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揺

れ

る

中

国

の
H

走

資

派

批

判
H

書軍
国
鎌の
首
相代
行
は
政
治
的
決
着がつ
か
な

い
状
況
で
の
妥
協
人
事、

事
務
蛮
り
級
い
約
な
ポ

ス
ト
に
就
任
し
たに
す
ぎ
ない
l！ソ
逮
科
単
ア

カ
デ
ミ
ー
の
招
待
に
よ
る毛
ス
ク
ワ
滞
在で
の
ソ

連
側
感
触
を
ふ
ま
え、

現
在、

事肩
書軍
・

北
京
商
大

学
で
吹
き
荒
れ
て
い
る
H
宙開
こ
の
変
革
H

と
も
い

うべ
き
郵
小
平
を
中心
と
し
た
「
走
資
派」
批
判

の
真
相、
そ
し
て
首
相代
行、
官軍
国
鈴の
去
就
ま

で
を、
出・
国
研
究の
第一
人
者に
ズパ
り
稚
園唱
し．

て
も
らっ
た・

け

－

周
恩
来
な
き
中
国
の

動
揺

い
ま
か
ら
三 、
四
年
前 、

故
周
恩
来
首
相
が
内

政
的
に
は
脱
文
革 、

対
外
的
に
は
「
国
家
外
交」

へ
の
転
換
を
は
か
つ
て
中
国
の
政
治
と
外
交
の
第

一
線
を
担
い 、

連
日
連
夜
ま
さ
に
粉
骨
砕
心
の
健

闘
ぶ
り
を
示
し
て
い
た
と
き 、

も
し
も
周
恩
来
が

毛
沢
東
主
席
に
先
立
っ
て
没
す
る
よ
う
な
こ
と
に

な
っ
た
ら 、
中
国
に
は
き
わ
め
て
不
幸
な 、
そ
し

て
困
難
な
事
態
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し・
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れ
な
い
と
書
い
た
こ
と
が
あ
るa
つ
ま
り 、

設
も

が
予
測
の
な
か
に
考
え
て
い‘
る
毛
沢
東
の
死
よ
り

も
周
恩
来
の
政
治
力
の
喪
失
の
方
が E
よ
り
重
大

な
結
果
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い 、
と
考
え
た

の
で
あ
っ
た 。
と
こ
ろ
が
や
が
て
実
際
に
周
恩
来

の
死
に
当
面
し
た
と
き ‘

私
自
身
は
む
し
ろ 、
当

面
の
中
国
内
政
に
は
大
き
な
変
動
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
展
望
し
た 。
そ
の
理
由
は 、
毛
沢
東
以

