

し
先

ず
題

目
を

か
か

げ

て
文
章

を
作

る

な
ら
ば

、
ど

う
し

て
八

股
文

と
異

る
所

が
あ

り
ま

し

よ
う
か

。
文
学

の
中

に
は
価

値
は

な
く

、
ま

し

て
人
を
感

動

さ
せ

る

こ
と
が

で
き

な

い
の
は
言

う
ま

で
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も

な

い
こ
と
で

す
。

こ

の
よ
う

に
全

く
否
定

的
で

あ

る
が

、
魯

迅
は

そ

こ
に
文
学

を
成

立
さ

せ

て

い
る
最
も

本
源
的

な

も

の

の
否

定
が

あ

る
こ
と

を
、

敏
感

に
か
ぎ
出

し

て

い
る

。

ま

た
か

か
る

発
想

の
も

と

に
行

な
わ
れ

て
い
る
革

命
文

学

の
実
態

に

つ

い
て
も
、
魯

迅

が
見

た

の
は

現
実

の
暗

黒

を

恐
れ
、

現
実

を
正

視
し

な

い
、

逃
避
的

な

態
度

だ

け
で

あ

っ
て
、
彼

は

そ

こ
に
評

価

す

る

に
足

る
何
物

を

も

全

く
認

め

て
は

い
な

い
。

そ
し

て
ま

た
魯

迅

は
、

そ
う

し
た
堕
落

が
最
も

ひ
ど

い

の
が

、

そ
の
提

唱
者
で

あ

る

「
革

命

文
学
者

」
自

身

で
あ

る
と
言

う
。
彼
等

は
上

海

の
租

界

に
住
み
洋

風

の
家

に
住

み
、

コ
ー

ヒ

ー
を

飲

み
、

そ
れ
で

い
て

「
た
だ

自

分

だ
け

が
プ

ロ
レ
タ
リ

ァ
ー

ト

の
意
識
を

把
握

し

て

い
る
。

だ
か

ら
私

は
真

の
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
だ

。
」
と

い
う
よ

う
な

こ
と

を

口
走

っ
て

い
る
。

魯

迅
が

彼
等

の
中

に
見

た

の
は
、
「
貧
乏

秀
才

が
ま

だ
状

元

に
な
ら

な

い
時

の
不

平
不
満

」
で

あ

り
、
革

命

へ
の

「
投
機

」
だ

っ
た

の
で

あ

る
。
魯

迅

の
怒

り

の
大

半

は
、

こ

の
人
間
的

頽

廃

に
向

け
ら

れ

て

い
る
。

魯

迅

に
と

っ
て
は
文

学

は
人
間

の
魂

が
生

み
だ

す
も

の
で

あ

っ
た
。

こ

の

一
点

を
確

信
す

る
が

ゆ

え

に
革

命
文
学

派

が
言

う

よ
う

な
光
明

を

か
か

げ

た
文
学

が

、
彼

等

の
手

に
よ

っ
て
こ

の
暗

黒

の
中

国

に
生

み

だ
さ

れ
る

こ
と

は
信
じ

ら

れ
な
か

っ
た

の
で

あ

る
。
も

し

そ
う

い
う
も

の
が
存
在

す

る

と
す

れ
ば

、
ど

こ
か

に
欺
購

を

内
包

せ
ざ

る
を

得

な

い
。

そ

の
欺
購

を

魯

迅

は
、
「
革

命
文

学
者

」

の
生
活

態
度

、
精

神

の
中

に
見

て

い
る

の
で

あ

る

。こ

の
よ
う

に
魯

迅

は
欺

購

の
上

に
立

つ
も

の
と

し

て
革

命

文
学

を
全

面

的

に
否
定

す

る

の
で
あ

る
が

、

こ
こ
に
は
そ

の
当

時

の
革

命

文
学

や
革

命

文
学
者

に
対

す

る
批

判
と

と
も

に
、
革

命

文
学

の
存

立

そ

の
も

の
に

つ
い

て
の
根
底
的

な

問
が

含
ま

れ

て

い
る
。
革

命
文
学

者

の
生
活

や
現
実

逃
避

は
、
彼

等

の
努

力

に
よ

っ
て
あ

る
程
度

直

す

こ
と
は

で
き

る
。

し
か

し

、

「
お

題
目

」

の
下

に
書

く

こ
と

に
よ

っ
て
は
真

の
文

学

は
生
れ

な

い
、
と

い
う

批
判

は
根
本

的

で
あ

る
。

そ

こ

に
は
革

命

文
学

は
、

は
た

し

て
文
学

で
あ

り

う
る

の
か

と

い
う
基

本

的
な

問
が

あ

る
。
作
家

を
政

治

ス

ロ
ー
ガ

ン
や

史
的
唯

物
論

の
公
式

と

い
う
観

念

の

「
客
体

」

と
し

て
扱

う

こ
と

に

よ

っ
て
文
学

は
成

立

し
う

る

の
か
、
文

学

は
作
家

が
作

品

に
対

し

て
常

に

主

体

の
位
置

、

つ
ま

り
自

分
自

身

の
想

念

を
自

由

に
定

着

す
る
と

い
う
人

間

的
活

動

の
位
置

を
確

保
す

る

こ
と

な
く

し

て
は
成

立
し
な

い
の
で

は
な

い
か
、
革

命

文
学

論

は
ま

さ
し

く

そ

の
条

件

を
無

視
し

た
上

に
成

立

し

て

い
る

の
で

は
な

い
か

、
と

い
う
問

が

こ
あ
ら

れ

て

い
る

の
で

あ

る
。

だ
が

こ
の
間

は
文
学

の
次

元

に
限
ら

ず
、

よ

り
深

く
革

命

思
想

の
実
質

に

つ
き

さ

さ
る
。

人
間

解
放

の
文

学
を

標
梼

す
る

文
学

は
、

人
間

の
活
動

を

中

心

に
据

え
た

人
