
孔

子

批

判
。

始

皇

帝

擁

護

の
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急
速
に
拡っ
た
孔
子
批
判

主うえい乙〈

中
嶋

最
初
の
楊
栄
国
論
文
が

、

八
月
七
日
で
す

か
、

『
人
民
日
報
』

に
出
ま
し
て

、

当
時
は
そ
ん
な

に
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が

、

あ
れ
よ
あ
れ

よ
と
い
う
聞
に
孔
子
批
判
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
次
々

に
は
ら
れ
て
き
た 。

そ
れ
ら
の
批
判
は
中
国
共
産
党

の

機
関
紙
で
あ
る
『
人
民
日
報』

、

理
論
誌
の
『
紅

旗』

に
出
て
い
る
の
で
す
が

、

と
く
に
今
回
は
も
と

＠ 

は
、

表
向
き
は
こ
と
ご
と
く
林
彪
批
判
と
結
び
つ
け

て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
幾
っ
か
代
表
的
な

論
文
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、

そ
の
中
に
か
な
り

含
み

の
あ
る 。

イ
ン
プ
リ
ケ
！
シ
ョ

ン
の
多
い
表
現
が
あ

り
、

わ
が
国
の
多
く
の
新
聞聞
が
例
に
よ
っ
て
し
き
り

に
解
説
し
て
い
る
よ
う
に

、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
林

彪
批
判
を
深
化
す
る
も
の
で
あ
る 。

つ
ま
り

批
林
整

風
巡
動
の
一

環
だ
と
い
う
形
だ
け
で
受
け
取
っ
て
い

い
か
ど
う
か 。

そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
運
動
が
ど
う

も
と
民
主
諸
党
派
の
共
同
機
関
紙
な
の
で
す
が
実
際

こう・4・4ラ

に
は
中
国
共
産
党
の
主
張
が
貫
徹
し
て
い
る
『
光
明

日
報』

を
通
じ
て
も 、

大
々
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が

起
こ
っ
て
い
る 。

最
近
で
は
中
国
の
大
衆
レ
ベ
ル
に

お
い
て
も

、

あ
ち
こ
ち
に
孔
子
批
判
の
ス
ロ
ー

ガ
ン

が
掲
げ
ら
れ
て

、

人
民
公
社
な
ど
で
も
批
判
が
行
な

わ
れ
て
い
る 。

つ
ま
り
こ
の
八
月
以
来
中
国
で
起
こ

っ
て
い
る
こ
と
は

、
問中
に
理
論
レ
ベ
ル
の
問
題
だ
け

で
な
く
て

、
一
つ
の
新
し
い
大
衆
運
動
と
い
う
形
に

い
う
ふ
う
に
発
展
す
る
か
に
よ
っ
て
は

、

か
な
り

大

問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す 。

孔
子
批
判
を
上
ま
わ
る
始
皇
帝
擁
護

柴
田

明
ら
か
に
こ
れ
は
形
式
的
に
は

、

林彪
批

判
の
運
動
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な

ん
で
す
ね 。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
実
際
に

林彪
批
判
だ
け
に

尽
き
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
と 、

私
も
そ
う
は
恩

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す 。

し
か
も
こ
れ
ま
で
の
中
国
の
歴
史
を
見
て
み
ま
す

と 、

歴
史
上
の
人
物
に
対
す
る
評
価
な
り
、

再
評
価

は
、

必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
現
実
の
党
内
闘
争 、

な
い
し
は
政
治
闘
争
の
反
映
で
あ
っ
た 。

あ
る
い
は

党
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
の
潮
流
を
封
ず
る
た
め
の

材
料
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
と
思
う
ん
で
す 。

そ
う
し
ま
す
と
一

体
今
回
の
批
判
は
何
を
意
味
し

て
い
る
か 。
一
冨
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
孔
子
批
判

わ
な
い

。

こ
れ
を
考
え
る
上
で
重
要
な
点
を
い
く
つ
か
あ
げ

ま
す
と
、

ま
ず
第
一
に
最
初
は
孔
子
批
判
に
集
中
さ

れ
て
い
た 。

と
こ
ろ
が
途
中
か
ら
奈
の
始
皇
帝
擁
護

論
が
出
て
く
る 。

し
か
も
ど
う
も
孔
子
批
判
よ
り

も 、

奈
の
始
皇
帝
擁
護
論
の
ほ
う
が
上
回
っ
て
い
る

と
い
う

傾
向
を
ぼ
く
は
感
じ
る
ん
で
す
よ 。

こ
れ
が

一
つ

。第
二
に
い
ま
の
と
こ
ろ
実
際
の
経
済
や

、

外
交
政
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、

っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か。
も
し
そ
れ
が
本
意
で
あ
る
な
ら
、

高
校
生
並
み
の
判

郎

断
力
で
あ
る
。

し
か
し
根
は
も
っ
と
深
い

。
『
朝
日』
は
「
ア
ジ
ェ
Y
デ
政
権
の
失
敗」
と
い

う
。

け
れ
ど
も
『
朝
日』
の
期
待
に
沿
え
ば

、
チ
リ

に
成
功
の
チ
十
γ
ス
は
な
か

っ
た。
成
功
が
あ
り
う
る
と
思
う
と
こ
ろ
に
「
進
歩
的
精
神
を
持」
す
る
人
々
の

政
治
的
思
考
力
の
弱
さ
が
あ
る 。

さ
す
が
に
こ
れ
だ
け
で
は
パ
ツ
が
悪
い
の
だ
ろ
う
、

社
説
と
は
異
な
る
論
点
を

記
事
の
中
に
密
か
に
導
入
し
て

、
つ
じ
つ
ま
合
せ
を
し
て
い
る。
ま
る
で
手
品
で

あ
る。九

月
十
四
日
に
「
チ
リ

政
変

、
や
は
り

濃
い
米
の
影」
と
あ
る 。
小
見
出
し
に

「
ふ
と
こ
ろ
手
政
策
成
功

、
直
接
に
は
手
を
下
さ
ぬ
が

、
経
済
を
テ
コ
に
締
め
上

げ」
と
題
す
る
こ
の
コ
ラ
ム
は

、
「
米
国
は
チ
り
で

、
直
接
に
は
手
を
下
さ
ぬ
も

の
の

、
い
わ
ば
ふ
と
こ
ろ
手
を
し
な
が
ら
、

好
ま
し
く
な
い
中
南
米
の
政
権
を
揺

さ
ぶ
る
と
い
う
新
た
な
戦
略
を
成
功
さ
せ
た
よ
う
に
み与え
る 。
米
国
の
影
は
や
は

り
濃
い
と
い
え
る
だ
ろ
う」
と
書
い
て
い
る。
そ
し
て
米
国
策
動
説
の
論
拠
と
し

て
、

I
T
T
と
C
I
A
の
陰
謀

、
チ
リ

寧へ
の
援
助

、
米
艦
艇
の
存
在

、
ア
メ
リ

カ
の
経
済
封
鎖

、
を
挙
げ
て
い
る。

こ
の
新
し
い
論
点
は
『
赤
旗』
が
指
摘
す
る
第
一
点
と
全
く
同
じ
で

、
そ
の
根

拠
と
す
る
事
例
ま
で一
致
す
る。
同
時
に
自
分
の
社
説
の
評
価
と
は
異っ
て
い

る。
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ま
た
九
月
二
十
九
日
に
は
「
ク
ー

デ
タ
ー

半
月
の
チ
リ」
と
題
す
る
特
派
員
報

告
の
中
で

、
ク
ー

デ
タ
ー

の
原
因
を
論
じ
て
い
る。
そ
の
中
で
は
中
産
階
級
と
低

所
得
階
層
の
対
立
と
い
う
新
し
い
論
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る。
「
こ
う
し
た
貧
し

い
国
で
そ
の
低
所
得
層
の
生
活
水
準
を
引
上
げ
る
た
め
に
は

、
あ
る
程
度
中
産
階

級
の
犠
牲
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た」 。
し
か
し
「
イ
γ
フ
レ
、

物
質
不
足

、

政
府
財
政
の
破
た
ん
は

、
そ
れ
で
も
な
お
ス
ラ
ム
か
ら
公
営
住
宅
に
移
り
、

自
分

の
土
地
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
なっ
た
層
よ
り
、

中
産
階
級
に
とっ
て
厳
し
い
も

の
と
受
け
取
ら
れ
た」。

こ
の
論
点
は
ま
た

、
『
赤
旗』
九
月
十
六
日
付

、
「
チ
リ・
ク
ー

デ
タ
ー 、

そ

の
示
す
も
のハ
中
ど
と
同
一
で
あ
り
、

社
説
の
評
価
と
関
係
な
い。

私
は
本
誌
一
月
号
で

、
『
朝
日』
は
ク
ー

デ
タ
ー

が
起
き
る
と
軌
道
の
修
正
を

し
た
と
番
い
た。
「
と
こ
ろ
が
気
が
つ
い
て
み
る
と
、

『
朝
日』
自
身
は
い
ち
は

や
く
国
際
世
論
に
便
乗
し
て

、
冷
厳
な
批
判
者
に
た
り

す
ま
し
て
現
わ
れ
た
の
で

あ
る」。
ハ一
宜
主
頁〉
し
か
し
問
題
は
も
っ
と
悪
質
で
あ
る
。

確
か
に
『
朝
日』
の
論
調
は
『
赤
旗』
を
左
の
限
界
に
し
、

ク
オ
り
テ

ィ
ペ
ー

パ
ー

で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
タ
イ
ム
ズ
、

ロ
ソ
ド
γ
タ
イ
ム
ズ
等
を
右
の
限
界

に
、

こ
の
聞
を
揺
れ
動
い
て
い
る。
そ
し
て
ア
ジ
ェ
γ
デ
政
権
の
出
発
に
際
し
て

は
、

左
サ
イ
ド

一
杯
か
ら
、

つ
ま
り
『
赤
旗』
と
二
人
三
脚
で
礼
讃
し
、

ク
ー

デ

タ
ー

が
起
る
と
右
サ
イ
ド

一
杯
に
軌
道
を
移
し
た
が

、
そ
れ
で
終
ら
な
か
っ
た

。

本
来
オ
ピ
エ
オ
γ
で
あ
る
べ
き
社
説
は
ク
オ
リ
テ
ィ

ペ
ー

パ
ー

に
寄
り

か
か
り
な

が
ら
、

報
道
の
部
分
に
「
左
の
軌
道」
を
残
し
た 。
ア
メ
リ
カ
真
把
人
説

、
中
産

階
級
蜂
起
説
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
『
朝
日』
の
本
当
の
判
断
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
判
ら
な
い。
し
か
し

