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一
　
は
じ
め
に

　
ソ
連
の
崩
壊
の
教
訓
を
学
ん
だ
中
国
共
産
党
が
、
一
連
の
改
革
に
よ
っ
て
政
権
の
適
応
力
（adaptation

）
を
高
め
た
こ
と
を

Sham
baugh

が
強
調
し
て
い（
1
）る。

権
威
主
義
体
制
が
組
織
化
さ
れ
た
大
規
模
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
思
想
統
制
に
よ
っ
て
、
正
統
性
と
支

配
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
権
威
主
義
体
制
と
民
主
主
義
体
制
の
重
要
な
違
い
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
一
九
九
〇
年
代
以
来
、
中
国

の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
シ
ス
テ
ム
も
少
な
か
ら
ぬ
改
革
を
経
て
き（
2
）た。

三
章
の
先
行
研
究
の
箇
所
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
改
革
さ
れ
た
中
国
の

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
現
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
党
、
政
府
、
軍
隊
な
ど
各
公
的
機
関
と
中
央
か
ら
地
方
の
各
レ
ベ

ル
ま
で
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
管
理
す
る
と
い
う
機
能
を
担
う
専
門
の
機
関
が
設
立
さ
れ
て
き
た
。
第
二
に
、
党
の
機
関
紙
と
商
業
メ
デ
ィ

ア
と
の
分
化
に
よ
っ
て
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
は
商
業
コ
ン
テ
ン
ツ
に
集
中
し
、
従
来
の
党
の
機
関
紙
は
政
治
的
コ
ン
テ
ン
ツ
を
さ
ら
に
重
視

す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
改
革
前
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
主
体
が
現
れ
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
異
な
る
機
能
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

特
徴
は
、
役
割
分
担
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
中
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
役
割
分
担
と
い
う
特
徴
は
、
各
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
管
理
機
関
の
役
割
分
担
、
及
び
党
の
機
関
紙
と
商

業
メ
デ
ィ
ア
と
の
役
割
分
担
と
い
う
二
つ
側
面
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
確
認
可
能
な
特
徴
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま

で
の
中
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
役
割
分
担
と
い
う
特
徴
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
中
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
一
部
の
特
徴
を
鋭
く
捉
え

て
い
る
が
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
内
容
と
い
う
角
度
か
ら
の
分
析
が
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
内
容
か
ら
み
る
中
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
役
割
分
担
と
い
う
特
徴
に
関
す
る
既
存
の
研
究
に
は
実
証
的
な
計

量
的
分
析
も
不
足
し
て
い
る
た
め
、
信
頼
性
が
高
い
証
拠
を
提
供
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
計
量
分
析
は
、
研
究
過
程
の
再
現
に
よ
っ
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て
信
頼
性
を
検
証
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
信
頼
性
が
高
い
計
量
分
析
の
方
法
を
用
い
て
、
信
頼
性
が
高
い
証
拠
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
内
容
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
お
い
て
は
デ
ー
タ
収
集
の
た
め
の
調
査
研
究
技
術
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
内
容
分
析
と
い
う
計
量
的
方
法
を
用
い
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
役
割
分
担
と
い
う

特
徴
に
対
す
る
認
識
を
深
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
と
な
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
の
人
民
日
報
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を
利
用
し
、
社
説
、
任
仲
平
文（
3
）章と
本
報

評
論
部
文
章
を
は
じ
め
と
す
る
評
論
を
、
テ
キ
ス
ト
（
ま
た
は
他
の
意
味
あ
る
素
材
）
を
も
と
に
そ
こ
か
ら
文
脈
に
関
し
て
反
復
可
能
で
か

つ
妥
当
な
推
論
を
行
う
た
め
の
研
究
手
法
で
あ
る
「
内
容
分（
4
）析」
と
い
う
手
法
と
時
系
列
分
析
と
を
用
い
て
、
中
国
共
産
党
の
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
の
内
容
を
分
析
し
、
役
割
分
担
の
特
徴
を
計
量
的
に
分
析
す
る
う
え
で
信
頼
性
が
高
い
証
拠
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
論
を
進
め
る
。
ま
ず
、
人
民
日
報
と
人
民
日
報
の
評
論
を
紹
介
し
て
お
く
。
次
に
は
、
本
稿
の
リ
サ
ー
チ
ク

エ
ス
チ
ョ
ン
に
関
連
す
る
過
去
の
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
。
続
い
て
、
研
究
分
析
の
対
象
と
分
析
の
方
法
を
提
示
す
る
。
そ
の
後
、
こ

の
分
析
の
方
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
分
析
の
結
果
を
ま
と
め
る
。
最
後
に
、
こ
こ
で
得
ら
れ
た
分
析
結
果
に
基
づ
き
な
が
ら
、
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
の
内
容
か
ら
分
析
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
役
割
分
担
と
い
う
特
徴
に
関
し
て
、
若
干
の
考
察
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
人
民
日
報
と
人
民
日
報
の
評
論

　
人
民
日
報
が
本
稿
の
研
究
対
象
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
人
民
日
報
と
そ
の
評
論
を
紹
介
す
る
。

　
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
の
機
関
紙
で
あ
る
人
民
日
報
は
、
中
国
共
産
党
と
国
家
の
政
策
や
中
国
の
各
側
面
に
関
す
る
重
要
な
情
報
源

で
あ
り
、
民
衆
が
中
国
政
治
の
変
化
を
理
解
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い（
5
）る。

人
民
日
報
は
様
々
な
報
道
を
行
う
ほ
か
、
党
と
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国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
策
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。

　
人
民
日
報
の
記
事
は
基
本
的
に
「
時
事
の
報
道
」
と
「
評
論
」
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
評
論
は
出
来
事
に
つ
い
て
コ
メ

ン
ト
を
し
た
り
、
党
の
理
論
を
論
説
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
評
論
は
時
事
の
報
道
と
同
様
に
、
党
の
政
策
か
ら
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
に

至
る
ま
で
幅
広
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
人
民
日
報
の
評
論
は
、
署
名
に
よ
り
以
下
の
三
つ
の
種
類
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
民
日
報
の
社
説
、「
写
作
組
文
章
」、「
個
人

署
名
評
論
」
の
三
つ
で
あ
る
。
人
民
日
報
の
社
説
は
、
中
国
共
産
党
の
最
高
指
導
者
の
意
思
を
代
弁
す
る
無
署
名
の
評
論
で
あ
る
。「
写

作
組
文
章
」
は
、
通
常
、
チ
ー
ム
に
よ
り
執
筆
さ
れ
、
よ
り
高
い
階
級
の
幹
部
の
審
査
を
受
け
、
偽
名
で
署
名
さ
れ
た
評
論
で
あ（
6
）る。

「
個
人
署
名
評
論
」
は
、「
人
民
論
壇
」、「
人
民
時
評
」、「
人
民
観
点
」、「
今
日
談
」、「
国
際
論
壇
」、「
金
台
随
感
」、「
国
際
随
筆
」
な
ど

の
コ
ラ
ム
で
発
表
さ
れ
、
個
人
が
執
筆
し
、
本
人
が
署
名
し
た
評
論
で
あ
る
。
な
お
、
専
門
家
や
学
者
に
よ
る
寄
稿
や
、
読
者
の
投
書
な

ど
の
評
論
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　「
写
作
組
文
章
」
中
で
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、「
任
仲
平
」、「
本
報
特
約
評
論
員
」、「
本
報
評
論
員
」、

「
本
報
評
論
部
」
と
署
名
さ
れ
、
総
合
的
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
取
り
上
げ
た
「
写
作
組
文
章
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
仲
祖（
7
）文」
な
ど
の
明

確
な
主
題
を
取
り
上
げ
た
「
写
作
組
文
章
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
写
作
組
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
単
位
に
属
し
、
そ
の
単
位
の
意
見
を
表
す

も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
文
章
の
内
容
は
、
所
属
単
位
の
所
管
事
項
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
仲
祖
文
」
は

中
央
組
織
部
に
所
属
し
て
お
り
、
人
事
や
組
織
の
話
題
に
集
中
す
る
写
作
組
で
あ
る
。
ま
た
、
人
民
日
報
所
属
の
写
作
組
で
あ
っ
て
も
、

署
名
の
違
い
は
話
題
の
違
い
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、「
何
振（
8
）華」

は
、
主
に
国
家
統
一
や
反
分
裂
な
ど
の
話
題
を
取
り
上
げ
る
写
作
組

で
あ
り
、「
柯
教（
9
）平」
は
教
育
問
題
に
つ
い
て
の
写
作
組
で
あ
る
。

　
人
民
日
報
の
評
論
は
重
要
性
に
よ
り
以
下
の
二
つ
の
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
重
要
評
論
と
一
般
的
評
論

と
い
う
二
つ
で
あ
る
。『
人
民
網
』
の
ま
と
）
10
（
め
に
よ
り
、
重
要
評
論
は
、
社
説
や
評
論
員
文
章
と
任
仲
平
、
宣
言
、
仲
祖
文
、
国
紀
平
と
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署
名
さ
れ
た
評
論
、
及
び
「
人
民
時
評
」、「
人
民
観
点
」、「
今
日
談
」、「
人
民
論
壇
」、「
来
論
」、「
国
際
論
壇
」、「
経
済
時
評
」、「
国
際