後
へ
の
重
大
な
歴
史
的
転
換
期
に
あ
る
中
国
に

は 、
一
時
的
に
は
激
動
が
あ
っ
て
も、
長
期
的、・
基

．“郵小平失脚” の意味するもの

本
的
に
は
そ
の
よ
う
な
移
行
期
を
順
調
に
経
過
し

よ
う
と
す
る
あ
る
径
の
政
治
的
凝
集
力
が
働
き 、

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な－
か
で 、

文
革
派 、

実
務

派 、

新
旧
実
権
派
と
い
うコ一
つ
の
グ
ル
ー

プ
が
錯

抗
し
つ
つ
も、

郷
小
平
を
頂
点
と
す
る
後
継
指
導

者
層
が
周
恩
来
な
き
中
国
の
政
治
的
空
白
を
す
で

に
祷
填
し
て
き
で
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ

た ・
私
は 、

郵
小
平
を
対
象
と
す
る
「
走
資
派」

ベ
の
批
判
が
激
発
し
て
い
る
今
日
で
も ‘

な
お
基

本
的
に
は
右
の
よ
う
な
展
望
に
立
っ
て
い
る。

た
だ 、

今
日

の
中
園
内
政
を
み
つ
め
て
い
る

と 、
政
治
動
向
の
客
観
的
考
察
を
不
必
要
に
す
る

ほ
ど
の
政
治
的
・

道
徳
的
返
行
現
象
が
表
面
化
し

て
い
る
よ
う
に
怠
わ
れ 、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で

は
い
か
な
る
論
理
的
分
析
も
有
効
性
を
も
た
な
い

の
か
も
し
れ
な
い 。
こ
の
よ
う
な
退
行
現
象
は 、

そ
も
そ
も
社
会
主
義
的
民
主
主
義
の
制
度
的
・

組

織
的
保
障
と
い
う
政
治
の
基
本
的
枠
組
を
無
視
し

て
き
た
毛
沢
東
政
治
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ

ろ
う
が 、
そ
れ
に
し
て
も、
一
連
の
動
き

の
な
か

に
毛
沢
東
夫
人
・

江
菅
女
史
の
影
が
見
え
か
く
れ

し
す
ぎ
る
の
は
否
め
な
い ・
い
よ
い
よ
中
国
は
毛

沢
東
家
父
長
体
制
の
最
後
の
と
ば
り
を
江
菅
女
史

に
よ
っ
て
お
ろ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か 。
こ

の
点
で
は
や
は
り
周
恩
来
な
き
中
国
の
致
治
的
空

白
が
最
近
の
動
き
を
誘
っ
た
こ
と
は
誰
の
自
に
も

明
ら
か
だ
が 、
そ
の
動
揺
は
周
恩
来
の
指
潜
カ
・

調
整
能
力
の
欠
在
が
招
い
た
と
い
う
よ
り
は 、
周

恩
来
の
死
に
伴
う
政
治
的
ポ
ス
ト

の
空
白
へ
向
け

て
角
逐
す
る
党
内
の
状
況
が
そ
の
ま
ま
流
れ
こ
ん

だ
結
果
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る＠

こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ち
す
れ
ば 、

事十
国
鋒
の
首

相
代
行
は 、

政
治
的
決
着
が
つ
か
な
い
状
況
で
の

妥
協
の
人
事
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
白
で
あ
る。

し

か
も
肇
国
鋒
自
身
は
当
面
の
焦
点
に
存
在
し
な
か

っ
た
二
次
的
リ
ー
ダ
ー

で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
代
行

に
な
り
得
た
よ
う
な
気
が
す
る。
筆
間間
後
は
一
種

の
「
事
務
取
り
扱
い
」

的
な
ポ
ス
ト
に
就
任
し
た

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り、

こ
れ
を
も
っ
て
毛
沢
東

後
継
者
へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
入
手
し
た
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う。

も
と
よ
り
「
事
務
取
り
扱
い
」

が
や
が
て
本
命
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
ょ
う 。
当

面 、
行
政一
の
衝
に
当
た
る
撃
国
鋒
が 、

そ
の
有
利

な
実
務
的
条
件
を
利
用
し
て 、

名
実
と
も
に
首
相

の
地
位
を
担
う
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い 。

た
だ 、
そ
う
な
る
ま
で
に
は 、
ま
だ
ま
だ
事
態
は

揺
れ
動
く
で
あ
ろ
う 。
と
も
あ
れ 、

最
近
の
中
園

内
政
の
混
迷
を
亡
き
周
回応
来
は
さ
ぞ
か
し
深
い
憂

慮
を
も
っ
て
眺
め
て
い
る
に
ち
が
い
な
い 。

「
走
資
派
」

批
判
の
意
味

そ
れ
に
し
て
も、
周
恩
来
の
葬
儀
が
盛
大
に
お

こ
な
わ
れ
た
直
後
か
ら 、

急
嘩革 、
清
華
大
学
や
北

京
大
学
の
大
字
報
を
中
心
に 、
い
わ
ゆ
る
「
走
資

派」
批
判
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
巻
き
あ
が
っ
た
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か ・
も
と
よ
り 、

今
日

の
中
国

に
は
建
国
後一
貫
し
て
党
内
闘
争
H

路
線
闘
争
が

存
在
し
て
き
た
し 、

と
く
に
文
化
大
革
命
以
後
に

は 、

林
彪
異
変
と
い
う
深
刻
な
事
態
を
経
過
し
た

の
で
あ
る
が 、
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

十
全
大
会

内一
九
七一二
年
夏V
以
降
も、
つ
ね
に
「
潮
流」
と

「
反
潮
流」
が
内
部
で
衝
突
し 、
き
か
ま
い
て
い

た 。
こ
の
場
合 、
「
潮
流」
と
は
文
化
大
革
命
を

脱
文
世帯
（
郷
小
平
に
象
徴
さ
れ
る
旧
幹
部
の
大
量

復
権
を
ふ
て
む）
の
方
向
へ
志
向
さ
せ
る
流
れ
で

あ
り 、
む
じ
ろ
そ
の
流
れ
の
方
が
奔
流
と
な
り
つ

つ
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て 、
こ
れ
に
た
い
す
る
「
反

潮
流」
が
鼓
吹
さ
れ 、

「
反
潮
流」
こ
そ
革
命
的

で
あ
り 、

文
化
大
革
命
の
継
続
で
あ
る
と
さ
れ
た
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の
で
あ
っ
た 。
従
っ
て 、
十
全
大
会
後
の
「
批
林