そ
こ
が
つ
け
め
な
の
か
も
し
れ
な
い。

私
は
こ
こ
で
「
朝
日
新
聞
綱
領」
の
第
四
条
を
想
い
起
す

。
「
常
に
寛
容
の
心

を
忘
れ
ず」
と
は
こ
の
こ
と
で
あっ
た
の
か。
「
品
位
と
責
任
を
重
ん
じ
、

清
新

に
し
て
重
厚
の
風
を
た
っ
と
ぷ」

。

私
は
こ
れ
以
上
論
ず
る
気
持
に
な
れ
な
い。



談

策を批判するところへは、まだそう行ってい

ない。学術、文学、芸術、教育、これを中尉

では文化川削減と古いますけれ

ども、ここにほぼ以定されて

守t12tsi

いる。これが次に魚裂だと則。

告内J。第三に沢．必なのは、→九六

hEEE

九年秋以降の外交政策の転換
幽・圃冒・円

から始まって、
世
話失脚
一
歯
周1
4F

以後非常にはっきりと出てき
a閉
』町

た脱文革化の過程、これと街

dgS司

接な閃述があるだろうという

ことです。もっと共体的には

七二年の半ばごろから、林彪批判の性絡が変

わったことです。いままで
林彪を極右として

攻熊していた命潤が、今度は極左批判に変わ

ったこと。この転換との関述が非常に
担安な

んです。それから第凶には、もちろん十金大

会と滋銭な関述がある。こういうふうにして

抑えていくと、ま．ずこれが
休彪失脚以後の特

に顕“村になってきた脱文革化過胞に対するい

わゆる文革派、急進派、左派の反発、巻き返

しであることは、ほぼ間違いないと言ってい

いと思うんですね。これから先はまたあとで

いいます。

がt99 

中崎
林彪失脚以降中国の中には、古わば

林彪批判をもっと徹底化させようという、い

穂、
た
田

l.-1ま

柴

嶋嶺雄
JI!以外関心火・戸助4生髭

跡
中

時Yケイ新聞外信銀次長

ま中国で潮流と宮っているものと、それに対

する、つまり「批林整風」と脱文革に対する
批判とも思える反潮流とがあると思うんで

す。『紅政』あるいは『人民日報』に出る論

文も、潮流と反潮流とどちらかに分けられる

ようなものが多いんですね。

それはまさに卜金大会の周恩来報Kun－北

が、二つの路線の闘争が終わっていない、こ

れからも十川、て十川、一一一卜川と
林彪事件み

たいなことが起きるというニとを計っている

ことと照応する。

だからもしもいまの運動が額商どおり林彪

批判の深化にあるとするならば、なぜ打倒し

尽くされた者を批判するためにあえてこうい

う形で再び大4的にキャンペーンを張らなけ

司『
j
EF1
ればならないのか。そう考え

aE閣
るとこれはどうも単に林彪批

－

h吋］
判ではなく、まさにまだまだ

描即酷陣
一一」
「現代中間の孔子」と目され

．曹司，a’
一る人物が、存在している、こ

金書
一れに対する批判だと考えられ

駕
蜘
臨」
るわけですね。

海脚
開閉↑γ

そ』つしますと問題はだんだ

・
岡町1Amw－
んはっきりしてくる。はたし

圃園
開f山i
てこれが周恩来を批判するも

のか。毛沢東を批判するものか。あるいはそ

れ以外の人物を批判するものかということで
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す
ねρ
し
か
し
そ
の
へ
ん
の
肝
腎
の
議
論
は一
寸
あ

と
回
し
に
し
て、
さ
っ
き
柴
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ

た 、
始
皇
帝
を
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
高
く
持
ち
上
げ
る
の

か
と
い
う
こ
と
か
ら
少
し
議
論
し
て
み
た
い
と
思
う

ん
で
す

。
こ
の
ほ
う
が
ど
う
も
わ
か
り
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね

。

中
国
で
始
皇
帝
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と

孔子批判・始皇帝擁護の謎

新
中
国
に
な
っ
て
か
ら
少
な
く
と
も
私
の
知っ
て

い
る
限
り、

始
皇
帝
が
問
題
に
なっ
た
こ
と
は、
こ

れ
ま
で
四
J

五
回
ぐ
ら
い
あっ
た
と
思
う
ん
で
す

。

第
一
は
一
九
六
0
年
代
初
期 、
も
ち
ろ
ん
い
ま
の
よ

う
な
形
で
全
面
的
に
始
皇
帝
を
た
た
え
る
運
動
は
な

か
っ
た
で
す
け
れ
ど
も、
少
な
く
と
も『
歴
史
研
究』

な
ど
に
出
て
い
る
論
文
で
は、
従
来
の
始
皇
帝
像
と

は
違っ
て、
始
皇
帝
の一
定
の
進
歩
的
役
割
と
そ
の

歴
史
的
功
績
を 、
評
価
す
る
論
文
が
か
な
り
あっ

た
第
二
に 、
こ
れ
も
六
0
年
代
前
半 、
た
し
か
六
四

年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も、
毛
沢
東
の
詩
が

中
国
で
出
版
さ
れ
た

。
『
毛
主
席
詩
調』
で
す
ね

。

そ
の
中
に
毛
沢
東
が
一
九
三
六
年
に
つ
くっ
た
「
泌

園
春

雪」
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
。

こ
れ
は
あ
ま
り

に
も
有
名
な
詩
で
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
る
の
で
す

が 、
要
す
る
に
歴
代
の
中
国
の
英
雄 、
豪
傑
を
ず
ら

っ
と
並
べ
て、
秦
始
皇
も、
漢
の
武
帝
も、
唐
の
太

宗
も、
宋
の
太
祖
も
そ
し
て
蒙
古
帝
国
の
ジ
γ
ギ
ス

カ
ン
も
み
な
非
常
に
りっ

ぽ
だ
っ
た
け
れ
ど
も、
欠

け
る
と
こ
ろ
が
あ
る 、
ほ
ん
と
の
文
武
備
わっ
た「
風

流
の
人
物
を
数
え
る
に
は 、
な
お、
今
朝
を
見
る
ベ

し」
と
い
う
詩
で
す

。
い
わ
ば、
そ
の
時
代
に
輩
出
す

る
真
の
英
雄
に
自
分
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
わ
け
で
す

が 、
と
の
と
き
に
毛
沢
東
は
始
皇
帝
に
つ
い
て
ま
ず

第
一
番
目
に
触
れ
て
い
る
。

ぼ
く
は
毛
沢
東
は、
か

な
り

前
々
か
ら
始
皇
帝
に
シ
γ
パ
シ
！

を
持っ
て
い

た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
ね

。
そ
れ
が
始
皇
帝
が
出
て

き
た
二
番
目
の
時
期
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね

。

第
三
は
文
革
の
最
中
で
す。
こ
れ
は
紅
衛
兵
資
料

の
中
に
あ
る
ん
で
す
が 、
林
彪
と
毛
沢
東
が
焚
書
坑

儒
に
つ
い
て
論
争
し
て
い
る
。

林彪
が
焚
書
坑
儒
に

つ
い
て
い
ろ
い
ろ
言っ
た
と
こ
ろ、
毛
沢
東
は
あ
ん

な
も
の
は
ま
だ
ま
だ
序
の
口
で
も
っ
と
も
っ
と
革
命

的
に
激
し
く
やっ
て
も
い
い
ん
だ 、
こ
れ
か
ら
も
っ

と
や
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る 、
ち
ょ

う

ど
「
造
反
有
理」
の
紅
衛
兵
運
動 、
「
四
旧
打
破
片

「
破
旧
立
新」
の
運
動
が
起こ
っ
て
い
る
時
期
だ
っ

た
と
思
い
ま
す

。

最
後
に
第
四
は、
十
全
大
会
の
と
き
に
周
恩
来
が

明
ら
か
に
じ
た 、
林
彪
が
書
い
た
と
言
わ
れ
る
反
革

命
陰
謀
の
番
「
五
七
一
工
程
紀
要」
で
す

。
と
の
中

で
毛
沢
東
を
秦
の
始
皇
帝
に
た
と
え
て、
彼
こ
そ
は

マ
ル
ク
ス
・
レ
l－－
y
主
義
の
衣
を
か
ぶ
っ
た
専
制

暴
君
で
あ
り、

現
代
の
秦
の
始
皇
に
な
っ
て
い
る 、

と
い
う
こ
と
を
言っ
て
い
ま
す
ね。
こ
れ
を
林
彪
が

書
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は、
ぼ
く
は
非
常
に
疑

問
が
あ
る

。

し
か
し 、
「
五
七
一
工
程」
紀
要
は
だ
れ
が
書
い

た
に
せ
よー
林
彪
批
判
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
非
常
に

広
範
囲
に
流
布
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
毛
沢
東
は

棄
の
始
皇
帝
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
ば
は 、
あ
る

意
味
で
現
在
の
中
国
の
民
衆
に
とっ
て
は、
非
常
に

ト
ゲ
の
あ
る 、
聞
か
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
ば
な
ん

で
す
ね

。
つ
ま
り
やっ
ぱ
り

何
と
言っ
て
も、
毛
沢

東
の
支
配
に
対
し
て
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
わ
け

で
す
か
ら
民
衆
に
とっ
て
も
ピ
y
と
く
る
も
の
が
あ

る 。
そ
う
い
う
形
で
描
か
れ
た
始
皇
帝
像
を
全
面
的

に
転
換
さ
せ
る
必
要
が
あっ
た

。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

か
ら
今
回
の
始
皇
帝
評
価
が
で
て
き
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
ね

。
な
ぜ
始
皇
帝
を
よ
み
が
え
ら
せ
る

必
要
が
あ
る
か

さ
て
そ
れ
で
は、
な
ぜ
現
在
始
皇
帝
を
再
評
価

し 、
よ
み
が
え
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
が 、
第一
に
は 、
い
ま
い
っ
た
林
彪
事
件
と
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じが
するん
で
す 。とい
うの
は
い
まの
文革
派
急

