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一
毛
沢
東
路
線
の
忠
実
な
実
践
者
と
し
て
振
る
舞
い
な
が
ら、
お
そ
ら
く
そ
の
最
大
の
批
判
者

で
も
あ
っ
た
η
が
周
恩
来
だ
ろ
う。
一
部
か
ら
「
老
好
巨
猶」
と
攻
撃
さ
れ
た
と
の
天
才
的

ンな
政
治
の
演
出
家
が
い
な
け
れ
ば、
今
日．
の
新
中
国
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か。
彼
が
築

き
あ
げ
て
き
た
大
き
な
政
治
的
遺
産
は、
部
小
平
を
筆
頭
と
す
る
後
継
者
に
受
け
継
が
れ
よ

ろ
が、
そ
れ
に
し
て
込げ
当
面い
中
国
内
外
政
策
の
機
動
性
と
柔
軟
性
は
失
わ
れ
そ
う
だ。

口出席者口

日目リリリ日目

人
中
国
研
究
家

大久保
泰

。
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柴
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岐
路
に
立っ
た
時、
常
に
キ
ャ

ス
テ

・〆
＼
’J1－U ノ

色各当にう定金者でまにつ七リ者
ィング・ポ1トを握りつつとと

司
民
主柳
σi
d
ヲ
凹紅
葉
マk
E

耳
メι
ま
1 ．草
ま
で
引っ
ぱっ
て
き
た 。

柴
悶
新
中
固
に
お
け
る
周の
役

－
中
嶋
きょ
うの
テ
ト
マ 、は、
周 二
い
う
ま
で
も
ない。

’

割
に
限
定
し
てい
う
と、
一
つ
は、

以
後の
中
国
と
枇
界と
い
う
と
と
で ．一

毛
沢
東
と
周
恩
来
は
きわ
め
て
対
，

毛
沢
東
が
革命
家
で
あ
り
思
想
家で

す
が、
ま
ず、
中
国
に
とっ
て
周
思

照
的
な
人
物
で、
毛
は
路
線
を
敷
く

あ
る
と
い
うと
と
は、
ど
ち
ら
か
と

来
は
い
っ

たい
何で
あっ
た
か
を、
今

人
だ
と
す
れ
ば、
周
は
そ
の
路
線
に

い
え
ば
毛
は
中
国
民
衆
を
代
表
し
た

主
と
し吋
毛
沢

尻と
め
関
連
で尚ι

’
乗っ
て
巧
み
に
政
治・
行
政
手
腕
を

内
側へ
向
け
で
の
顔
で
あっ
たー
と
’

てい
た
だ
き
たい，。
・
川、
一

，

発
帽押
し
た
人
だ
と
思
う
？

、，
kw
k
対
し
て
周
は、
世
界
に
向
け
た

、
v

？ “
毛
路
線
を
そ
の
ま会
突っ
走
れ
ば 、
中
国の
顔
だっ
た 。

． ，

周恩来なかリせば

お
そ
ら
く
中
国
革
命
は
挫
折
し
てい

d
第二
は、
大
久
保
さ
ん
がい
わ
れ

大
久
保
中
国
共
産
党
五
五
年のe

た
だ
ろ
う 。
控
折
を
食い
止
め
て
う

た
よ
う
に、
毛
が
路
線の
設
定
者、

ノ

厩
史
を
展
望
し
て
み
て、
周
恩
来の

ま
く
噂い
てい
っ
た
の
が
局
思
来

い
わ
ば
創
造
者
で
あっ
たの
に
対
し

足
跡
が
非
常
に
大
き
かっ
たζ
と
は
‘
だ 。
彼
は、
中
国
共
産
党
が
重
大
森
、
て、
周
は
そ
れの
実
践
者
で
あっ
た

恥Ib
，
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東京外大助教授

〈司会〉
中
嶋

嶺
雄

（
五
O
音
順・
敬
称
略）

と
いi
う
評
価
が
で
き
よ
う 。
ま
さ
に

文
革
ま
で
の
周
の
立
場、
位
置
は
そ

う
で

必っ
た。

し
か
し
私
は
第
三
に、
文
革
以
後

の
周
は、
毛の
単
な
る
忠
実
な
行
政

官の
領
域
を
は
み出
し
た
と
思
う 。

い
わ
ば
路
線の
設定
者の
分
野
に
踏

み
込
ん
だ
の
で
は
ない
か。

私
は、
そ
れ
を
周
恩
来の
時
代
と

規
定
した 。
つ
ま
り γ
毛
沢
東
がじ

だい
に
老
齢
化
し、
政
策
路
線の
決

定、
あ
る
い
は
政
策へ
の
介
入
度
は

相
対
的
に
後
退
し
て
い
っ
た。
ま

た
彼
を
支
持
し
てい
る
文
革
派の
力

．
も

そ
う
絶
対
的
な
お
の
で
な
く
なっ白
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た。
し
か
も
文
革で
党の
組
織
が
破