随
筆
」、「
新
語
」
と
い
う
コ
ラ
ム
で
発
表
さ
れ
た
評
論
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
社
説
、
任
仲
平
文
章
、
本
報
評
論
員
文
章
及
び
本
報
評
論

部
文
章
は
、
人
民
日
報
の
重
点
評
論
と
さ
れ
て
お
り
、「
政
治
を
知
る
バ
ロ
メ
ー
タ
）
11
（
ー
」
だ
と
一
般
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。
重
要
評
論

以
外
の
評
論
は
、
一
般
的
評
論
だ
と
見
て
よ
い
。

三
　
先
行
研
究

　
民
主
化
の
第
三
の
波
の
後
、
多
く
の
権
威
主
義
体
制
が
民
主
化
さ
れ
）
12
（
た
。
し
か
し
、
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の
一
部
の
権
威
主
義
体
制

は
存
続
し
て
き
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
権
威
主
義
体
制
が
存
続
で
き
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、N

athan

は
、
中
国
共
産
党
政
権

が
存
続
で
き
た
の
は
、
権
威
主
義
の
強
靱
性
（authoritarian resilience

）
が
あ
る
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い
）
13
（
る
。
権
威
主
義
の
強
靱
性
は
典

型
的
に
は
、
体
制
に
お
け
る
制
度
の
差
異
化
と
そ
の
機
能
の
専
門
化
（the differentiation and functional specialization of institutions 

w
ithin the reg

）
14
（

im
e

）
と
い
う
形
で
現
れ
る
。

　
権
威
主
義
研
究
に
お
け
る
重
要
な
研
究
対
象
と
し
て
の
「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
に
お
い
て
も
こ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中

国
の
党
国
体
制
（party-state

）
は
、
ソ
連
の
「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
国
）
15
（

家
」
と
い
う
特
徴
を
受
け
継
い
で
い
る
。

　
党
国
体
制
の
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
管
理
体
制
は
、
党
や
政
府
さ
ら
に
は
軍
隊
な
ど
の
各
分
野
で
、
す
べ
て
の
レ

ベ
ル
で
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
管
理
機
関
が
設
立
さ
れ
、
巨
大
な
官
僚
組
織
に
な
っ
た
に
加
え
、
各
機
関
に
よ
っ
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
業
務
を
管
理

し
て
い
る
と
い
う
管
理
体
制
に
な
っ
て
き
た
。Sham

baugh

の
研
究
は
、
中
国
共
産
党
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
シ
ス
テ
ム
の
内
部
構
造
と
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
工
作
の
プ
ロ
セ
ス
を
整
理
し
て
い
）
16
（

る
。
こ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
シ
ス
テ
ム
は
中
央
宣
伝
思
想
工
作
領
導
小
組
が
リ
ー
ド
す
る
が
、

具
体
的
な
指
導
を
担
当
す
る
の
は
中
央
宣
伝
部
で
あ
り
、
国
務
院
報
道
弁
公
室
、
文
化
部
、
解
放
軍
政
治
工
作
部
、
新
華
社
な
ど
の
部
門
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を
含
ん
で
い
る
。
各
レ
ベ
ル
の
地
方
に
も
中
央
に
対
応
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。

　
一
九
九
〇
年
代
か
ら
の
一
連
の
メ
デ
ィ
ア
改
革
後
、
中
国
で
は
国
有
名
義
で
独
立
に
運
営
す
る
商
業
メ
デ
ィ
ア
が
大
量
に
登
場
し
た
。

政
府
は
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
、
政
治
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
か
つ
消
費
者
に
喜
ば
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
を
報
道
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
）
17
（
る
。

　
そ
の
た
め
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
と
そ
れ
に
伴
う
メ
デ
ィ
ア
市
場
の
競
争
の
激
化
に
よ
っ
て
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
は
商
業
コ
ン
テ
ン
ツ

に
集
中
し
、
従
来
の
中
央
か
ら
地
方
ま
で
の
各
レ
ベ
ル
の
党
の
機
関
紙
は
政
治
的
コ
ン
テ
ン
ツ
を
さ
ら
に
重
視
す
る
と
い
う
偏
り
が
現
れ

て
き
た
。
人
民
日
報
と
北
京
青
年
報
と
の
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
）
を
取
り
上
げ
た
記
事
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
定
性
的

な
証
拠
を
提
出
し
て
い
）
18
（

る
。
二
〇
〇
三
年
に
県
級
の
党
委
員
会
の
機
関
紙
が
大
量
に
撤
廃
さ
れ
た
後
、
上
述
の
状
況
は
さ
ら
に
深
化
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
19
（
る
。

　
上
で
述
べ
た
よ
う
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
偏
り
に
よ
っ
て
、
党
の
機
関
紙
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
担
当
し
、
政
治
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

一
方
で
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
は
主
に
売
上
と
広
告
に
よ
る
収
益
を
多
く
獲
得
し
、
経
済
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
）
20
（
た
。
そ
れ

と
同
時
に
、
党
の
機
関
紙
と
商
業
メ
デ
ィ
ア
と
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
会
社
と
す
る
こ
と
で
、
上
述
の
構
図
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ

う
に
、
党
の
機
関
紙
と
商
業
メ
デ
ィ
ア
が
異
な
る
役
割
を
担
う
こ
と
が
、
中
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
重
要
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　
先
に
示
し
た
様
々
な
研
究
か
ら
は
、
各
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
管
理
機
関
の
役
割
分
担
、
あ
る
い
は
党
の
機
関
紙
と
商
業
メ
デ
ィ
ア
と
の
役

割
分
担
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
構
造
的
に
は
こ
の
よ
う
な
役
割
分
担
が
あ
る
と
し
て
も
、
党
の
機
関
紙
に
お
け
る
内
容
に
お
い

て
も
同
じ
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
人
民
日
報
を
分
析
の
対
象
と
し
た
研
究
が
あ

る
。

　
呉
国
光
は
、
人
民
日
報
の
社
説
や
「
評
論
員
文
章
」
が
中
国
指
導
者
の
意
見
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
自
ら
の

経
験
を
基
に
、
他
の
評
論
が
最
高
指
導
者
の
意
思
を
必
ず
し
も
反
映
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
）
21
（

た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
蔡
文
軒
と
高
鵬
翔
は
、「
写
作
組
」
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
仮
名
で
発
表
さ
れ
た
評
論
を
さ
ら
に
研
究
し
た
。
蔡
ら
は
、
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い
く
つ
か
の
写
作
組
を
ま
と
）
22
（
め
、
写
作
組
の
歴
史
や
運
営
の
流
れ
な
ど
を
研
究
し
て
い
）
23
（
る
。
呉
国
光
の
研
究
に
対
し
て
、
蔡
ら
は
、
写
作

組
の
仕
組
み
を
よ
り
具
体
的
に
ま
と
め
、
写
作
組
が
利
用
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、「
中
国
政
治
の
曖
昧
さ
と
ほ
の
め
か
し
の
文
化
（a 

culture of am
biguity and allusion in Chinese politics

）」
が
あ
る
か
ら
だ
と
主
張
し
た
。
し
か
も
、
実
際
の
著
者
が
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
、

党
内
の
関
係
者
に
は
「
写
作
組
文
章
」
が
ど
の
単
位
の
意
見
を
反
映
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
情
が
わ
か
ら
な
い

者
に
は
党
内
の
争
い
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
送
り
手
に
と
っ
て
は
受
け
手
の
潜
在

的
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
反
応
を
抑
制
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
）
24
（
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
呉
の
分
析
は
指
導
者
が
人
民
日
報
を
利
用
し
指
導
者
の

意
思
を
伝
え
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
評
論
の
内
容
の
違
い
に
つ
い
て
は
説
明
せ
ず
、
そ
の
違
い
の
原
因
に
つ
い
て
も

分
析
し
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
蔡
ら
の
研
究
は
、
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
誰
が
人
民
日
報
を
利
用
し
て
い
る
の
か
を
よ
り
重
視
し
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
研
究
の
統
制
分
析
（control analy
）
25
（sis
）
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
し
か
し
、
人
民
日
報
の
社
説
や
任
仲
平
文
章
な
ど
の
重
要
な
写

作
組
の
文
章
に
つ
い
て
、
蔡
ら
は
「
文
章
の
主
題
は
多
元
的
だ
」
と
だ
け
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
社
説
や
任
仲
平

文
章
な
ど
の
評
論
の
主
題
の
多
様
性
に
関
す
る
研
究
を
展
開
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
人
民
日
報
の
異
な
る
評
論
の

内
容
を
比
較
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
民
日
報
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
以
下
の
よ

う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
人
民
日
報
の
記
事
を
通
し
て
、
人
民
日
報
が
ど
の
よ
う
に
特
定
の
出
来
事
を
取
り
上
げ
る
の
か
を
分
析
す
る
研
究
で
あ
る
。

一
部
の
研
究
者
は
人
民
日
報
が
ど
の
よ
う
に
外
国
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
か
を
研
究
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の