進派が
受け
持っ
てい
る
とい
うか 、
握っ
てい
る

基
盤は 、
それほ
ど
全
面的で
は
ない 。
特に
国
務

院の
経
済政
策や 、
対
外政
策を
担当
する
行
政
府

につ
いて
の
文革派の
力は
弱い 。
そ
うする
と
文

革派の一
番と
りで

は 、
江
青 、
挑文元で
あり 、

それは
文化
部
門に
依
拠してい
る 。
そこ
に
支
持

者もか
な
りい
る 。
し
た
がっ
て
彼らがい
ま
反
撃

を
開始してい
るの
は 、
やは
り

比
較的
文
化 、
教

育
部
門に
限
定される
だろ
う
と
思い
ま
す 。
それ

以上に
出る
力が
あるか
ど
うか
とい
うの
は
ま
だ

わか
ら
ない
けれ
ど
も：
： 。

こ
の
三つ
を
確
認し
た
上で
い
よい
よ
本
題に
は

い
り
ま
すと 、
やは
り

陳
伯
達が
失
脚し 、
林彪が

失
脚し 、
林彪
批
判が
どん
どん
進め
られてい
け

ば 、
一
番
危機を
感ずるの
は
だれか
とい
う
と 、

江
菅 、
挑文元だ
と
思う 。
王
洪文 、
張
春橋が
周

恩
来路
線に
歩み
寄っ
た
とい
う
うわ
さは
別に
し

て
も 、
と
もか
くみん
なか
ら一
番う
らま
れ 、
そ

して
もの
すご
い
摘
発をやっ
た 。
こ
とに
文
化 、

芸術
部
門を
徹底的に
壊
滅させ
て 、
い
わ
ゆるn江

青
京
劇uと
称する
もの
を
打ち
出し
た 、
この
江
青

と
銚文元は 、
お
そ
ら
く
最も
危機
感を
感ずるで

あろ
う
とい
う
想
定がで
きる
わ
けで
すね 。

し
たがっ
てこ
れに
対して
何とか
その
ほと
先

孔子批判・始皇帝擁護の謎

が 、
自
分た
もの
方
向に
向か
ない
よ
うに
し
な
け

れば
な
らない 。
こ
う
考えますね 。
それは
ちょ

う
ど
林彪が
毛
沢
東の
影
響力が
低下して
きて 、

自
分の
北
京
周辺に
は
別の 、
非
林彪
系
寧が
配
置

転
換される
と 、
名目
的に
は
党副
主
席 、
ぬ
2、

後継
者とい
う

地
位を
もっ
てい
て
も 、
自
分の
実

権が
明らかに
弱ま
りつ

つ
ある
と
感じた 。
その

危機
意識か
ら
彼は
早く
全国人
民
代表
大
会を
開

き 、
憲法を
通し 、
その
中で
国
家
主
席とい
う
国

家
権
力部
門の
地
位を
取りたい
と
思っ
た 。
そし

て
そ
うい
う
危機
感か
ら 、
事
実上
反
周
思
来クー

デ
ター
的な
もの
を企
図し
た
とぼ
くは
考えてい

る
わ
けで
す 。
それ
と
同じ
危
機
感が
江
育
女
史

ゃ 、
挑文元に
ひ
し
ひ
し
と
感じられて
きた 。

文
革
派
の
自
己
防
衛
的
小
運
動

そこ
で
ま
ず
林彪
極
左批
判を
極
右批
判に
きり

か
える
努力をし
た
と
思うん
で
すね 。
し
たがっ

て
昨
年の
半ば 、
突
如と
して
林彪
極
左批
判が 、

林彪は
極
右批
判に
変わっ
ていっ
た 。
こ
れ
を
変

えな
きゃ
な
らない
人
聞は
だれ
だっ
たか
とい
う

と 、
江
青で
あり 、
挑文元で
あっ
た
ろ
う 。
も
し

王
洪
文 、
張
春橋が
彼らのグル
ー

プ
か
らは
ずれ

て 、
周
思
来と
手を
結ん
だ
とすれば 、
な
お
さ
ら

彼らの
危機
感は
非
常に
強まっ
てい
る 。

次に 、
七三
年八
月一
日の
解放軍記
念日は
非

常に
不
可思
議な日なん
で
すよ 。
つ
ま
り 、

周
恩

来は
だれか
外国元
首を
連れて
東
北へ
行っ
て
し

ま
う 。
そして
江
青と
挑文元はこ
の
時期相当
長

く
出てこ
ない 。
ま
さにこの
と
きに
十
全
大
会の

準
備が
進んで
い
た
だろ
うと
思われる
わ
けで

す 。
そして
八
月三
日
毛沢
東の
「
偉大な
中国人

民の
指
導者」
とい
う「
偉大な」
が
とりは
ずさ

れた 。孔子批
判が
打ち
出されたのはこの
四
日
後で

すよ 。
そ
うする
と「
偉大な」
を
取っ
た
人と 、

孔
子批
判を
持ち
出し
た
人は
やは
り

別だろ
うと

思うわけで
すね 。
お
そらく八
月三日の
「
偉大

な」
を
取っ
たこ
とは 、
十
全大会で
党規
約の
中

か
ら
毛沢東個人に
関
する一
切の
規
定を
全
部取

りは
ずし
たこ
とが 、
もうほぼ
固まっ
た
時
期だ

と
思うん
で
すね 。
そうし
ま
すとこ
れは
単に 、

党
規
約の
上か
ら
毛
沢
東の
項目を
削っ
た
だ
けで

すむか
とい
うん
で
す
ね 。
こ
れ
が
公然たる
毛沢

東
批
判の
道を
聞い
た
も同然なん
で
すよ 。
ここ

に
おい
て
江青 、
挑文元グル
ー

プ
の
危機
感は
さ

らに
高まっ
た 。

そこ
で
い
まの
孔
子批
判 、
秦の
始
皇
帝擁
護

は 、
言わば
江
青グル
ー

プ
が
林彪
批
判の
深化に

対する
自
分た
ちの
防
衛
策として 、
打ち
出し
た
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の
関
連での
始
皇帝
像の
修
正の
必
要性 、
こ
れ
だ

と
思い
ま
す 。
そして
第こに
は
秦は
御
承
知の
よ

うに
戦
国の
七
雄の一
小
国に
過
ぎなかっ
た 。
し

か
し
始
皇
帝が
出て
戦国時
代を
統一
し
短
命に
終

わっ
た
けれ
ど
も 、
中
国に
おい
て
初めて
中
央
集

権的な
国
家をつ
くっ
た
わ
けで
す 。
一
方 、
林彪

事件以
来の
中
国の
政治
情
勢を
見る
と 、
ど
う
も

寧を
含めて
群雄
割
拠 、
地
方分
散的な
状況が
あ

る 。
そこで
中
央集
権国
家を
つ
くっ
た
始
皇
帝

を 、
民
衆に
も
う一
べ
ん
イメ
ージ

アッ
プ
する
必

要が
あっ
た 。

もう一
つ
は
始
皇
帝と
言えば
だ
れ
もが
思い
浮

かべ
るの
は 、
万
里の
長
城で
すね。
つ
ま
り
当
時

の
北
方の
異民
族 、
北獄に
対して 、
万
里の
長
城

を
築い
た 。
一
方 、
現在の
中ソ
関
係を
考えます

と 、
最
近は
中
国に
対する
予防
戦
争論さ
え
出て

い
る
わ
けで 、
全
面
戦
争に
なる
可
能性は 、
私は

少ない
と
思う
けれ
ど
も 、
少な
くと
もたて
ま
え

とし
て
は 、
たいへ
ん
な
反ソ
キャ
ンペ
ーン

をや

っ
て 、
ソ
連の
奇
襲に
備えな
ければ
な
らない 。

対ソ
防
衛上か
ら
も
雷
わば
万
里の
長
城を
も
う一

ベ
ん
築く必
要が
ある 。

こ
うい
うこ
と
をま
ず
始
皇
帝につ
い
て
私は
感

ずる
わ
けで
す。

柴田
ほ
とん
ど
そこ
の
とこ
ろは
ぼ
くも同
じ
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なん
で
すよ 。
た
だ一
つ
ぼ
くは 、
今度の
週動の

中で
孔子批
判よ
り
も 、
秦の
始
皇
帝擁
護の
ほ
う

が 、
実際は
重
要な
意味を
持っ
てい
るん
じゃ
な

い
か
と
思う 。
結
論
的に
そこ
が
ちょっ
と
違うか

もし
れ
ない
けれ
ど
も 。
さ
らに
も
う一
つ 、
「五

七一
工
程
紀
要」
は 、
ぼ
くも
林彪で
は
な
く
別の

人聞が
書い
た 、
と
思い
ます 。
なぜ
な
らば
毛
沢

東が
泰の
始
皇
帝で
ある
とい
うこ
と
を
書くこ
と

は 、
相当
意地の
悪い
こ
とで
す 。

さ
らに
あの
中で
「
彼〈毛沢東〉
は
孔
孟の
道

を
行
く
者で 、
マ
ル
クス・
レ
l－一
ン
主
義の
皮
を

被り 、
奈の
始
皇
帝と同じ
中
国
史上
最大の
封
建

君
主で
ある」
と
孔
孟と
秦の
始
皇
帝を一
緒に
し

て 、
毛
沢
東を
批
判してい
る 。
こ
うい
う
書き
方

はい
ま
毛
沢
東自
身 、
あるい
は
その
側近グル
ー

プ
に
とっ
て 、
非
常に
困る
こ
とで
しょ
う 。
ま
た

い
ま
あらた
め
て
秦の
始
皇
帝
擁
護を
出すくらい

な
ら 、
こ
の
時
期に
削っ
てて
もい
い 。
だか
ら
む

し
ろぼ
くは
「五
七一
工
程
紀
要」
は 、
林彪
批
判

の
名を
借りなが
ら 、
毛
沢
東を
お
と
しめてい

る 。
始
皇
帝
擁
護は
そうい
う
人聞に
対する
反
発

つ
ま
り 、

林彪
批
判の
名に
おい
て 、
毛
沢
東に
対

する
崇
拝 、
英雄
史
観
否
定を
行
なっ
て
きた
脱
文

革の
過程に
対する
反
発だ
と
思い
ま
す 。
こ
れが

第二に
ぼ
くのい
い
たい
こ
とで
す 。

第三に
ぼ
くがい
い
たい
の
は 、
さっ
き 、
「二

つ
の
路線の
対
立」
とい
うこ
とが
話に
出まし
た

けれ
ど
も 、
現在それは
まだ
全面的に
顕在
化し

てい
ない
とい
うこ
とで
す 。

江
青
・

銚
文
元
の
危
機
感

脱
文
革
化の
中に
はい
ろん
な
もの
が
ある
わ
け

で 、
一
番
早い
のは
六
九
年
秋の
対
外政策の
転
換

で
すね 。
それか
ら「
劉
少奇な
き劉
少奇路線」

と
言われる
現
実主
義的 、
物
質主
義的な
経
済合

理性の
上にのっ
とっ
た
経
済政
策 、
こ
れが二
番

目で
す 。

三
番目は
旧
幹部の
復
活 、
こ
れは
文革
急進派

の
脱
落と
交互してい
ますけれ
ど
も 、
リー
ダー

シッ
プ
に
お
ける
脱
文革化で
すね 。

第四
番目は
教育 、
文
化
部
門の
変
質 。
た
と
え

ば
試
験制度がいつ
の
間にか
復活してい
る 。

もう一
つ
は 、
英雄
史観の
否
定の
もとに 、
毛

沢
東の
個人崇
拝が
どん
どん
否
定されてい
〈 。

こ
の
五つ
ぐ
らい
の
過程が
ずうっ
と
進んで
き

た 。い
まこ
れに
対して
文革派 、

急進派が
挑戦し

よ
うとしてい
る
わ
けで
すが 、
どこ
まで
やろ
う

と
思っ
てい
るかは
別として 、
少な
くと
も
今の

とこ
ろぼ
くは
わ
りと

限
定されてい
る
とい
う
感
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ので
は
ない
か 。
防
衛
策とい
うのは一
つ
は
毛沢