壊
さ
れ
た
とい
う
状
況
で 、
周の
政

治
的
役
割
が
強
ま
り 、
独
自の
政
治

的
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
なっ
た 。

私
砕い、。
六
九
年後
半の
外
交
政
策
の

展開
か
ら、
一
年
前
に
周
が
主
催
し

た
全
国
人
民
代
表
大
会
（
六
二
咋ミ

ユ

解説参
照）
にい
た
る
五
J

六
年

が
そ
の
時
期
に
当
た
る
と
思
う 。

「何が可能か」を追求

鳥
居
毛
は
農
村の
人
で
あ
る
の

に
対
し 、
周
は
都
市の
人
だっ
た
と

思
う 。毛

は、
都
市
が
好
き
で
な
く 、
と

れに
澗
疑
心
と
敵
機
心
を
持っ
てい

た 。
と
の
た
め 、
中
共
が
都
市
を
征

服
し
て
か
ら、
毛・
周の
意
見
が
食

い
違い
始
め 、
毛の
や
る
と
と
と、

周の
つ
い
て
行く
や
り
方
が
ぎ
く
し

ゃ
く
し
た 。
し
か
し
結
局の
と
と
ろ

毛の
やっ
た
と
と
を
周
が
修
正
し
た

と
み
る。

周
は、
中
圏
内
戦の
末
期
に、
ア

メ
リ
カ
と
ソ
連
の
間で
じ
よ
う
ずに

バ
ラ
ン
ス
を
とっ
て
中
国の
近
代
化

を
図
ろ
う
と
し
た 。
と
と
ろ
が
毛

は、
向ソ一
辺
倒
を
宣
言
し 、
ア
メ

リ
カ
を
惑の
シ
シ
ポ
ル
に
仕
立
て
あ

げ
た 。
そ
の
ね
らい
は
都
市の
海
化

iwie－－

 に
あっ
た。

周
は
都
市の
問
題
は
ゆっ
く
り
ゃ

れ
ば
よい
と
考
え
た 。
そ
し
て 、
七

0
年
代
に
は
い
っ
て
の
対
米
閣
係の

改
普
に
み
る
よ
う
に、
曲
折
は
あっ

－
た
が 、
結
局は
周の
路
線
が
実
現
し

た
と
思
う。

操
業の
集
団
化
につ
い
て
も
同
じ

よ
う
なと
と
がい
え
る。
毛
は
農
業

の
近
代
化
た
あ
せ
り 、
大
限
進・
人
／

民
公
社
路
線
を
発
動
し
た 。
そ
れ
に

、

反
対
だっ
た
周
は
自
己
批
判
し
た 。

「
不
倒
翁」
の
彼
は、
政
策と
と
もm

に
自
爆
す
る
と
と
の
で
き
な
い
人

だ 。
い
つ
も
政
治
権
力の
鼎心
にい

て、
や
が
て
は
自
分の
考
え
に
従っ

て
修
正
し
てい
と
う
とい
うの
が・ラ

イ
フ
ス
タ
イル
だっ
た 。

そ
し
て
今
日の
中
国の
農
村
は、

周
が
考
え
てい
た
よ
う
に
基
本
的
に

は
五
六
年
当
時の
生産
隊
を
中
心
と

し
た
もの
に
戻っ
て
い
る。

毛
が 、
何
が
正
しい
か
をい
っ

芯

l
考
え
てい
る
人
だ
と
す
れ
ば 、
周は

何
が
可
能
か
を
追
求
し
た 。

中
嶋
私
な
り
に
整
理
す
る
と、

毛
沢
東
が
中
華
民
族 、
中
国
民
族 、

あ
るい
は
革
命の
顔
だ
と
す
れ
ば、

周
恩
来
はい
わ
ば
国
家の
顔 、
つ
ま

、
り

国
家
的
恋
使
命
感
に
立
脚
し
た
政

24 
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引 一

級
滋綴

．

』
J
一

昔平合
的ロ’マ

ツ－ア
ィ
ヨ
ム
が
現
実

全
身
；
れ
ア
ン
テ
ナ

転
化
し
た
と
思

1

・

，

一

hu

m

燃
紛糾J
緩糊脇

信h
描

ー
一

どあ
わ
な
く
なり
た
と

と 。
第
二

・

ま
た 、
彼
たっ
て
論
文が
書
け
な

ー

欄知識際

脳相
…

は 、
文
芸
党
組
織
を
破
壊
し
γし

中
織
と
れ
ま
で
は、
周
恩
来
の

かっ
た
わ
け
で
は
ない
し 、
彼
独
自

hi－－問機脳騒

3附
“

吋

鰍脳仰向

州
民
間一
一

肌一
まっ
た
た
色、
相
対
的
に
行
政
府

功
絞河川
面；

ι
て
も
ら

三ん

の
考
え
方が
あっ
た
は
ず
だ
が、
そ

γ

マ

ル叶…g

・
教
書
』

…

や軍
部
の
カが
強
まっ
た
と
と。
第

で
す
カ
彼
泊
大
き
な
有
在
て
あつ

れ
を
体
系
化
し
て
出
さ
ない
ず
る
さ

九
ω二機

ほ
湖

誠一蹴一
一二
に 、・
中国
の
民
衆が
脱
政
治
化 、

た
だ
け
に、
他
方
で
隠
1
れ
た
側
面

が
当
然
つ
き
ま
とっ

た 。

，

J

欄恥絞湖国鵬

か
語
れ
の

…
脱
イ
デオロ
ギ
ー
ヒ
し、

ま
だ
ど
・ ．
も
あっ
た
は
ず
だ 。

‘

さ
ら
に、
文
革
で
彼が
毛
を
支
持

心払批智
組
組

な
国
ま
像
一

・

4

機ゲ
ぷ繍
綴

外
生
国
…
。

か
階
級
闘
争
に
つい
て
行
け
な
く
な

・た
と
え
ば 、
か
つ
て
中国
革
命
の

し 、
劉
少
奇
を
見
捨
て
た
の
は 、
毛
－

J

二

級
機

器
仲…
っ
てい
る
と
と
だ 。

危
機
の
時
代
に、
上
海
の
フ
ラ
ン
ス

、
の
文
革
路
線が
正
し
：
評
価
し
℃

、

IIl
a
－
ii
ト：iii
i
i
i
i
i
i
i
ト：iii

J・
し・ti－－ES－－titti－－」

大
久
保’
そ
の
点 、
結
局
大
き
な

租
界
に
お
け
る
共
産
党の
公
安
関
係

乗
り
移っ
たの
で
はな
い
と
思
う 。

、

、
治
家
だワ
た 。

～
＼

‘

〈
に
六
九
年
あ
た
り
か
ら
周
恩来
の

軌
道
と
し
て
毛
沢
東
思
想
と
い
う

．
の
責
任
者
と
し
て、
冷
酷
な
粛
正
を－

そ
と
に
彼
の
陰
の
部
分が
あ
る
の
だ

e
大
久
保
さ
ん
が
い
わ
れ
た
よ
う
に

時
代が
来
た
と
考
え
る
が、
そ
れ
以

も
の
が
厳
然
と
し
で
あっ
て、
し
か

やっ
た
と
い
う
話
も
あ
る。
．

が、
そ
れ
に
よっ
て
収
拾
者 、
調
停

e

．

 

町
一

絞
路
に
立
川
て
周が
流
れ
を
変
え 、 0・

E 、

寝
中国
政
治
早
で
非
常

（
毛が
と
れ
を
左
右
し
てい
た
と
い

大
久
保 －
許
芥
目立
の
周
異
論
な

者
と
し
て
の
役
割
を
発
揮
じ
え
た
と

お

ョ，M74永B’’’