人
民
日
報
の
ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
記
事
の
内
容
分
析
を
行
い
、
感
情
分
析
を
行
っ
た
う
え
で
、
人
民
日
報
の
記
事
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
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表１　写作組のまとめ

時期 写作組の
名称

所属単位 /
リーダー 意味

中ソ
論戦

《人民日報》
編集部 中共中央

文化
大革命

梁効 毛沢東と四人組 「両校」、北京大学、清華大学大批判組

唐暁文 中央党校 「党校文」、中央党校写作組

洪広思 北京市委 「紅光寺」、北京市革委会理論班子の所在地

羅思鼎 上海市委 「螺絲釘」、「做一顆永不生銹的革命螺絲釘」

初瀾 文化部 「出藍」、「青出于藍」

政治研究室 鄧小平

改革
開放後

岳平 胡耀邦 「約評」、「特約評論員」の略称

社論 人民日報 最も重要な評論

特約評論員 人民日報 評論員文章よりも重要

任仲平 人民日報 「人重評」、人民日報の重要な評論

何振華 人民日報 「如何振興中華」の略語

柯教平 人民日報 「科教評」、科技教育に関する評論

国紀平 人民日報 「国際評」、国際問題に関する重要評論

仲言 人民日報 「重言」、言論を重視する、主に文藝評論

仲祖文 中央組織部 「中組文」、中央組織部重要文章の略語

仲祖軒 中央組織部 「中組宣」

鍾政軒 中央政法委員会 「中政宣」

鍾軒理 中央宣伝部理論局 「中宣理」

秋石 求是雑誌 「求是」

衛民康 衛生部 民の健康を護衛する

寧炬 河南省委宣伝部 「凝聚」

鍾之成 江沢民 / 外交部 「衆志成城」。臨時写作組

華建斌 新華社 三人の記者の名字を取って名付けられた写作組。
臨時写作組

皇甫平 鄧小平 「黄浦評」、黄浦江評論；「輔平」、鄧小平を輔助する。
メンバー：周瑞金、施芝鴻、凌河。臨時写作組

鄭青原 胡錦濤 「正本清源」。臨時写作組

出典： Tsai, Wen-Hsuan, and Peng-Hsiang Kao. 2013. “Secret Codes of Political Propaganda: The 
Unknown System of Writing Teams.” The China Quarterly 214: 394‒410. の内容に基づいて
筆者作成。
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イ
メ
ー
ジ
の
変
化
を
分
析
し
た
研
究
が
あ
）
26
（
る
。
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
人
民
日
報
の
日
中
関
係
に
関
す
る
記
事
を
分
析
し

た
研
究
で
は
、
人
民
日
報
が
反
日
的
な
内
容
を
伝
え
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
た
ほ
か
、
人
民
日
報
が
日
中
衝
突
を
政
治
的
衝

突
と
判
断
し
て
、
対
日
感
情
の
極
端
化
を
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
）
27
（
た
。
一
部
の
研
究
者
は
自
然
資
源
や
気
候
に
つ
い
て

の
記
事
を
分
析
し
た
。Xiong

ら
は
、
一
九
四
六
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
人
民
日
報
が
ど
の
よ
う
に
水
資
源
を
取
り
上
げ
た
の
か
を

分
析
し
、
分
析
の
期
間
に
お
い
て
人
民
日
報
は
中
国
に
お
け
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
水
資
源
の
管
理
シ
ス
テ
ム
を
反
映
し
た
だ
け
で
、
水
資

源
に
関
す
る
市
民
の
真
の
意
識
を
反
映
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
）
28
（
る
。
人
民
日
報
の
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
一
八
年
ま
で
の
気
候
変
動

に
関
す
る
記
事
の
言
説
分
）
29
（

析
を
行
っ
たPan

ら
は
、
二
〇
一
五
年
以
降
、
人
民
日
報
が
気
候
変
動
対
策
を
経
済
成
長
の
障
害
と
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
よ
り
健
全
で
持
続
可
能
な
経
済
発
展
の
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
人
民
日
報

は
経
済
成
長
の
意
義
を
強
調
し
、
先
進
国
が
よ
り
多
く
の
気
候
変
動
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
もPan

ら
の
論
文
は
指

摘
し
て
い
）
30
（
る
。
以
上
の
研
究
に
加
え
、
近
年
で
は
、
人
民
日
報
が
取
り
上
げ
た
幅
広
い
主
題
の
記
事
に
対
す
る
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
広
場
ダ
ン
）
31
（

ス
、
障
害
）
32
（

者
、
気
候
変
）
33
（

動
、
同
性
愛
）
34
（

者
、
日
）
35
（

本
並
び
に
健
）
36
（

康
な
ど
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
人
民
日
報
の
記
事
と
他
の
新
聞
紙
の
記
事
を
比
較
し
て
、
異
な
る
新
聞
紙
が
同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
報
道
し
た

か
を
分
析
し
た
研
究
で
あ
る
。Stockm

ann

は
、Yoshikoder

を
使
っ
て
一
九
九
九
年
と
二
〇
〇
三
年
の
人
民
日
報
と
北
京
で
販
売
さ

れ
て
い
る
地
方
の
商
業
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
北
京
晩
報
と
の
間
で
ア
メ
リ
カ
を
取
り
上
げ
た
記
事
を
比
較
す
る
内
容
分
析
を
行
い
、
商
業
メ

デ
ィ
ア
の
登
場
が
党
の
機
関
紙
に
対
し
て
そ
の
報
道
の
あ
り
方
を
変
え
さ
せ
る
と
い
う
圧
力
を
か
け
た
結
果
、
ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
内
容
が
増
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
）
37
（

た
。W

ang

ら
は
、
人
民
日
報
と
南
方
都
市
報
の
記
事
を
比
較
し
、
党
の
機
関
紙
と
商
業

メ
デ
ィ
ア
と
の
間
に
あ
る
相
違
を
分
析
し
た
う
え
で
、
主
題
の
選
択
や
情
報
源
の
使
い
方
な
い
し
は
ニ
ュ
ー
ス
の
「
客
観
性
」
と
そ
の
度

合
い
に
は
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
）
38
（

る
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
人
民
日
報
と
北
京
青
年
報
の
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

に
関
す
る
記
事
を
比
較
し
た
研
究
が
あ
）
39
（
る
。
人
民
日
報
と
中
国
国
民
党
の
機
関
紙
で
あ
る
中
央
日
報
が
一
九
八
〇
年
代
に
南
ア
フ
リ
カ
と
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
発
生
し
た
暴
動
を
取
り
上
げ
た
記
事
を
対
象
に
言
説
分
析
を
行
い
、
二
つ
機
関
紙
の
報
道
の
方
式
と
言
葉
遣
い
の
違
い

をFang

が
分
析
し
）
40
（

た
。

　
第
三
に
、
人
民
日
報
の
記
事
に
見
ら
れ
る
中
国
政
府
の
公
式
言
説
（official discourses

）
を
対
象
と
し
て
、
中
国
政
府
の
特
定
の
議
題

に
対
す
る
見
解
と
立
場
と
を
分
析
し
た
研
究
で
あ
る
。H

u

は
な
ぜ
権
威
主
義
的
な
政
府
が
頻
繁
に
民
主
主
義
に
つ
い
て
語
る
の
か
を
問

題
意
識
と
し
て
、
構
造
化
主
題
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
人
民
日
報
の
五
八
年
間
の
記
事
を
分
析
し
、
中
国
共
産
党
が
政
権
の
正
統
性
の
基
礎

で
は
な
く
公
共
政
策
の
優
先
順
位
の
決
め
方
で
あ
る
と
民
主
主
義
を
定
義
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
政
権
の
存

続
の
た
め
に
民
主
主
義
に
関
す
る
言
説
を
戦
略
的
に
操
作
し
て
い
る
と
指
摘
し
）
41
（

た
。D

ong

ら
は
一
九
八
六
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
の

人
民
日
報
に
掲
載
さ
れ
た
エ
イ
ズ
に
関
す
る
一
五
五
の
記
事
を
無
作
為
抽
出
し
て
内
容
分
析
を
行
い
、
そ
の
う
ち
の
三
八
二
の
段
落
を
対

象
と
し
て
感
情
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
人
民
日
報
が
曖
昧
な
態
度
と
矛
盾
し
た
方
式
で
エ
イ
ズ
を
報
道
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

中
国
政
府
の
エ
イ
ズ
に
対
す
る
回
避
姿
勢
を
指
摘
し
て
い
）
42
（
る
。
一
九
四
六
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か
け
て
の
人
民
日
報
の
薬
物
に
関
す
る

記
事
を
分
析
し
、
中
国
政
府
が
人
民
日
報
を
通
し
て
薬
物
取
締
政
策
に
関
し
て
国
民
の
支
持
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
は

Liang

ら
の
研
究
で
あ
）
43
（
る
。
ま
た
、H

ong

は
人
民
日
報
の
公
式
言
説
を
分
析
し
て
、
中
国
政
府
が
情
報
化
社
会
（inform

ation society

）

と
情
報
経
済
（inform

ation econom
y

）
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
）
44
（

た
。

　
第
四
は
、
人
民
日
報
の
記
事
に
対
す
る
分
析
を
通
し
て
、
党
の
機
関
紙
が
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
改
革
開
放