東の
個
人
崇
拝を
否
定した
党規
約の
段
階か
ら 、

さ
らに
毛沢
東批
判が
起こ
る
こ
と
を
阻
止する
と

い
うこ
とで
すね 。
その
ため
に
「五七一
工
程
紀

要」
で
林彪
が
毛
沢
東
批
判に
使っ
た
こ
とに
な

っ
てい
る 、
秦の
始
皇
帝を
擁
護する 。

もう一
つ
は 、
旧
幹
部が
どん
どん
復
活して
く

る 。，
こ
れは
ま
さに
江
青 、
銚文元グル
ー

プ
が
最

もい
じめ
た
連中で
すね 。
い
わ
ゆる
実権派旧
幹

部と
知
識
人で
す
ね 。
こ
れ
がただ
単に
地
位を
復

活した
だ
けな
らい
い 。
とこ
ろ
が
もっ
と
林彪
批

判が
深
化し 、
脱文
革化が
進むにつ
れて 、
彼ら

が
名
誉を
回
復し
た
らど
うするん
で
す 。
そ
う
す

る
と
江
菅 、
挑文元が
逆に
摘
発さ
れる 。
肉体
的

に
殺されるか
ど
うか
は
別として 、
抹
殺されか

z
’
み
a
，

ね
ない 。
ここで
お
そら
く『
光明日
報』
の
復活

した
幹
部は
自
己
批
判して
復
活し
たので
あっ

て 、
被らの
名
誉回
復をはかっ
た
わけで
は
ない

とい
う

歯どめ
をやっ
たん
じゃ
なか
ろ
うか 。

三

つ
目は
教
育革
命が
変
質し 、
試
験制度が
また
復

活して
くる
こ
とに
対して 、
学
生の
造反
有理と

い
う

形で 、
歯どめ
をしよ
う
とした 。

こ
うい
う

骨
格を
見る
と 、
こ
れは
文
化
部
門に

限
定さ
れてい
て 、
しか
も
孔
子批
判よ
り
も
奈の

始
皐帝擁
護
論の
ほ
うに
重点が
ある
江
青 、
銚文
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元た
ちの
自
己
防
衛
的な
小
運動で
は
ない
か
と
思

わ
れ
ま
す 。

第二
文革とい
うよ
うな

積極
的な
攻撃運動で

は
ない 。
した
がっ
てこ
れ
が
周
恩
来を目
ざした

運動だ
と
も
ぼ
くは
思わない 。
脱
文
革
化の
非
常

に
限
定さ
れた
部
門に
対して
反
発してい
るに
す

ぎない 。
こ
れはこの
間『
自由』
に
も
奮い
たよ

うな
党の
中
央機
関を
握る
こ
とが
行
政
府や 、
地

方や 、
軍
部を
握る
こ
とで
は
ない
とい
う
文
革
後

の
中
国
共
産党
中
央の
指
導性の
喪
失と
も 、
関連

してい
る
わ
けで
すが
ね 。

中崎
い
まの
柴田
さん
の
御
意
見を
伺っ
てい

て 、
大
筋として一
致してい
るの
は 、
始
皇帝
評

価は
言わば一
種の
防衛
的
性
格を
持つ
とい
うこ

とで
す 。
こ
れは 、
ぼ
くも
その
とお
りだ
と
思う

ん
で
す 。
しか
し
何を
防
衛するのか
とい
う
と 、

明らか
に
毛沢
東の
権
威で
すね 。
そうい
うこ
と

に
なる
と 、
その
延長線上に
やは
り

脱
文
草を
指

導した
周
恩
来 、
ない
しは
脱
文
革グル
ー

プ
がた

ちは
だかっ
てい
る
とい
うこ
とに
は 、
な
らない

わ
けで
すか 。

柴田
周
恩
来体制の
りl
ダlシy
プ
とい
う

の
は
彼が
自
分のグル
ープ

をつ
くっ
た
り 、
自
分

の
考え
方だ
けで
指
導して
きた
とい
うよ
りは 、

旧
幹
部 、
軍人 、
あるい
は
人
民大
衆の
要求 、
国

際環
境の
変
化等々
の
波に
乗っ
てパ
ラγ
ス
をと

りつ
つ
導くとい
うふ
うな
もので
すか
ら：：： 。

周
恩
来
は
潜
在
的
非
毛
沢
東
主
義
者

中嶋
そうで
すよ 。
ぼ
く
も
周
恩来路線は
ま

さに
そうい
う
もの
だ
と
思うん
で
すよ 。
周
思来

個人を
あま
り

表に
出すこ
と
を
避けた 、
言わば

実務派
行政官僚n
脱文革派uと
非
林彪
系の
寧
人

および
旧
実権派の
三
者のコ
ア
リッ
ショ
γ
体制

H
連合
体制がい
わ
ゆる
周
思来体制だ
と
見る
わ

けで
す 。
で
すか
ら
その
点は
意見の
違い
は
ない

ん
で
すけれ
ど
も 、
ぼ
くは
周
思来は
本来 、
言わば

潜在
的な
非毛沢
東
主義者だ
と
思うわ
けで
す 。

柴田
その
こ
とばはいい
で
すね 。

中嶋
で
すか
ら
毛
沢
東が
やっ
て
きたこ
とに

対して 、
常に
功罪をよ
く知り 、
こ
れか
らの
聞

か
れた
中国に
対しては 、
言わば
毛
沢
東型の
革

命
路線を
修正してい
か
な
ければい
けない
とい

う 、
たいへ
ん
な
使
命感 、
言っ
て
み
れば
国
家
的

な
使
命
感に
立
脚してい
る
と
思うん
で
す 。
周
恩

来のピへ
lピ

ア
は
常に
そうい
うとこ
ろに
あっ

た 。
だか
らそうい
うコ
ン
テクス
トか
らしま
す

と 、
どう
も「
五七一
工
程
紀
要」
を流
布させ
た

こ
とは 、
しか
もそこで
泰の
始
皇
帝を毛沢
東に

な
ぞらえたこ
と
を
削らなかっ
たこ
とは 、
ある



意
味
で
非
常
に
深
謀
遠
慮
が
働
い
て
い
た
ん
じ
キ
な

党
規
約
だ
っ
て
全
文
を
見
ま
す
と 、

大
体
み
ん
な

毛
沢
東
語
録
を
つ
な
げ
た
も
の
な
ん
で
す 。

し
か
も

江
育
夫
人
へ
当
て
た
手
紙 、

毛
沢
液
が
地
方
セ
巡
第

し
た
と
き
の
談
話
紀
裂
の
中
の
こ
と
ば

、

そ
う
い
う

言
わ
ば
非
公
式
談
話
に
お
け
る
毛
沢
東
語
録
が
出
て

い
る
。

こ
れ
は
い
ず
れ
か
の
日
に
あ
る
い
は
毛
沢
東

の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
使
う
こ
と
も
で
き
る 。

つ
ま
り
そ
こ
ま
で
毛
沢
東
は
党
を
家
父
長
化
し
た

、

と
い
う

形
で
：・・
： 。

そ
う
い
う
こ
と
を
合
め
て

、
非
常

に
述
大
な
戦
略
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と 、

ぼ
く
は
考
え
る
わ
け
で
す 。

柴
田

そ
り
ゃ
、

六
六
年
に
江
菅
に
与
え
た
手
紙

を
見
て
も 、

あ
れ
を
見
た
ら
：
：
・ 。

中
鳩

あ
れ
が
流
さ
れ
た
ら
毛
沢
一双
は
凶’Q
わ
け

で
す
よ 。

柴
回

中
川崎

込
町J 。
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そ
う
で
す
よ 。

そ
れ
が
い
ま
派
さ
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ

柴
田

大
体
六
六
年
か
ら
林
彪
が
あ
や
し
い
と
思

っ
て
い
た
引
が

、

六
九
年
の
九
金
大
会
で
た
ぜ
後
継

者
に
指
名
し
た
か

。

こ
の
自
己
矛
店
を
比
よ
と
い
う

手
本
み
た
い
な
も
の
で
し
ょ
う 。

だ
か
ら
そ
こ
は
も

の
す
ご
い
底
意
地
慈
い
と
い
う
か

、

そ
こ
を
ぼ
く
は

読
み
取
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね 。

中
暢

こ
う
い
う
点
で
は
柴
田
さ
ん
の
怠
日比
と
そ

ん
な
に
不
一

致
は
危
い
ん
で
す 。

し
か
し
今
回
の
闘

争
を
柴
山
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
防
衛
的
迎
動

と
見
て
い
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と 、

ぼ

く
は

、

も
っ
と
が
は
大
き
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

%
が
し
ま
す 。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
は
た
し
て
第
二
文
革
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
い
き 、