。
政
治
的
に
そ
宮
乗
り

切っ
た
と
い

に
大
き
主
調
停
者
で
あ
り
なが
ら 、
。

え
る
の
で
は
ない
か。
そ
の
軌
道
の

ど
で
は、
そ
のへ
ん
ρと
と
ろ
を
つ

，
い
う
プ
ラ
ス
5
3っ
てい
弓

縫

う
じ ，L
の
中に
は、
惑い
言
葉
で
い

政
治
の
核
心
的
な
と
と
ろ
で
は
い
つ
、
上
に
乗っ
て
周
恩
来が
う
ま川
ゃ
あ

い
てい
る
と
ζ
ろ
が
あ
え
た
し
か

，
も
う一
つパ
周
は 、
毛
路
線
の
忠

，

洋

会
保
身
と
い
う
側
固
まっ
た
の

主
主ド
の
態度
に

終
始
し
た 。

’
E
霊
能
力
を
発揮
し
た
と
私
は

に
そ
う
し
た一
面
も
去っ
た
ら

号
室
者
と
し
て
探
る
舞っ
てい

東

だ
ろ
うが、・
そ
れ
以
上
に、
い
ま
自

彼
は 、
減税
は
す
る
が
論
文
は
書
かd

，
と
り
た
い。

，e

－

い
え
まい。

，

て
同
時
に
そ
の
実
質
的
な
批
判
者
で

山内制ド，
、

r
l
分が
と
と
で
毛
さ
ん
を
さ
さ
え
て、

な
かっ
た

ja
い

‘

柴
周
そ
と
が
分
か
れ
る
と
と
ろ

柴
閏
腐
は 、
た
と
え
ば
外国
人

あっ
た 。
だ
か
ら 、
毛
路
線
の
原
則

涯

’
と
ち
ら
に
乗
り

移
ら
な
け
れ
ば、
中

，

‘

e

だ 。
つ
ま
り
客
観
的
な
状
況
は 、
毛

の
前
で
話
す
と
き 、
マ
イ
ク
が
幽が
・
を
正
面
切っ
て
否
定せ
ず 、

非常
に

周恩来時代の背景
1

；

－

，

国
革
命
な
り 、
中
華人
民
共
和
国
そ

‘

路
線
と
し
だ
い
に
議
離
し
てい
〈
の

っ
てい
る
と
さっ
と
直
し
た
り 、
レ

巧
み
に
毛
を
自
分
の
軌
道
に
引き
ず

の
も
の
が
あ
ぶ
ない
と
い
う
使命
感
a

柴
困
六
九
年
後
半
か
ら
咋
年
の

だ
が、
し
か
し
彼
の
イ
デ
オロ
ギ
ー
一

セ
プ
シ
ョ

ジ
の
帰
り
ぎ
わ
い
ち
ば
ん
’
り

込
必
でい
っ
て
政
策
転
換
を
やっ

が
あっ
た
と
息

づ 。

、

E

人
民
代
表
大
会
まで
の
周
の
役
割
の

や
原
則
を
公
式
的
に
は
否
定
し
ない

最
初
に
拍
手が
起ζ
っ
た
ほ
う
を
ば

た 。‘
そ
の
裏
に
は 、
ほ
ん
と
う
に
自
白

も
う一
つ、
周
は
偉
大
な
政
治指

増
大
を 、
現
実
の
状
況
か
ら
切
り

離

で、
実
際
の
政
策
を
転
換
し
てい
く ／・
っ
と
見
た
り
し
た
も
の
だ 。

、

、
を
累
と
言い
く
る
め
る
よ
う
な
ず
る
守
、

ぺF

潟
者
で
あっ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

じ
て
考
え
る
の
は
ま
ち
が
い
だ
ろ＼
と
い
う
や
り
方
を
とっ
て
き
た 。

4
と
の
よ
う
に
全
身
アン
テ
ナ
の
よ

t
さ
も
あっ
た
に
違い
ない。

意
外
に
思
想
と
か
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

ぅ 。

そ
の
議
離
の
解
消
は 、
毛
以
後
の

う
な
人
間
と
い
う
の
は 、
必
ず
し
も

た
と
え
ば 、
ニ
ク
ソン
訪
中を
受

回 、
つ
ま
りい
わ
此
非
常
に
本
質
的

つ
ま
り 、
周が
あ
れ
ほ
ど
前
聞
に

課
題
で
あっ
て、
そ
れ
ま
で
は、
毛

毛
沢
東
の
よ
う
な
庇
風
堂々
た
る
も

け
入
れ
る
時 、
一
璽
底
究沙
に
つい

な
と
と
しつ
にヨ
ミ
Y

4r
（
関
与）
じ

＼
白
て
き
た
客
観
的
な
背
景
が

品
川

路
線
を
否
定
し
ない
と

げSNク
の

の
と
は
違っ
て、
小
心
翼身 、低
誌

で」
と
い
う
諭すへの
学
習が
行
な
わ

？ ，
l

た
じ
と
は
な
かっ
た
点
も
見
の
が
せ

て、
ま
さ
に
そ
の
上
に
乗っ
た
が
ら

中で
政
策
の
転
換が
行
な
わ
れ
た 。

術
数、
保
身
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に・

れ
た 。
第
二
次
国

共合作
の
た
め
の

Z

、
ない。
・

・
ie川

。
と
そ
彼
の
強
み
が
発
縛
さ
れ
た v

だ
か
ら
そ
と
に、
周
の
独
自
の
佼
翻

つ
なが
る。
た
だ
そ
れ
が、
鹿
史
の

い
わ
ゆ
る
霊
鹿
究沙
の
中心
にい
た
e
L－

J

‘
，

と
い
う
の
は、
私
も
文

革
以
後
と

そ・
ιよ
し
た
背
景
の
第一
比 、
毛
の

、
が
あっ
た
と
思
ろ 。

ノ ・

転
機
に
お
い
て、
む
し
ろ
プ
ラ
ス
に

の
は
周
だ
い 、
そ
う
い
う
う
まい
筋

%。

、，b 、， 

‘ ． ． 
-

． 
' 

〆’

． 
／ 

j' 

、

、v
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を
考
え
た
臥
ほ
彼
だ
と
思
う。
そ 2う

い
う意
味
で、
彼
は
天
才
的
な
政
治

e
る」
と
い
う、
い
っ
て
み
れ
ば
富
国

て
き
て、
そ
の
後
の
政
策
を
継
承
し、 ．

強
兵
路
線
は、
お
そ
ら
く一
九
六
二 ．

てい
る。

’
年
以
来
毛の
俄搬
を
と
り
なが
ら、・

だ
か
ら
と
そ 、
と
の一
年
間
の
中

継承される周恩来の
政治的遺産 バ
サ誌はれ沌日日…
日刊ばれけれれけ

－
と
い
え
よ
う。

・

や
水
梯伝
批
判 、
そ
れ
に
綬
近
の
教

ー

い
っ
て
彼 ．の
地
位
が
不
安
定
だっ
た

柴
田’
し
た
が
っ
て、
七
四
年
五

育
革
命
キ
ャ
ン
ベ
l
y
と
急
進
派
の

，
人
代
報
告は
政
治的
遺
書

－
と
は
い
え
ない
と
思
う。

月
の
入
院
か
ら
死ぬ
ま
で、
と
り
わ

攻
撃
の
矢が
次々
と
放
た
れ
た
け
れ

中
嶋
私
は、
ζ
と一

年ぐ
らい

J
ま
た守
彼と
し
て
は 、
ほ
ん
と
う

砂
七五
年一
月
か
必
の一
年
間
民

どもー
そ
の
政
治
的
意
図が
達
成
さ

の、
批
林
批
孔
也
動
か
ら
水

飴伝録

に
か
HM
た
の
は、
党
大
会
よ
り
は
七

周
恩
来
の
時
代と
い
え
ない
か
も
し

れ
ない
と
と
が
と
の一
年
で
非
常
に

判
にい
た
る
状
況
は、
周
思
来
に
ι

五
伴
一
月
の
全
国
人
民
代
表
大
会
で

れ
ない。
す
で
に
鄭
小
平
や
李
先
念

はっ
き
り
し
た。

．
っ
て
非
常
に
き
び
し
い
も
の
が
あ
つ

あつだ。
ζ
れ
と
そ 、
彼
の
死
後
も

が 、
局
恩
来
の
職
務
を
ほ
と
ん
ど
分

－

ζ
れ
は、
部が
周
に
とっ
て
代わ

だ
と恕
うP
と
の
点
は
柴
田
さ
ん
と

考
え
て 、
体
制
と
政
策
を
設
定
し
た

損
し
てい
た。
だ
か
ら、
と
の一
年

る
た
め
に、
毛
や
文
革
派
か
ら
推
さ

ヶ
一
は
意
見
の
違
う
と
じ
ろ
で
すが。

舞
台
で
は
な
かっ
た
か。

上
は、
い
わ
れ
る
よ
う
に
周
恩
来
は、

れ
た
も
の
で
ない
と
と
を
証
明
、す
る

に

銭
関
死
の
直
前
に、
周が
政
治

鳥
居 ．
私
も 、
昨
年
の
全
人
代
で

政
治
的
p
l
ダ
1
シ
ッ
プ
の
圏
外
に、

も
の
で
は
ない
か。
と
れ
は
い
わ
ば

／

ー

的
に
非
常
に
ま
ずい
立
場
に
あっ
た

の
周
報
告
は、
彼
の
政
治
的
遺
言
だ

去っ
てい
た
か
も
し
れ
ない。

＼

周
の
残
し
た
遺産
で
あっ
て、
今
後

と
す
れ
ば 、
人
民
日
報
は
彼
の
死
去

と
思
う。

彼が
報
告
の
最
後
の
部
分

．

し
か
し 、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼が

も
と
の
遺産
の
大
きい
と
と
が
し
だ

－
に
関
し
て
あ
の
よ
う
な
破
格
の
扱い

で、川「
今
世
紀
末
ま
で
に
農
工
業 、

政
治
的
に
タ
ナ
上
げ
さ
れ
た
と
は
い
‘

い
に
明
る
み
に出
て
く
る
の
で
は
な

を
し
・な
かっ
た
は
ず
だ。

？J
・
・

科
学
技
術
の
近
代
化
を
実
現
し 、

国

え
ない。
つ
ま
り 、
ま
さ
に
周
の
設

い
か
と
思
う。，，

 

