
八容
評
形
式に
よ
る
毛
沢
東像の
分
析
〉

日

本

人

が

捉

え

た

毛

沢

東

像

ーla己の
夢を
文
革に
托し
た
人々
の
その
後
｜｜

夢想
家
た
ちの
「
転
向」

文
化
大
革
命
が

n
林
彪
異
変H
と
い
う
儲肉
感
的
な

結
末
を
もっ
て
終
熔
し 、
他
方で
は
「
革命
外
交」

か
ら
「
国
家
外
交」
へ
の
転
換
が
遮二
無二
す
す
め

ら
れ
て
い
る
今日
の
中
国の
大
き
な 、
そ
し
て
実
際

的
な
変
化
を
ま
え
に
し
て 、
わ
が
図の
中
悶
研
究
者

な
い
し
は
中
国
問
題の
滞
論
家の
あい
だ
に
は 、
一

都
微
妙
な
「
転
向」
が
進
み
は
じ
め
て
い
る 。

かつ
て 、
あ
れ
ほ
ど
威
丈
高に
文
化
大
革
命の
世

界
史
的
意
義
を
説
い
て
や
ま
な
かっ
た
論
壇
の
範
児

中

北
頁

住

・山内
E

A－

－A，

ハ東京外国間削大学助教授〉

た
ち
は 、
い
ま
や
問
題
を
回
避
し
て
ほ
と
ん
ど
黙
し

た
ま
ま
で
あ
り 、
未
完の
中
間
革
命の
最
高の
到
達

点だ
と
し
て
文
化
大
革
命に
お
の
れ
の
常時
命の
拶
と

ロ
マ
γ
を
託
し 、
そ
の
革命
的
意
義
を
知っ
た
か
ぶ

り
に
説
い
て
ま
わっ
た 、
急
進
主
務
者た
ち
は 、
文

革
の
と
と
な
ど
も
う
忘
れ
て
し
まっ
た
か
の
よ
うで

あ
る 。
そ
う
し
た
な
か
で 、
日
中
国
交
が
ま
さ
に
体

制
側のベ
ー

ス
で
進
め
ら
れ
た
と
と
は 、
乙
れ
らの

夢
想
家
た
ちの
い
ら
だ
ち
を
倍
加
し
た
で
あ
ろ
う

し 、
同
時
に
降っ
て
湧い
た
よ
う
な
中
国プ
lム

へ

の
反
織
と
相
倹っ
て 、
そ
の
微
妙
な「
転
向」
が
更
に

促
進
さ
れ
た
よ
うに
も
恩
わ
れ
る 。

竹
内
好
氏
らの
雑
誌
『
中
国』
の

停
刊
も 、
そ
の
象
徴
的
な
あ
ら
わ
れ

で
あ
ろ
う
が 、
乙
の
抑制A固に
は
例に

よっ
て 、
そ
の
停
刊
が
大
げ
さ
な
身

ぶ
りで
意
味づ
け
ら
れ 、
と
か
く
中

国に
た
い
す
る
〈
姿
勢
〉
を
問
題
に

す
る
乙
と
の
好
き
な 、
わ
が
国ジ
ャ

ー
ナ
リズ
ム
の一
角
を
に
ぎ
わ
し
た

よ
うで
あ
る 。
だ
が 、
私の
服か
ら
す

れ
ば 、
な
ぜ
停
刊
が
もっ
と
静か
に

もっ
と
素
直に
おと
な
わ
れ
な
い
も

の
か
と
思
う 。
あの
よ
うに
高
踏
的に
停
刊の
官
を

弄
す
る
と
と
自
体
が 、
や
は
り一
種の
居
直
り
な
の

で
は
な
か
ろ
う 。
か 。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
分
析の

枠
組
な
い
し
は
発
想
で
は 、
も
は
や
今日
の
中
国の

総
力
的
実
態は
ほ
と
ん
どつ
か
み
得
な
い
の
だ 、
と

い
う
問
題の
本
質
に
た
い
し
て 、
な
ぜ 、
もっ
と
謙

虚
に
な
れ
ない
の
か
と
い
い
た
く
も
な
る
し 、
「
怒

り
を
お
か
し
た
ら 、
改
め
る
ζ
と
が
必
要で 、
改
め

る
の
は 、
は
や
け
れ
ば
は
や
い
ほ
ど
よ
く 、

徹
底
的

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
い」（
毛
沢
東）
と
い
う
『
毛

主
席
語
録』
の一
節
を
引
用
し
て
み
た
く
も
な
る 。
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竹
内
好
氏
らの
今
回
の
よ
う
な
旋
回
に
対
比
し