文
革
グ
ル
ー

プ
の

勝
利
に

附加
す

る
か
と
い
う
と 、

こ
れ
は
ぼ
く
は
非
常
に
否
定
的
な

ん
で
す
け
れ
ど
も 、

た
だ
現
状
に
お
い
て
判
断
す
る

と 、

そ
う
い
う
批
判
の
潮
流
と
し
て
は
か
な
り

激
し

い
も
の
が
あ
る 。

文
化
部
門
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と

柴
田
さ
ん
は
お
っ
し
キ
っ
た
け
れ
ど
も

、

意
外
に
文

化
部
門
は
中
国
の
政
治
の
ガ
ン
で

、

上
部
機
逃
の
間

組
は
い
つ
も
重
視
さ
れ
る
し
、

文
革
そ
の
も
の
が
ま

さ
に
文
化
部
門
を
中
心
と
し
て
起
こ
っ
て
き
て

、

そ

れ
が
大
き
な
政
治
闘
争
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
す
る

と
、

か
な
り

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
ん
で
は
な

い
か
と
い
う
%
が
す
る
ん
で
す 。

孔
子
批
判
は
周
恩
来
批
判
？

そ
こ
で
孔
子
批
判
に
訴
を
す
す
め
ま
す
と
私
は
む

し
ろ
こ
れ
は
周
恩
楽
に
対
す
る
批
判
じ
ゃ
な
い
か
と

見
て
い
る
わ
け
で
す
よ 。

そ
れ
は
幾
っ
か
依
拠
が
あ

ょうえいζ〈

る
ん
で
す
け
れ
ど
も 、

そ
の
中
の
一
つ
は

、

楊
栄
問

治
文
の
中
に
出
て
く
る

、

そ
し
て
『
人
民
日
報』

や

『
北
京
巡
報』

も
資
料
と
し
て
解
説
し
て
い
る
ん
で

しようせいう

す
け
れ
ど
も 、

少
正
卯
殺
害
問
題
で
す 。

孔
子
の
論

Lょうゼいう

紋
で
あ
る
少
正
卯
を
孔
子
が
殺
し
た
ん
だ
と
い
う
こ

と
を 、

か
た
り

九
ベ
l

ス
を
さ
い
て
本
新
た
に
い
い

山
し
て
い
る 。

つ
ま
り

殺
引
と
い
う
非
常
に
ど
ぎ
つ

い
こ
と
ば
を
何
回
も
使
っ
て

、

少
・止
卯
を
殺
し
た
の

は
と
ん
で
も
な
い
大
間
迎
い
で
あ
っ
た

、

少
正
卯
は

ど
ち
ら
か
と
い
う
と 、

法
家
の
思
知
的
な
先
駆
者
で

あ
っ
て

、
市 S
批川
の
本
命
的
な
潮
流
会
代
表
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず

、

孔
f
が
設
し
て
し
ま
っ
た
と
い

っ
て
レ
る 。

こ
の
問
題
は
突
な
ぼ
く
の
仮
説
か
ら
す
る
と 、

主

洪
文
報
告
の
中
で

、

「
路
線
に
か
か
わ
る
こ
と
、

大



、諜対

局に
か
か
わるこ
とで
あれば 、
真の
共
産
党
員は

公に
尽
くす心
をい
だい
て 、
免職をお
それ
ず 、

党か
らの
除
名をお
それ
ず 、
入
獄をお
それ
ず 、

殺
害をお
それ
ず 、
離婚をお
それ
ず 、
歌然と
潮

流に
さか
らわ
な
け
れば
な
らない
よ
とい
う
風

に
反
潮
流を
あおる
よ
うなこ
と
をい
い 、
しか
も

免職 、
除
名 、
入
獄 、
殺
害 、
離
婚とい
うよ
うな

非
常に
刺
激的なこ
とば
を 、
なぜ
使っ
たの
か
と

い
うこ
とに
も
関
連するん
で
す 。
しか
も 、
この

王
洪文
報告は 、
毛
沢
東
思想とい
うこ
とば
を
消

し
なが
ら 、
その
消し
た理由を
郵
小
平が
八
全
大

会で
やっ
た
よ
うに 、
詳し
く論理
的に
説明して

もない
し 、
非
常に
さ
らっ
と
流して 、
い
か
に
も

不
本
意な
形で
むし
ろ
当
時の
潮流 、
つ
ま
り

周
恩

来
路
線な
り 、

脱文革化の
と
う
と
う
た
る
潮
流

に吊
さか
らお
う
とする
よ
うな
雰
囲
気さ
え
見ら

れる
わ
けで
すね 。
そ
う
する
とさ
きほ
ど
あ
げた

部
分は
むし
ろぼ
くは
林彪の
殺
害 、
ああい
う
形

で
死ん
だ
林彪
を
京
悼してい
るの
で
は
ない
か
と

さ
え
見る
わ
けで
す 。

つ
ま
り

殺された
小正
卯〈日
林彪〉の
ほ
うが 、

ほん
とは
正しかっ
たん
だとい
うこ
とに
なる
含

みで
は
ない
か 、
それが
第一
点 。

第二
点は
『
人
民日
報』
の
十一
月二
十
五日 、

『紅
旗』
十一
月
号の
石
命
論
文の
中にこ
うい
う
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こ
とば
が
ある 。「
泰王
朝が
樹立さ
れ
た
後 、
多数

の
儒
生は
政
府機関
と
文
化
部
門に
ま
ぎれ
込ん

だ 。
この
よ
うに
して
儒
家の
勢力は
秦王
朝内部

で
急速に
ふ
くれ
上がっ
た」
そして
始
皇帝が
当

時
焚書坑
儒をやっ
たに
もか
か
わ
ら
ず 、
秦王
朝

の
内
部
に

、

ハ
つ
ま
り
毛
沢
東
体
制
の
内
部
に
〉

言

わば
多くの
反動的な
儒生がま
ぎれ
込ん
でい
る

とい
うこ
と
を
雷っ
てい
る 。
一
方 、
い
ま
中
国で

は
周
恩来が
ま
さに
政
贋行
政部
門をに
ぎり 、
そ

して
必
ず
し
も
十
分に
確
立さ
れて
ない
文
化
部
門

に
おい
て
も 、
われわれ
も
予
想は
してい
たん
で

ぽ
’
E
申
ん

すけれど
も 、
かつ
て
の
文化
部長 、
作家の
茅盾

がつ
い
最近復活し
まし
たね 。
この
あた
りに
も

何か
照
応関
係が
感じ
られる 。

第三
点は 、
やは
り

孔
子
批
判の
中で
反
孔子の

ポ1ズ
を
と
りなが
ら 、
一
たび
政
権の
座につ
く

と 、
あるい
は
統
治の
側に
立つ
と 、
むし
ろ
孔
子

思想を
振り
回して
支配をか
ため
る
とい
うこ
と

ば
が
出て
くる 。
こ
れ
もか
なり
周
恩
来
批
判をそ

こに
大
きく
含んでい
るので
は
ない
か
とい
う
気

が
し
ま
す 。

第四
点は
今日の
周
恩来はか
な
り
中国の
民
衆

に 、
広
範に
支持さ
れてい
る 。
香
港あた
りに
の

が
れて
くる
難
民
で
さ
えも 、
周
恩来の
窓
口
は
あ

ま
りい

わない 。
そ
うい
う
周
思来の
大
衆的な
基

盤
を
考
える
と 、
石
命論文の
中
に
も
う一
つ
衝
撃

的なこ
とば
が
あるん
で
すよ 。
「
奴隷主
貴族た

ちは
さ
らに
世
論をつ
くり上げ
郡県
制を
継
続す

るこ
とに
なっ
た 。」つ
ま
り 、

世
論に
対
し
て
問

題を
提起してい
る
こ
とで
すね 。
つ
ま
り

反
革命

的な
（脱
文革的な〉
世
論を
造成してい
るん
だ

といっ
てい
る 。
こ
うい
うこ
とを
考えて
みます

と 、
やは
り

問
題はか
な
り

根深い
ん
じゃ
ない
か

とい
う
気が
するん
で
すけど 、
い
か
がで
しょ
う

か 。
（
笑
）

柴田
ぼ
くの
潮流とい
うこ
とばの
解釈は 、

六
九
年の
九
全大会以
後の
潮流 、
つ
ま
り

林彪を

主
流とし
た
潮流をさすの
で
は
ない
か
とい
うこ

とで
す 。
だか
ら
潮流に
対して
も 、
党か
らの
除

名で
も
何で
もお
それ
ずに
反
潮流せ
よ
とい
うこ

とは 、
ぼ
くは
林彪
をやっ
つ
けたこ
とを
賞賛し

てい
るん
じゃ
ない
か
とい
う
解釈なん
で
す 。
そ

れに
十金
大
会の
中で
使われた
反
潮
流とい
うこ

とば
が 、
政治報告をしてい
る
周
思来に
向け
ら

れてい
た
と
考えていい
か
ど
うか：：： 。
それは

非
常に
疑問で
すね 。

中嶋
そ
う
そ
う 、
だか
ら王
洪文を
文
革
派と

して
位置づ
けるか
ど
うか 、
とい
うこ
とに
もよ

るんで
すけれ
ど
も 、
ぼ
くは
ど
う
も王
洪文は
毛

沢東が
認
知した 。
そして
非
常に
無傷な
経歴を
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も
つ
畳
間
わ
ば
か
え
玉
で
あ
っ
て