批
孔」 ．
運
動 、

昨
夏
以
来
の
「
水
務
伝」
批
判 、

昨
秩
来
の
教
育

革命
論
争
な
ど
は 、
い
ず
れ
も
こ

の
よ
ろ
な
「
反
潮
流」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
ほ
か
な

ら
な
い 。

し
か
も、

こ
の
「
潮
流」
と
「
反
潮

流」
と

の
角
逐
は 、
こ
れ
ま
で
つ
い
に
決
着
が
つ

か
ず
に 、
一
連
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
い
ず
れ
も
妥

協
的
に
終
熔
し
て
含
た
だ
け
に 、

「
反
潮
流」
を

鼓
吹
す
る
側
は
次
々
に
新
し
い
闘
争
材
料
を
探
し

て
き
て
は 、

反
撃
を
継
続
し
て
き
た
の
で
あ
っ

た ・と
こ
ろ
で
今
回
の
「
反
潮
流」
運
動
は
「
走
資

派」
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る。
「
走
資
派」

と
は 、
か
つ
て
文
化
大
革
命
の
時
期
に
劉
少
奇
や

郵
小
平
ら
が
「
資
本
主
義
の
道
を
歩
む
当
権
派

〈
実
権
派）」
だ
と
非
難
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る

レ
ッ

テ
ル
で
あ
り 、
。
8
5－
5
m
g島市町田
と
訳

さ
れ
る。

も
と
よ
り 、

劉
少
奇
に
し
て
も
都
小
平

に
し
て
も
中
国
に
資
本
主
義
を
復
活
さ
せ
よ
う
と

・本
気
で
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が 、
こ
の
よ

う
な
決
定
的
な
断
罪
の
表
現
を
冠
せ
ね
ば
な
ら
な

い
ほ
ど ‘
「
潮
流」
の
潜
在
力
は
大
き
い
と
い
え

よ
う 。

去
る
三
月
十
日
付
の
『
人
民
日
報』
は
「
巻
き

返
し
は 、

人
心
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い」
と

題
す
る
社
説
を
か
か
げ
て ‘

「
今
回
の
巻
き
返
し

は
党
内
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
階
級
が
挑
発
し
た
も
の
で

あ
り 、

文
化
大
革
命
と
そ
の
後
の
各
分
野
の
成
果

を
否
定
し 、

毛
沢
東
主
席
と
そ
の
路
線 、
そ
し
て

人
民
に
ホ
コ
先
を
向
け
た
組
織
的
な
攻
懇
だ
っ

た」
と
述
べ
て
い
る。
こ
の
『
人
民
日
報』
社
説

は 、

文
革
否
定
の
「
潮
流」
が
い
か
に
根
強
く
組

織
的
に
潜
在
し
て
い
る
か
を
自
ら
物
語
っ
て
お

り 、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
潮
流」
に
よ
っ
て
文

革
路
線
は
巻
き
返
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
精一
亦

，
し
て
い
る。

今
日

の
「
走
資
派」
批
判
は
清
華
大
学
や
北
京

大
学
の
大
字
報
を
中
心
と
し 、
や
が
て
町
人
民
日

報』
な
ど

の
メ
デ
ィ

ア
に
お
い
て
も
点
火
さ
れ
は

し
た
も
の
の、

町山
小
平
ら

の
「
走
資
派」
が
一
挙

に
失
墜
す
る
も
の
か
ど
う
か 、

依
然
と
し
て
状
況

は
腰
若
し 、

括
抗
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る。

表
面
的
に
は 、

「
走
資
派」
批
判
が
激
発
し
て
は

い
る
も
の
の、

そ
れ
は
依
然
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
－
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