以
降
、
人
民
日
報
と
中
央
電
視
台
は
、
中
国
共
産
党
の
支
配
と
正
統
性
の
基
礎
と
な
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
構
築
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

基
本
的
知
識
を
中
国
の
民
衆
に
提
供
し
て
き
た
と
い
う
指
摘
が
あ
）
45
（

る
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
の
人
民
日

報
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
儒
家
思
想
に
関
す
る
記
事
を
素
材
と
し
て
内
容
分
析
を
行
い
、
中
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
儒
家
思
想
の
位

置
づ
け
を
分
析
し
、
中
国
共
産
党
が
人
民
日
報
を
利
用
し
て
儒
家
思
想
を
普
及
さ
せ
る
目
的
は
、
一
党
支
配
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
と

い
う
研
究
が
あ
）
46
（
る
。
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こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
人
民
日
報
を
研
究
対
象
と
す
る
研
究
者
が
人
民
日
報
の
記
事
を
各
側
面
か
ら
研
究
し
て

お
り
、
人
民
日
報
を
切
り
口
に
中
国
政
府
の
立
場
や
政
策
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
中
国
に
お
け
る
人
民
日
報
の
影
響
力
と
役
割

を
分
析
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
呉
と
高
ら
の
研
究
で
残
さ
れ
た
課
題
、
す
な
わ
ち
人
民
日
報
の
異
な
る
評
論
の
内
容
を
比
較

的
に
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
だ
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
章
で
は
、
人
民
日
報
の
異
な
る
評
論

の
内
容
を
比
較
内
容
分
析
す
る
こ
と
で
、
内
容
の
角
度
か
ら
中
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
役
割
分
担
と
い
う
特
徴
を
さ
ら
に
明
ら
か

に
す
べ
く
研
究
を
す
る
。

四
　
研
究
の
デ
ザ
イ
ン

㈠
　
分
析
の
対
象

　
本
稿
で
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
）
47
（
ト
か
ら
ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
し
た
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
の
『
人
民
日
報
』
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

を
素
材
に
し
、
そ
の
中
の
評
論
を
中
心
に
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
こ
の
時
期
を
選
ん
だ
理
由
に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
最
新
の
状

況
を
研
究
す
る
た
め
に
、
習
近
平
時
代
の
七
年
間
を
選
択
し
た
同
時
に
、
も
っ
と
長
い
時
期
を
研
究
し
な
が
ら
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め

に
、
胡
錦
濤
時
代
の
七
年
間
を
同
時
に
選
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
は
、
ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
の
技
術
上
及
び
具
体
的
な
分
析
手
法
上
の
原

因
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
以
前
の
人
民
日
報
の
デ
ー
タ
に
は
、
評
論
が
所
属
す
る
コ
ラ
ム
が
完
全
に
表
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
選

択
的
バ
イ
ア
ス
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
人
民
日
報
の
社
説
、
任
仲
平
文
章
、
本
報
評
論
部
文
章
を
中
心
に
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
分
析
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
文
章
の
著
者

が
基
本
的
に
人
民
日
報
に
属
し
て
い
る
が
、
重
要
性
が
異
な
り
、
ト
ピ
ッ
ク
ス
が
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
役
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割
分
担
と
い
う
特
徴
を
内
容
分
析
で
明
ら
か
に
す
る
の
に
適
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
仲
祖
文
文
章
な
ど
の
評
論
も
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
写
作
組
は
特
定
の
部
門
に
属
し
て
い
る
た
め
、
所
属
単
位
の
所
管
事
項
に
集
中
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
研
究
目
的
に
は
適

し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
の
三
九
〇
の
社
説
、
一
三
〇
の
任
仲
平
文
章
、
四
二
八
の
本

報
評
論
部
文
章
と
い
う
三
つ
の
重
点
評
論
を
対
象
に
、
社
説
と
任
仲
平
文
章
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
そ
の
相
違
、
社
説
と
本
報
評
論
部
文
章
の

ト
ピ
ッ
ク
ス
と
そ
の
相
違
を
分
析
し
た
。

㈡
　
分
析
の
方
法

　
本
稿
で
は
、
前
記
の
収
集
さ
れ
た
分
析
素
材
を
対
象
に
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
役
割
分
担
と
い
う
特
徴
を
内
容
分
析
で
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
て
分
析
を
実
施
し
た
。

　
ま
ず
、
第
一
に
、
人
民
日
報
の
評
論
を
分
析
し
、
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
写
作
組
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
新
た
に
発
見
し
た

写
作
組
を
整
理
し
、
そ
の
所
属
の
単
位
を
推
定
し
た
う
え
で
、
新
た
に
発
見
し
た
写
作
組
が
現
れ
た
頻
度
を
集
計
す
る
。

　
第
二
に
、
量
的
な
面
と
し
て
、
人
民
日
報
の
立
場
を
表
す
評
論
が
時
代
と
と
も
に
増
え
て
き
た
の
か
否
か
を
、
評
論
が
人
民
日
報
の
全

記
事
に
占
め
る
割
合
の
推
移
、
重
要
評
論
の
量
と
そ
れ
が
評
論
全
体
に
占
め
る
割
合
の
推
移
及
び
四
種
類
の
重
点
評
論
の
量
の
推
移
を
測

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
三
に
、
構
造
化
主
題
モ
デ
ル
（structural topic m

odel

、
以
下
Ｓ
Ｔ
Ｍ
と
略
）
48
（
す
）
を
用
い
て
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
を
行
い
、
社
説

と
任
仲
平
文
章
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
、
社
説
と
本
報
評
論
部
文
章
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
）
49
（

る
。

　
Ｓ
Ｔ
Ｍ
に
は
二
つ
の
利
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
教
師
な
し
学
習
の
手
法
と
し
て
の
Ｓ
Ｔ
Ｍ
は
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
に
お
い
て
低
い
分

析
の
コ
ス
ト
と
高
い
信
頼
性
と
い
っ
た
利
点
を
備
え
て
い
る
。
第
一
に
、
分
析
の
コ
ス
ト
が
大
幅
に
低
減
さ
れ
た
。
従
来
の
内
容
分
析
は
、

対
象
と
す
る
期
間
が
長
い
こ
と
に
よ
っ
て
大
量
と
な
る
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
コ
ス
ト
を
低
減
す
る
た
め
に
、
ラ
ン
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ダ
ム
サ
ン
プ
リ
ン
グ
ま
た
は
層
化
抽
出
法
を
必
要
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
計
算
能
力
と
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
精
度
が
高
い
Ｓ
Ｔ
Ｍ
と
い
っ

た
手
法
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
内
容
分
析
が
煩
雑
な
手
作
業
か
ら
解
放
さ
れ
、
よ
り
大
規
模
な
コ
ー
パ
ス
分
析
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
内
容
分
析
は
、
デ
ー
タ
の
サ
イ
ズ
と
デ
ー
タ
の
深
さ
（depth

）
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
）
50
（
た
。
第
二

に
、
研
究
の
信
頼
性
が
か
な
り
の
程
度
確
保
さ
れ
た
。
従
来
の
内
容
分
析
研
究
で
は
、
個
人
間
信
頼
性
（inter-coder reliability

）
と
個
人

内
信
頼
性
（intra-coder reliability

）
を
含
む
研
究
の
信
頼
性
問
題
は
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
っ
）
51
（

た
。
し
か
し
、
Ｓ

Ｔ
Ｍ
の
よ
う
な
教
師
な
し
学
習
の
手
法
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
大
規
模
な
デ
ー
タ
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
複
数
の
人

間
で
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
分
担
す
る
必
要
は
な
く
な
り
、
い
わ
ば
一
人
で
分
析
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
信
頼
性
の
問
題
は
担
保
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
人
的
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
低
減
す
る
こ
と
で
、
同
じ
デ
ー
タ
を
対
象

に
同
じ
手
法
を
用
い
て
分
析
す
れ
ば
、
誰
が
何
時
、
何
処
で
や
っ
て
も
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
研
究
の
信
頼
性
を
高
め

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
）
52
（
た
。

　
次
に
、
Ｓ
Ｔ
Ｍ
は
、
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
共
変
量
と
の
因
果
関
係
を
測
定
で
き
る
と
い
う
利

点
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
Ｓ
Ｔ
Ｍ
は
機
械
学
習
か
ら
の
テ
キ
ス
ト
分
類
技
術
を
、
政
治
学
で
最
も
重
要
な
因
果
関
係
の
推
論
と

い
う
問
題
に
適
用
す
る
可
能
性
を
表
し
て
い
る
た
め
、
テ
キ
ス
ト
計
量
分
析
た
め
の
機
械
学
習
方
法
と
因
果
関
係
の
推
論
と
の
間
の
文
献

的
な
空
白
を
埋
め
た
と
い
う
指
摘
も
あ
）
53
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
研
究
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
Ｓ
Ｔ
Ｍ
は
、
ベ
イ
ズ
の
階
層
的
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
Ｌ
Ｄ
Ａ
（Latent D

irichlet Allocation

）
と
い
う
主
題
モ
デ
ル
を
革
新
し
た
う
え

で
開
発
さ
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
ス
分
析
の
ツ
ー
ル
で
あ
）
54
（