間

主
義

の
思

想

に
立
脚

し

て

い
る

の
か

、
あ

る

い
は

人
間
を
観

念

の
客

体
と

す

る
人
間
疎

外

の
思

想

に
立
脚

し

て

い
る

の
か

、

と

い
う

問
題

で
あ

る
。

こ
れ

は
単

な

る
革

命

文
学

論
を
越

え

た
、

い
わ
ば

そ
の
基
盤

に
な

っ
て

い
る
中

国
共

産
主
義

運
動

の
思

想

に
直

接

つ
ら

な

っ

て

い
く

問
題

で
あ

り
、
更

に
は
当
時

の
共

産

主
義

運
動

を
支

配
す

る

コ
ミ

ン
テ

ル
ン
の

ソ
ヴ

イ

エ
ッ
ト

マ
ル
ク

ス
主
義

の
思

想
的

実
質

に
対

す
る
鋭

い
問
題

提
起

で
も

あ

る
。

し
か

し
、

当
時

の
論

争

の
中

で

は
、

そ

の
よ
う

な
問
題

ま
で

は
全

く
論

及

さ

れ

て
い
な

い
。
革

命
文

学
派

は
最

も
初
歩

的

な
、
自

分
を

ご

ま
か

さ

ず

現
実

を
正

視
す

る
と

い
う

こ
と

す
ら

、

ま
と

も
に
受

け
と
め

て
い
な

い

の
で

あ

る
。

従

っ
て
論

争

は
全

く

の
低
水

準

、
全

く

の
不
毛

の
ま
ま

で
終
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っ
て
い
る
。

し
か

し
、
両

者
が

和
解

し
、
統

一
す

る
た

め

に
は
ま
だ

こ
の
よ
う

な
問

題

の
解
決

が
残

っ
て

い
る

こ
と
を

忘
れ

て
は

な
ら

な

い
。

こ
の
よ
う

な
問

題

を
理
論

的

に
解
決

す
る

こ
と
な

く
し

て
統

一
す

る
と
す

る
な
ら

ば
、

そ

れ

は
無

原
則

・
無

理
論

の
統

一
で

あ
り
、

思
想

的
頽

廃
を
も

た
ら

す
だ

け

で
あ

る
。

左

連

の
結

成

に
あ

た

っ
て
、
前

述
し

た
よ

う
な
理
論

的
対

立
が

ど

の
よ

う

に
解
決

さ
れ

た

の
で

あ

ろ
う
か

。

こ
の
点

に

こ
そ
左

連

の
思
想

性

は
か

か

っ
て

い
る

の
で

あ

る
。

⇔

左
連
結

成

の
準

備
が
始

ま

る
の

は
、
漏

雪
峰

に
よ
れ
ば

「
一
九

二
九
年

の
十

一
二
月

」
で

あ
り

、
夏
街

に
よ

れ
ば

「
一
九

二
九

年
秋

」
で

あ
る
。

時
期

的

な

ニ
ユ
ア

ン
ス
で

は
少

し
ず

れ
る
が

、
秋

も
終

り

の
頃

か

ら
準
備

が
始

ま

り
、
冬

の
間

に
準

備
が

整

い
、春

の
初

め

に
結

成

に

こ
ぎ

つ
け
た
、

と
考

え
る

の
が
妥
当
で

あ

ろ
う

。

こ
の
結

成

の
指
令

が
中

国
共

産
党

か

ら
出

て

い
る

こ
と
は
確

か
で

あ
る

。

そ
の
間

の
事

情

を
夏
街

は
次

の
よ
う

に
書

い
て

い
る
。

一
九

二
九

年
秋

、
力

を
集
中

し
当

面

の
文
学

運
動

の
任
務

を
確

立

す
る

た
め

に
、
党

は
我

々

の

こ
の
支

部

(間
北
区
第
三
街
道
支
部
)
を
中

心
と

し

て
、

文
芸

界
と

連
絡
を

と
り

、
統

一
的
左

翼
文
芸

界

の
団

体

1

こ
れ
が
翌
年
成
立
し
た
中
国
左
翼
作
家
聯
盟
で
あ
る
ー

を
組

織

す

る
よ
う

に
指

令
し

て
き

た
。

こ
れ

か
ら
準

備

に
か

か
る
わ

け
だ

が
・

そ

の
間

に
為

さ

れ
た
事

に

つ
じ

て
、
鄭

伯
奇

は
次

の
よ

う

に
言

っ
て

い
る
。

準

備
期

間

に
党

は
若

干

の
必
要

な
措

置
を

と

っ
た
。

す

な
わ

ち
そ

れ

以
前

に
紛
争

の
あ

っ
た
若

干

の
作
家

と

個
人
的

接
触

を
進

め
、
誤

解
を

除
き

、
統

一
組
織

を
結

成
す

る
有
利

な

雰
囲

気
を
作

り

だ
し

た
。

例

え
ば
魯

迅
先

生
は

福
乃
超

同
志

が
彼

を
批
評

し

た
文
章

に
大

い
に

不
快

を
感

じ

て
い
た
。

実
際

に
は

"
老

"

の
字
は
筆

の
誤

り

か
誤
植

で
あ

り

,
ひ
ど

い
気
持

が
あ

っ
た
わ

け
で

は
な

い
。

こ
の
よ

う
な
措

置

の
下

に
、
漏

乃
超
同
志

と
魯

迅
先

生

は
面
会

し

た
。
魯

迅
先

生

は

凋

乃
超

同
志

に
非

常

に
よ

い
印

象

を
持

ち
、

誤
解

を
除

い
た
ば

か
り

で

は
な
く
、

話

し
会

え

る
友

人
と

な
り
、

以
後

「
左

連
」

の
工
作

に

少

な

か
ら

ぬ
便
宜

を
あ

た

え
た
。
党

の
具

体
的

指
導

に
よ

っ
て
以
前

の
各

文
学
社

団
体

の
間

に
あ

っ
た

意
見
と

誤
解

は
消

滅
し

、
革

命
作

家

間

の
団
結

は
強

ま
り

、
統

一
組
織
結

成

の

た
め

の
基

礎

が
定
ま

っ

た
.%
.