、

強
春
縮 、

銚
文

元 、

江
守
の
グ
ル
ー

プ
の
代
淡
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
ね 。

柴
閏

そ
の
評
価
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
ね 。

中
峨

結
び
つ
い
て
く
る
わ
け
で
す 。

骨
ぬ
き
に
さ
れ
た
文
革
派

孔子批判・始El'l'il＇擁�の魅

柴
田

ぼ
く
は
そ
の
と
こ
ろ
は
主
洪
文 、

張
作
総

と 、

江市
H 、

銚
文一
冗
は
違
う
と
見
る
わ
け
で
す。

十

全
大
会
の
人
事
で
も
王
洪
文
と
張
春
橋
の
地
位
が
前

よ
り
も
上
が
っ
て
い
る
の
に
対
し
て

、
メ
ン
ツ
こ
そ

失
な
わ
な
い
で
政
治
局
委
員
と
し
て
鎖
す
べ
り
し
て

る
け
ど
、

実
質
的
に
は
十
月
一

日
の
国
俊
節
へ
の
あ

ら
わ
れ
方
か
ら
見
て
も

、

江
背
と
銚
文
元
の
二
人
の

地
位
低
下
は
も
の
す
ご
い
と
思
う
ん
で
す
よ 。

そ
こ

に
ま
さ
に
あ
の
こ
人
の
危
縫
感
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か 。

そ
う
し
ま
す
と
王
洪
文
の
報
告
も
お
そ
ら
く
こ
れ

は
周
恩
来
の

U
を

泌
っ
て
山
さ
れ
て
い
る
と
思
う

し
、

反
潮
流
が
郎

、

脱
文
総
化
路
線
の
象
徴
で
あ
る

阿川
恩
来
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か

。

こ
れ
は
む

し
ろ

林彪
と
い
う

令
法
化
さ
れ
た
後
継
者 、

そ
し
て

合
法
化
さ
れ
た
潮
流
に
対
し
て

、

ほ
ん
と
に
と
れ
は

思
い
と
思
っ
た
ら
、

何
も
お
そ
れ
ず
に
や
っ
た
造
反

有
理
を

賞賛
し
て
い
る
と
い
う

ふ
う
に

、

ぼ
く
は
受

け
取
る
ん
で
す
け
ど
ね 。

中
柏崎

十
金
大
会
に
お
い
て
磁
か
に
江
行 、

及
び

銚
文
元
の
地
位
の
低
下
は

、

そ
の
と
お
り
な
ん
で
す

け
れ
ど
も 、

全
体
的
に
見
る
と
宮
わ
ば
文
革
派
と
行

わ
れ
る
連
中
は 、
必
ず
し
も
政
治
局
な
ど
の
小
で

、
全

両
的
な
凋
務
で
も
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね 。

だ
か
ら
周
恩
来
路
線
な
り
、

周
恩
来
体
制
が
非
常
に

大
き
な
意
味
を
持
っ
て

、

有
効
に
機
能
し
て
い
る。

特
に

外
交
政
策 、

経
済
政
策
は

そ
の

と
お
り
で
す

ね 。

に
も
か
か
わ
ら
ず
周
恩
来
の
基
盤
は
非
常
に
不

安
定
な
基
盤
の
上
に
乗
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か 。

も
し
も
周
恩
来
の
基
盤
が
非
常
に
安
定
的
な
も
の

で
あ
れ
ば

、

お
そ
ら
く
人
事
の
而
で
も
も
っ
と
国
務

院
レ
ベ
ル
の
連
中
が

、

党
中
央
に
は
い
っ
た
か
も
し

れ
な
い

。

だ
か
ら
周
恩
来
の
言
わ
ば
非
毛
沢
東
化
へ

の
構
想
が
泌
大
で
あ
る
だ
け
に

、

ま
だ
非
常
に
危
険

な
怖
を
渡
っ
て
い
る

、

と
思
う
の
で
す 。

柴
田

ぼ
く
も
い
ま
の
小
問
共
淀
党
の
持
つ
桁
埠

力 、

指
柄引、
性
が
NW
い
こ
と
は
わ
か
る
し 、

お
そ
ら
く

問
思
米
と
て
も
許
世
友
ゃ 、

Mm
錫
怖
の
あ
あ
い
う

地

方
平
司

令官
の
窓
芯
を
無
視
し
て
は
動
け
な
い
と
思

い
ま
す
し
、

ま
さ
に
そ
の
力
を
併
り
て
文
革
派
に
対

応
し
て
る
と
思
う
ん
で
す
よ 。

周
回芯
米
が
自
分
の
派

だ
け
で
す
べ
て
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
て
る
と
は

、

ぼ

く
は
全
然
思
わ
な
い 。

し
か
し
明
ら
か
に
文
革
派
は

党
中
央
機
関
に
特
に
文
化
部
門
に
封
じ
込
め
ら
れ
て

い
る 。

そ
し
て
実
際
の
政
治
の
運
営
は
行
政
府
と 、

中
央
軍
司
令
官
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る 。

こ
う
い
う
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の
あ
り

方
を
見
ま
す

と 、

周
恩
来
に
対
す
る
対
抗
勢
力
は

、

毛
沢
東
が
文

H仰
向山
川
に
林
彪
の
W4
隊
を
借
り
、

紅
衛
兵
を
煽
動
し

て
山大
椛
派
を
攻
撃
し
た
よ
う
な
力
は
も
う
ほ
と
ん
ど

持
っ
て
い
な
い

、

も
う
す
で
に
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い

る
、

だ
か
ら
六
六
年 、

な
い
し
六
七
年 、

い
わ
ゆ
る

文
常時
派
と
し
て
一

一
械
の
結
束
を
保
っ
て
い
た
述
中
に

し
て
も 、

あ
の
過
程
で
隙
伯
述
が
や
ら
れ

、

林
彪
が

や
ら
れ 、

文
平
山火
山仰
が
ほ
と
ん
ど
や
ら
れ
た
中
で

、

必
く
ま
で
も
江
刊 、

銚－
X一
冗
と
一

緒
に
行
動
を
と
も

に
し
よ
う
と
考
え
る
ほ
ど
、

小
同
人
は
そ
ん
な
に
非

政
治
的
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す。
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ま
さに
そうい
う
文革派
解
体こ
そ 、
周
恩来が

再び
劉
少
奇や
林彪の
二
の
舞を
見ない
ために 、

非
常に
政略
的に
とっ
て
きた
措
置で
は
ない
か 、

そうい
う
意味で 、
張
春橋や王
洪文は
江
育 、
銚

文元とちょっ
と
遭うし
全体の
力
関
係で
も
周
思

来が一
O
OMとは
宮わない
けれ
ど
も 、
八
五
%

か
ら
九
O% 、
あるい
は
九
五
%まで
押して
る
と

い
う
感じが
するん
で
すよ 。
こ
こ
に
江
背や
挑
文

元の
危機
感が
非
常巳
強まっ
て 、
も
う
文
草の
論

理の
復権とかい
うよ
うな
堂々
たる
もので
は
な

くて 、
林彪が
最
後に 、
軍
事
優位の
体
制の
中で

早
く国
会を
聞
き 、
憲
法を
通して
自
分を
国
家主

席に
して 、
周
恩来をコ
γ
トロ
ール

で
きる
国
家

主
席の
地
位につ
きたい
とい
うふ
うに 、
な
りふ

りか
ま
わ
ずやっ
た
あの
非
常に
なま
ぐさい
人
間

的な
行
動を 、
江
背女
史や 、
挑文元に
感じるん

で
すよ 。

中崎
た
だ、
ぼ
くもま
だい
ろい
ろ
わか
らな

い
とこ
ろ
が
あるん
で
すけれ
ど
も 、
それに
して

は
ちょっ
と
今度の
キャ
γベ
ly

が
大がか
りで

あり
す
ぎる 。
今回の
『
人
民日
報』
や
『紅
旗』

が
何回も
紙
面をきい
てい
る 。
最
近で
は
写
真を

見ま
すと 、
地
方の
人
民
公
社あた
りで
も
孔
子
批

判の
キャ
γベ
ly

が
や
られてい
る 。
しか
も
柴

田さん
もおっ
しゃ
る
よ
うに 、
こ
れは
林彪
批
判

対107 

で
はな
く 、
もっ
と
意味する
とこ
ろ
が
ある
とす

れば：：： 。
ぼ
くも
江
育 、
銚文元が
それほ
ど
大

きな
力を
持っ
てい
る
とは
思い
ませ
ん
け
れ
ど

も 、
そのへ
ん
は
ど
うで
すか 。

「
造
反
有
理
」

を
信
じ
る
人
が
い
る
か

柴田
た
だ 、
その
キャ
γベ
ly

は
『
人
民日

報』
を
ざ
あっ
と
見てい
ま
すと 、
ちょ
う
ど
文
草

直前に
『紅
旗』
と
『
人
民日
報』
が
対立する
と

か 、
明らか
に
だれ
をきしてい
る
とわか
る
よ
う

な
批
判が
おこ
なわれる
とか 、
ああい
う
緊
迫
感

は
ま
ずない 。
数か
ら
見て
も 、
ぼ
くは
『
人
民日

報』
を
見てい
て 、
そう
多くは
ない
とい
う
感じ

が
するん
で
すよ 。

た
と
えば
八
月で
目
立っ
たのは
楊栄国
論
文 、

de
ん
晶
ん

九月で
は
例の
孔
子は
全
民
教育
家だっ
たか 。

中崎
確かに
『
人
民日
報』
は
そん
なに
多く

ない
で
すね 。

柴田
九月は
さ
らに
焚
書坑
儒を
弁ず 。
十月

e’
ゐ

b・
’
L
ゅ
ん
ゆ’

は
石
命論
文と 、
翁
俊
雄論
文 、
十一
月も二 、

三
本で
すね 。
だか
ら
もの
すご
い
勢い
で
周
恩来

攻撃が
大キャγベ
ly

さ
れて
い
る
とい
う
印
象

は
ま
だ
受けない 。

中嶋
それは
そ
うで
す 。
しか
し
文
革の
時
期

に
も 、
ま
さか
劉
少
奇が 、
と
思っ
てい
た 。
で
す

か
らい
まは
言わば：：： 。

柴田
前哨戦：：： 。

中鵡
そうそう 、
だか
ら：：： 。

柴田
しか
し
問
題は
毛
沢
東が
坑
儒じゃ
な
く

て 、
坑周をやれる
だ
けの
組
織力を
持っ
てい
る

か
と
い
う
とこ
ろに 、
結
局行くん
で
すけれ
ど

も 、
ぼ
くは
ま
さに
その
組
織力を
ざあっ
と
切っ

ていっ
たの
が 、
脱
文革化
過程だっ
たん
じゃ
な

い
か
と
思う 。
また
造反有理を
もし
毛沢
東の
側

近
派 、
江
育 、
挑文元たちが
言っ
て
も 、
それ
を

信じる
人がい
るか
とい
うこ
とで
す 。
文
革
英雄

として
造反
有理の
先頭に
立っ
た
連中は 、
い
ま

地
方に
流さ
れ 、
消さ
れた 。
い
ま
造反有理につ

い
て
くる
人は 、
ぼ
くは
ほ
とん
どい
ない
と
思い

ま
すよ 。

中晦
ぼ
くもその
点は
全くそうだ
と
思い
ま

す 。
文革は
まっ
た
くといっ
てい
い
ほ
ど
成
果を

残さ
なかっ
たので
すか
ら 、
再び
ああい
う

形を

行な
うこ
とは
不
可
能で
すね 。
た
だ 、
さっ
きの

話に
戻る
と 、
『人
民日
報』
は
少ない
け
ど
『
紅

銀』
がか
な
り

多い
で
すね 。

柴田
もちろん 、
ぼ
くもい
ま
出てい
る
現
象

を
分
析して 、
宮っ
てい
るん
で
あっ
て 、
こ
れが

経
済政策批
判 、
外交政策批
判に
まで
及ん
で
き

た
ら 、
やは
り

視
点を
変えな
きゃ
な
らない
と
思
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うん
で
すよ 。
こ
の
先こ
れが
周
恩来に
絶
対に
向