る
。
Ｓ
Ｔ
Ｍ
の
分
析
に
お
い
て
一
つ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
が
複
数
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
か
ら
構

成
さ
れ
、
あ
る
用
語
が
異
な
る
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
同
時
に
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
お
け
る
す
べ
て
の
ト
ピ
ッ
ク
ス

の
確
率
の
合
計
は
一
で
あ
り
、
す
べ
て
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
あ
る
用
語
が
現
れ
る
確
率
の
合
計
も
一
で
あ
る
。
各
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の

ト
ピ
ッ
ク
ス
分
布
と
各
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
用
語
分
布
は
潜
在
変
数
で
あ
る
。
Ｓ
Ｔ
Ｍ
の
主
な
課
題
は
、
こ
れ
ら
の
潜
在
変
数
を
推
論
す
る
こ



法学政治学論究　第130号（2021.9）

252

と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
分
析
に
あ
た
り
、
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
数
を
予
め
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
問
題
は
、
与
え
ら
れ
た
コ
ー
パ
ス
に
適
し
た
ト
ピ
ッ
ク

ス
の
数
に
「
正
解
」
は
な
い
点
で
あ
）
55
（
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
上
記
の
二
つ
の
分
析
に
お
い
て
も
、
残
差
とbound

が
小
さ
く
、
か
つ

sem
antic coherence

とheld-out likelihood

が
比
較
的
高
い
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
数
を
選
ん
）
56
（
だ
。

五
　
分
析
の
結
果

㈠
　
新
た
に
発
見
し
た
写
作
組

　
前
述
し
た
蔡
ら
の
研
究
に
啓
発
さ
れ
、
筆
者
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
の
人
民
日
報
を
分
析
し
、
こ
の
期
間
に
存
在
の

可
能
性
が
高
い
が
ま
だ
言
及
さ
れ
て
い
な
い
複
数
の
写
作
組
の
発
見
を
試
み
た
（
表
2
参
照
）。

　
表
1
と
表
2
を
見
る
と
、
写
作
組
の
名
づ
け
は
、
中
国
語
の
同
音
現
象
あ
る
い
は
単
位
の
略
称
が
利
用
さ
れ
、「
任
」、「
鍾
」、「
党
」、

「
国
」、「
宣
」、「
平
」、「
文
」、「
言
」
な
ど
の
漢
字
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
例
え
ば
、
鍾
季
岩
、
鍾
紀
岩
、
鍾
紀
言
の

中
国
語
の
発
音
は
「zhong ji yan

」
で
あ
り
、
中
央
紀
律
検
査
委
員
会
研
究
室
の
略
称
「
中
紀
研
」
の
発
音
「zhong ji yan

」
と
同
じ

で
あ
る
。
文
章
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
基
本
的
に
中
央
紀
律
検
査
委
員
会
の
所
管
事
項
に
関
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
三
つ
の

写
作
組
を
中
央
紀
律
検
査
委
員
会
に
所
属
す
る
写
作
組
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
規
則
性
か
ら
、
中
央
組
織
部
、
中
央
宣
伝
部
、
中
央
政
法
委
員
会
と
い
っ
た
単
位
に
属
し
て
い
る
写
作
組
を
発
見
し
た
だ
け
で

な
く
、
今
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
中
央
紀
律
検
査
委
員
会
、
中
央
統
一
戦
線
工
作
部
、
中
央
対
外
連
絡
部
、
中
央
党
史
研
究
室
な
ど
の

中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
の
他
の
構
成
部
門
に
属
す
る
写
作
組
を
発
見
し
た
。
そ
れ
に
、
国
家
信
訪
局
、
国
家
統
計
局
、
教
育
部
、
中
央
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表２　新たに発見した写作組

写作組 所属単位あるいは意味（推測） 単位の属性 頻度

宣言 中央宣伝部 党中央の所属機構 58

党建平 「党建評」、中央組織部党建研究所 党中央の所属機構 11

鍾季岩、鍾紀岩、
鍾紀言 「中紀研」、中央紀律検査委員会研究室 党中央の所属機構 9

同言 「統研」、中央統一戦線工作部研究室 党中央の所属機構 5

鍾廉言 「中連研」、中央対外連絡部研究室 党中央の所属機構 3

鍾石軒、鍾史軒 「中史宣」、中央党史研究室 党中央の所属機構 3

鍾紀軒 「中紀宣」、中央紀律検査委員会宣伝部 党中央の所属機構 1

鍾軒研 「中宣研」、中央宣伝部研究室 党中央の所属機構 1

任理軒 「人理宣」、人民日報理論宣伝部 人民日報 36

任平 「人評」、人民日報評論 人民日報 27

任芸萍 「人芸評」、人民日報文芸評論 人民日報 20

金社平 「経社評」、経済社会評論 人民日報 12

解正軒 「解政宣」、解放軍総政治部宣伝部 解放軍 9

国信宣、郭信軒 「国信宣」、国家信訪局理論宣伝処 国務院の部、委員会 37

郭同欣 「国統新」、国家統計局 国務院の部、委員会 9

成言
「誠言」、2009 年 5 月から 2009 年 11
月にかけて現れた写作組であり、外交
問題をめぐり、温家宝を中心人物とし
た臨時写作組だと推測する。

国務院の部、委員会 5

鍾焦平 「中教評」、中国教育部中国教育報評論 国務院の部、委員会 1

鍾監研 「中監研」、中央監察部政策研究室 国務院の部、委員会 1

国法文 国務院法制弁公室 国務院の部、委員会 1

国安宣 国家安全部 国務院の部、委員会 1

龔言 「工言」、全国総工会 群衆性団体組織 2

鍾暁宣 「中消宣」、中国消費者協会 群衆性団体組織 1

鍾青軒 「中青宣」、共産主義青年団中央宣伝部 群衆性団体組織 1

蔵宣理 チベット自治区党委宣伝部理論局 地方 1

出典：分析結果に基づいて筆者作成。
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監
察
部
、
国
務
院
法
制
弁
公
室
、
国
家
安
全
部
な
ど
の
中
国
中
央
政
府
で
あ
る
国
務
院
の
構
成
部
門
が
写
作
組
を
有
し
、
本
部
門
の
意
見

や
立
場
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
解
放
軍
と
全
国
総
工
会
、
中
国
消
費
者
協
会
、
共
産
主
義
青
年
団
な
ど
の
団
体
も

写
作
組
を
設
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

㈡
　
評
論
に
つ
い
て
の
量
的
分
析

　
こ
こ
で
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
の
人
民
日
報
の
デ
ー
タ
か
ら
、「
人
民
日
報
」
に
掲
載
さ
れ
る
頻
度
が
高
い
一
〇
〇

個
コ
ラ
）
57
（

ム
と
「
評
論
」
面
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
及
び
上
述
の
写
作
組
文
章
を
全
て
の
評
論
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
選
ん
で
分
析
し
た
。

図
1
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
九
年
に
か
け
て
、
意
見
の
発
表
や
立
場
の
表
明
な
ど
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し

て
の
評
論
は
、
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　
分
析
の
結
果
か
ら
、
人
民
日
報
は
よ
り
多
く
の
出
来
事
に
コ
メ
ン
ト
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
評
論
の
数
を
増
や
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

胡
錦
濤
時
代
に
お
い
て
、
評
論
が
人
民
日
報
の
全
記
事
に
占
め
る
割
合
が
急
増
し
、
習
近
平
時
代
に
は
一
五
％
前
後
を
維
持
し
て
い
る
。

　
評
論
は
全
体
的
に
増
え
て
き
た
が
、
重
要
評
論
の
掲
載
数
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
（
図
2
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
重
要

評
論
が
全
て
の
評
論
に
占
め
る
割
合
は
減
少
し
、
二
〇
〜
三
〇
％
に
留
ま
っ
て
い
る
（
図
3
参
照
）。

　
重
要
評
論
の
数
は
増
え
て
い
な
い
が
、
図
4
か
ら
は
、
重
点
評
論
は
徐
々
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
も
重
要
な
社
説
と
任

仲
平
文
章
は
大
き
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
本
報
評
論
員
文
章
が
徐
々
に
増
え
て
き
た
こ
と
に
伴
い
、
二
〇
一
一
年
か
ら
登
場
し
始
め
た

本
報
評
論
部
文
章
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
時
事
の
報
道
を
中
心
と
し
た
構
図
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
人
民
日
報
は
評
論
の

数
を
増
や
し
、
よ
り
積
極
的
に
意
見
や
立
場
を
発
信
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
加
え
、
重
要
な
評
論
が
増
え
た

こ
と
で
、
中
国
共
産
党
の
指
導
部
の
意
見
や
立
場
が
よ
り
多
く
伝
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
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図１　評論が人民日報の全記事に占める割合の推移