．
．

 

彼
の
ガ
ン
は
七
二
年
に
発
現
し
て

民
経
済
を
世
界
の
前
列
に
立
た
せ

定
し
た
体
制
と
路
線
の
中
で
鄭が

出

三つ
の
政
治グル
ー
プ

い
る
わ
け
だ
が、 ．
七
三
年
六
月
の
第

・ilili－－ili－－円
iill
it－－
iji－－t
ili－－－jil－
－li
li－－－！

一
O
回
党
大
会
は、
毛
や
文
革
派
と

…

中
嶋
昨
年一
一
月
か
ら一一一
月

の
力
関
係
で
周
を
中
心
と
す
る
穏
健

一

に
か
け
て
起と
っ
た
教
育革
命
キ
ャ

派
の
立
揚が
決
定
的
に
強
まっ
た
と

一

ン
ペ
1
ン
で
は、
周
思
来
路
線
に
つ

、

は
い
え
ない
状
況
の
も
と
で、
文
革
’

・←

なが
る
と
し考
え
ら
れ
る
周
教
育
相
ら

恨
の
至
洪
文が
N
0
3
K
引
き
上
げ

一

が
批
判
さ
れ
て一
応
決
治が
つ
い
た

ら
れ
る
な
ど 、
周
と
し
て
は
妥
協
を

…

形
で
すが、
今
の
柴
田
説
と
の
関
迎

余儀
な
く
さ
れ
た。
し
か
し
と
の
種

一

は
ど
う
で
し
ょ
う
か。

の
妥
協は
中
図
的
で
あ
り
同
時
に
周

一

柴
田
つ
ま
り、
文
革
の
正
当
性 、

恩来
的
な
の
で
あっ
て、 －だ
か
ら
と

一

現
代
修
正
主
義
批
判
と
い
う
政
治
原

－／

 

則
は
殺
も
批
判
で
き
ない
が、
実
質

的
氏 、
と
れ
を
変
質
し
よ
う
と
い
う

力が
非
常
に
大
き
い。
教
育
閣
で

も 、
中
国
の
工
業化 、
生
産
優
先
の

要
請
に
と
た
え
る
た
め
に、
ほ
ん
と

う
は
文
革
に
よ
る
教
育
革
命
を
改

め 、
正
常
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ない

と
と
ろ
に
来
てい
る。

一
方 、
毛
や
文
革
派
に
とっ
て
は

教
育 、
芸
術
な
ど
文
化
部
門
は 1
彼

ら
が
存
在
意
義
ない
し
は
政
治
的
生

命
を
か
け
た
分
野
だ。
だ
か
ら
と
の

F

細川域
をい
わ
ば震
と
し
て
守
る
b

済

け
だ。

経

し
か
じ
同
時
に、
周
教
育
相
を
批

滋け

判
し
た
も
の
の、
彼
を
追い
落と
す
・

東

と
と
が
で
き
ない
と
と
ろ
に
文
革
派

l，

’
の
限
界が
露
呈
さ
れ
てい
る。

遇

、
大
久
保
そ
う
し
た
理
想
と
現
実

．

の
食い
違い
は、
今
後
も
中
国
の
政

治
の
中
に
絶
え
ず
起ζ
っ
て
〈
る
と

思
う。中

嶋
私
は、
六
九
年
か
らニ
ク

ソン
訪
中、
日
中
国
交
正
常
化
を
経

て、
七
三
年
夏
の
党
十
金
大
会が
周

思
来時
代
の
ピ
l
ク
だっ
た
と
思

う。
そ
の
後
周
は
む
し
ろ
守
勢
に
立

た
さ
れ
た。

，

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て、
ζ
と

で
郡
小
平
を
クロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
せ
ざ

た の
と 鴻
恩出・
う家。 あ

るい
は
三世
コ：.； ' 
術
家
で
あっ

ぃ . .,.. ... �－·・． ．－． ι ι． ， ’. . ．
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ー
；一
回
ち
を
含
め
た
旧
実
権
派 、
そ
れ
に
箪

を
来
た
し
た＠

説
の
臥 ，－d

論
来
HJ ．
…
’
だ
と
思
うー
と
の一ニづ
の
連
合
勢
力

P

大
久
保

．
た
し
か
に 、
抗
日
戦
争

’

兼
思
選・’…－

の
カが
強
く ．、
毛
も
自
分
の
考
え
を

時
代 、
郵
は
第
二
野
戦
軍
の
政
治
委

S
長
周
∞
“
もe

－
A

川
次
『

伽
…

J
貫
け
ない。，

／

，

員
を
やっ
て
い
た
が、
最
近 、軍
の
首

み側韓
臥
…

だ
か
ら、
部
を
代
表
と
す
る
勢
力

脳
部
に
そ
の
系
統
の
人が
多い
と
と

た帆
ι師
一

日
は
周
を
さ
さ
え
た
勢
力
と
は
違
う ・

が、
部
を
さ
さ
え
る
基
盤
に
なっ
て

ま
柑
年i代

f
プ

し
tf
ω
現
一

そ
の
意
味で、
中
嶋
さ
ん
が
い
わ
れ

い
る
と
思
方。

4ペnwd，E
ケ
A
』0・…
e

た
第
三
の
勢
力
と’い
う
規
定
は
正
し

中
嶋
部
は、
そ
うい
うわ
け
で

y
員
代

サ
委
時
一

い
と
思
う。

・ ，e

－
箪
の
中
に
も
カが
あ
る。
初め
は
代

と
く
に
林
彪
失
脚
後
の
窓
の
主
流

理
か
何
か
で
出
て
き
た
よ
う
な
感
じ

派
で
あ
る
第
二
野
戦
箪
系
の
軍
幹
部

で
い
なが
ら、
あっ
と
い
う
聞
に
党、

が
野
を
復
活
さ
せ 、
さ
ら
に
そ
の
地

箪 、
政
を
突
にバ
ラ
ン
ス
よ
く
怒っ

位
を
上
昇
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割

て
し
まっ
た。

， 、

． 

奮－ ．
， 戸． ． 
， ， ‘ 

- ' 

4 ・

． ． ， . ' ， 
�. 