の
域
を
出
て
は
い
な
い 。

「
走
資
派」
の
側
は 、
む
し
ろ
行
政
機
構
内
部
や

...郵小平失脚” の意味するもの

批
判
は 、

批
判
す
る
側
の
防
衛
的
な
攻
撃
だ
と
も

い
え
る
の
で
あ
り 、
こ
こ
に
今
回
の
事
態
の
本
質

が
あ
る
よ
う
に
思
う 。

そ
れ
に
し
て
も、
周
恩
来
の
葬
儀
が
終
わ
っ
た

賞
後
か
ら 、
「
走
資
派」
批
判
が
活
発
化
し
た
こ
と

は 、
あ
ま
り
に
も
見
え
す
い
た
ド
ラ
マ
で
は
な
い

か ・
周
恩
来
と
い
う
巨
大
な
宰
相
の
死
を
悼
む
論

文
や
追
悼
記
事
お
い
し
は
周
恩
来
の
治
績
に
ち
な

ん
だ
論
文
や
記
事
が
本
来
な
ら
二 、
＝一
か
月
に
わ

た
っ
て
掲
載
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
の
に 、

そ

れ
ら

の
論
文
や
記
事
の
か
わ
り
に
「
走
資
派」
批

判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
し
か
も、

確

実
な
情
報
に
よ
る
と 、一
天
安
門
前
広
場
の
革
命
英

雄
記
念
碑
の
と
こ
ろ
に
全
国
各
地
か
ら
相
次
い
だ

周
恩
来
へ
の
獣
花
は 、
去
る
二
月
十
九
日
以
来 、

－霊室霊園

智ら

一
切
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う 。
今

日 、

「
党
内
の
あ
の
悔
い
改
め
な
い
実
権
派」
と

し
て
糾
弾
さ
れ
て
い
る
叡
小
平
の
主
要
な
H

罪

状H
が
昨
年
後
半
以
降
の
周
恩
来
を
代
行
し
て
い

た
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う

に 、

「
走
資
派」
と
周
恩
来
路
線
と

の
関
連
は
ほ

ぼ
明
白
に
な
っ
た
が 、

そ
iれ
に
加
え
て 、
周
恩
来

批
判
の
大
字
報
が
広
州
に
出
現
し
た
と
い
う
ニ
ュ

ー
ス
ハ一一
月一
二
十
九
日
者
港
H

時
事
A
F
pu
を
考
慮

す
れ
ば 、
や
は
り
周
恩
来
路
線
へ
の
批
判
も
合
意

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う 。

い
ず
れ
に
せ
よ 、
冠
婚
葬
祭
に
き
わ
め
て
敏
感

な
中
国
人
の
意
識
構
造
の
な
か
で 、
世
紀
の
宰
相

・
周
恩
来
の
葬
儀
に
際
し 、
そ
の
弔
辞
を
郵
小
平

が
読
ん
だ
事
実
が
も
っ
意
味
は
絶
大
で
あ
っ
た 。

末
端
の
生
産
点
に
潜
在
的
な
支
持
基
盤
を
保
持
し

て
い
る
が
ゆ
え
に 、

嵐
の
過
ぎ
去
る
の
を
じ
っ
と

耐
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る。
し
か
も、

中

国
を
と
り
ま
く
客
観
的
諸
条
件
を
考
慮
す
れ
ば 、

た
と
え
ば
工
業
化
の
課
題
や
農
業
の
近
代
化
（
機

械
化 、
化
学
肥
料
の
普
及
な
ど）
と
い
っ
た
当
面

の
昏
要
な
諮
問
題
を
と
っ
て
み
た
と
き J
中
国
に

と
っ
て
必
要
な
の
は
郡
小
平
が
示
し
て
い
る
よ
う

な
リ
ア
リ
ス
ト

党
官
僚
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
だ
と

も
思
わ
れ
（
こ
れ
ら

の
点
に
つ
い
て
は 、
本
誌
三

月
号
の
銀
小
平
未
公
開
演
説 、

参
照） 、
こ
こ
に

「
走
資
派」
の
潜
在
力
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

‘
、LV
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こ
の
よ
う
な
状
況
は 、

毛
沢
東
以
後
の
中
聞
を

目
前
に
し
つ
つ
あ
る
文
革
派
に
と
っ
て
む
し
ろ
深

4

刻
な
危
機
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る。
こ
こ
に

今
回
の
「
走
資
派」
批
判
の
重
大
な
背
景
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ 、

も
し
も
文
革
派
が
安
定
し
た

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
保
持
し
て
い
る
の
な
ら 、
周

恩
来
の
死
の
直
後
の「
走
資
派」
批
判
と
い
う 、

あ

ま
り
に
も
見
え
す
い
た 、

対
外
的
イ
メ
ー
ジ
の
う

え
で
も
損
失
の
多
い
急
旋
回
を
す
る
必
要
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う 。

従
っ
て 、

考
回
の
「
走
資
E

i－－－

－、

、守r
し
か
も
郵
小
平
の
弔
辞
は
周
思
来
を
哀
悼
し
つ
つ

も、
中
国
革
命
の
経
過
を
周
恩
来
の
事
綾
に
照
し

て
回
顧
し 、

総
括
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ

け
に 、
こ
う
し
て
郵
小
平
が
葬
儀
含
し
め
く
く
っ

た
こ
と
を 、

文
革
派
は
ど
ん
な
気
持
で
な
が
め
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か 。

も
し
も
毛
沢
東
が
近
い
将

来
に
没
し
た
な
ら 、
や
は
り
同
様
に
鄭
小
平
が
弔

辞
を
読
む
の
で
は
な
い
か
と 、

彼
ら
は
反
射
的
に

考
え
た
と
し
て
も、
当
然
で
あ
る。
そ
の
よ
う
に

想
定
し
得
る
状
況
が
存
在
し
た
が
ゆ
え
に 、

急

逮 、

「
走
資
派」
批
判
に
火
が
点
さ
れ
た
と
い
え

な
い
だ
ろ
う
か 。

郵
小
平
批
判
の

性
格

そ
も
そ
も
中
国
に
お
け
る
路
線
問
争
と
は
な
に

新

の

共

産

党

研

究
朝

日

新

聞

編

集

委

員

鈴

木

卓

郎

共
産
党
ス
パ
イ
査
問
事
件
は

流
血
の
リ
ン
チ
事
件
か

あ
る
い
は
特
高
脅
祭
の
デ
y
千
上
げ
に
よ
る
も
の
で

共
産
党
の

輝
か
し
い
反
戦
闘
争
だ
っ
た
の
か
。

共
産

党
の
仮
面
と
素
顔
に
関
心
が
注
が
れ
て
い
る
今
日
、

第
一

線
の

専
門
記
者
が
公
正
な
視
野
か
ら
共
産
党
を

解
剖
す
る
注
目
の
舎

四
六
判

9
5
0
同

一
寸
削

経済往来社
〒：60 �＇京都奪青山1＜問符4円JI
II：作�＇有1 129521 .. t:.lf. ( 357) 0811 
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か・