但

し

こ
の
文
章

が
書

か
れ

た

の
は

一
九

六
〇

年
で

あ
り

、

そ
の

こ
と
を

考

慮

に
入

れ
れ
ば

、

「
党

の
指

導
」

が
あ

ま
り

に
美

化

さ
れ

て
い
る

こ
と

を

、
割

引

い
て
考

え
ね
ば

な

ら
な

い
で
あ

ろ
う

。
そ

れ

は
と
も

か
く
、

こ

の
時
点

以
前

に
す
で

に
創

造
社

・
太

陽
社

は
党

の
指

導
下

に
あ

っ
た

の
で

あ

る
か

ら
、

「
各
文

学
社

団
体

の
間

に
あ

っ
た

意
見

と
誤
解

」

は
さ

ほ
ど

問
題

で

は
な

く
、
中

心

は
魯

迅

に
あ

っ
た

は
ず
で

あ

る
。

そ
し

て
、

こ
の

頃

、
魯

迅
が
度

々
出

か
け

て

い
る

こ
と
は

、
竹

内

実
氏

が
書

か
れ

て

い
る

通

り
で

あ

る
。

こ

の
よ
う
な

一
連

の

工
作

が

一
段
落

し
た
後

、

一
九

三
〇
年

二
月

十
六

日
午

険

、
魯

迅

・
夏
街

等

に
よ

っ
て
上
海

で

文
芸

運
動

に
従
事

し

て

い
る

人
を

集
め

て
討
論

会

が
開

か
れ

る
。
出

席
者

は
十

二
名
で

あ

翰
卵

そ
の
討

論
会

の

テ
ー

マ
に

つ
い
て
は
次

の
よ

う
に
述

べ
ら

れ

て

い
る
。
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討
論
の
題
目
は

「過
去
の
清
算
」
と

「目
前
の
文
学
運
動
の
任
務

の
確
立
」
で
あ
る
。
過
去
の
運
動
に
対
す
る
討
論
の
結
果
、
四
点
の

指
摘
す
べ
き
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。
一
小
集
団
主
義
な
い
し
個
人
主

義
、
ニ
批
判
の
不
正
確
、
即
ち
未
だ
科
学
的
文
芸
批
評
の
方
法
及
び

態
度
を
応
用
で
き
な
い
こ
と
。
日
本
当
の
敵
、
即
ち
反
動
思
想
集
団

及
び
全
国
に
広
く
い
る
遺
老
遺
少
に
不
注
意
に
す
ぎ
る
こ
と
、
四
た

だ
文
学
の
み
を
高
め
よ
う
と
し
て
、
文
学
が
政
治
運
動
を
助
け
る
任

務
を
忘
れ
、
文
学
の
た
め
の
文
学
運
動
と
な
っ
た
こ
と
。
次
に
目
前

の
文
学
運
動
の
任
務
に
対
し
て
、
最
も
重
要
と
認
め
た
こ
と
が
三
点

あ
る
。
一
旧
社
会
及
び
そ
の
す
べ
て
の
思
想
的
表
現
の
き
び
し
い
破

壊
、
ニ
新
社
会
の
理
想
の
宣
伝
及
び
新
社
会
の
誕
生
の
促
進
、
日
新

文
芸
理
論
の
建
設
。
討
論
の
結
果
、
全
会

一
致
で
必
ず
国
内
左
翼
作

家
を
団
結
さ
せ
、
共
同
し
て
こ
の
運
動
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
確
認
し
た
。
そ
こ
で
討
論
の
上
で
す
ぐ
に
国
内
の
左
翼
作
家

を
組
織
す
る
準
備
委
員
会
が
成
立
し
、
左
翼
作
家
の
団
体
を
組
織
す

る
準
備
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
討
論
会
か
ら
二
週
間
後
に

「左
連
」
は
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
討
論
会
が
左
連
結
成
の
最
後
の
仕
上
げ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
討
論
の
結
果
に
基
い
て
準
備
委
員
会
が
起
草
し
た
の
が
、
左
連
の

綱
領
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
こ
に
は
魯
迅
と
革
命
文
学
派
と
の
理
論
的
統

一
点
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
綱
領
は
あ
ま
り

に
も
短
く
、
こ
ま

か
い
理
論
問
題
が
ど
う
解
決
さ
れ
た
か
を
見
る
こ
と
は

で
き
な

い
。
だ
が
そ
の
発
想
の
基
調
は
明
か
に
革
命
文
学
派
の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
社
会
変
革
期
の
芸
術
は
、
解
放
闘
争
の
使
命
を
負
う
か
ら
、

人
類
最
後
の
解
放
闘
争
を
闘
う
現
在
、
作
家
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
立

場

に
立
た

ね
ば

な
ら

な

い
、

と

い
う
骨

子
で

書
か

れ

て

い
る

。
も

っ
と
も

部

分
的

に
は

「
芸

術
が

も
し

人
類

の
悲

哀
、
哀

楽

を
内

容
と

す
る

な
ら
ば

、

我

々

の
芸

術
は
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
が
暗

黒

な
階
級

社
会

の
中

で

「
中
世

紀

」

の
中
で
感

覚

す

る
感

情

を
内

容
と

し

な
け
れ
ば

な

ら
な

い
嚇
》」
と

い

う

一
句

が
あ

り
、
魯

迅
の
主

張

の
痕

跡

は
認

め
ら

れ
る
が

、

や
は

り
文
学

の
宣

伝
的

任
務

を

中

心

に
据

え

て

い
る
点

は

、
革

命
文
学

派

の
思
考

で
あ

る
。だ

と

す
れ

ば
、

こ
れ

に
よ

っ
て
魯

迅

と
革

命
文
学
派

の
理
論

的
対

立

は

何

ら
解
決

し

て

い
な

い

こ
と

は
明
ら

か
で
あ

る

。
そ

の
事

を
両
者

は
ど

う

考

え

て

い
た
で

あ

ろ
う
か

。

ま
ず
魯

迅
の
態

度
を

示
す

も

の
は
、

あ

の
有

名

な

「
左
翼

作
家

餅
盟

成

立
大

会
で

の
講

演

」
で

あ
る

が
、

こ
こ
で

は

一
九

二
八
年

に
展
開

し

た
革

命

文
学

批
判

を

一
歩

も
譲

っ
て

い
な

い
。

た
だ

連
合
戦

線
結

成

の
必
要

を
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認
め
、
戦
線
の
拡
大

・
新
し
い
戦
士
の
養
成
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
こ
と

に
、
彼
の
統

一
へ
の
姿
勢
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
に

と
っ
て
は
、
理
論
的
対
立
を
解
決
し
た
上
で
の
統

一
な
ど
思
っ
て
も
い
な

い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
革
命
文
学
派
の
態
度
を
解
く
資
料
は
乏
し
い
が
、

