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改
革
開
放
路
線
・
近
代
化
の
推
進
は
多
様
な
利
益
集

団
や
階
層
、
利
益
と
権
力
の
関
係
、
新
た
な
社
会
問
題

や
ア
ク
タ
ー
な
ど
を
生
み
出
し
、
中
国
の
経
済
、
社
会
、

政
治
構
造
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
容
は
今
な
お
現
在
進
行
形
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
な
方
向
を
た
ど
る
の
か
、
依
然
と
し
て

論
争
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

確
か
に
中
国
当
局
の
経
済
近
代
化
政
策
は
、
外
資
の

積
極
的
な
導
入
、
安
価
な
労
働
力
な
ど
の
フ
ル
活
用
に

よ
る
労
働
集
約
型
産
業
の
積
極
的
な
推
進
な
ど
発
展
途

上
国
一
般
の
開
発
政
策
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
開
発
型
経
済
近
代
化
の
取
り
組
み
の
過

程
で
、「
中
国
の
特
殊
性
」
に
対
応
し
た
「
特
色
あ
る

近
代
化
」
政
策
も
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
に

中
国
の
都
市
化
を
考
え
る
場
合
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。

第
一
に
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
社
会
主
義
実
践
に

よ
っ
て
、
数
々
の
工
業
都
市
、
各
種
の
国
有
企
業
が
存

在
し
計
画
経
済
の
枠
組
み
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
第

二
に
他
方
で
都
市
の
た
め
に
犠
牲
と
な
っ
て
き
た
広
大

な
農
村･

農
民
が
存
在
し
て
い
た
。
第
三
に
都
市
と
農

村
は
戸
籍
制
度
、
生
産
・
生
活
な
ど
の
差
異
に
よ
っ
て

基
本
的
に
は
断
絶
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。
第
四
に
、

一
九
八
〇
年
で
人
口
が
ほ
ぼ
一
〇
億
で
極
め
て
低
い
経

済
水
準
に
と
ど
ま
り
、
先
進
技
術
・
資
本
蓄
積
・
人
材

も
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。
第
五
に
広
大
な
統
治
空
間
と

言
語
・
習
慣
・
生
活
様
式
・
経
済
水
準
な
ど
に
よ
り
顕

著
な
多
様
性
が
み
ら
れ
て
い
た
。
第
一
〜
四
の
要
因

は
、
経
済
発
展
戦
略
は
都
市
と
農
村
で
別
々
に
設
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
連
の
流
れ
と
し
て
み
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
都
市
と
農
村
が
本
格
的
に
連
動
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
の
実
現
し
た
二
〇
〇

〇
年
代
前
後
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
多
く
の
農
村
の

若
者
た
ち
が
制
度
的
規
制
を
無
視
し
て
仕
事
を
求
め
都

市
に
流
入
し
、
都
市
も
ま
た
安
価
な
労
働
力
を
必
要
と

し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

農
民
の
都
市
へ
の
大
量
流
入
は
他
国
の
発
展
プ
ロ
セ

ス
と
類
似
し
て
い
た
が
、
同
時
に
鮮
明
な
相
違
点
も
存

在
し
て
い
る
。
第
一
は
、
既
得
権
益
層
の
多
様
化
と
肥

大
化
が
、
一
段
と
強
大
化
し
エ
リ
ー
ト
化
し
た
共
産
党

と
癒
着
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
や
は
り
差
別
的

な
戸
籍
制
度
の
問
題
が
あ
る
。
理
屈
か
ら
い
え
ば
二
億

を
超
え
る
農
民
の
都
市
流
入
は
従
来
の
戸
籍
制
度
を
廃

止
し
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
一
方
で

中
小
規
模
の
都
市
で
は
、
都
市
・
農
村
一
体
化
し
た
戸

籍
制
度
が
試
験
的
に
導
入
さ
れ
始
め
て
い
る
。
し
か
し

他
方
で
特
大
都
市
、
と
り
わ
け
北
京
、
上
海
な
ど
は
都

市
戸
籍
取
得
が
一
段
と
複
雑
化
し
、
そ
の
廃
止
が
困
難

に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
戸
籍
制
度
自
体
が
利
権
化
、

既
得
権
益
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
は
経
済
成
長

優
先
主
義
が
生
み
出
し
た
環
境
汚
染
な
ど
の
深
刻
な
矛

盾
が
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
今
日
な
お
中
進
国
の
段

階
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
も
、
膨
大
な
人
口
増
の
抑
制
政

策
と
し
て
長
期
に
わ
た
っ
て
「
一
人
っ
子
政
策
」
が
採

ら
れ
て
い
た
た
め
に
、ま
も
な
く
「
少
子
高
齢
化
社
会
」

に
突
入
す
る
と
い
っ
た
客
観
的
状
況
が
あ
る
。
都
市
化

を
促
進
す
る
ア
ク
タ
ー
、
都
市
化
の
な
か
で
生
ま
れ
た

新
た
な
ア
ク
タ
ー
が
、
課
題
の
克
服
の
た
め
に
ど
の
よ

う
な
思
考
と
行
動
を
起
こ
す
の
か
。
中
国
の
都
市
化
を

理
解
す
る
鍵
に
な
る
の
で
あ
る
。
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