図２　毎年重要評論の数量
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年度

割
合
（
％
）

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

0

10

30

20

40

種類

本報評論部
本報評論員
任仲平
社説

2007-
01-01

2009-
01-01

2011-
01-01

2013-
01-01

2015-
01-01

2017-
01-01

2019-
01-01

年度

0

20

10

30

40

頻
度

図３　重要評論が評論に占める割合の推移

図４　毎月重点評論の数量の推移
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㈢ 

　
異
な
る
階
層
の
評
論
の
ト
ピ
ッ
ク
ス

の
相
違

　
ま
ず
、
社
説
と
任
仲
平
文
章
を
分
析
し
、
二
五
の
ト

ピ
ッ
ク
ス
を
得
）
58
（
た
。
筆
者
は
、
分
析
結
果
が
示
す
代
表
的

用
語
を
も
と
に
、
各
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
ラ
ベ
ル
を
つ
け
た
。

そ
の
中
で
最
も
割
合
が
大
き
か
っ
た
の
が
「
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
党
の
建
設
」
で
あ
っ
た
。
話
題
の
中
に
は
、
例
え

ば
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
万
博
な
ど
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
も
あ
る
。

　
異
な
る
階
層
の
評
論
で
あ
る
社
説
と
任
仲
平
文
章
の
ト

ピ
ッ
ク
ス
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
説
明
す
る
た
め

に
、
社
説
で
あ
る
か
あ
る
い
は
任
仲
平
文
章
で
あ
る
か
と

い
う
変
数
を
分
析
に
追
加
し
、
九
五
％
信
頼
区
間
で
プ

ロ
ッ
ト
し
た
も
の
が
図
5
で
あ
る
。

　
図
5
を
見
る
と
、
社
説
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
党
の
建

設
、
婦
女
と
華
僑
工
作
、
金
融
財
政
、「
三
農
」
問
題
、
習

近
平
と
新
時
代
、
多
党
協
力
と
政
治
協
商
、
法
に
よ
る
統

治
と
全
人
代
、
革
命
と
軍
隊
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
集

中
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
党
の
建
設
、
人
民
代
表
大
会
、

「三農」問題

金融財政
労働と労働者

法による統治と全人代
習近平と新時代

人材と教育
革命と軍隊

西部開発と国際協力
一国二制度と基本法

青少年
少数民族

文化
特別行政区

オリンピック
万博

社会と人口の発展
党内生活

－0.2 －0.1 0.0
社説　　　　任仲平文章

0.1 0.2

抗日戦争
外交と発展理念

地震救災
マルクス主義と信仰

改革開放と市場経済

婦女と華僑工作
イデオロギーと党の建設

多党協力と政治協商

図５　社説と任仲平文章のトピックスの違い
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－0.15 －0.10 －0.05 0.00 0.05 0.10 0.15
社説　　　　本報評論部文章

人民代表大会
政治協商会議

「三農」問題
経済と金融

イデオロギー
婦女と労働者

軍隊
少数民族
青少年

科学的発展観と和諧社会
両岸問題

一国二制度
民族の団結

オリンピックと万博
障害者

抗日戦争
科学技術の革新

特別行政区
リスク管理

体育
青年の精神

都市の発展
区域の協力
党の建設

国家ガバナンス
その他

グローバル戦略
衛生

中国の発展

情報伝達

社会
社会の安定を守る

文化
行政改革

社会の公平と都市
メディア

幹部工作
思想と道徳

改革の深化

腐敗と作風建設

図６　社説と本報評論部文章のトピックスの違い
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政
治
協
商
会
議
及
び
解
放
軍
な
ど
、
中
国
共
産
党
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
話
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
、
任

仲
平
文
章
は
、
市
場
経
済
、
少
数
民
族
、
外
交
問
題
な
ど
の
重
要
な
具
体
的
事
項
を
多
く
取
り
上
げ
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
万
博
、
地
震
救

災
な
ど
の
全
国
的
話
題
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
説
と
任
仲
平
文
章
に
は
、
明
ら
か
に
話
題
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

　
次
に
、
上
記
と
同
様
の
方
法
で
、
社
説
と
本
報
評
論
部
文
章
を
分
析
し
、
四
〇
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
得
た
。
社
説
と
任
仲
平
文
章
に
つ
い

て
の
分
析
に
比
べ
て
、
社
説
と
本
報
評
論
部
文
章
の
話
題
が
多
い
の
は
、
本
報
評
論
部
文
章
が
よ
り
多
様
な
話
題
を
持
つ
か
ら
に
違
い
な

い
）
59
（

。
　
図
6
は
、
社
説
と
本
報
評
論
部
文
章
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
違
い
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
報
評
論
部
文
章
で
は
、
反
腐
敗
、
安
定
維
持
、

幹
部
工
作
な
ど
政
法
委
員
会
や
中
央
組
織
部
に
関
わ
る
具
体
的
な
話
題
と
、
社
会
問
題
、
メ
デ
ィ
ア
、
思
想
と
道
徳
、
社
会
的
公
平
な
ど

非
常
に
具
体
的
で
政
治
性
が
低
い
話
題
が
多
い
。
図
5
と
は
対
照
的
に
、
任
仲
平
文
章
で
注
目
さ
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
本
報
評
論
部
文
章

が
重
視
す
る
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
も
異
な
る
。
任
仲
平
文
章
が
重
点
を
置
く
抗
日
戦
争
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
万
博
、
青
少
年
な
ど
の
話
題
は
、

本
報
評
論
部
文
章
が
重
視
す
る
話
題
で
は
な
い
。

六
　
お
わ
り
に

　
以
上
の
分
析
か
ら
、
次
の
よ
う
な
新
た
な
知
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
本
稿
で
発
見
し
た
ま
だ
言
及
さ
れ
て
い
な
い
二
四
の
写
作
組
か
ら
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
九
年
に
か
け
て
、
中
国
共
産

党
や
政
府
の
み
な
ら
ず
、
社
会
団
体
や
解
放
軍
な
ど
の
公
的
機
関
が
写
作
組
を
利
用
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
や

立
場
を
示
す
評
論
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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第
二
に
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
九
年
に
か
け
て
、
人
民
日
報
は
、
政
府
の
意
見
や
立
場
を
直
接
に
表
明
す
る
評
論
が
記
事
に
占
め

る
割
合
を
拡
大
し
、
と
く
に
重
点
評
論
の
数
を
徐
々
に
増
や
し
て
い
る
。

　
第
三
に
、
人
民
日
報
の
社
説
、
任
仲
平
文
章
と
本
報
評
論
部
文
章
の
内
容
分
析
を
通
し
て
、
各
評
論
が
注
目
す
る
話
題
を
明
ら
か
に
し

た
と
こ
ろ
、
社
説
が
人
民
日
報
の
最
も
重
要
な
評
論
と
し
て
、
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
党
の
建
設
、
人
民
代
表
大
会
、
政
治
協
商
会
議
な

ど
中
国
共
産
党
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
話
題
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
お
り
、
最
高
指
導
者
の
見
解
や
立
場
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

ほ
か
、
任
仲
平
文
章
が
社
説
に
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
話
題
よ
り
も
、
市
場
経
済
、
少
数
民
族
な
ど
の
国
家
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
の

話
題
、
及
び
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
万
博
な
ど
の
全
国
的
な
イ
ベ
ン
ト
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
同
時
に
、
本
報
評
論
部
文
章
が
反
腐
敗
や
幹

部
工
作
な
ど
の
具
体
的
な
事
項
と
メ
デ
ィ
ア
、
思
想
と
道
徳
な
ど
の
社
会
問
題
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
以
上
の
分
析
に
よ
る
と
、
人
民
日
報
の
内
容
に
も
役
割
分
担
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
人
民
日
報
の
重
要
評
論
の
中
で
は
、
異
な
る
評
論
が
異
な
る
話
題
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
各
評
論
の
政
治
性
が
異
な
り
、

議
論
さ
れ
た
話
題
の
重
要
性
も
異
な
る
た
め
、
異
な
る
評
論
は
異
な
る
役
割
を
分
担
し
て
い
る
。
社
説
は
党
中
央
の
代
弁
者
で
あ
り
、
最

も
重
要
な
政
治
性
が
強
い
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
の
党
中
央
の
見
解
や
立
場
を
最
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
。
一
九
九
三
年
に
初
め
て
現
れ

た
任
仲
平
文
章
は
、
主
に
党
と
国
家
の
重
要
政
策
と
重
要
事
項
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
に
創
設
さ
れ
た
本
報
評
論
部
文

章
は
、
政
治
だ
け
で
な
く
、
文
化
や
社
会
な
ど
多
様
な
主
題
を
扱
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
人
民
日
報
の
さ
ま
ざ
ま
な
写
作
組
は
、
各
部
門
の
立
場
や
意
見
を
示
す
役
割
を
分
担
し
て
い
る
。
人
民
日
報
の
評
論
に
お
い

て
は
、
昔
よ
り
も
多
く
の
写
作
組
文
章
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
、
中
国
の
党
、
政
府
、
軍
隊
な
ど
の
各
機
関
が
こ
れ
ま
で
よ
り
も
積
極
的

に
本
部
門
の
立
場
や
見
解
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
本
部
門
に
属
す
る
写
作
組
を
設
け
て
、
早
く