一
九

三
〇
年
二
月
に
書
か
れ
た
銭
杏
邨
の

「魯
迅
」
が
そ
の
手
が
か
り
に
な
り

う
る
と
思
わ
れ
る
。
銭
杏
邨
は
こ
の
論
文
よ
り
以
前
に
、

一
九
二
八
年

「
死
せ
る
阿
Q
時
代
」
を
書
き
魯
迅
の
現
代
的
意
義
を
殆
ど
否
定
し
た
人

物
で
あ
っ
て
、
彼
は
そ
の
中
で
魯
迅
の
創
作
を
次
の
よ
う
に
き
め
つ
け
た

の
で
あ
っ
た
。

確
か
に
清
未
及
び
庚
子
義
和
団
暴
動
時
代
の
思
潮
を
代
表
で
き
る

だ
け
で
あ
る
。
真
に
五
四
時
代
を
代
表
で
き
る
創
作
は
実
は
多
く
な

一『



灘し
一
九

三
○
年

の

「
魯

迅
」

は
こ

の
よ
う

な
魯

迅
評

価
を
多
少

な

が
ら
訂

正

し
た
も

の
で

あ

っ
て
、

こ

こ
で

は
魯

迅

の

「
哨

減
」
で

の
封

建

勢
力
と

の
闘

い
を

高
く
評

価

し

つ
つ
も
、

目
的

意
識

を
獲

得
で
き

な

か

っ
た

か
ら

「
彷

復
」

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
か

っ
た

の
だ

、
と

い
う
意

味

の

こ
と

を
論

じ

つ
つ
、
次

の
よ
う

に
魯

迅
を
評

価
し

て

い
る
。

私

は
絶
対

に
魯

迅

に
反
封

建
的

「
哨
城

」

と

「
彷

復

」

の
五
四
時

代

で

の
役

割
及
び

そ

の
歴
史
的

役

割
を
否

認

し
な

い
。
し

か
し

、

こ

の
種

の
役
割

は
革

命
的

現
段

階
で

は
そ

の
先

進
力
を
消

耗

し

て
し
ま

っ
て

い
る
。
こ
れ
も

又
絶

対

に
否

認
し

て
は
な

ら
な

い
事
実

で

あ

る
。

(中
略
)
我

々
は
魯

迅
が
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
!

ト
の
立
場

に
立

ち
、
新

し

い
反
封

建
的

創
作

を
生

み
だ

す

こ
と

を
期

待

し

て
い
麺
)。

魯

迅
を
反
封

建

の
闘
士

と
評

価

し

つ
つ
も
、

や

は
り
過
去

の
人
間

と
し

て
扱

う

こ
と

に
は
変

り

は
な

い
。
だ

と
す

れ
ば

、
魯

迅
を
左

連

の
指

導
者

と

し

て
扱

う
態

度
で

は
毛

頭

な

い
し

、
彼
等

の

一
九

二
八
年

の
批

判

が
間

違

っ
て

い
た
、

と
訂

正
す

る
態

度
で

も
な

い
。

こ
の
よ
う

に
部
分

的

に
訂

正
し

て

い
く
態

度

の
中

に
は
、
自

ら

の
基
本

的

正
し

さ
を

確
信
す

る
強

い

信

念
を
感

じ

さ
せ
ら

れ

る
。

左

連
を

結
成

し

て
も
革

命
文
学

派

の
魯

迅

に
対

す

る
不
満

は
内

攻

し
続

け

て

い
る

の
で

あ
る

。

そ
れ
は

一
九

三
〇
年

九
月

十
七

日
、
魯

迅

の
五
十

歳
誕

生
記

念

日

の

エ
ピ

ソ
ー

ド
と
し

て

ス
メ

ド

レ
ー
が

伝

え
る
次

の
よ

う

な
話

に
よ

っ
て
も

確

か
め

ら
れ

る
。

会

が
お
わ

り

に
近
づ

く

と
、

ひ
と

り

の
若

い
男

が
私

の
方

に
向

い

て
悲

し
げ

に
頭

を

ふ

っ
た
。

「
失

望
し
た
で

し

よ
う
?

魯

迅

の
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
文
学

に
た

い
す

る
態

度
で

す

が
ね
。

あ
れ

は
青
年

の
気

持
を

く
じ

き
ま

す
。
(中
略
〉
私

は
そ

の
若

い
批
評

家

に
む

か

っ
て
、

「
私

は
双
手

を

あ
げ

て
魯

迅

に
同
感

だ

」
と

答

え

て
や

っ
た
。

革

命
文
学

派

と

て
、

魯

迅
と

の
対

立
を
理

論
的

に
解

決

し
た
上

で

の
統

一
な
ど

全

く
考

え

て

い
な

い

の
で

あ

る
。
両

者
と

も

に
左
連

の
結

成

に
よ

っ
て
、

こ
れ
ま
で

の
理
論
的

・
感

情
的

対
立

が
と

け
た

と

は
思

っ
て
い
な

い
し
、

そ

の
よ

う
な
も

の
と

し

て
統

一
が
あ

る
と

も
考

え

て

い
な

い
の
で

あ

っ
て
、
も

っ
と
別

な
も

の
と
し

て
統

一
を

考

え
て

い
る

の
で
あ

る
。

だ
と

す

る
な
ら
ば

、

両
者

を

「
統

一
」

へ
と
導

い
た

要
因

と

は

一
体

何

で

あ

っ
た

の
か
、

と

い
う
問

題
を

次

に
さ
ぐ

ら

ね
ば

な

ら
な

い
。

⇔

一
九
二
九
年
は
瑞
金
を
中
心
と
す
る
革
命
の
根
拠
地
と
蒋
介
石
側
と
の

対
立
が
次
第
に
激
化
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
こ
の
年
の
十
二
月
に
は
古