一 守 、 、‘ . 
I 、

阪駁E

－

＼
一・

’ 里

る
を
え
な
い1
柴
貯
説
だ
と、
郵
は

，
・な
かゲ
た
は
ず
だ。

周
の
後
継
者
と
し
て 、
周
路
線
に
乗‘

ー
そ
事

だと
す
る
と、
郵
は
脱
文
革

J
て
復
活
し 、
現
在
の
地
位
を
占
め

の
潮
流
に
乗っ
て
復
権
し
た
が、
ひ

ど
で
い
る
と
い
う
と
と
で
すがv
私
は
・と

た
び
復
権
す
る
と
周
に
も
是々
非

い
ま
の
中
国
の

政治構
造
を 、
①
文

非、
毛
に
も一
定
の
距
離
を
お
〈
と

P
＼

‘，i

 

4
草・
急
進
派 、
②
実
務・
穏
健
派 、
に

い
う
形
で、
い
わ
ば
第
三
の
道
を
歩

加
え
る
に
③
郵
に
代
表
さ
れ
る
旧
実’
み
つつ
今
日
の
地
位
を
築い
て
き
た。

／
権
派
の
三
つ
に
分
け
た
ほ
うが
わ
か

自
の
で
は
ない
か
と
思
う。

り
や
すい
よ
う
に
思
う。

。

そ
れ
は
張
春
橋
に
つ
い
て
もい
え

と
い
う
の
は、，
お
？
しゃ
い。
ょ
う

e
るZA『・
設
は
郵
に
くっ
つい
て
実
務
官

－v

 

l
k
部
は
脱
文

洋
の
潮
流
に
乗・っ
て
復
・
僚

グlb．－
プ
を
形
成
し
て
い
る。

’
活
し
た。
し
か
L、
出
て
き
た
時
に

柴
田
そ
れ
は
ぼ
く
も
認
め
る。

主
海
容が
付
き
添っ
て
い
た
と
と
に’一
と
い
う
の
は、
林
彪
の
失
脚 、
ニ
ク

片
V －ん
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
毛

ソ
シ
訪
中、
昨
年
の
全
人
代 、
そ
れ

。
止
の
関
係
も
けっ
し
て
怒
く
ない。

に
蘇
の
復
活
な
ど
の
事
件
は、
全
部 ．

し
か
じ
文
革
で
あ
れ
だ
け
毛
に
罵
・
毛が
積
極
的
に
認
め
た
も
の
で
は
な

倒
さ
れ
た
ζ
と
か
ら
い
っ
て 、
前
ど

い
と
思
うJ

そ
の
問
に
毛
や
文
革
派r

毛
と
の
聞
に
全
図
的
な
信
頼
関
係が

の
妥
協
や
競
歩
が
あっ
た
は
ず
だ。

あ
る
と
は
思
え
ない。。
同
様
に 、
協
’
そ
uー
し
た
譲
歩
を
迫っ
た
も
の
は

は、
内
心
で
は
周
を
も
信
頼
し
て
い

周
を
申
心
と
す
る
行
政
幹
部 、
前
た

i‘ ’ ，， 
、、

、

内政重視に傾く郡小平路線

ギスギスした面が出る

‘
中
嶋
そ
れ
で
は
次
に 、
周
恩
来

が
死
ん
だ
あ
と
の
中
国が
ど
う
な
る

か
を
考
え
て
み
た
い。

私
は
毛
沢
東
以
後が、
中
国
に
と

っ
て
重
大
な
転
換
期
に
な
る
と
思

う。
し
か
し 、
周
恩
来
の
死
に
よ
フ

て、
た
だ
ち
に
中
国
の
内
外
政
策が

ド
ラ
ス
チッ
ク
な
変
化
を
み
せ
る
と

は
考
え
ら
れ
ない。t

ノ

。
もっ
と
も 、
周
思
来
の
内
外
政
策

に
は
非常
に
キ
メ
細
か
な
配
慮
が

行
き
と
ど
い
て
い
た
が、
郵
小
平
で

は
そ
う
し
た
と
と
は
期
待
で
き
ず 、

今
後
は
ギ
ス
ギ
ス
し
た
面が
目
だっ

て
く
る
の
で
は
ない
か。

大
久
保。
郡
小
平
の
弱
点は
柔
軟～

性
に
欠
け
る
点
だ。
た
と
え
ば
対ソ

究渉
を
す
る
場
合
で
も 、
ソ
速
を
真

正
面
か
ら
全
面
攻
恕
す
るー
と
れが

周
恩
来
だ
と、
六
五
年
に
ウ
ス
p
l

江
事
件
でコ
ス
イ
ギ
シ
首
相
と
会
談

し
た
よ
う
に 、
中
ソ
関
係が
と
の
ま

ま
悪
化
し
て
い
け
ば
危
険
だ
と
わ
か

れ
ば、

非常
に
柔
軟
な
対
応
の
し
か

ノ‘ 

’t

 

．

 ' 94 

た
を
し
た－

t
し
た
が
っ’て
私
も 、
と
れ
か
ら
は・

‘
，

 

周
恩
来
時
代
よ
り
も
ギ
ス
ギ
ス
し
た

時
代が
来
る
の
で
は
ない
か
と
み
て

い
ま
す。
と
と
に
中
ソ
関
係
は
対
立

が
激
化
し
そ
う
だ。
もっ
と
も
毛
沢

東が
死
ね
ば
中
ソ
関
係
は
ま
た
大
き

く
変
化
す
る
だ
ろ
うが。

対
米
路
線
も 、
文
革
協
の
反
砲事

で、
周
思
来
ほ
ど
思い
切っ
た
手
を 、

と
て
も
打っ
て
い
け
ない
だ
ろ
う。

／
鳥
居
中
ソ，
関
係
に
つい
て
は、・

さ
きご
ろ
中
国
は、印
刷田
中
の
ソ
連

済

のへ
pコ
プ
タ
l

乗
員
三
名
を
釈
放

経

し
た。
ソ
連
一外
務
省
極
東
部
長
の
話

洋‘

だ
と、
ま
だ
ソ
速
の
国
境普
備
隊
員

束

三
名が
捕
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う。

川
ー

も
し
と
の一二
名

i
釈
放
さ
れ
る
よ
ヶ

断

なと
と
が
あ
る
と、
中ソ
関
係
変
化

の
重
大
なシ
グ
ナル
と
な
ろ
う。
し

か
し
毛が
い
る
限 ．り
対
ソ
関
係
ば
中

固
に
とっ
て
大
き
な
鬼
門
だ
ろ
う。

毛
以
後
動
き
出
す
の
は、
や
は
り
対

ソ
関
係
の
是
正
だ
ろ
う。

4
郵小
平の
力
量

柴
田
た
し
か
に、
後
継
者
で
あ

る
郡
小
平
のパ
l
ソ
ナ
F
ティ
が
周

恩
来
と
は
か
な
り
違
う。
周
恩
来
に

は
敵
す
ら
も
畏
敬
さ
せ
る
人
間
的
魅

．

 

，

 

．‘

 