登
場
し
た
仲
祖
文
な
ど
の
写
作
組
の
命
名
方
式
を
模
倣
し
名
付
け
し
て
、
人
民
日
報
に
写
作
組
文
章
を
掲
載
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
三
に
、
評
論
が
意
見
や
立
場
を
表
す
役
割
を
分
担
し
て
お
り
、
記
事
が
時
事
報
道
の
役
割
を
分
担
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
六



権威主義体制のプロパガンダにおける役割分担について

261

年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
、
政
府
の
意
見
や
立
場
を
直
接
に
伝
え
る
人
民
日
報
の
評
論
が
増
え
つ
つ
あ
り
、
特
に
一
般
的
評
論
の
数
の
増

加
は
、
政
府
が
意
見
や
立
場
を
積
極
的
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
な
ぜ
人
民
日
報
の
内
容
に
も
役
割
分
担
と
い
う
特
徴
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
い
つ
く
か
の
可
能
な
解
釈
を
試
み
て
み
る
。

　
ま
ず
、
経
済
や
社
会
の
発
展
に
伴
い
、
社
説
だ
け
で
は
指
導
者
の
意
見
や
立
場
を
す
べ
て
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
様
々
な

事
柄
に
つ
い
て
指
導
者
の
意
見
や
立
場
を
伝
え
る
た
め
に
、
直
接
に
立
場
や
意
見
を
述
べ
る
ル
ー
ト
を
広
げ
る
の
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

一
般
的
に
言
え
ば
、
社
説
は
新
聞
紙
の
立
場
や
意
見
を
最
も
よ
く
示
し
た
記
事
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
人
民
日
報
に
お
い
て
、

社
説
は
人
民
日
報
の
最
も
重
要
な
評
論
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
社
説
の
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
指
導
者
が
す
べ
て
の
意
見
や
立
場
を
社
説
で
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
様
々
な

事
柄
に
関
す
る
指
導
者
の
意
見
や
立
場
が
す
べ
て
社
説
で
示
さ
れ
る
場
合
、
社
説
の
重
要
性
が
低
下
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
社
説
は
党
の
最
高
指
導
者
に
検
閲
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
）
60
（
が
、
党
の
指
導
者
は
社
説
の
検
閲
以
外
に
も
、
他
の
多
く
な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
が
あ
る
た
め
、
社
説
の
数
が
多
す
ぎ
れ
ば
、
党
の
指
導
者
が
す
べ
て
の
社
説
を
検
閲
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
恐
れ
が
あ
る
。
本
稿
の
分
析
結
果
か
ら
見
る
と
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
九
年
に
か
け
て
、
人
民
日
報
に
は
三
九
〇
の
社
説
が
掲

載
さ
れ
、
月
ご
と
の
平
均
値
が
二
・
三
二
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
数
か
ら
見
て
も
、
人
民
日
報
の
社
説
の
数

は
多
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
特
に
改
革
開
放
に
伴
い
、
政
治
、
経
済
、
文
化
な
ど
の
各
方
面
で
新
し
い
物
事
が
生
ま
れ
て
い
る
た
め
、
指
導
者
は
別
の
ル
ー
ト
を
利

用
し
て
、
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
や
立
場
を
表
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
人
民
日
報
は
任
仲
平

文
章
や
本
報
評
論
部
文
章
な
ど
の
署
名
文
章
を
相
次
い
で
創
設
し
、
異
な
る
主
題
に
関
す
る
意
見
や
立
場
を
伝
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ

と
同
時
に
異
な
る
署
名
の
写
作
組
文
章
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
）
61
（

た
う
え
に
、
本
稿
の
発
見
か
ら
見
る
と
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二

〇
一
九
年
ま
で
の
間
に
よ
り
多
く
の
写
作
組
が
新
た
に
起
用
さ
れ
、
各
機
関
の
意
見
や
立
場
を
表
し
て
い
る
。
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も
う
一
つ
の
可
能
な
解
釈
は
、
政
権
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
民
衆
が
政
権
の
見
解
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
し

よ
う
と
す
る
た
め
に
、
人
民
日
報
の
異
な
る
評
論
に
異
な
る
役
割
を
分
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
民
衆
が
政
権
の
見
解
や
立
場
な
ど
の
政
権
関
連
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
成
功
し
な
い
に
違
い
な

い
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
は
、
重
要
な
シ
ン
ボ
ル
の
操
作
に
よ
っ
て
集
団
的
態
度
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
）
62
（
る
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の

目
的
は
、
人
々
の
思
想
や
感
情
、
ひ
い
て
は
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
あ
）
63
（

る
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
必
要
条

件
は
、
民
衆
が
政
権
の
見
解
や
立
場
な
ど
の
政
権
関
連
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
市
場
経
済
と
商
業
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
に
よ
り
、
民
衆
に
よ
る
党
の
機
関
紙
へ
の
接
触
は
減
少
し
）
64
（

た
。
そ
れ
に
、
情
報
化
社
会

に
お
い
て
大
量
な
情
報
が
溢
れ
て
い
る
た
め
、
情
報
を
選
択
す
る
能
力
と
情
報
を
分
析
す
る
能
力
が
十
分
で
な
い
民
衆
が
数
多
く
存
在
す

る
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
必
要
条
件
を
満
た
す
た
め
に
、
指
導
者
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
具
体
的
な
手
法
を

改
革
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
党
中
央
な
い
し
は
他
の
機
関
の
見
解
や
立
場
を
一
般
の
人
々
に
理
解
し
や
す
く
す
る
た

め
に
、
人
民
日
報
が
各
記
事
の
重
要
度
の
違
い
、
及
び
あ
る
記
事
が
ど
の
部
門
の
見
解
や
立
場
を
代
表
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
民
衆
に

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
民
日
報
は
重
要
評
論
の
署
名
と
コ
ラ
ム
を
ま
と
）
65
（

め
、
こ
れ
ら
の
評
論
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
民
衆
は
、
あ
る
評
論
が
ど
れ
だ
け
重
要
で
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
党
の
指
導
部
の
意
見
を
表
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
部
門
の

見
解
や
立
場
を
表
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
民
衆
が
政
権
関
連
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
成
功
し
な
い
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
の
内
容
に
お
け
る
役
割
分
担
は
、「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
国
家
」
と
し
て
の
中
国
が
現
実
の
発
展
に
適
応
し
、
政
権
の
存
続
を
維
持
し

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
論
文
の
研
究
意
義
は
次
の
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
人
民
日
報
の
重
要
評
論
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に
関
す
る
内
容
分
析
の
研
究
は
な
い
こ
と
を
鑑
み
、
本
稿
は
人
民
日
報
の
異
な
る
重
要
評
論
が
ど
の
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
重
点
を
置
い

て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
人
民
日
報
の
評
論
に
対
す
る
認
識
を
深
め
よ
う
と
し
た
。
第
二
に
、
本
稿
は
人
民
日
報
の
評
論
の
分
析
を
例

に
、
内
容
分
析
と
い
う
計
量
的
手
法
を
用
い
て
既
存
の
文
献
で
は
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
人
民
日
報
の
内
容
に
お
け
る
役
割
分
担
と

い
う
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
権
威
主
義
に
お
け
る
情
報
と
政
治
の
研
究
に
新
し
い
知
見
を
も
た
ら
し
よ
う
と
し
た
。
第
三
に
、

本
稿
は
、
先
行
研
究
が
研
究
し
た
人
民
日
報
の
写
作
組
を
ま
と
め
た
う
え
で
、
近
年
人
民
日
報
の
い
く
つ
か
の
写
作
組
を
新
た
に
発
見
し
、

人
民
日
報
の
評
論
を
分
析
し
、
中
国
研
究
の
研
究
者
に
人
民
日
報
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と
い
う
手
引
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
。
第
四
に
、

本
論
文
は
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
と
い
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
新
し
い
内
容
分
析
手
法
に
よ
る
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
意
義
が

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
評
価
さ
れ
て
い
る
構
造
化
主
題
モ
デ
ル
（
Ｓ
Ｔ
Ｍ
）
と
い
う
教
師
な
し
学
習
の
方
法
を
用
い
て
、
テ

キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
を
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
日
本
の
内
容
分
析
研
究
で
は
、
こ
の
方
法
が
普
及
し
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
の
構
造

化
主
題
モ
デ
ル
の
活
用
は
、
日
本
の
内
容
分
析
に
新
し
い
方
法
を
紹
介
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
稿
は
、
中
国
共
産
党
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
内
容
を
分
析
し
、
そ
の
役
割
分
担
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
稿
で
は
、
人
民
日
報
の
評
論
を
素
材
に
、
送
り
手
に
関
す
る
内
容
分
析
を
行
っ
た
が
、
受
け
手
を
含
む
他
の
分
析
は
行
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
な
ぜ
人
民
日
報
の
内
容
に
も
役
割
分
担
と
い
う
特
徴
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
本
稿
で
の

解
釈
に
は
、
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
本
稿
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
機
会
に
譲
る
こ
と

に
し
た
い
。
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表３　社説と任仲平文章のトピックス
ラベル 割合（%） 代表的用語