田
会
議
が
開
か
れ
、
そ
の
後
根
拠
地
お
よ
び
紅
軍
は
発
展
に
向
い
、

一
九

三
○
年
に
は
根
拠
地
の
数
十
五
、
紅
軍
十
三
個
軍
、
六

・
七
万
人
に
な
っ
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た

と
言

わ
れ

て

い
る
。

こ
れ

に
対

し

て
蒋

介

石
は

一
九

三
〇
年

の
終

り

に

第

一
次
包

囲

攻
撃
を

行

う
し
、

上
海

地

区

に
は
出
版

法
を

施

行
し

、
言
論

の
取
締

り
を
強

化

し

て
、
次
第

に
反
動

の
色
彩

が
濃

く

な

っ
て

い
き

、

こ

う

し
た
言

論

の
弾

圧

に
よ

っ
て
左
翼

作
家

の
書

く
雑

誌

が
な

く
な

っ
て
い

へ36
}

く
様
子
ば
魯
迅
が

「二
心
集
」
の
序
言
に
書
い
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ

の
白
色
テ
ロ
に
呼
応
し
て
文
化
界
で
は
新
月
社
等
の
反
動
文
人
が
さ
か
ん

に
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
等
の
反
動
派
の
動
向
に
魯
迅
が
闘
う
必
要
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
、

先
に
引
用
し
た
左
連
成
立
大
会
の
講
演
で
、
反
動
勢
力
へ
固
い
決
意
を
も

っ
て
長
期
的
に
闘
う
必
要
を
と
い
て
い
る
こ
と
で
解
額
}。
左
連
成
立
大
会

う一



で

の
提

案

は
、

こ
の
階
級

闘
争

を
根
底

に
据

え

て
の
も

の
で
あ

り
、
決

し

て
私
欲

や
党
利

党
略

の
た

め

に
な
さ

れ
た
も

の
で

は
な

い
。
彼

を

つ
き
動

か

し

て

い
る
根

源
的

な
動

機
は

、

こ
の
階
級

闘
争

を
自
分

の
場

所
で

闘

い

ぬ

こ
う

と

い
う
決
意
で

あ

る
。
し

か

し
、
左

翼
が
結

集
す

れ
ば

、

そ
の
力

が

さ
ら

に
大
き

く
な

る
、

な
ど
と

考

え

て
い
た

の
で
は

な

い
こ
と
も

ま
た

明

か
で

あ
る
。

こ
の
際

思

い
起

こ
さ
れ
る

の
は
、

彼
自

ら
が

マ
ル
ク

ス
主

義

理
論
を
翻

訳

し
た
動

機

を
語

っ
た
次

の
言
葉

で

あ
る
。

し
か
し

、
私

が
他

国
か
ら

火
を
盗

ん

だ
本

意
は
自

ら

の
肉
を
煮

る

こ
と

に
あ

り
、
味

を

一
そ

う
よ
く

す
る

こ
と

が
で
き

れ
ば

、

そ
れ
を

咀
鳴

す
る

人
が

一
面
で

は

一
そ
う
多

く

の
利
益

を
う

け
る

し
、

私
も

ま

た
自

分

の
身

体
を
浪
費

し

た

こ
と

に
は
な
ら

な

い
、
と
考

え

た
か
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ら
で
あ
る
。

左
翼
作
家
連
盟
成
立
大
会
の
講
演
に
脈
打

っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
決
意

で
あ
る
。
そ
れ
は
翌

一
九
三

一
年
八
月
の
社
会
科
学
研
究
会
で
の
講
演
、

「上
海
文
芸
の
一
瞥
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
魯
迅
は
自
ら

を
革
命
人
に
き
た
え
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
チ
キ
革
命
派
を
中
国

の
階
級
闘
争
を
担
い
き
る
真
の
革
命
家
に
育
て
あ
げ
よ
う
と
考
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
魯
迅
の
最
も
深
い
所
に
あ
る
気
持
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
に
は
階
級
闘
争
を
闘
い
ぬ
く
決
意
に
満
ち
た
見
事
な
革
命
人
の

魂
が
脈
打
っ
て
い
る
。

一
方
中
国
共
産
党
の
狙
い
は
、
魯
迅
と
別
な
所
に
あ
っ
た
。
こ
の
頃
の

文
化
界
を
見
渡
せ
ば
、

一
連
の
左
翼
文
化
団
体
の
結
成
が
相
つ
い
で
い
る

事
実
が
注
目
さ
れ
る
。

一
九
三
〇
年
二
月
に
は
中
国
自
由
運
動
大
同
盟
が

組
織
さ
れ
、
三
月
に
は
左
連
、
六
月
に
は
社
会
科
学
作
家
腓
盟
、
そ
れ
か

ら
少
し
遅
れ
て
左
翼
戯
劇
腓
盟
、
そ
の
後
群
少
の
団
体
の
結
成
が
続
き
、

そ
れ
が

中
国

左
翼

文
化

総
同

盟

の
指

導
下

に
は

い

っ
て

い
る

。
そ

の
間

の

事

情
を

丁
易

は
次

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
。

中
国

左
翼

文
化

総
同

盟
は
中

国
共

産
党

指
導

下

の
文

化
団
体

で
あ

る
。

そ

れ
は
左

翼
作

家
腓

盟

、
社

会

科
学

作
家

同
盟

、
世

界
語

(
エ
ス

ペ
ラ

ン
ト
〉

腓

盟

、
映

画

人
餅

盟

、
新

劇

人
及
び

美
術
家

餅
盟

等

が

合

作
し

て
組
織

さ

れ
た
。

成

立
後
、

そ

れ
は
当

時

の
文

化
運
動

を
指

(刃
)