文
化
大
革
命
は．

い
う
ま
で
も
な
く
毛
沢
東

政
治
の
典
型
と
し
て
の
「
党
内
闘
争
の
大
阜県
運
動

化」

と
い
う
政
治
バ
タ
l
γ
の
極
限
的
な
形
態
で

匂

あ
っ
た
が．
－

一般
に
路
線
開
争
は
き
わ
め
て
根
強

い
権
力
闘
争
的
性
絡
を
も
ち
な
が
ら
も、

同
時
に

い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
社
会
の
建
設
方
針
や
対
外
政

策
を
め
ぐ
る
政
策
論
争
的
な
色
彩
を
付
加
さ
せ
て

い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
．

あ
る
い
は、

党
内

の
権
力
闘
争
を
政
策
論
争
に
よ
っ
て
カ
ム
フ
ラ
ー

ジ
ュ
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う。

と
の
よ
う
な
路
線
闘
争
は
一

般
に
「
穏
歩」

と

「
急
進」

の
対
立
な
い
し
は
「
紅
」

と
「

甫さ

の

対
立
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り、

具

体
的
に
は
「
政
治
第

こ

か
「
物
質
的
刺
戟」

か、

「
階
級
闘
争
重
視」

か
「
経
済
建
設
重
視」

か
と
い
っ
た
問
題
と
し
て
存
在
し
て
き
た
の
で
あ

っ
た・
、

今
回
の
郵
小
平
批
判
は、

そ
の
端
緒
と
本
質
に

お
い
て
は
明
ら
か
に』
「
毛
沢
東
以
後」

の
指
導
権

を
め
ぐ
る
党
内
の
権
力
闘
争
で

あ
り、

し
か
も

「
毛
沢
東
以
後』
へ
の
不
安
を
内
在
し
て
い
る
文

革
派
が
発
動
し
た
も
の
で
は
あ
る
が、

や
は
り
政

策
論
争
が
そ
こ
に
付
加
さ
れ
て
郵
小
乎
の
社
会
主

義
路
線げ
か
「
資
本
主
義
の

道
を
歩
む」

も
の、

「
翻
案
と
後
間叶」

〈
脱
文
革
の
ま
き
か
え
む
と
沼

実
権
派
の
復
活）

を
た
く
ら
む
も
の
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る＠

す
で
に
新
聞
紙
上
で
も
報
道
さ
れ

て
い
る
と
お
り、

郵
小
平
は
毛
沢
東
の
H
三
項
目

指
示
を
要
と
す
る
H

と
い
い
な
が
ら
「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
独
裁
理
論
学
習」、

「
国
民
経
済
の

発
展」、

「
安
定
団
結」

の
三
つ
の
指
示
を
並
列
化
し、
「
階

級
闘
争
が
す
べ
て
の
も
の
の
大
綱
で
あ
る
」

と
い

う
毛
主
席
の
指
示
に
そ
む
い
て
「
文
化
大
革
命
の

諸
決
定
を
く
つ
が
え
し、

文
化
大
革
命
の
仇
討
ち

を
し
よ
う
と
し
た
」

と
非
難
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
・

ハ
『
人
民
日
報
』
一

九
七
六
年
二
月
二
十
九
日
付
の

梁
効
・

任
明
署
名
論
文
「
H一
ニ
つ
の

指

示
を

要
と

す

る
U
を
評
す」
ほ
か〉。

数
多
い
郡
小
平
批
判
の
な

か
の
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は、

昨
年
一

月
の
全

国
人
民
代
表
大
会
で
打
ち
出
さ
れ
た
経
済
建
設
重

視
の
方
針
に
か
ん
が
み、

鄭
小
平
は
工
業、

農

業、

国
防、

科
学
技
術
の
「
四
つ
の
近
代
化」

を

急
ぎ、

毛
沢
東
の
革
命
路
線
に
そ
む
い
た
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る＠