て 、
かつ
て 、『
矛
盾
飴・
実
践
翁』の「
開
釈
紛
争」
で

は 、
竹
内
好
氏
か
ら
激し
くの
の
し
ら
れ
さ
え
し
た

乙
と
の
あ
る
竹
内
実
氏
は 、
最
近 、
き
わ
め
て
庇
盛
な

著
作
活
動
を
展
開
し
て
お
り 、
乙
ζ一
年
ほ
どの
う

ち
に
も
数
冊
に
の
ぼ
る
氏の
箸
容が
刊
行
さ
れ
て
い

る 。
そ
の
よ
う
に
精
力
的
に
問
題
に
ぶつ
かっ
て
い

る
竹
内
実
氏
が
「
〈
毛
沢
東
と
中
関
共
鐙
党
〉
を
同

一
物
と
し
て 、
表
裏一
体の
も
の
と
し
て
考
え
て
き

た」
通
説
に
抗
し
て 、
毛
沢
東
と
中
国
共
施
党
と
の

関
係
を 、
「
対
立
す
る
関
係」
と
し
て
前
提
し 、
「
率

い
ら
れ
る
もの
の
集
団」
と
し
て
の
中
国
共
産
党
と

「
君
臨
す
る
存
在」
と
し
て
の
毛
沢
東
と
い
う
構造
の

な
か
で
党
と
指
場
者
の
諸
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
し

た
野
心
的
な
試
み
が 、
ζ
の
『
毛
沢
東
と
中
間
共
産

党』
で
あ
る 。

日本人が笑えた毛沢来像

斬
新さが
取
柄の
仮
説

し
か
も
著
者
は 、
右
の
よ
う
な
仮
説
を 、
た
ん
に

中
国
共
産
党
史
を
再
検
討し 、
再
構
成
す
る
た
め
の

方
法
的
前
提
と
す
る
に
と
ど
め
ず 、
と
の
構
造
乙
そ

「
中
国
文
明
に
お
け
る
官
僚
制の
永
泣
の
パ
タ
i

ソ

で
あ
る」
と
さ
え
語っ
て
い
る 。
す
な
わ
ち
著
者

は
「
序
111ひ

とつ
の
仮
説」
に
お
い
て 、
右
の
よ

う
な
問
題
を
大
胆に
提
起
し
た
の
ち 、
そ
の
「
む
す

び」
に
お
い
て
は 、
「
〈
毛
沢
東
と
中
間
共
政
党
〉

の
〈
関
係
〉
は
結
局の
とζ
ろ 、
八
率い
る
者
〉
対

〈
率い
ら
れ
る
者の
集
団
〉
と
し
て
の
〈
関
係
〉で

あっ
て 、
後
者
は
中
国
文
明の
永
遠の
型
と
し
て
の

〈
官
僚
制
Vの
末
端に 、
現
時
点
に
お
い
て
位
置
す

る 、
と
い
うの
が
木
符の
端
的
な
契
約
と
な
ろ
う」

と
述べ
て
い
る
の
で
あ
る 。

ζ
の
「
序」
と
「
む
す
び」
は 、
い
か
に
も
務
滑

ら
し
い
鋭い
問
題
提
起で
あ
り 、
き
わ
め
て
ア
ト
ラ

ク
ティ
ヴ
な
見
方で
あ
る
が 、
本
容の
な
か
の
本
論

郎
分
を
緩
み
す
す
め