導

し
、

発
展

さ
せ

た
。

こ
れ

に
よ

っ
て
中

国
共

産
党

の
方
針
と

し

て
、

一
連

の
文

化
団

体

が
結

成

さ
れ

た

こ
と
が
わ

か

る
。

し
か

し
、

問
題

は
党

が
如
何

な

る
政
治
路

線

の
必

要

に
応
じ

て
文

化
団

体
結

成

を
行

っ
た

の
か

、
と

い
う

こ
と
で

あ

る
。
党

に
と

っ
て
は

一
九

二

九
年

末

か
ら

三
〇
年

初

め

に
か
け

て

の
時
期

は
、

一
九

二
八
年

七
月

モ
ス

ク

ワ
で

開
催

さ
れ

た
六
全

大
会

で
決

定

さ
れ

た
基

調

、
お

よ
び

そ
れ

を
更

に
具
体

化
し

た

一
九

二
九

年
六

月

の

二
中

全
会

の
決

定
を

実
践

し

つ
つ
あ

っ
た
時

に
当

る
。
所

謂

「
李

立
三
路
線

」
と

い
わ
れ

る
も

の
が
顕

在

化
す

る
以
前

の
準

備
期
で

あ

る
。
六

全
大
会

で

は

「
革

命

の
第

一
次

高
潮
期

は

過

ぎ
去

り
、

末
だ
第

二
次

高
潮

に
達

」
し

な

い
が
、

情
勢

と
し

て
は

「
第

二
次

革

命
高

潮
到

来

の
必
然
性

」

が
あ

る
の
で

、

「
第

二
次
高

潮
期

に
虜

す

る
た

め

に
党

は
大

衆

の
獲
得

を
方

針
と

し

、
全

力

を
挙

げ

て
無

産
大

衆

を
獲

得
統

一
し
、

そ

の
団

結

に
力

を
注
ぎ

、
党

の
政
綱

に
服
従

し
、
大

な

る
組

織

運
動

に
従
事

せ

し
め

」

て

「武

装

暴
動

」

に
備
え

ね
ば

な
ら

な

い
、

と

い
う
活

動

の
基
本

方
針

を
決

あ

て

い
る
。

こ
の
活

動

の
基
本

方
針

は
二
中
全
会

に
な

っ
て
も

、
何

ら
変
更

を
加

え

ら

れ
ず

、

「
た
だ
我

等

の
大
衆

獲
得

の
力

に
依

っ
て
、

は
じ
め

て
革
命

の

高

潮

の
到
来

の
早

い
か

遅

い
か

の
行
程
が
決

定

さ
れ

得
る

こ
と

を
強

く
認
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定

し
な

け
れ
ば

な
ら

ぬ
。

」
と

「
大
衆
獲

得

」
を
党
活

動

の
基
本

任
務

に

据

え
る

こ
と
で

、
運

動

の
方
向

は
よ

り
明
確

に
な

っ
て
い
る
。

そ

の
た
め

に
詳
細

な
組

織

問
題
決

議

を
行

っ
て
い
る
が

、

そ
の
中

に
次

の
よ
う

な
注

目
す

べ
き

方
針

が
う

ち
出

さ
れ

て

い
る
。

現

下

の
政
治

段
階
中

に
於

て
あ

ら
ゆ

る
闘
争

性
質

を
有

す

る
労

働

者
団

体

は
す

べ
て
禁
止

せ
ら

れ
、

圧
迫

せ
ら

れ

て
秘

密
活

動
と

な

っ

た
か

ら
、

こ
れ
が
た

あ

に
あ

ら

ゆ
る
合
法

的
或

は

半
合
法

的
団

体
、

例
え

ば

「
体
育
会

」
「
読

書
会

」
「
倶
楽

部

」
「
疾

病
失
業

互
助
会

」

等
を

利
用
或

は
創
造

し

て
、
そ

の
援
護

下

に
於

て
大

衆
闘

争
を

発
展

せ
し

め
、
党

の
政
治

影
響

を
促
進

せ
し

め
、

以

て
工
会

の
作

用
を
加

重
し

て
赤

色

工
会

組
織

に
ま
で

成

長

せ
し
め

、
且

つ
工
会

の
公
開
存

在
を

力
争

す
る

こ
と

は

「
我

等

の
目
前

の
支

那
革

命

の
段
階
中

に
於

け

る

最
主

要
な

る
実
際

任
務

」
で

あ

る
。

こ
れ
は
直

接

に
は
労

働
組

合
組
織

に

つ
い
て
出

さ
れ

た
方
針
で

あ

る
が

、

前
述

し
た

文
化

団
体
結

成

の
事
実

に
よ

っ
て
み

る
と
、

こ
の
方

針
が

諸

々

の
大
衆

団

体

の
組

織

に
適

用
さ

れ

て
い
た

こ
と
が

わ
か

る
。
ま

た

そ
れ
が

、

や

は
り
同

じ

く

「
支

那
革

命

の
段
階
中

に
於

け

る
最

主
要

な

る
実
際

任
務

」

と
認
識

さ

れ

て

い
る

こ
と
も

想
像

に
難

く
な

い
。
左

連

の
結
成

も

そ

の
任

務
遂

行

の

一
つ
と
し

て
行

な
わ

れ
た

の
で
あ

る
。

左

連

の
結
成

に
党

が
如

何

に
真

剣
で

あ

っ
た
か

は
、
許

広
平

が

「
自

由

大

同
盟
成

立

の
前

後

」

に

「
党
中

央

」
が

「
李
立

三

同
志

と
魯

迅

の
面
会

を
指

令
し

て
き

た
転
。
」と
書

い
て

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
も

ほ

ぼ
見
当

が

つ

く

。
当
時

の
中

国
共
産

党

き

っ
て

の
実

力
者

で
あ

る
李

立

三
自

ら

が
出
馬

す

る
と

い
う
事

実

は
、
党

側

の
決

意

が

ひ
と

と

お
り

の
も

の
で

は

な

い
こ

と

を
示
し

て
い
る
。

そ
れ

ほ
ど

に
共

産
党