こ
の
よ
う
な
探
小
平
の
立

場
に
つ
い
て
は、

私
が
本
誌
三
月
号

（
一
九
七
六

年U

で
努
小
平
の
未
公
開
講
話
を
紹
介
し
た

際

に、

き
わ
め
て
堅
実
か
つ
慎
重
な
H
革
命
官
僚
H

的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
だ
と
し
て
評
し、

別
の
論

文
で
は
「
六
0
年
代
前
半
の
経
済
調
整
期
に
『
鼠

を
と
る
な
ら
黒
猫
で
も
白
猫
で
も
い
い
』

と
発
言

し
て
批
判
さ
れ
た
彼
が、

最
近
も
こ
の
言
葉
を
繰

り
返
し
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に、

経
済

活
動
に
つ
い
て
も
き
わ
め
て
P
ア
ル
な
客
観
的
認

識
を
も
っ
て
い
る」

と
述
べ
た
の
で
あ
る
が
門
拙

稿
「『
新
太
平
洋
ド
グ
ト
P
ン
』

左
中
ソ
冷
戦
、

『
中

央
公
論』
一
九
七
六
年一一一
月
号
可

こ
の
よ
う
な
り
ア

リ
ズ
ム
こ
そ、

「
喰
生
産
力
論」、
「
経
済
台
風」

「
業
務
台
風」、
「
利
論
第

ご

な
ど
の
「
修
正
主

義
的
綱
領」

だ
と
し
て
激
し
く
非
難
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る。

し
か
し
中
国
が
今
日
解
決
を
迫
ら
れ

て
い
る
内
外
の
諸
課
題
を
冷
静
に
分
析
す
れ
ば、

国
内
の
工
業
化、

農
業
の
機
械
化、

国
防
・

科
学

技
術
の
近
代
化
を
中
心
と
す
る
近
代
的
な
経
済
体

系
の
整
備
・
建
設
の
方
向

li
こ
の
よ
う
な
方
向

に
向
け
て
周
恩
来
指
導
型
の
内
外
政
策
の
歴
史
的

転
換
が
七
0
年
代
前
半
に
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た

ーー
こ
そ、

中
国
に
と
っ
て
も
は
や
後
戻
り
の

で
き
な
い
社
会
的
・

国
家
的
要
務
だ
と
思
わ
れ
る

だ
け
に、

罰則
小
平
批
判
の
罪
状
の
な
か
か
ら、

多
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く
の
大
衆
は、

む
じ
ろ
際
小
平
の
主
張
の
妥
当
性

を
こ
そ
読
み
と
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

こ
こ
に

もι

文
革
派
の
潜
在
的
危
機
感
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い・ソ

連
は
ど
う
見
て
い

る
か

今
日
の
深
刻
な
中
ソ
対
立
の
な
か
で、

毛
沢
東

以
後
へ
の
不
安
を
残
す
中
国
に
た
い
し、

ソ
速
が

き
わ
め
て
大
き
な
注
目
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
む
な
い・

今
日
の
中
国
の
事
態
の
貧
伝
を

あ
げ
て
「
毛
沢
東
一

派」

の
仕
業
と
見
倣
ず
ソ
連

と
し
て、

周
恩
来
路
線
や
町田
小
平
の
立
場
を
評
価

し
よ
う
と
す
る
の
も
ま
た
当
然
で
あ
ろ
う・

こ
の

よ
う
な
一

般
的
背
景
の

な
か
で、

た
と
え
ば、

い

「
ソ
連
政
府
は
一

月
下
旬、

北
京
の
ソ
連
大
使
館

－

司、

を
通
じ
中
国
政
府
に
抗
議
文
を
手
渡
し
た
と
伝
え

味

ら
れ
て
い
る
が、

そ
の
内
容
は
『
中
国
は
国
際
鉾

時

台
や
園
内
で
反
ソ
攻
撃
を
繰
り
返
し
て
い
る
が、

r

こ
れ
は
直
ち
に
や
め
る
べ
き
だ。

な
お
続
け
る
な

失

ら、

今
後
起
こ
る
こ
と
の
責
任
は、

す
べ
て
中
国

押

側
に
あ
る
』

と、

か
な
り
強
い
調
子
の
も
の
だ
っ

官

七
と
い
わ
れ
る。

こ
の
抗
議
の
時
期
と
内
容
な
ど

．

か
ら
み
る
と、

ソ
速
が、

首
相
後
継
者
選
び
が
ギ

り
ギ
り
の
と
こ
ろ
に
き
て
い
る
と
判
断
し、

郵
副

首
相
を
筆
頭
と
す
る
実
務
派
に
と
っ
て
事
態
が
有

利
に
展
開
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
と
も
み
ら

れ
る
」

Q
靭
日
新
開』
一
九
七
六
年
二
月
十
八
日
M

と

い
う
よ
う
な
観
測
も
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た・

私
は
た
ま
た
ま、

中
国
で
「
走
資
派」
批
判
が
巻

き
起
こ
っ
た
二
月
中
2
下
旬
の
二
週
間、

ソ
連
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
招
待
で
モ
ス
ク
ワ
に
滞
在
し、

も
っ
ぱ
ら
中
国
問
題
を
ソ
速
の
学
者
と
論
議
す
る

機
会
を
得
た。

東
洋
学
研
究
所、

極
東
研
究
所、

社
会
科
学
学
術
情
報
研
究
所
な
ど
科
学
ア
カ
デ
ミ

ー
の
主
要
な
中
国
研
究
機
関
で
の
講
演
の
ほ
か、

連
日、

各
研
究
所
・

大
学
の
研
究
者
と
の
意
見
交

換
論
争
に
あ
け
く
れ
た。

今
回
の
そ
ス
グ
ワ
滞
在
で
は、

ま
た
中
ソ
関
係

史
の
第
一

人
者
で
あ
る
と
同
時
に、

グ
ロ
ム
イ
弓

外
相
の
す
ぐ
下
で
中
国
政
策
を
立
案
し
て
い
る
カ

l
ピ
ツ
ア
・
ソ
連
外
務
省
極
東
第
一

部
長
（
一

九

六
九
年
の
北
京
空
港
に
お
け
る
歴
史
的
な
周
恩
来

．
コ
ス
イ
ギ
γ
会
談
に
同
席
し
て
い
る）

や
孫
文

研
究
で
知
ら
れ
ソ
連
外
務
省
顧
問
と
し
て
史
料
調

査
局
長
も
兼
ね
て
い
る
チ
フ
ピ
ン
ス

キ
l
教
授

（