て
ゆ
くと 、
内
容
的
に
は 、
中

国
共
産
党の
成
立
か
ら
文
化
大
革
命
を
経
過
し
た
今

日
の
時
点
に
い
た
る
中
間
革
命
史の
独
自
的
な
再
桃

成
で
は
あっ
て
も 、
務者
の
右
の
問
題
提
起
が
本
愉

の
部
分で
は
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
ず 、
問
題
提
起

の
部
分だ
け
が
き
り
は
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
は 、
問
題
提
起
が
鋭
い
だ
け
に
残
念
で
な
ら

な
い 。し

か
も 、
印刷がつ
い
て
み
る
と 、
・き
わ
め
てユ
ユ

．l
F
K
思
わ
れ
た
帯
者
の
仮
説
が 、
次
第に
通
俗
的

な
常
臓
検で
し
か
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か 。
も
ち
ろ
ん 、
個々
の
点で
は

析
新
な
解
釈や
緩
衝
な
分
析
が
あ
り 、
い
か
に
も
著

者
ら
し
い
の
で
あ
る
が 、
本容
はそ
の「
序」
と「
む
す

び」
の
み
を
中
心
に
し
たエ
ッ

セ
イ
で
あ
るべ
き
で

は
な
かっ
た
か
と
も
思
わ
れ
さ
え
す
る
の
で
あ
る 。

乙
の
よ
うに
本
魯のモ
チ
ーフ
と
叙
述の
内
容
と

が一
体
化
し
得て
い
な
い
原
因の一
緒
は 、
中
国
共

産
党
史に
か
ん
す
る
最
近の
国
際
的
な
科
学
的
研
究

の
成
果
が
十
分
に
反
映
さ
れ 、
吸
収
さ
れ
ない
ま
ま 、

ソ
辿
科
学ア
カ
デ
ミ
ー

の『
？‘、
ソ
テ
ル
ソ
と
双
方』

や
張
国
械の
回
想
録
に
著
者
が
「
新
し
い
発
見」
を

見
出
し
す
ぎ
て
い
る
か
らで
も
あ
ろ
う
し 、
一
九
四

三
年五
月
以
前の
中
国
共
産
党
を
必
ずし
も
十
分
な

理
由づ
け
な
し
にコ
ミ
ソ
テ
ル
γ
官
僚
期と
し
な
が

ら
（一
一
ペ
ー
ジ
以
下〉 、
他
方で
は 、
そ
れ
以
前

か
ら
中
国間共
隆
党
はヲ、、
γ
テ
ル
ソ
に
た
い
し
て

「
完
全
に
独
立
し
て 、
：：：

自
己の
政
治
方
針 、
政
策

お
よ
び
行
動
を
決
定
で
き
た」
（一
一
五ペ
ー
ジ〉

と
す
る
よ
う
な
矛
后
が
あっ
た
り
す
る
か
らで
も
あ

ろ
う 。
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ま
た 、
M
の
「
中
間の
料品
と
し
て」
で
は 、
遵
総