は
魯

迅
を

必
要
と

し

て

い
た
と

い
う

こ
と
を
証

明

す
る

ゆ

る
が

ぬ
事

実

な

の
で

あ

る
。
そ
れ

は

恐
ら

く
、大

衆

の
間

に
高

い
威

信
と

強

い
影
響

力
を

持

つ
魯

迅
を
除

い
て
、
大

衆
団

体

で
あ
る
左

連

を
結
成

し

て
も
、

そ

の
意
味

は
半
減

す

る
か
ら

大
衆

獲
得

と

い
う
政
治

路
線

を
遂

行
す

る
上
で

、
魯

迅

を
加

え
た
左

連
を
ど

う

し

て
も

作

る
必
要

が
あ

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

魯

迅

と
和

解
す

る
た

め

に
彼

等
は
耐

え

た

の
で

あ

る
。
成

立
大
会

で

あ

れ

ほ
ど

痛
罵

さ
れ

な
が

ら
や

は
り
彼
等

は
魯

迅
を

常
務
委

員

に
選

ん
で

い

る
。

そ
れ

に
よ

っ
て
も
如

何

に
彼
等

が
忍

耐
し

た
か
が

想
像

さ
れ

る
。

し

か
し
、

そ

の
努
力

は
あ

く
ま
で

も
魯

迅
と

の
感

情

的

な
し

こ
り

の
解
決

の

た
め
で

あ
り

、
全

く
理
論

的

な
問
題

解
決

の
た

め
で

は
な

い
の
で

あ
る

。

綱
領

で

は
何

一
つ
解
決

さ
れ

て

い
な

い
が

、

そ
れ
を
今

後

の
活

動

の
中
で

解
決

し

て

い

こ
う

と

い
う
志

向

も
殆

ん
ど

放
棄

さ
れ

て

い
る
。
彼

等

に
と

っ
て
は
魯

迅
が
提
起

し

た
直
接

政
治

に

つ
な
が

ら
な

い
文
学

論
な

ど

は
ど

う
で

も

よ

い

の
で

あ
り

、
目
的

は

そ
れ
と

全
く

別
な
所

に
あ

っ
た
の
で

あ

る
。爲

雪

峰

は
左

連
時

代

の
党

の
指
導

に

つ
い
て

「
盟
秋

白
同

志

個
人
が
左

連

に
対

し

て
実
際
的

指
導

と
大

き

な
援
助

を
し

た
外

に
は
、

そ

の
時

の
上

海

の
党
中

央

は
文
芸

闘

争
と

文
芸

創

作
問
題

に
経

験
を

欠
き

、
関

心
も
十

分
で

は
な
か

っ
た

だ
け
で

は

な
く
、

同
時

に
我

々

に
明
確
な

方
向

を
与

え

な
か

っ
た
。

」
と
事

実
上

、
党

に
は
文
芸

政
策
が

な

か

っ
た

こ
と

を
述

べ

た
後

「
そ

の
時

の
上

海

の
党
中

央

と
我

々
こ
れ

ら
年
若

い
党

員

の
主
要

な

者

は
、

左
連

を
直

接
政

治
闘
争

を
す

る

一
般

の
大

衆
的
革

命
団

体

だ
と
思

っ
て
い
た
。

」
と

書

い
て

い
る
。

こ

の
言
葉

を
裏

付

け
る
が

如
く

、
魏

金

枝

は
左
連
時

代

の
活
動

を
回

想
し

て

「
私
は
あ

の
時

、
よ

く

デ
モ
と

ビ

ラ

撤
き
を

し

た

こ
と

を
憶

え

て

い
る
。

」
と

書

い
て

い
る
。
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こ
の
よ
う

に
成
立

し

た
左

連

は
、
党

に
と

っ
て
は
文
学

活
動

そ
れ
自

身

を
推
進

す
る
団

体
と

し

て
で

は

な
く

、
党

の
政
策

を
代

行
し

て

い
く

「
大

衆
的

革

命
団
体

」
と

し

て
存

在

の
意
味

が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
事

実

そ

の

後

の
左

連

の
活

動

は
、

こ
の
党

の
路

線

に
沿

っ
て
進
め
ら

れ

て
お
り

、
魯

迅
の
構
想

も
、

そ

の
問
題
提

起
も

す

べ
て
を

呑
み

つ
く
し

て
党

の
意

図
と

政
治

路
線

は
強

烈

に
貫

徹
し

て
い
る

の
で
あ

る
。
左

連

の
結

成

及
び

そ

の

後

の
活
動

を
貫

い
て

い
る

の
は
、

こ
の
大

衆
獲

得

の
政
治

路
線
で

あ

り
、

更

に
そ
れ

を
支

え
る

人
間

の
解
放

を
党
組

織

の
強

化

に
収

敏
し

て
考

え
る

党
組
織

至

上
論
で

あ

る
。
す

べ
て
の
問
題

は

そ

こ
に

一
元
的

に
還
元

さ
れ

て
し

ま

い
左

連

の
活
動

が
文
学

と

い
う
独
自

の
領
域
で

、

人
間

の
問
題

を

軸

に
し

て
独

自

の
花
を
咲

か

せ

る

こ
と

が
全

く
閉
ざ

さ
れ

て
し
ま

っ
て

い

る

の
で
あ

る
。
魯

迅
が

提
出

し
た
問

題
も

ま

さ

に
こ
の
点

に
あ

っ
た

の
で

あ
る

が
、

そ
れ
も

棚
上

げ
さ

れ
た
ま

ま

放
置
さ

れ

て

い
る
。

し

か
も
魯

迅

そ

の
人
で

す
ら

一
九

三
六

年

の
国

防
文
学

論
争

ま
で

の
間

、
問
題

の
行
方

を
見

失

っ
て

い
る
ふ

う
が
あ

る

の
で

あ

る
。
(
こ
の
問
題

は

こ
ま

か
く
検

討

し

て
み
る

必
要
が

あ

る
が
、
今

後

の
課
題

と
し

て
追
求

し

て
ゆ
き

た

い
。
)