か
わ
ない
とは
だれ
もま
だ
断言で
きない 。

中崎
い
まの
中国は
ある
意味で
は一
たびは

ずみ
のつ
い
た
歯
車を
必
死に
回さ
ざる
を
得ない

で
すね。
日
中
関係に
もそれ
がはっ
きり
あらわ

れてい
る 。
こ
れ
を
転
換するこ
とは
もうで
きな

い 。
文
革は
挫折し 、
こ
れか
らの
中国は
閉ざ
さ

れ
た
中国か
ら 、
聞か
れた
中国へ
の
大きな
転
換

期に
ある 。
だか
ら
言わば
時は
周
恩
来に
味
方し

てい
る
と
思うん
で
す 。

しか
し
なが
らか
な
りシ
リアス
な
批
判が
あり

得るこ
と
もまた
当
然で
す 。
周
恩
来が
やっ
てい

る
こ
と
を
見ぎ
すと 、
だ
れが
見て
も
中国は
変わ

っ
たん
じゃ
ない
か
と
思い
ま
すよ
ね 。
その
変わ

り
方に
対
する
説明が
ない
こ
とは 、
中国の
民
衆

の
だ
れ
もが
感じてい
る 。
そ
うし
ま
すと
日
本の

田
中政
権と
非
常に
親
密に
するこ
とや 、
エ
ク
ソ

γ
を
迎
える
こ
とにつ
い
て
も 、
非
常に
素
朴な
疑

問が
出る
わけで
すね 。

そ
うい
うものに
対する一
つ
の
もや
もやとし

た
もの
を
代
表する
よ
う
な
意味で 、
今回の
孔
子

批
判はい
ま
まで
の
論理か
らすれば 、
意
外に
説

得
力を
持つ
わ
けで
す
ね 。
そこ
にい
まの
中
国の

一
種のジ
レ
ンマ
も
ある
し 、
矛
盾も
ある
と
思う

ん
で
すけれ
ど
も 。

孔子批判・始皐帝擁護の謎

柴田
周
恩来が
劉
少奇に
近い
ぐらい
まで 、

脱
文革化を
進め
よ
う
としてい
るのか
ど
うか 、

ま
だわか
りませ
ん 。
しか
し
と
もか
くい
まの
反

発は
脱
文
革化の
な
だ
れ
現
象に
対する
歯どめで

あるこ
とは
確かで
す 。
な
だ
れ
現
象化とい
うの

は
具体
的に
は
第一
に
旧
幹
部が
復活して 、
江
育 、

銚文元に
報
復するこ
と 。
それか
ら
第二に
毛
沢

東の
個
人崇
拝を
否
定し
た
だ
けで
な
くて 、
ス
タ

ー
リγ

批
判の
よ
うな
毛
沢
東批
判が
行なわ
れる

』F』
b」 。特に

文化
大
革
命の
中で
後継
者をつ
くっ
たの

は 、
単に
毛
沢
東
思想を
絶
対
化し 、
毛
沢
東の
個

人崇
拝を
確
立し
た
だ
けで
は 、
毛
沢
東が
死ん
だ

時
点で
いつ
ス
タ
ー
リン

批
判の
よ
うな
毛
沢
東批

判が
行なわ
れるか
もし
れない
とい
う

危
機
意識

か
らで
は
ない
か
と
思われ
ま
す 。

林
彪
は
実
権
を
持
っ
て
い
た
か

本
誌
柴田
先
生の 、
党
機
構は
形骸
化してい

て 、
実質的な
権
限が
国
務院を
中心
とし
た
政
府

機
構に
移りつ
つ
ある
とい
うさ
きほ
どの
お
説を

もう
少し
読
者の
ため
に
説明して
下さい 。
それ

は
少な
くも
従来の「
社
会
主
義体制」
に
とっ
て

は
根本
的な・・・・・・ 。

柴田
それは
た
と
えば
林彪は
当
時
実権を
持

っ
てい
たのか 、
持っ
てい
なかっ
たのか
とい
う

論争につ
ながる
と
思うん
で
すよ 。
彼は
後継
者

で
あり 、
党副
主席で
あり 、
恥
2で
あっ
た 。
そ

れが
即
突植を
持っ
てい
た
な
らば 、
彼は
国
家主

席なん
か
要求し
なかっ
た
と
思うん
で
すよ 。
そ

こ
に
すな
わち
国家行政と
党の
分離が
ある
し 、

それは
ま
さに
党の
高い
地
位を
持つ
こ
とは 、
即

実権を
持っ
てい
るので
は
ない
とい
うこ
との
証

明で
しょ
う 。
だか
ら
文
革以
後の
党の
指
噂力 、

指噂性の
低下は 、
林彪
事件に
非
常に
はっ
きり

あらわ
れてい
る 。
それが
急速に
修正されて 、

改正
されて 、
い
ま
や
十全
大会で
党は
非
常に
大

きな
力を
持っ
た 。
行政
部
門も 、
寧
も 、
地
方

も 、
全部コ
γ
トロ
ール

で
きる
よ
うに
なっ
た
と

は
ぼ
くは
思わない
んで 、
ま
だ
再
建過程に
ある

と
思うん
で
すよ 。

そうし
ま
すと
党中央
機関の
組
織部とか 、
宣

伝部
門を 、
確かに
銚文元や 、
江
青系が
持っ
て

い
るか
もし
れ
ない 。
しか
し
それは
即
内
外政
策

を決
定する
実質的
中心にい
る
とい
うので
は
な

い
とこ
ろに 、
い
まの
中国共産党と
国
家行政と

の
霜
離が
あらわれてい
るん
じゃ
ない
か
と
思い

ま
すね 。
こ
れはい
まの
中国の
政治 、
リー
ダー

シy
プ
の
構造論に
なるので 、
中嶋さん
の
意見

もちょっ
と
聞
きたい
ん
で
すけ
どね 。
非
常に
中

心
問
題だ
と
思い
ま
すね 。
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中
崎
全
国
人
民
代
表
大
会
が
一
九
七
三
年
も
聞

か
れ

な
か
っ
た
と
す

る
な
ら

ば、
あ
れ
ほ
ど
予
告
さ

れ
た
全
人
代
が

な
ぜ
聞
か
れ

な
い
の
か

。
非
常
に
索

朴
な
こ
と

な
ん
で
す
け
ど：：： 。
や
は
り

そ
れ
だ
け

の
体
制
に

な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね

。

だ
か

ら
、

柴
田
さ
ん
の
今
の
説
に
対
し
て

、
私
は

半
分
賛
成
で

、
半
分
は
異
論
が
あ

る
。

確
か
に
現
在

の
中
国
に
お
い
て
外
交
政
策

な
り
、

経
済
政
策
を
決

定
す

る
オ
l
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
場
は

な
い

。
常
に
刃

が
こ
ぼ
れ

る
よ
う

な
政
治
闘
争
を
繰
り

返
し
て
い
ま

す
か

ら
。

そ
う
す

る
と
国
務
院
の
よ
う

な
実
際
に
そ

こ
で
実
務
を
常
に
や
っ
て
い

る
、

国
家
の
事
務
局
み

た
い

な
も
の

、
あ

る
い
は
官
僚

体
制
の
よ
う

な
も
の

が
言
わ
ば
内
政

、
外
交
の
具

体
的

な
政
策
を
動
か
す

よ
う
に

な
る

。
そ
の
点
で
は
私
は
柴
田
さ
ん
の
説
に

賛
成

な
ん
で
す

。

訣対

文
化
部
門
は
党
内
闘
争
の
結
節
点

109 

反
面

、
中
国
共
産

党
の
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を

見
て
み
ま
す
と、
文
化
部
門 、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

部
門

、

あ
る

い
は
知
識
人
問
題
と
い
う
と
こ
ろ
が

、
常
に
大

き
な
党
内
闘
争
の
結
節
点
で
あ
っ
て

、
そ
こ
で
が
た

が
た
つ
と
い
き
ま
す
と
、

幾
ら
外
交
関
係
で
対
外
接

触
が
は

な
や
か
に
行

な
わ
れ
て
い
て
も
、

そ
れ
が
意

外
に
も
ろ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は、
い
ま
ま
で
も
よ

く
あ
り
ま
し
た
ね。
文
革
の
と
き
も
そ
う
で
し
た

ね
。

だ
か

ら
そ
の
へ
ん
を
そ
う
は
っ
き
り
言っ
て
い

い
か
ど
う
か

、
ち

ょ
っ
と
疑
問
な
ん
で
す
が
ね

。

柴
田
も

ち
ろ
ん
ぼ
く
も
国
務
院
が
非
常
に
大
き

な
力
を
持っ
て

、
何
で
も
や
っ

ち
ゃ
っ
て
い

る
と
い

う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。
し
か
し

党
機
構
自

体
、

書

記
局
は

な
い
し
、

宣
伝
部
は

な
い
し
、

そ
れ
か

ら
組

織
部

、
統一
戦
線
部
も

な
い

。
あ

る
の
か
も
し
れ

な

い
け
れ
ど
も
、

部
長
が
い

な
い

。
部
長
の
名
前
が
出

て
い

る
の
は
対
外
連
絡
部
だ
け
で
あ

る
。

ま
た
し
ょ

っ
ち

ゅ
う
中
央
委
員
会

、
政
治
局
委
員
会
を
聞
い
て

い
る
わ
け
で
も

な
い

。
非
常
に
少
数
の
入
聞
に
よ
っ

て
、

こ
れ
が
毛
沢
東
の
意
志
だ
と
い
う
形
で
決
定
さ

れ
て
い

る
。

そ
う
い
う
状
況
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
ん

で
す
が
ね

。

ま
た
全
国
人
民
代
表
大
会
が
聞
か
れ

な
い
だ
け
で

は
な

く
て

、
中
国
共
産

党
全
国
代
表
大
会
も
、

は
っ

き
り

言っ
て
か

な
り
イ
γ
チ
キ

な
も
の
だ
と
思
う
ん

で
す
よ
。

九
全
大
会
は

、
党

組
織
は
再
建
さ
れ
て
い

な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず

、
革
命
委
員
会
の
代
表
が
集

まっ
て
聞
い
た

。
十
全
大
会
は
九
全
路
線
の
継
承
だ

と
言
い

な
が

ら
、

実
際
は
九
全
大
会
で
決
定
し
た
こ

と
を
否
定
し
て
い

る
。

そ
れ
か

ら
例
の
大
躍
進
が
失

害
ん
硲
ん
と
’e

敗
し
た
と
き
の
政
策
転
換
に
し
て
も
、

三
面
紅
旗
を

高
く
蝿け
て
や

る
。

そ
う
い
う
中
国
的
特
質
と
い
う

組問 は ど なな 的 に 社 さ る で い 来 ね 大 主 る る の で 全 も か
み と な も ん 保な お 会 に な 中 う 社 。 問載中 ん か が す 国 ち
の い く 、 で 証 、 け 主 そ ら 国 ワ 会 つ を 崎 で と 、 が 人 ろ 体
中 うて そ す が 制 る義 う ば を ク 主 ま 題 考 す い ど 、 民 ん 質
で ワ 、 う け 必 度組体 い 、 考 組義 り で え 確 ね う れ 一 代 固 と
い ク 中 で れ 要 的 織 制 う ま え み と 本 す る か 。 こ ぐ方表家 い