会
設か
ら
七
金
大
会 、
七
金
大
会
か
ら八
金
大
会
前

後
と
叙
述の
飛
制
が
大
き
く 、
ム
ラ
が
あっ
た
り
す



る
こ
と
も
気
が
か
りで
あ
る 。
「
国
際
共
和問
主
議
運

動
の
総
路
線
に
つ
い
て
の
提
案」
は 、
「
毛
沢
東
が

抗
州
で
似
伯
述
と
と
もに
作
成
し
た
もの
で
あ
る」

と
い
う
よ
う
な
指
摘が
お
証
な
し
に 、
し
ば
し
ば
出

て
く
る
乙
とへ
の
絃
抗
も
あ
ろ
う 。
ζ
れ
らの
点
を

合
め
て 、
－本
性
で
は
著
者の
問
題
提
起
が
必
ず
し
も

成
功
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
ず 、
あ
え
て
山中山肌

な
悠
却泌
を
お
す
な
ら 、
竹
内
氏
と
し
て
は 、
失
敗
作

で
あっ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
最
近の
氏の
著
作に

は
「
」
の
み
な
ら
ず
や
〈
〉や：：・
が
き
わ
め

て
煩
雑に
頻
出
し 、
そ
れ
は
文
学
者
と
し
て
の
表
現

上
の
特
権
な
の
か
も
し
れ
な
い
が 、
同
時
に 、
氏の

最
近の
資
料
送
択に
は
い
さ
さ
か
執
効
な
ま
で
の
趣

味
が
出
す
ぎ
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か 。
あの
「
正

統
的」
な
『
中
凶
年
鑑』
の
文
芸
四帽
を 、
以
前
し
ん

ぼ
う
強
く

愛
読
し
た
経
験の
あ
る
私
と
し
て
は 、
容

排出 、
台
湾 、
ソ
辿
と
最
近
の
氏の
自
由
附
述
な
資
料

選
択に
あ
ら
た
め
て
隔
世の
感
を
深
く

す
る 。

毛
沢
東像をリア
ル
に
描
写

ζ
れ
に
た
い
し
て
徳
問
教
之
氏の
『
毛
沢
東
主
設

の
形
成』
は 、
小
著
な
が
ら 、
一
九
三
五
i

間
五
年

と
い
う
延
安
時
期の
中
国
共
産
党
に
お
け
る
毛
沢
東

の
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の
形
成・過
程
と
そ
の
歴
史
的
位

民
を
追
跡
し
た
も
の
と
し
て
成
功
し
て
お
り 、
と
く

に 、
毛
沢
東
の
カ
リ
スマ
化へ
の
上
昇
過
粍が
中
間

共
産
党
内の
路
線
闘
争
を
め
ぐ
る
権
力
的
実
態の
な

か
で
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
る
点
で 、
き
わ
め
て
興
味

深い
著
作で
あ
る 。

本
魯
は 、
著
者
が
カ
リ
フ
ォ

ルエ
ア
大
学
（パ
I

MF
V
イ）
現
代
中
国
研
究
所
に
期間
学
し 、
そ
ζ
で
国

際
的
な
中
国
共
政
党
史
研
究の
成
果
を
闘
喰
しつ
つ

ま
と
め
た
もの
で
あ
り 、
大
学
用の
議
出柑テ
キ
ス
ト

と
し
て
限
定
出
版
さ
れ
た
もの
で
あ
る
が 、
政
治
社

会
学の
方
法
諭
に
立
脚
し
た
中
央
党
史
と
して 、
ま

た
わ
が
国
の
中
共
党
史
研
究に
お
け
る
空
白
部
分
を

理
め
る
成
果
と
し
て
本
舎
を
位
置づ
け
る
ζ
と
が
で

き
よ
う 。
著
者の
力
点
は 、
中
間
共
霞
党の
組
織
と

イ
デ
オロ
ギ
ー

に
た
い
す
る
毛
沢
東の
「
凝
集
力」

の
災
態
を
毛
沢
東の
リ
l

〆
！

シ7
プ
の
進
化の
過

程に
照
し
て
分
析
し
な
が
ら 、
七
金
大
会
（一
九
間

五
年）
に
お
い
て
完
成
し
た
毛
沢
東の
党
に
た
い
す

る
支
配
の
原
塑
を
訣
出
す
る
と
と
に
あ
る 。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
権
威の
頂
点に
お
い
て
予
見
さ
れ
る
カ