周
恩
来
日
コ
ス
イ
ギ
ン
会
談
の
の
ち
に
実
現
し

た
一

九
六
九
年
の
中
ソ
霞
境
会
談
に
参
加）

ら、

中
国
政
策
の
第
一

線
に
立
っ
て
い
る
人
び
と
と
も

長
時
間
に
わ
た
っ
て
会
談
す
る
こ
と
が
で
き
た・

こ
の
よ
う
な
交
流
を
通
じ
て
私
が
得
た
印
象
と
し

て
は、

少
な
く
と
も
ソ
速
の
党
・

政
府
機
関
に
近

い
人
び
と
の
中
国
情
勢
に
つ
い
て
の
見
方
は、I
当

面、

上
海
グ
ル
ー
プ
が
毛
沢
東
の
衣
鉢
を
か
つ
い

で
勢
力
を
得
る
だ
ろ
う
と
見
倣
し、

褒
春
橋
を
や

は
り
文
革
派
に
位
置
づ
け
て
注
目
し
て
い
る
こ
と

で
あ
っ
た・

カ
l
ピ
ツ
ア
氏
は、

郵
小
平
ら
が
一

種
の
集
団
指
摘噌
に
よ
っ
て
後
継
体
制
を
担
う
可
能

性
を
絶
対
的
に
否
定
し、

後
継
体
制
は
「
ワ
ン
マ

ン
、

プ
ラ
ス
集
団
指
導」

だ
と
い
っ
て、

そ
の
ヲ

γ
マ
γ
は
上
海
グ
ル
ー
プ
か
ら
出
る
だ
ろ
う
と
主

袈
し
た。

首
梅
代
行
の
撃
国
鋒
も
こ
の
グ
ル
ー
プ

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が、

挙
国
鋒
よ
り
も
や

は
り
張
春
橋
に
注
目
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た。

従
っ
て、

こ
の
よ
う
な
展
望
に
お
い
て
は
中
ソ
関

係
が
当
面
改
善
さ
れ
る
と
は
い
さ
さ
か
も
見
な
さ

ず）

昨
年
末
ハ
十
二
月
二
十
七
日〉

の
中
国
に
よ
る

ソ
速
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
要
員
釈
放
事
件
（
中
国
側

は、

従
来
の
ス
バ
イ
容
疑
を
訂
正
し、

そ
の
う
え

釈
放
に
際
し
て
は
彼
ら
を
招
宴
し
た）

も、

中
ソ
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和
解
へ
の
シ
グ
ナ
ル
ど
こ
ろ
か、

ソ
速
の
一

貫
し

た
正
し
い
政
策
の
結
果、

つ
い
に
中
国
が
折
れ
て

き
た
の
に
す
ぎ
ず、

中
国
が
西
側
諸
国
へ
の
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
の
た
め
に、

こ
の
事
件
を
利
用
し
た
の

だ
と
み
な
し
て
い
る。

も
っ
と
も、

東
洋
学
研
究
所
な
ど
の
学
者
サ
イ

ド
に
は、

以
上
の
よ
う
な
見
方
と
は
ト
l
ン
が
異

な
っ
て、

長
期
的
に
は
実
務
派
が
優
位
に
立
ち、

そ
の
場
合
に
は
中
ソ
関
係
に
も
一

定
の
改
善
が
あ

り
得
る
と
展
望
す
る
人
び
と
も
多
か
っ
た
よ
う
に

思
う．た

だ、

当
面
毛
沢
東
以
後
へ
向
け
て
中
国
の
党

内
問
争
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
す
る
で
あ
ろ
う
し、

今
日
の
党
内
関
争
は
同
時
に
中
国
の
社
会
的
・

政

治
的
矛
盾
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
ソ
連
の

人
た
ち
の
す
べ
て
が
一

致
し
て
い
た＠

「
走
資
派
」

批
判
の
ゆ
く
え

私
は
モ
ス
ク
ワ
か
ら
の
帰
途、

テ
ヘ
ラ
ン
を
経

由
し、

香
港
に
も
立
ち
寄
っ
た。

さ
す
が
香
港
だ

け
あ
っ
て、

書
店
や
街
頭
で
は
は
や
く
も
筆
国
鋒

を
め
ぐ
る
内
幕
物
の
小
冊
子、

手
早
く
も
前
小
平

を
徐
外
し
た
新
し
い
権
力
者
群
に
か
ん
す
る
小
冊

正論

時

効

は

子
な
ど
が
派
手
に
売
ら
れ
て
い
た。

今
回、

華
国

鋒
の
首
相
代
行
就
任
を
最
初
に
伝
え
た
の
は
香
港

の
中
立
右
派
系
紙
『
明
報
』

で
あ
り、

中
閣
は
最

近、

内
部
情
報
を
意
識
的
に
香
港
の
非
中
国
系
紙

に
流
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て、

香

港
の
観
測
家
た
ち
は、

こ
の
と
こ
ろ
い
さ
さ
か
奥

密
気
味
で
あ
る。

し
か
し、

香
港
の
権
威
筋
は、

文
革
特
に
比
較
し
て、

今
回
の
「
走
資
派」

批
判

は
そ
の
根
深
さ
と
鉱
が
り
に
お
い
て
限
定
さ
れ
て

い
る
と
見
て
お
り、

こ
の
ま
ま
「
走
資
派」

が
根

こ
そ
ぎ
打
倒
さ
れ
る
と
は
見
て
い
な
い
よ
う
で
あ

っ
た。

デ
ル
部
隊
で
あ
る。

む
し
ろ、

人
民
解
放
軍
総
参
謀
長
を
も
兼
務
す

る
こ
と
に
な
っ
た
慾
小
平
の

箪
内
で
の

影
響
力

は、

旧
第
二
野
戦
寧
（
郷
小
平
は
第
二
野
戦
寧
の

政
治
委
員
で
あ
っ
た〉

系
統
の
軍
人
の
台
頭
と
い

う
林
彪
異
変
以
後
の
状
況
に
回附
し
て、

少
な
く
と

も
上
海
グ
ル
ー
プ
よ
り
は
大
き
い
と
思
わ
れ、

し

か
も、

林
彪
異
変
と
い
う
教
訓
を
得
た
寧
が、

今

日
の
路
線
翻
争
に
安
易
に
介
入
す
る
と
は
恩
わ
れ

な
しこ

の
あ
た
り
に
も
「
走
資
派」

の
潜
在
カ
が
あ

る
の
だ
と
し
た
ら、

事
態
は
ま
だ
当
分
修
着
状
態

を
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う。

た
と
え
郵
小
平
が
失
墜

ド

し
て
も、

毛
沢
東
以
後
の
時
期
に
お
け
る
再
復
権

も
考
え
ら
れ
よ
う＠
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た
し
か
に
今
回
の
事
態
を
冷
静
に