イデオロギー
と党の建設 8.4812 「培訓」、「理論体系」、「党」、「党的建設」、「全党」、「宣伝」、「文選」

婦女と
華僑工作 7.7119 「婦女」、「僑聯」、「帰僑」、「僑眷」、「婦聯」、「海外僑胞」、「全国代表大

会」 

金融財政 7.6928 「金融業」、「明年」、「金融」、「宏観調控」、「十一五」、「新常態」、「金融
危机」

「三農」問題 7.1316 「農業」、「三農」、「農村」、「現代農業」、「増収」、「農民」、「農産品」
習近平と
新時代 6.1053 「新時代」、「習近平」、「中国特色社会主義」、「偉大」、「実現」、「人民」、

「新」
多党協力と
政治協商 6.0371 「人民政協」、「全国政協」、「政治協商」、「委員」、「協商」、「多党合作」、

「政協委員」 
法による

統治と全人代 5.644 「憲法」、「人民代表大会」、「法治」、「立法」、「全国人大」、「人大」、「依
法治国」

革命と軍隊 5.449 「強軍」、「辛亥革命」、「軍隊」、「人民軍隊」、「衛生」、「90」、「孫中山」
労働と労働者 4.5421 「工人階級」、「高技能」、「労動」、「労動者」、「工会」、「主力軍」、「五一」 
改革開放と
市場経済 4.3614 「経済特区」、「市場経済」、「資本主義」、「40」、「社会主義市場経済」、

「計劃経済」、「十年 」

オリンピック 3.8985 「残疾人」、「奥林匹克」、「奥林匹克運動」、「奥運会」、「奥運」、「体育」、
「人文奥運」

人材と教育 3.2998 「人才」、「科技体制」、「人才隊伍」、「科技」、「培養」、「自主創新」、「教
育」 

少数民族 3.2427 「西蔵」、「民主改革」、「農奴」、「民族区域」、「少数民族」、「内蒙古」、
「廃奴」 

マルクス主義
と信仰 3.1002 「長征」、「馬克思」、「紅軍」、「馬克思主義」、「信仰」、「真理」、「思想家」

青少年 2.9222 「雷鋒」、「少年児童」、「雷鋒精神」、「青年」、「共青団」、「少先隊」、「青
春」

外交と
発展理念 2.5384 「五大」、「新常態」、「着辦」、「約翰内斯堡」、「貢献率」、「新理念」、「全

球」
万博 2.4612 「世博会」、「世博」、「参展」、「上海」、「東道主」、「館」、「城市」

抗日戦争 2.4546 「戦争」、「一戦」、「軍国主義」、「日本」、「抗戦」、「戦后」、「抗日戦争」 

党内生活 2.4314 「党内政治生活」、「党員」、「厳粛」、「党内生活」、「群衆路線」、「批評」、
「自我批評」

西部開発と
国際協力 2.2954 「西部」、「上海合作組織」、「中非」、「成員国」、「西部大開発」、「十年」、

「峰会」
地震救災 2.2681 「災区」、「重建」、「災難」、「抗震救災」、「災后」、「ブン川」、「震后」

一国二制度と
基本法 2.0149 「澳門」、「香港」、「一国両制」、「内地」、「回帰祖国」、「回帰」、「基本法」

社会と人口の
発展 1.8261 「節約型社会」、「区域」、「節約」、「環保」、「計画生育」、「能源」、「排放」

文化 1.3848 「文藝」、「文藝工作者」、「文化体制改革」、「文化産業」、「創作」、「図
書」、「走向市場」

特別行政区 0.7052 「行政長官」、「十年」、「香港」、「執政者」、「舟」、「通」、「倫理」

出典：分析結果に基づいて筆者作成。
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表４　社説と本報評論部文章のトピックス
ラベル 割合（%） 代表的用語

イデオロギー 4.9378 「文選」、「中国特色社会主義」、「科学発展観」、「十七」、「三個代表」、「鄧小平理論」、「偉
大旗幟」

改革の深化 4.6958 「一把手」、「改革」、「頂層設計」、「改革者」、「勇気」、「改」、「深化改革」
反腐敗と作風建設 4.5958 「変通」、「作風」、「官僚主義」、「為官」、「規矩」、「腐敗」、「反腐敗」
中国の発展 4.2009 「70」、「40」、「講好」、「国際進口博覧会」、「経済特区」、「中国方案」、「年来」
政治協商会議 4.0137 「人民政協」、「僑聯」、「全国政協」、「政治協商」、「委員」、「協商」、「多党合作」
「三農」問題 3.9626 「農業」、「現代農業」、「農村」、「三農」、「農民」、「水利」、「農産品 」
幹部工作 3.8841 「責任状」、「形式主義」、「年軽幹部」、「幹部」、「問責」、「用人」、「幹事」
経済と金融 3.7384 「金融業」、「金融」、「明年」、「新常態」、「結構性」、「供給側結構性改革」、「宏観調控」
軍隊 3.71　 「人民軍隊」、「共産党人」、「軍隊」、「党員」、「初心」、「自我」、「強軍」
人民代表大会 3.6981 「立法」、「人民代表大会」、「憲法」、「全国人大」、「依憲」、「常委会」、「人大」
社会 3.6854 「弱勢」、「規則」、「公共」、「個体」、「社会関系」、「底線」、「理性」
メディア 3.3309 「媒体」、「互聯網」、「網絡」、「新聞」、「伝播」、「技術」、「信息」
青年の精神 2.8933 「奮闘」、「青年」、「精神」、「中国」、「青春」、「民族」、「新時代 」
国家ガバナンス 2.8548 「治理」、「制度」、「安全観」、「法治」、「中国特色社会主義」、「定型」、「体系」
思想と道德 2.8348 「批判」、「道徳」、「忠誠」、「学生」、「哲学」、「信仰」、「悦」
婦女と労働者 2.7653 「婦女」、「工人階級」、「労動」、「労動者」、「婦聯」、「婦女運動」、「工会」
社会の安定を守る 2.5909 「平安」、「基層」、「群衆利益」、「群衆」、「維穏」、「事件」、「訴求」
社会の公平と都市 2.3424 「中小城市」、「人生」、「家人」、「公平」、「故郷」、「土豪」、「孩子 」
その他 2.2744 「報」、「奔跑」、「2019」、「2016」、「一年」、「追夢人」、「時間」
科学的発展観と和
諧社会 2.2678 「高技能」、「人才」、「十一五」、「和諧社会」、「科学発展観」、「十届」、「綱要」

行政改革 2.1656 「権力」、「不求人」、「法治」、「審批」、「清単」、「下放」、「行政審批」
文化 2.1475 「土層」、「文化」、「文藝工作者」、「長江」、「中華文化」、「文藝」、「文化自信」
抗日戦争 2.0803 「抗日戦争」、「虚無主義」、「馬克思主義」、「史実」、「抗戦」、「世界反法西斯戦争」、「日本」
情報伝達 2.0616 「透明」、「公開」、「公信力」、「政務」、「公共政策」、「公衆」、「媒介」
グローバル戦略 1.9837 「中非」、「峰会」、「中非合作論壇」、「非洲」、「全球」、「合作」、「双方 」
衛生 1.9168 「衛生」、「初心」、「幸福感」、「医療衛生」、「民生」、「健康」、「安全感」
党の建設 1.8861 「培訓」、「教育」、「宣伝」、「任用」、「用人」、「理論」、「幹部」
科学技術の革新 1.7014 「科技」、「科技体制」、「航天」、「載人航天」、「自主創新」、「神舟」、「創新型国家」
オリンピックと万博 1.6105 「世博」、「世博会」、「奥林匹克」、「奥運会」、「奥林匹克運動」、「奥運」、「上海」
少数民族 1.5516 「西蔵」、「内蒙古」、「民主改革」、「広西」、「農奴」、「農奴制」、「寧夏」
都市の発展 1.5226 「城市」、「宜居」、「長江」、「長江経済帯」、「環境保護」、「農民工」、「扶貧開発」
青少年 1.4033 「少年児童」、「共青団」、「青年」、「少先隊」、「広大青年」、「共青団員」、「団組織」
民族の団結 1.3824 「新彊」、「民族団結」、「輿論」、「新聞」、「進歩事業」、「少数民族」、「民族」
リスク管理 1.2936 「玉樹」、「抗震救災」、「較快」、「金融危机」、「極限」、「平穏」、「保」
区域の協力 1.2239 「成員国」、「上海合作組織」、「外事」、「西部大開発」、「峰会」、「元首」、「和平 」
一国二制度 1.1731 「澳門」、「一国両制」、「香港」、「内地」、「回帰祖国」、「基本法」、「行政区」
障害者 1.1438 「残疾人」、「残奥会」、「人道主義」、「医療衛生」、「救助」、「全国代表大会」、「関愛」
両岸関係 0.8683 「対台」、「両岸関係」、「和平統一」、「両岸」、「台独」、「台湾」、「長征」
特別行政区 0.8084 「行政長官」、「香港」、「香港特別行政区」、「林権制度」、「憲法」、「基本法」、「行政区」
体育 0.7984 「全運会」、「体育事業」、「体育」、「全国運動会」、「委員」、「健児」、「雷鋒」

出典：分析結果に基づいて筆者作成。
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