こ
こ
で
党
組

織

至
上
論

は
も

と
も

と
革

命
文
学

論

と
同
じ

思
想

の
上

に

立

脚
す

る
も

の
で

あ

る

こ
と

に
注

目
す

る
必
要

が
あ

る
。

そ

こ
で

の
党
組

織

拡
大

の
た

め

の
文
学

は
、

や
は

り
文
学

の
宣

伝
的
機

能
が

中

心

に
な

る

こ
と

は
必
然

で
あ

る
。
作

家

は
や

は
り

そ

の
任
務

の
遂

行
者

と

し

て
の
み

意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
作
家
は
や
は
り
観
念
i

政

治
路
線

・
政
策
と
い
う
具
体
的
な
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
ー

の
客
体
で

あ
り
、
自
ら
苦
悩
し
、
思
考
し
、
判
断
す
る
と
い
う
人
間
的
営
み
と
自
由

な
想
念
を
定
着
す
る
自
立
し
た
存
在
で
は
な
い
。
人
間
は
思
考
と
行
為
を

彼
自
ら

の
責
任
に
於
て
行
う
解
放
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
は
魯
迅

が
提
起

し
た

人
間

の
行
為

を
軸

に
し
た

人
間
主

義

の
思
想

の
上

に
立

つ
も

の
で

は

な

い
。
や

は
り

人
間

を
客
体

化

し
た
思

想

の
上

に
始

め

て
成

立
し

う

る
も

の
で

あ
り
、

そ

の
意
味

で

は

一
九

二
八

年

の
革

命

文
学
論

と

同

一

の
思
想
的

基

調

に
立

っ
て

い
る

の
で

あ

る
。

更

に
言

う

な
ら
ば

、

人
間
解

放
を

標
榜

し
た

人
間
疎

外

の
思
想

で
あ

り

、

人
間

の
主

体
的

実
践

の
意

味
を

理
論

的

に
欠
落

さ
せ

た
観

念
論

な

の
で

あ

る
。左

連

は

こ
の
よ
う

に
し

て
強
烈

な

党
路
線

の
遂
行
機

関

と
し

て
文
学

理

論

の
本
質

的

な
問
題

を
殆

ん
ど

な
お

ざ
り

に
し

て
成
立

し

た

の
で

あ

っ
た
。

従

っ
て
左

連

の
思
想

に
は

、
文
学

論

な

い
し
人

間
論

の
本
来

の
性

質
か

ら

は
相

客
れ

な

い
二

つ
の
思

想
が
同

居

し

て
お
り

、
統

一
し

た
全

体

と
し

て

は
思

想
的
頽

廃

以
外

の
何
物

で
も

な

い

の
で

あ

る
。

そ
し

て

「
統

一
し

た

全
体

」
を
支

え

る
党
組

織

至
上
論

は
決

し

て
人
間

解
放

に

ス
ト

レ
ー

ト
に

つ
な
が

る
思
想
で

は

な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

一
九

三
六

年

の
国
防

文
学
論

争

の
要
因

は

こ

こ
に
内

包

さ
れ

て
お

り
、
更

に
今

日
の
文

化
大

革

命

に

つ

な
が

る
問

題
も

こ
こ
に
含

ま
れ

て

い
た
、
と

考

え
ら
れ

る

の
で

あ

る
。

終

り

に

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
問
題
を
含
む
左
連
の
結
成
が
行
な
わ
れ
た
の

は
、
中
国
共
産
党
が
大
衆
的
基
盤
、
特
に
労
働
者
階
級
の
中
に
基
盤
を
持

た
ず
、
全
く
大
衆
か
ら
遊
離
し
た
組
織
状
況
の
中
で
あ
っ
た
。
二
中
全
会

の
組
織
問
題
決
議
も

「目
前
の
全
国
組
織
状
況
に
披
る
に
、
極
め
て
多
く

の
党
の
弱
点
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
主
要
な
も

の
、
党
の
無
産
階
級
的
基

礎
の
薄
弱
さ
、
大
衆
組
織
と
の
関
係
の
不
正
確
さ
塗
ビ
と
言
い

「支
那
の

党
は
六
全
大
会
の
時
に
は
、
僅
か
に
百
分
の
十

の
労
働
者
党
員
を
有
す
る
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の
み
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
更
に
縮
少
し
て
百
分
の
七
と
な
り
、
又
農

民
党
員
も
増
減
不
定
を
極
め
て
い
輪
騨
と
そ
の
組
織
的
弱
体
を
認
め
て
い

る
。だ

と
す
れ
ば
中
国
共
産
主
義
運
動
は
中
国
の
現
実
ー

そ
の
歴
史
と
人

民

の
中

に
根
を

下
さ

ぬ
知
識

人

と
少

数

の
労

働
者

・
農

民
だ

け

の
運
動

だ

っ
た

の
で

あ

る
。
現

実

に
根

を
下

さ
ず

、

そ

こ
で

の
血

の
通

っ
た

実
践

が

問
題

に
な
ら

な

い
状

況
が

、

そ
の
教
条

的

・
観

念
的

な
論

理

に
反
映

さ

れ

て
い
る
。
.し
か

し
、

現
実

の
具

体
的

実

践

が
問
題

に
な
る
限

り
、

そ

こ
に

は
必

ず
人

間
主

体

の
実

践

の
意
味

を

理
論
的

次

元
に
於

て
も

回
復

せ
ざ

る

を
得

な

い
。
理
論

的
枠
組

は
あ

ら
か
じ

め
設

定
さ

れ

て

い
る
が
、

そ
れ
を

具

体
的

実
践

で
乗

り

こ
え
ざ

る
を

得
な

か

っ
た
所

に
中

国
土

着

の
共

産
主

義
運

動
が

あ
り

、
そ

の
理
論

的

反
映

が

毛
沢
東

思

想
で

あ

る
と
思

う

の
で

あ

る
。

文
学

に
於

て
も

観
念
的

な
革

命

文
学

か
ら

階
級
闘

争

の
進

展

に
応

じ

て

人
民
文

学

へ
と
移

行

し

て
い
く
が

、

こ

こ
で
も

設
定

さ

れ
た

マ
ル
ク

ス
主

義

文
学

論

の
外

在

的
枠
組

は

固
く

、
作
家

の
主

体

が
完
全

に
回

復
さ

れ
た

と

は
思

わ

れ
な

い
。

具
体

的
実
践

に
於

て
観

念

性
を
打

破

し

て
い
く

と

い
う

こ
と

は
、

今
も

な

ほ
続

い
て

い
る

過
程
で

あ

る
。
文

化
大
革

命

も

そ

の
よ
う
な

過
程

の
中

で
見

て

い
か

ね
ば

な
ら

な

い
だ
ろ

う
。

こ
れ

は
文
化
大

革

命
を
見

る

一
つ

の
視
点

で
あ

り
う

る
と
思

う

の
で
あ

る
。
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編
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五
頁
ー
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」
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五
九
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「
現
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史
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三
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年
版

八
十
頁

)

註
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)
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同
じ
。
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三
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〉
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(註

(18
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に
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じ
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九
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註
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じ
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註

(19

)
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註
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同
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四
二
頁
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中

国
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六
全
大
会
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決
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野
乾

一
編

「
中
国
共
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党

史
」
第

一

巻

時
事
通
信
社

昭
和

三
十
六
年

二
三
七
頁

-
二
三
八
頁

〉

中
国
共
産
党
二
中
全
会

「
政
治
決
議
」
」同
前
三

一
五
頁
〉

中
国
共
産
党
二
中
全
会

「
組
織
問
題
決
議
」

(
同
前

三
七
〇
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許
広
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迅
回
憶
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」
(作
家
出
版
社

一
九
六

一
年
版

=
二
九
頁
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註
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〉

同

前

魏
金
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註
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同

前
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同
じ
。
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頁
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五
二
頁

〉

「
"左

連
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雑
憶
」

(註

に
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じ
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頁
)

(
三
五
四
頁
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(
3
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に

同

じ
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八
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頁
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