見
つ

め
る

と、

や
は
り
主
要
な
舞
台
は、

大
学
の
大
字
報、

『
人
民
日
報』

ほ
か
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ

り、

運
動
が
全
中
国
的
な
拡
大
を
み
せ
て
い
る
と

果
た
し
て
三
月
十
一

日
の
共
同
電
は、

郵
小
平

は
恩
わ
れ
な
い
。

、

が
深
夜、

清
華
大
学
を
訪
れ
て
自
ら
大
字
報
を
読

二
月
二
十
七
日
の
新
華
社
電
は
農
村
で
も
「
走

ん
だ、

と
の
情
報
を
伝
え
た。

こ
の
情
報
が
事
実

資
派」

批
判
が
展
開
さ
れ
た
と
し
て
山
西
省
大
築

な
ら、

状
況
は
文
化
大
革
命
当
時
と
は
大
き
く

田六

大
隊
の
例
を
伝
え
て
い
た
が、

こ
こ
は
周
知
の
全

な
っ
て
い
る。

国
農
業
模
範
地
区
で
あ
る。

人
民
解
放
軍
で
は、

郵
小
平
は
果
た
し
て
失
脚
す
る
の
で

あ
ろ
う

溶
陽
部
隊
の
例
が
報
じ
ら
れ
た
が
ハ
北
京
放
送、
＝一

か．

ま
だ
ま
だ
早
急
な
結
論
は
く
だ
せ
な
い
よ
う

月
五
日v、

こ
こ
も
人
民
英
雄
・
宮
鋒
を
生
ん
だ
モ

に
私
は
思
う・

免

罪

符

で

は

な

し
、

議佐さ
5藤；

；欣：
E子こ

H

や

り

得
H

を

許

す

な

こ

と

は

困

難

で

あ

っ

た

。

第

一

審

裁

判

所

は

本

人

の

自

由

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

彼

に

無

罪

を

言

渡

し

た

。

し

か

し

控

訴

審

は

第

一

審

の

判

決

を

く

つ

が

え

し

、

死

刑

を

宣

告

し

た

。

死

の

直

前

ま

で

書

き

続

け

ら

れ

た

彼

の

手

記

は

ア

J

メ

り

カ

の

宣

教

師

の

手

に

よ

っ

て

英

訳

さ

れ

，

司

刑

務

所

の

ジ

早

ン

ト

ル

マ

ン

』

と

し

て

、

世

界

に

紹

介

さ

れ

た

。

そ

の

中

で

藤

吉

は

裁

判

に

つ

い

て

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

「

控

訴

審

で

私

は

全

く

公

正

な

裁

判

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

＠

そ

れ

は

無

実

の

者

を

死

刑

か

ら

救

っ

た

ば

か

り

で

な

く

、

私

の

魂

も

救

っ

て

く

れ

た

の

で

す

」

ひ

と

た

び

犯

罪

が

犯

さ

れ

れ

ば

、

国

家

の

刑

罰

権

が

発

生

す

る

。

犯

人

に

な

ぜ

刑

罰

を

科

す

る

の

か

、

つ

ま

り

刑

罰

の

目

的

や

本

質

に

関

し

て

は

、

周

知

の

よ

う

に

さ

ま

ざ

ま

な

議

論

が

あ

る

。

ま

た

刑

罰

－

正

義

感

情

を

崩

す

大

正

七

年

八

月

十

七

日

、

一

人

の

殺

人

犯

が

刑

場

の

露

と

消

え

い

た

。

石

井

藤

吉

。

享

年

四

十

七

歳

で

あ

っ

た

。

彼

は

、

も

し

自

分

の

比

犯

し

た

犯

罪

の

た

め

に

無

実

の

男

が

処

刑

さ

れ

る

事

態

を

黙

っ

て

眺

1
－

 

狩

め

て

い

る

こ

と

が

で

き

た

な

ら

ば

、

生

き

て

い

る

こ

と

も

で

き

た

。

僻

犯

罪

に

始

ま

り

犯

罪

に

終

っ

た

生

涯

の

ほ

ぼ

半

ば

を

彼

は

刑

務

所

で

拠

過

し

た

。

た

ま

た

ま

、

「

鈴

ケ

森

お

春

殺

し

」

の

犯

人

と

し

て

お

春

時

の

情

夫

が

捕

ま

り

、

死

刑

を

宣

告

さ

れ

た

こ

と

を

耳

に

し

た

の

も

、

肝

彼

が

窃

盗

の

嫌

疑

で

警

察

に

留

置

さ

れ

て

い

た

と

き

の

こ

と

で

あ

っ

藤

た

。

－

「
そ
れ
は 、

私

の

や

っ

た

こ

と

だ

」

と

い

う

彼

の

自

白

を

裏

付

け

る
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