リ
久マ
的
指
得
者の
不
安
と
弱
さ
が
「
毛
沢
東
神

話」の
形
成
を
も
た司り
し
た
と
し
て 、
毛
沢
東
中
心
史

観
と
もい
え
る
究
史の
改
訂に
ま
で
つ
な
がっ
て
い

っ
た
路
状
況につ
い
て
も
怒っ
て
い
る 。

本
容
がユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
の
は 、
＋れ
の
よ
う
な
芭

沢
東
主
義の
形
成
過
程
が 、
た
ん
な
る
党
史
と
し
て

で
は
な
く 、
ポじ
沢
東
主
義の
成
長
過
担刊
に
お
け
る
政

治
的・
組
織
的
〆
イ
ナ
ミッ
ク
ス
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
点に
あ
る
と
い
え
よ
う 。ζ
う
し
て 、
「
毛

沢
政の
カ
リスマ

へ
の
逃
が
聞
け
た
の
は 、
状
況

か
ら
生
ま
れ
る
客
観
的
圧
力に
よ
る
と
と
もに 、
毛

沢
東
自
身の
意
志の
姥
物
で
も
あ
る」
と
し
て
問
題

が
と
ら
え
ら
れ 、
延
安
整
風
が
中
国
共
箆
党に
とっ

て 、
倫
理・
道
徳
主
義
的
な
「
思
創部
本
命」
で
あっ

た
以
上
K 、
「
中
国
共
産
党の
毛
沢
東
化へ
向
う
毛

沢
東
自
身に
よ
る
悦
慣に
計
画
さ
れ
た
『
大
突
進』

で
あっ
た」
と
と
が
解
明
さ
れ
て
い
る 。
も
と
よ
り

著
者
は 、
そ
の
中
間
研
究の
出
発
点
に
お
い
て 、
中

岡
市
命へ
の
心
情
的
共
悠
な
ど
か
ら
は
そ
も
そ
も

「
解
放」
さ
れ
て
い
た
だ
け
に 、
た
と
え
ば
毛
沢
東

の
延
安
時
期に
お
け
る
析
学
学
期口へ
の
志
向につ
い

て
も
「
最
高
指
得
者
と
し
て
の
毛が 、
か
れの
そ
の

後の
革
命の
戦
略
戦
術
論の
根
底に
なっ
て
い
る
弁

椛
法
的
思
考
を 、
ζ
乙
で
十
分に
ねっ
て
お
と
う
と

い
う
指
喝の
た
め
の
実
践
的
必
要
性が
あっ
た」
か
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ら
だ
と
い
うよ
うに
み
な
し
て
い
る 。