に と ら 、 大 権 う
そ に い 一 会 力 か
の つ の 体 を の
点 い 死 中 、 最 そ
で て 活 国 わ 高 う
は は 的 に れ 機 い
ま 、 重 お わ 関 う
さ 非 要 い れ で も
に 常 性 て は あ の
こ に を そ 重る を
れ 疑 持 う 視党見
は 問 つ い す 大 る

社 が て う る会 と
会 あ い も の

｜新しい通帳：：7住友の純益白圧：（
お手持ちの艶直預金通振を便利な
（総合口座〉にお切り換えください

。益支忽符
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まの
社
会主
義を
考えるこ
とに
な
り
ま
すと 、
中

国は
そ
うい
う
もの
を
必
要とし
ない 。

その
点はこ
うい
うこ
とに
もつ
なが
りませ
ん

か 。
十
全
体
制は一
種の
過
渡的な
集
団
指
導型を

表に
出し
ま
し
た
ね 。
に
もか
か
わ
ら
ず 、
そ
うい

う
集
団
指
導
型の
体制が
中国社
会にフィッ
ト

す

る
か
とい
うこ
とが
ある
わ
けで
すね 。
歴
史的 、

伝統
的に
独
裁者が
出て
くる
わ
けで
しょ
う 。

つ
ま
り
どこ
か
で
ほん
とは
そうい
う
中
国
的な

体質を 、
社
会
主
義の
体質の
中に
合理
化してい

な
ければい
け
なかっ
たん
で
すね 。
その
歯どめ

が
全然な
くなっ
てい
る
中国は 、
今
後と
もこ
う

い
う
激
動を
ず
うっ
と
繰り
返すわ
けで
すね 。
そ

の
点で
周
恩
来が 、
林彪
事件み
たい
な
もの
が
十

回 、
二
十回 、
三
十回
も
起こ
るん
だ
と
言っ
たこ

とは 、
一
つ
の
真理だっ
た
わ
けで
すね 。

た
だ
私が一
番心
配するこ
とは 、
は
たして
中

国が
そん
なこ
とを
やっ
ていっ
て 、
こ
れか
らの

国
際社
会に』
体耐えてい
か
れるか
ど
うか
とい

うこ
となん
で
すね 。

孔子批判・始皇帝擁護の謎

積
極
的
に
評
価
し
た
い
十
金
大
会

柴田
周
恩
来
体制とか 、
周
恩
来の
時
代とい

うの
は 、
ま
さに
そ
うい
う
認識 、
こ
の
ま
まで
は

だめ
だ
とい
う
認識が
出た
とこ
ろに 、
最たる
特

‘

 
．

 
．．

 
、・も

rF’lilt

－‘

 

徴が
ある 。
かつ
て
五
六
年の
八
全大会で 、
集
団

指
導
性でい
か
な
くちゃ
い
かん
とい
うと
と
を
き

め
た 。
しか
し
その
直後百
花
斉放に
あらわ
れた

反
革
命へ
の
危
機
意識か
ら
毛
沢
東は
階級
闘争
優

先
主義に
はいっ
た 。
それ
以
来の
中国は 、
ま
さ

に
毛
沢
東の
個
人
崇
拝と 、
毛
沢
東
的な
理
想主
義

的
革命の
実験に
よっ
て
ずうっ
と
困難が
続い
て

きた 。
その
頂
点が
文
革だっ
た 。

そして
その
文
革の
論理が 、
十
全
大
会で
やは

りぼ
くは
実
質的に
否
定さ
れてい
る
と
思う 。
独

裁者 、
絶
対
者の
存在を
否
定し
た 。
後継
者を
選

ば
なかっ
た 。
集
団
指
噂性を
打ち
出し
た 。
こ
う

い
うこ
とに
よっ
て 、
少な
くと
もぼ
くはい
まま

で
の
よ
うな恥
2
をめ
ぐる 、
と
どまる
とこ
ろ
を

知らない
権力
闘
争に 、
一
つ
の
歯どめ
がで
きた

と
思うん
で
す 。
そ
うい
う
意味で
は
ぼ
くは
十
全

大
会を
文
革や 、
九全
大会よ
り
も
積極
的に
評
価

し
たい
とい
うこ
となん
で
すけ
ど
ね 。

中喝
しか
し 、
周
思来は
なぜ
自
分の
持っ
て

い
る
構
想を
もっ
と
前
面に
押し
出さない
のか
と

い
う
問
題が
あるで
しょ
う 。

ぼ
くは
周
恩
来の
あの
政治
報
告を
読ん
だ
と
き

非
常に
周
恩来
無理して
る
な 、
と
思い
まし
た 。
ど

こかに
無理が
ある 。
例えばい
まの
当
面の
矛
盾

は
階級
闘
争で
は
な
くて 、
経
済つ
ま
り

生
産
力と

生
産関
係に
ある
とい
うこ
と
を
言っ
た
とい
うこ

とで 、
陳伯
達や 、
林彪
を
非
難してい
ますね 。
し

か
し
周
恩来こ
そ 、
い
まの
中
国の
問
題は
階級闘

争で
は
な
く 、
経
済の
再
建に
ある
こ
と
をだ
れよ

り
も
知っ
てい
るは
ずなん
で
すよ 。
そして
実際

政
策の
面で
も
周
恩来は
そうしてい
る
わ
けで
す

ね 。
対
外的に
も 、
対内的に
も 。
同
時に
周
思来政

治報告に
林彪の
九全大会の
報告は
本
物で
は
な

くて 、
言わば
不
本
意なが
らやっ
たん
だ
とい
う

こ
とば
が
ある 。
それは
非
常に
うがっ
た
読み
方

をする
と 、
周
恩
来もい
ま
非
常に
不
本
意なが
ら 、

政治報
告を
読ん
でい
るん
だ
とい
うこ
と
を
訴え

てい
るん
じゃ
ない
か
とい
う
気がし
まして
ね 。

柴田
ぼ
くは
全然違うん
で
す
ね 。
とい
うの

は
そと
に
非
常に
中国的で
ある
と同
時に 、
周
恩

来的な
性
格を
感じるん
で
すよ 。
こ
れだ
け
脱
文

革化が
進め
られて
くれば 、
劉
少奇が
復活して

もいい
ん
じゃ
ない
か
とい
うのは 、
日
本人の
発

想で
しょ
う 。
とこ
ろが
劉
少奇は
復活し
ない
け

れ
ど
も
文革は
挫折してい
くとい
うの
が 、
ぼ
く

は
中国的な
行
き
方だろ
うと
思うし 、
あそこで

周
思来が 、
劉
少奇的なこ
と
を
言わなかっ
たの

が
ま
さし
く
周
恩来的なので
あっ
て：：： 。

「
聞
か
れ
た
中
国
」

へ
の
生
み
の
苦
し
み
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中
嶋
中
国に
おい
て
政
治
制
度は 、
非
常に
不

安
定な
基
盤の
上に
乗っ
て
きた 。
ずっ
と一
貫し

て
そ
うな
ん
で
すね 。
その
場
合に
意
外に
知
識
人

問
題 、
あるい
は
上
部
構
造の
問
題が 、
霊
山町だ
と

い
うの
が
こ
れ
まで
のプロ
セ
ス
だっ
た 。
た
と
え

ば
劉
少奇の
中山
地
初九州とか 、
対
外政
策その
も

の
に
対する
ま
と
もな
全
両的な
批
判は 、
特に
な

かっ
た
で
すね 。
あ
とでい
ろい
ろ
口わ
れ
ま
し
た

け
れ
ど
も 、
こ
じつ
けに
し
か
過
ぎなかっ
た 。
林

彪に
つ
い
て
もソ
述
と
結ん
だ
とか 、
い
ろい
ろ
と

宮われ
て
い
ま
すけれ
ど
も 、
やは
り 、

上
部
構造

つ
ま
り

林彪の
共
産
党
HHとして
の
修
獲に
対する

考え
方が
批
判さ
れ
た 。
こ
れに
中国に
とっ
て
伝

統
的に
大き
な
意
味
を
持っ
て
きた
孔
子 、
あるい

は
も
う一
つ
の
大
きなシ
ン
ボル
で
ある
始
皇
帝を

対

取り
出し
た
こ
と
を
考え
合
わせ
ま
す
と 、
私は
む

し
ろ
今回の
批
判の
中に
は 、
周
恩
来の
米
中
接
近 、

日
中
復
交
等々
を
合め
た
すべ
ての
脱
文
平 、一一日わ

ば
ま
さに
尉
恩
来
路
線に
対する
広
範な
批
判が
合

ま
れてい
る
ん
で
は
ない
か
と
思う
ん
で
すが
ね 。

し
か
し
なか
ら
それ
が
周
恩
来
を
もっ
とはっ
き

り
名
指
すよ
うな

批
判に
まで
行
くか
ど
うか
につ

い
て
は
か
な
り

悦
疑
的に
な
ら
ざる
を
仰ない 。
行

く
とす
れ
ば
中
凶は
大混
乱に
お
ちい
る
ん
じゃ
な

い
か
とい
う
%が
し
ま
す 。
一
方 、
毛・以
来は
従
米

か
ら
『
毛沢
東
選
集』
の
なか
に
も
孔
子や
孟
予を

し
ば
し
ば
引
用し
てい
ま
すし 、
文
革
期に
も
孔
子

の
道を一
援に
否
定
すべ
きで
は
ない
と 、
紅
衛
兵

た
ち
をた
し
な
め
てい
ま
す 。
『
毛沢
東
語
録』
は

「
現
代の
論
語」
で
もある
だ
けに 、
こ
うし
た一

述の
文
脈か
らして
孔
子批
判は
毛沢
東
批
判だ
と

し
た
ら 、
また
問
題は
大
きい
で
すね 。

い
ず
れに
し
て
もい
まの
中
同は
非
常に
流
動
的

で 、
不
確
定
要紫が
多い
し 、
不
安
定
で
あっ
て

「
毛沢
東以
後」
へ
の
大
きな
転
換
期に
お
けるジ

レ
ンマ
の
中に
あり 、
ある持
、保で
は
新しい
時
代

の
聞か
れた
中同の
生みの
苦し
みの
小に
あるか

もし
れ
ない
とい
う
%が
する
ん
で
すけど
ね 。

柴田
ぼ
くは 、
こ
れ
は
片い
日で
HAる
と
やは

り
文世帯が
生み
出し
た
後
遺
疲で
あろ
う 、

脱
文
革

化の
中の
部
分
的ゆ
れで
あろ
う 、
と 。
こ
うい
う

ふ
うに
言える
ん
じ干
ない
か
と
思い
ま
すね 。

本
誌
それで
は
こ
のへ
ん
で 、
どうも
ありが

と
うご
ざい
ま
し
た 。
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