’
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〆

力
が
あ
り 、
中
国
民
衆
の
声
望
も
非

示
唆
し
た
と
伝
え
ら
れ
てい
る
よ
う

中
嶋
基
本
的
に
は、
中
国
を
取

常
に
高
かっ
た。
郵
小
平
で
は

身
体

に、

引が
首
相
の
地
位
を
継
ぐ－の
は

り
巻く
客
観
的
情
勢
に
は、
周
恩
来

J
一
も
小
さ
く 、
そ
の
風
貌
もぺ八
億
の

ほ
ぼι；
が
い
ない。
そ
し
て、到
路
紛
が
よ
りマ
ッ
チ
し
て
お
り 、
江

h
i
民
を
担
う
大
政
治
家
ι
し
て
は
見

鈎

は
箪

必
担っ
て
お
り 、
急
進
派
は
毛

背
の
出
る
揚
は
ま
す
ま
す
な
く
だっ e

り
す
る。

，
‘

e
’
d

の
権
威
をパ
ッ
ク
に
持
つ
で
い
る
と

て
い
く
k
思
う。

γ－

W
小
平
は、
党
の
組
織
を
握、
た

い
うと

冶
で

メ
ラ
シ
ス
し
てい
渇。

し
か
し 、
周
恩
来
の
死
で
生じ
た

一
＼

O
L、
財
政
や経
済
計
画 、
選
挙
や
鼠

し
あ
が
っ
て、
毛
以
後
は吋
大
な

人
事
的
な
空
白
に
江
背が
つ
け
込
ん

．・．‘
4

法・
党
規
約
改
正
も
担
当
し
た
有
能

り
小
な
り
動
乱
が
溜ζ
る
と
思
う 。

で、
Pば
し
を
入
れて
4
る
と
k

はe

な
実
お
家
で
は
あ
る。
じ
か
し 、

知・

ζ
うい
う
話が
あ
る。
さ
る
外
交

大い
に
あ
り
う
る。
すで
に
昨
年
初

ろ
い
ろ
な
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り

筋
が
上
海
で
映
画
を
み
た。
厨
面
に

．
来
そ
う
し
た
動
き
は
出
てい
るQ

い一

な
が
ら
と
れ
を
適
切
に
調
停
し
もい

郵
小
平
が出
た
時、
観
客の
問
に．失

ま
た可
ソ
連
の
舛
胃
ムイコ一外
桐 崎

一

－
〈
能
力
に
つい
て
は
周
窓
来
と
比
肩、

笑
と
私
と
れ
る
笑い
声が
起ζ
っ

た

が
訪
日
し 、
周
恩
来が
死
ん
で
日
本

で
き
ない。
文
化
大
革
命
でい
っ
た

とい
う
の
だ。
上
海
で
は、
鄭
を
そ

の
総
理
大
臣
が
表
敬
に
中
国
大
使館

ん
失
脚
し
た
とい
う
ζ
と
も
大
き
な

の
よ
う
に
み
てい
る
と
す
れ
ば、
磁

を
訪
れ
てい
る
とい
う
重
要な－
時
期

経
歴
上
の
痛
手
だ
J

1 0

と
し
て
社、
急
進
派
に
対
↓
て
何
か

に、
陳
楚
駐
日
大
使
は
本
閣に
絹官

花
花 、
部
小
平
に
は
周
思
来が
敷

宅
を
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う 。

た
ま
ま
で
戻っ
てい
ない。
同
じ
よ

い
て
く
れ
た
政
治
体
制
と
政
策
路
線

大
久
保 －
毛
沢
東
夫
人
の
江
背が

う
な
と
とが
各
国
で
卑
し
てい
る。

とい
う
大
き
な
遺産
が
あ
る。
軍
幹

・
勢
力
を
伸
ば
す
と、
郡
小
平
と
の
問

と
れ
は、
周
思
来が一
年
ほ
ど
前

部
の
強
力
な
支
持
とい
う
周
恩
来
に

が
う
ま
く
い
か
な
く
な
り 、
中
国
の

か
ら、
政
治
の
実
務
か
ら
身を
引い

な
かっ
た
強
み
も
あ
る。

，

政
治
に
混
乱
が
起ζ
り
か
ね
ない。

た
ζ
と
に
よ
っ
で
生
じ
た
変
化
勾『

周
恩
来時
代
は
毛
沢

東
時
代
に
比

1・iili－－l ili－－i
j
j
i
ll
it－－1
11
111
1
li

li－－J

べ
れ
ば
よ
り
集
団
指
導
の
色
あい
を

に

償め丸が、
郡
小
平
は
と
う
し
た
強 i

．

…

み
と
弱
点
を
も
ち
なが
ら、
周
時
代

…

よ
り
もっ一
と
集
団
指
導
的
性
格
を
強

…

め
てい
と
う。
そ
の
た
め 、
政
策
決

ふ

定
に
は
時
間が
か
か
る
し 、
ダ
イ
ナ

一

ミ
ケ
ク
な
政
策
展
開
は
な
く
な
る
の

…

で
仕
ない
か。

、

”

一

鳥
居
毛が
フ
分
．L卜

大
統
領
に

…

． ． ． ノ
・．

とりい・たみ
中国研究家。1928年，東京生ま
れ。著書『毛沢東五つの戦争』
『周恩来と毛沢東』。

、、

つ
だ
と
思
う。
さ
ら
に、
一
一時
年
の

晩
秋
以
来問
題
に
なっ
てい
る
務
縮

問
題
を
とっ
て
み
る
と 、
と
れ
を
担

当
し
てい
る
の
は1
斡
念
竜
外
務
次

官
｜

喬
冠
撃
外
相
｜

部
小
平
副
首
相

の
ラ
イシ
だ 。
も
し
と
れ
を
周
思
来

｜
鹿
承
志の
ラ
イン
が
担
当
し
℃
い ．

れば
ζ
れほ
ど
ま
で
κ

日本を
新
樟

問
題
だ
り
で
追い
込
む
乙
と
は
せ
ず

・に、一中ソ
関
係
を
柱
に
国
際関
係
を

も
q
と
ダ
イ
ナ
ミ
y
ク
に
考
え
で

、F

日
中友
好
条
約
を
結
ん
だ
ろ
う
と
思

。’nJ

 