ζ
の
よ
うに
著
者
は 、
あ
え
て
そ乙
ま
で
意
地
悪

い
見
方
を
し
な
く
て
も 、
と
思
え
る
よ
う
な
見
解
を

し
ば
し
ば
表
示
し
て
い
る
が 、
こ
の
よ
う
な
ド

ラ
イ

な
対
匁
化
が
毛
沢
政
像の
リ
ア
ル
な
揃
写に
か
えっ

て
役
立っ
て
い
る
の
で
あ
る 。

木古
に
は 、
第一
市

「
分
析
の
林
組」
で
示
さ
れ
て
い
る
方
法
論
に
つ
い

て
の
い
さ
さ
か
仰々
し
い
教
示
も
あ
る
が 、
ζ
の
よ

う
な
白
窓
識に
つ
い
て
は
著
者
が
ひ
そ
か
に
い
ま
少

し
禁
欲
的で
あっ
た
ら 、
本
心
は
もっ
とよ
かっ
た

と
思
う 。毛

沢
東
信
仰の
戯
画が
あ
るだ
け

日本人が俣えた毛沢刃！!ii 

最
後に 、
梅
本
克
己・
逮
坂
良一
氏の
『
対
談

毛
沢
東
思
想
と
現
代の
課
題』
は 、
水
戸で
発
行
さ

れ
て
い
る
月
刊『
東
風』
誌
上
に
辿
寂
さ
れた
掛門
学

者・
梅
本
克
己
氏
と
『
米
風』
主
宰
者で
明
ら
か
に

反
日
共・
親
毛
沢
必の
巡
坂
氏一
氏
と
の
対
談
で
あ

る 。
か
ね
て
『
現
代
思
偲
入
門』
（
三二
新
秘〉
等

で 、
巾
閣
不
命へ
の
共
感の
原
点
を
き
わ
め
て
ラ
デ

ィ
カ
ル
に
提
示
し 、
そ
れ
ゆ
え
に
「
毛
沢
東
忠
怨」

絶
対
化へ
の
懐
疑
を
説
く

示
さ
れ
た
梅
本
氏
が 、
今

日
の
時
点で
中
悶
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
と
い
う
点

か
ら 、
さ
ぞ
か
し
本
舎
は
興
味
深
い
もの
と
期
待さ

れ
た 。だ

が 、
梅
本
氏
は 、
「
あ
な
た
は 、
も
と
も
と
E

沢
東
と
共
鳴
す
る
乙
と
の
で
き
る
何
か
を
もっ
て
い

る
よ
う
だ 。
（
笑）
そ
れ
に
し
て
は 、
モ
沢
東の
『
発

Hと
が
お
そ
す
ぎ
た 。
〈
曲目）
」
とい
う
泣
波
の
発

討に
た
い
し 、
「
述
坂
さ
ん
は 、
ぼ
く
を 、
泣
桜
さ

ん
の
よ
う
な
毛
沢
市HA
主
設
者
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う

と
願
望
し 、
そ
の
願
唱に
心
酔
して
お
ら
れ
る
よ
う

だ
け
ど
も 、
（
笑〉
目
下
の
ぼ
く
の
実
態
は 、
そ
れ

ほ
ど
信
頼に
足
る
毛
沢
東
主
凝
者
で
は
な
い」
と
答

え
て
は
い
る
もの
の 、
以
前の
氏の
立
場
と
比
較
し

た
と
き 、
毛
沢
東へ
の
傾
斜
が
も
は
や
無
限
定
的に

著
し
く
なっ
て
い
て 、
そ
こ
に
批
判の
視
点
は
ほ
と

ん
ど
消
失
し
て
し
まっ
て
い
る 。
「
文
化
大
革
命
は

根
深
く

残
存
す
る
資
本
主
uJ拭
復
活の
追
を
掘
り
おと

し 、
そ
れ
を
根だ
や
し
に
す
る
た
め
に
遂
行
さ
れ
た

不
断
革
命の一
環
で
あ
る」
とい
うよ
う
な 、
す
で

に
定
型
化
さ
れ
た
オ
プ
ティ
ミ
ス
ティ
γ

タ
な
評
価

に
つ
い
て
は
と
も
か
く 、

文
化
大
水
A叩は 、
円
身の

「
岱
斎
的
批
判に
反
省
を・つ
な
が
し
た」
と
語
ら
れ

て
い
る
よ
う
に 、
批
判
か
ら
向
調へ
の
総
本
氏
の
大

き
な
旋
回
を
本
容は
見
せつ
け
て
い
る 。

h�.�·，.,V ·� ・ 、 I ' ·：.『 ，r ， ザ ，＇ • ＇＞；、 ～ f f判｜
p；ツとくっつくp’Mというまにグ
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季
刊

宅見
千℃
中
国

発
売
中

春
期
第
5

号

8
5
変
型

3
0
0
円

内
容
認
介

経済往来社

中
国
の
政
治
・

経
済
・

文
化
の
実
態
と
動
き

を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
追
求
し、

公
正
・中
立

の
立
場
で
報
ら
せ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
季
刊
拡
誌

国
間
報
と
郷
永
昌
領
事
H
中
下
正
治

「
中
間
地
帯
論
」

外
交
の

復
活
H
岡
部
途
味

超
大
国
批
判
と
中
間
地
裕
治
H
小
林
多
加
士

ソ
速
社
会
に
投
影
し
た
中
ソ
対
立
H
木
村
明
正

中
悶
工
業
技
術

の
特
色
（
対
鍛）

こ
れ
か
ら
の
日
中
関
係
（
座
制間
会）

ほ
か

も
と
よ
り 、
ζ
の
よ
う
な
立
坊に
お
ち
いっ
て
し

まっ
た
以
上 、
今
日
の
中
間の
内
政・
外
交の
変
化

に
耐
え
得
る
よ
う
な
リ
ア
ル
な認
誠
カ
は
そζ
に
な

く 、
き
わ
め
て
主
聞眠
的
な
戯
聞
の
み
が
あ
る
よ
う
に

思
う ・
第一 、
「
人
間
革
命」
と
か
「
人
民
大
衆」

とい
う
汀
楽
が
し
ば
し
ば
出
て
くる

が 、
そ
の
場
合

の
人
間
と
か
大
衆
と
か
は
中
国の
人
間で
あ
り 、
中

間の
大
衆で
あ
る
ζ
と
は
けっ
し
て
な
く 、

氏
自
身

の
見
果て
ぬ
夢
手』「

主
体
的」に
対
象
化
し
た
観
念
的

な
人
間
で
あ
り 、
大
衆で
し
か
な
い
よ
う
に
思
う 。

先
の
『
モ
沢
市一
と
中
間
北ハ
経
党』
の
な
か
で
竹
内

実
氏
は 、
毛
沢
東の
「
文
芸
講
話」
に
つ
い
て 、
「
そ

の
命
題
が
形
成
さ
れ
る
過
程
が
結
合
し
た
側
面
に

お
い
て
は 、
価
依
を
もっ
て
い
る 。
感
動
的
で
さ
え

あ
る 。
た
と
え
ば 、
毛
沢
東
が
自
己
の
思
想の
席文
化

に
つ
い
て
のベ
た
部
分な
ど
が
そ
れ
で
あ
る 。
し
か

し 、
ζ
れ
が
〈
教
終
〉と
し
て
使
わ
れ
る
と 、
そ
の

使
わ
れ
る
局
而に
お
い
て
は 、
〈
官
僚
制
度
〉の
組

成
部
分で
あ
る 。
そ
し
て
社
会
主
義体
制の
も
と
で 、

文
芸
が
宵
僚
制
・伎の
枠
外
に
出
るζ
と
は 、
ま
だ
制

度
的
に
実
現
し
た
と
と
が
な
い
の
で
ある」
と
述べ

て
い
た 。
ζ
う
し
た
疑い
な
ど
は
い
さ
さ
か
も
も
た

ず
に 、
「
毛
沢
取の
『
文
芸
総
指』 、
乙
ん
ど
統
み
な

お
し
て
み
て 、
ほ
ん
と
う
に
感
心
し
ま
し
た」
と
沼

り 、
8

林
良
異
変。
に
つ
い
て
も 、
『
削明日
新
聞』

が
伝
え
た
戚
承
芯
談
話
を
読
ん
で 、
「ζ
れ
で
事の

真
相
もはっ
き
りし
た
といっ
て
い
い
ん
じゃ
な
い

で
しょ
う
か」
と弔問
る
ね
皮の
遠
坂
氏の
中
間認
鍬

・
毛
沢
東
臼
仰に
た
い
し 、

梅
本
氏
は 、
ほ
と
ん
ど

最
後
ま
で
ひ
きづ
ら
れっ
ぱ
な
し
な
の
で
あ
る 。
そ

の
意
味
で
・本
件は 、
梅
本
氏の
痛々
し
く
も
無
残
な

恩
必
的
州
北川
点
を
知
る
た
め
に
は
大い
に
役
立つ
で

あ
ろ
う 。

竹
内
実
著
『
毛
沢
東
と
中
国
共
搾一
党』
（中
公
新

谷・
二
O
O
円）

徳m
牧
之
宕
『
モ
沢
市 、
主
誌の
形
成
（一
九
三
主

t一
九
四
五〉
』
（
剛凶
作ゆ
泌
mm・
六
玄
O
円）

梅
木
克
己・
泣
坂
良一
『
対
殺
毛
沢
政
思
恕
と

現
代の
課
題』
（＝
二
件官
房・
八
O
O
円）
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