、
と
れ
は
矧
目
度
の
度
合同
以げよ
rh

申
国
外
交
の
今後の
体
質
の
よ
う
な

も
の
を
反
映
し
てい
る
と
思
う。

富国強兵ぃ
殖産興業

柴
同
周
恩
来の
時
代とい
う
ρ

はy
削
庖
の
圏
内
的
要
請
に
沿う
よ

う
に、
国
際
環
境
を
転
換
さ
せ
た
時

代
だ
とい．え
る。
周
恩
来
は、
文
革

直
後
の
中
国
を
内
側
か
ら
変
え
てい

く
と
と
の
困
難
を
知っ
た
が
ゆ
え

に、
対
外
的
な
環
境
を
変
え
る
と
と

．
に
よっ
て、
外
か
ら
新し
い
風
を
国

内
に
吹
き
込
ま
せ 、
脱
文
革・
を
進
め

た
と
も
言
え
る。

と
と
ろ
が
鄭
小
平
は
周
恩
来
に
比

べ
る
と
ま
さ
に
外
交
面が
ウ
ィ
ー
ク

、l

I, 24叫

－
ポ
イシ
ト
だ 。
中ソ
会
談
や
国
連

へ
は出
てい
っ
てい
る
が、
た
い
し

た
外
交
的
キ
ャ
H
ア
も
ない。

も
ち一
つ
は 、
周
恩
来
の
打っ
た

外
交
的
布
石
をい
ま
そ
う
大
き
く
変

え
る
必
要
も
ない
とい
う
簡
も
あ

る。
し
た
が
っ
て、
外
交
的
停
滞
と

対
照
的
に 1
野小
平
仕
国
内
政
節 、

と
と
に
経
済
政
策
に
力
を
入
れ、，
間

内
志
向
型
の
政
策
を
とっ
て
い
く
だ

九4KLr。す
で
に
昨
年
春
に
聞
か
れた
「
大

察
に
学
ぶ
農
業会
議」
で
は、
議中
国

鋒や

陳永串凡
な
ど
の
文
革
派
も
減税

を
し
た
が、
基
本
的
に
は、
ヱ
業化

の
基
礎
と
し
て
農
業
基
盤
を
変
え
て

．
い
く
ん
だ 、‘
とい
う
生産
優
先
型
の

方
針を
はっ
き
り
幽し
てい
る。
と

と
に
野
小
平時
代が
象
徴
さ
れ
てい

る
と
思
う P

中央
に
お
け
る
穏
健
派
の
行政
幹

部、
郁
小
平
を
中
心
と
す
る
旧
実
権

派 、
そ
し
て
老
齢
に
なっ
た
と
は
い

え深
徳と
か
劉
伯
承
な
ど
の
元
老
た

ち 、
さ
ら
に
そ
れ
を
支
持
す
る
軍
幹

部
た
ち：：・・
と
うい
う
大
き
な
迎
合

勢
力
が 、

中央
だ
け
で
な
く
地
方
に

も
浸
透
し
てい
る
と
す
れ
ば、
江
背

ら
文
革
派
の
策
動
に
も
非
常
に
大
き ．

な
限
界が
あ
る
だ
ろ
う。
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、島
、

一9

だ
か
ら、
い
ろ
い
ろ
ギ
ス
ギ
ス
は

そ
と
で、
今
後
の
中
国
は、
周
怒

れ
ば
な
ら
ない
と
い
う
現
実
の
要
請

，－
ζ
の
路線
は
対
外
的
に
もい
く
つ
か

も 、
イ
シ
ド
の
ガ
ン
ジ
ー

政
権
の
問

：．

‘
じ
て
も 、
文
革
旅
の
巻
き
返
し
で
中

来が
全
人
代
大
会
で
演
説
し
た 、
い

と
の
矛
盾
だ 。
と
れ
は
ま
さ
に
文
背中

の
矛
盾
を
生
U
で
沿
り 、
と
と
に
中

題、
南
沙
諸
島
の
間
短 、
新
太
平
洋

国が
大
混
乱
に
陥
る
と
と
は
ない
と’

わ
ぽ
富
国
強
兵
策が、
基
本
路
線
に

後
の
毛
沢
東
の
政
治
原
則
と、
実
際

国
の
第
三
世
界
外
交は
最
近・大
き
な

ド
ク
ト
py
の
問
題
等々

、
と
と
ど

私
は
思
うip －－

＼

〆

な
ら
rc
る
を
え
ない。

、

、
‘

に
と
ら
れ
てい
る
現
実
主
義
的
な
政

岐
路
に
立
た
定札
てい
る。

，
，
と
くー
ハ
ノ
小
と
北
京
は
対
立
し
て

、
柴
回

生産
優
先
を
進
め
rt
h
く
’
策
と
の
鶏
離
を
意
味
す
る。
周
恩
来－、

た
と
え
ば 、
郷
小
平
は一
昨
年
こ

い
る。
逆
にい
え
ばハ
ノ
イ
は
親y

進む脱イデオ早ギi
中
で
政
治
思
想 、
階
級
闘
争
は
ど
う

時
代
に
続い
て
郵
小
平
時
代
は 、
と
・
月
の
国
連
資
源
総
会
で、・
ア
ラ
プ
の‘
的
餓
度
を
とっ
てい
る。

大
久
保
昨
年
の
杭州
事
件
は 、。

じ
で
〈
れ
る
ん
だ
之
い
う
問
題が
常

う
し
た
原
則
と
現
実
と
の
矛
盾
を
か

石
油
闘
争
を
支
持
し 、
中
国
は
第一ニ

，
中
嶋‘
ハ
ノ
イ
は
現
在 、
国
内
建 ，

怠
る
ほ
区
物
価は
上
が
っ
てい
ない

R
K出
て
ぐ
る。
言い
換
え
れ
ぽ
政
治 ．
か
え
た
ま
ま
推
移
し
て
い
く
だ
ろ

世
界
の
側
に立っ
と
減
税
し
た 。
と

設
の
た
め
に
ソ
速
か
ら
大
量
の
援
助

が、
賃
金
も
十
数
年
向
上
が
ら
な
か ，
思
想
優
先 、
自
力
更
生
路
線
と、
物
質

う 。
そ
れ
を
調
整
す
る
の
は、
お
そ

と
ろ
が、
第
三
世
界
の
中
に
は、
あ

を
う
け
ね
ば
な
ら
ない
立
場
ぽ
あ

っ
た
と
と
に
対

す
♂
労
働
者
の
不
満
：

的
イ
y

叶
シ
テ
ィ
プ
を
重
視
し
な
け

ら
く
毛
沢
東以
後
の
課
題
だ 。
’

ん
な
金
持
タ
の
ア
ラ
ブ
の
王
様
と
共

る
と
は
い
えL
歴
史
的
に
み
てハ
ノ

J
が
爆
発
し
た
も
の
だ 。－
と
れ
は
文
革．

L
JJ

f I

J

，

e

o

同
歩
調
を
と
れ
る
も
の
か
と
い
う
煎

イ
は
中ソ
の
ど
ち
ら
か
に
深
く
傾
斜
K

A
川
町日
れ
ほ
れ
い
ーハ、

ざ
び
じ
立
増
ナ
日
本
の
国
際
環
境
九

れ日川いれ…
リ一
日
日一
引い

けリいい日は
は
れいれ
ば

ず
中
国
を
訪
れ
たが、
以
前
に
比べ
る

，
、
～
‘

、

‘

，

、＼
’

も 、
カ
ス
トロ
は
ア
ラ
ブ
の
石
油
峨・

北
京
の
悠
皮
を
と
っ
てい
る
と
と
の

と
物が
非
常
に
豊
か
に出
回っ
てい句

、

、

内
政
面
で
は
周
恩
来
の
敷い
た
富

略
を
激
し
く
非
難
し
た 。

、

裏
に
は
何
か
あ
り
そ
う
だ 。
た
と
え

11
第三
世
界
外
交の
挫
折

、

る。
川J
ま
り 、
金
さ
え
あ
れ
ば
買
え

・

、
’

国
強
兵
路
線が
継
承
さ
れ
てh
く
と

ま
た 、
アジ
ア
で
も、
た
と
え
ば

ぷ
か
つ
て
革
命勝
利
後
の
中
国
に
対

e
る
状
餓
に
なっ
て
き
たが、
給
料
は

中
値匂
最
後
に、
日
本
を
は
じ
め

な
れ
ば 、
そ
と
か
ら出
て
く
る
対
外

あ
れ
ほ
ど
中
国が
支
援
し
てい
たハ

し 、
ズ
タ
1
9y
が
内
政
干
渉
まが

、
f・
背
の
ま
ま
で
少し
も
ふ
え
ない。
幹

と
す
5
国
際
政
局
に、
周
恩
来
の
死 、

関
係
も 、
当
然 、
従
来
の
米
中
和

ノ
イ
と
の
関
係が、
サ
イゴ
ン
陥
落 、川への
と
と
を
言い、
毛
沢
東を
怒
ら

部
た
ち

だ
げが
買Lっ
てい
る。
に
れ

は
ど
ゲ 『

勺つ
影
響
を
与
え
可叫
く
か

解 、
日
中
国
交
正
常
化
を
生
み出
し

戸
以
降
急
激
に
感
化
し
てい
る。

06

せ
た
よ
う
に、
今
度
は
中
国が
ベ
ト

で
は
不
満が

出
る
の
が
当
然
だ 。
＼’
‘

を
考
え
て
み
た
い
J ．

た
周
路
線
の
継
承
だ
ろ
う 。
だが、』

柴町
アン
ゴ
ラ
問
題
怜
し
て

．
ナ
ム
戦
勝後
の川
ノ
イ
に、
ソ
連
と

' ' ' l ’ ． 白 V－ ， 苧 ＇ - ,. ＇よi． 、
， 
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， ト‘

手
を
切
れ
な
ど
と
言っ
た
の
で
は
な’

路
線
と‘
も
矛
盾
ι
で
く
る。

・

い
か
と
思わ
せ
る
ほ
ど、
両
国
の
関

だ
か
ら、
現
在
の
中
国
の
外
交

係
は
感
化
し
て
い
る。

，

は、
第一コ
世
界
外
交
論
や
国
内
経
済

六
0
年代
に
中国が
あ
れ
ほ
ど
支
、
建
設
の
自
力
更
生
路
線
と
の
矛
盾が・

、、－媛
し
た
キュ

ペバ
と
の
関
係が
ひ
ど

生
vp
ぞい
る。

〈
冷
却
し、
い
ま
ま
た
ペ
ト
す
ム
と

‘

、

日
本
を
巻
き
込
む
中
ソ対
立・

の
関
係が
悪
化
し
てい
る
わ
け
で、

．

中国
の
第
三
世

界外交
は、
非
共
産

中
嶋
そ
う
な
れ
ば
な
る
ほ
ど、

国
外
交
の
み
な
ら
ず、
社
会
主
義時

中国
と
レ
て
は
対
米 7
対
日
関
係
を

の
中の
低
開
発
諸
国
と
の
関
係も
乱
、

重
視
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る。
ア
メ一

ま
く
い
か
な
く
念っ
て
き
てい削
る。，

H
カ
は
そ
と
を
見
通
し
てベ
フ
ォ
l－

銭
岡
た
と
え
ば

東南ア
ジ
ア
諮問

ドが
荷取
し》
帰
途 、
米
日
中
の－

国
の
政
府
と
共
存
外
交
を
進
め
て』円

相側の

太平洋
適
合
を
め
Zす
新
太
平

・と
う
と
す
れ
ば、

東南
アジ
ア
の
革

洋
ド
ク
ト
uyy
を
打
ち
出
し
た。
中

命
勢
力へ
の
支
援
を
か
つ
て
と
司し

聞は
じ
れ
に
対し
て
沈
黙
を
守っ
て

よ
う
に
や勺
てい
く
ζ
と
は
で
き
な

い
る
が、
実
態
的
に
は
ソ
速
の
翻出仰

いb
ま
た、
西
側
と
の
経
済・
技
術

に
反
対
す
る
中米
日
の
反
崩
機
連
合

交
流
を
強
め
て
い
け
ば
h
く
ほ
ど 、

と
い円
う
と
と
で
む
し
ろ
と
れ
に
乗
の

西
側
の
景
気
変
動
の
影
響
を
受
け
る、

か
か
っ
て
い
る。

よ
う
に
な
る
し、
中
聞
の
自
力
更
生

と
れが
逆
に
北
朝
鮮
労
働
党
の
警

I• 

戒
色
を
強
め
さ
せ、
ハ
ノ
イ
の
儲い

反
発
を
生
み出
し
てい
る
プ

．

と
と
ろ
が、
で
はρ
ノ
イ
は
ア
メ

M
カ
と
の
関
係
を
重
視
し
てい
ない

か
と
い
う
と
ぞ
う
で
も
ない。
レ－

ジュ
アシ
（ベ
ト
ナ
ム
労
働
党
第｝

書
記）
が
モ
ス
ク
ワ
に
出
か
け
て
い

っ
て
ブ
中国が
あ
れ
ほ
ど
批
判
し
て

い
る
全
欧
安
保
会
識
を
支
持
レτ
い・

るように 、米リメ・デタレトのラ

jy
k
釆っ
て、
モ
又
ク
ワ
経
由
で

対米接
近
を
図っ
てい
る
よ
う
に
思

え
る。

，

え な
よ 環 日
え雪崩

中 係
に は
雲 ζ
れ の
て よい う
る な
t義

つ ス I峨
て を つ 柴
か と て 筒
ら つ い
は て る ノ、
ソ い 時 ノ
連 た に イ
と が は は

昔 ぷ 中
‘

、
単比 ソ ．ア

で 争 の ‘メ，－； が ，，.� JJ 
ヲ終 ラ カ
ン わ ン と

ス
を
とっ
てい
く
方
向に
変わ
っ
て

き
て
い
る
と
思
う。

と
と
ろ
で、
中ソ
対
立が
中ソ
国

境
の
軍事
的
緊
張
で
あ
る
聞
は、
日

本
件
そ
う
心
配
す
る
必
要
は
な
かっ

た
が、
今
や
アジ
ア
を
舞
台
に
し
て

の
外
交
戦
と
な
り、
互い
に
アジ
ア

に
相
手
の
影響
力が
強
ま
ら
ない
よ

う 、
そ
れ
を
阻
止
す
る
ζ
と
に
主
要

な
ぞネル
ギ
ー
を
さい
てい
る。

市国が
日
本
に
対
し
て、
日
中平

利
友
好
条
約に
覇
権
条
項
を
盛
り

込

め
ど
主
張
じ
てい
る
の
も、
日
本
を

ソ
速
か
ら
引
き
離
し、
中
固
に
引
き

付
け
よ
う
と
し
てい
る
か
ら
だ。
日

本が、a
中ソ
のヘ
ゲ
モ
ニ
ー

争
い
の

中で、
等
距
離
外
交
を
守っ
てい
く

と
と
は
ま
す
ま
す
む
ず
か
し
ぐ
なっ

てい
と
う。

大
久
保
全
〈
同
感
で、
し
た
が

司
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
J
F

一
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
今
年
こ
そ 。一
括一

一
リl
委
員－
7
1ス
をご
指
名
く
だ
さい。

一一…別

F
E
E
E
E
B
E
－
E
E
E
E
E
E
B
E
E
t
E
LE
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っ
て、

覇権
条
項
で
も
め
てい
る
日
1

申・友
好
条
約
の
締
結
を
当
面、
急が

ない
と
と
が
肝
要
交？

、
守

中岨朝
日
中共
肉
声
明
に
覇
権
条

項
を
入
れ
て
L
まっ
た
の
は、

米中

共
肉
声
明に
は
い
っ
て
い －
た
か
ら

だ。
日
本の
外
務
省
は、
ア
メ
9
カ

も
入
れ
た
の
だ
か
ら
い
い
だ
ろ
う
と

安
易
K
入
れ
て
し
まっ
た。

し
か
し 、一
方
で
米ソムア
タ
シ
ト

外
交、
他
方
で
米
日
中の
連
携
を
と

れ
る
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
力
は
日
本

に
は
ない1

日
本は
対
米
追
随
外
交

を
や
め、
大
き
な
角
度
か
ら
アジ
ア

に
お
け
る
中ソ
対
立
の
動
向
を
見
き

わ
め、
主
体
的・
独
自
の，
条
件
の
な

か
で
外
交
を
考
え
てい
か
な
け
れ
ば

な
ら
ない
だ
ろ
う。

一
本
社
長
時
間
ど
う
も
あ
りが
と

う
ど
ざい
ま
し
た。

51, 週刊束縛経i斉

下出�sE·
I 東京リース株式会社

本社？車京舗港区新楓5-22・10俗同岡村町ピル内》
宮｛田）'31・却11（代｝
大阪支店：大阪市東区平野町2・34-3＜勧蝶ピル内〉
冒（田）剖3-21削｛代｝
名古里支店：名古置制作中村区米量町2-61伏車海ピル内〉
曾（師2）日S曲II（＇代｝
横浜支店：倒浜市西区北$卜糾ぐ天理ピル内〉
冒（刷5)31’ー引SI（代）
縄問宮集所：楠岡市14，区博，駅東z・5・mat•ピル内〉
宮｛悶2）・SI・島田｛代｝
広島世蝿所：広島市／＼T綱同・II�日本生命広島傭2ピル内〉
11(0822)21·銭円｛代｝
仙台嘗蝿所：仙台市ー番町3・1西側ー勧銀仙台ピル内〉
宮（田包）6Z－町引（代｝
札幌書量所：札幌市中央区北2阜商3<11:•ピル防
官｛刷f｝包卜5"33(/t)
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