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毛

沢

東

時

代

へ

事1

町、

’ 

め
て
大
き
か
っ
た
直
後
の
毛
沢
東
の
死
と
い
う
こ
と

に
み
っ
た 。

し
か
も 、

七
月
下
旬
の
河
北
大
地
震

は 、
寸

人
が
天
に
勝
つ
」
こ
と
を
教
え
ら
れ 、
「

戦
争

に
備
え 、

災
害
に
備
え 、

人
民
の
や～
め
に
L
と
の
ス

ロ
ー

ガ
ン
で
鍛
え
ら
れ
て
き
た
は
ず
の
中
国
社
会
に

大
き
な

グ
地
震
パ
ニ
ッ
ク
4

を
巻
き
起
こ
し 、

そ
の

被
災
状
況
さ
え
一
河川
公
表
し

得
な
い
ほ
ど
の
損
害
を

も
た
ら
し
た
の
み
な
ら
ず 、

中
国
民
衆
に
寸

毛
沢
東

思
想」
の
有
効
性
へ
の
深
い
疑
念
を
か
き
た
て
た
ば

か
り
で
あ
っ
た 。

異
例
の
外
国
人
退
去
勧
告
な
ど

ー

も 、

こ
の
よ
う
な
中
国
社
会
内
部
の
亀
裂
を
外
部
世

界
に
さ
ら
け
だ
し
た
く
な
い
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

し 、

た
と
え
ば
中
国
当
局
が 、

ソ
連
の
原
爆
攻
撃
に

も
耐
え
る
と
誇
示
し
て
外
国
要
人
に
は
必
ず
見
せ
て

い
た
北
京
の
地
不
壕
な
ど
も
）

河
北
大
地
震
以
後 、

そ
こ
を
案
内
さ
れ
た
外
資
は
な
い
は
ず
で
あ
る 。

も

と
よ
り 、

す
で
に
報
ぜ
ら
れ
た
よ
う
に 、
「

抗
震
救

災」

活
動
に
お
け
る
華
国
鉾
首
相
の

役割
り
や
人
民

ー
解
放
軍
の
活
動
ぶ
り
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ

た 。

だ
が
同
時
に 、

今
回
の
河
北
大
地
震
を
通
じ
て

中
国
民
衆
が
気
づ
い
た
大
き
な
問
題
点
は 、

い
ま
こ

そ 、

亡
き
周
恩
来
首
相
が
提
起
し 、

失
脚
し
た
都
小

平
副
首
相
が
推
進
し
よ
う
と
し
た「
凶
つ
の
現
代
化L

〈
農
業 、

工
業 、

国
防 、

科
学
技
術
の
現
代
化
）
が
急
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の

訣

別

卦

報

に

接

し

て

た
ま
た
ま
国
外
に
あ
っ
た
私
が

7
毛
沢
東
死
去
の

報
に
接
し
て
直
感
的
に
思
っ
た
こ
と
は 、

次
の
二
つ

の
こ
と
で
あ
っ
た 。

そ
の
一
つ
は 、

そ
の
日
つ
ま
り

九
月
九
回
が
中
国
で
は
菊
の
節
句
の
重
陽
節
で
あ

チ
ヲ
ウ

チ
ヲ
ク

り 、
「

九」
は
っ

久」
に
つ
な
が
り 、

そ
れ
が
二
つ

必ず
な

る

つ

重

陽
」

を

「

重

九
」

と

も

書

く
〉

縁

起
の
い
い
日
で
あ
っ
て 、

だ
か
ら
中
国
人
は
古
来 、

九
九
と
い
う
数
字
が
好
き
で 、

た
と
え
ば
香
港
の
租

借
期
限
も
九
九
年
だ
と
い
う
の
に 、

こ
の
日
の
毛
沢

東
の
死
は 、

あ
ま
り
に
も
時
期
が
惑
い
と
思
っ
た
こ

務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か 。

に
も
か

か
わ
ら
ず 、

た
と
え
ば
『

人
民
日
報』
の
短
評
寸

奇

跡
的
な
出
来
事」
（
八
月
九
日
付〉

は 、

再
び
「

共

産
党
の
指
導
の
も
と
マ
は 、

人
閉
ざ
え
い
れ
ば 、

こ

の
世
の
ど
ん
な
奇
跡
で
も
つ
く
り
だ
すP」
と
が
で
き

る
」

と
の
毛
沢
東
の
言
葉

令
観
念
論
的
歴
史
観
の

破
度』）

を
引
用
し
て 、

毛
沢
東
神
話
へ
の
回
帰
を

し
き
り
に
促
し
て
い
た
の
で
あ
る 。

ま
る
で
王
朝
末
期
の
混
乱

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
が
で 、
つ
い
に
二 、
コ一
カ

月
ま
え
に
は 、

あ
の
驚
天
動
地
の
天
安
門
事
件
に
際

し 、グ
中
国
は
も
は
や
秦
の
始
皇
帝
の
封
建
時
代
で
は

な
い
4

と
切
々
に
訴
え
た
民
衆
の
叫
び
が 、

都
小
平

批
判
へ
と
論
点
を
す
り
か
え
ら
れ
て
抑
え
ら
れ、

以

後 、

中
国
国
内
に
は
一
一種
の
P
し
ら
けd
ム
l
ド
が
た

だ
よ
い 、
そ
う
し
た
政
治
不
信
の
雰
囲
気
の
な！
か
で 、

ソ
連
大

使館
爆
破
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
不
穏
な
政

情
が
表
面
化
し
た
の
と
同
様
に 、

こ
の
八
月
中
旬
以

降
は 、

各
地
に
王
朝
末
期
の
混
乱
期
に
も
似
た
社
会

現
象
が
頻
々
と
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
る 。

そ
れ
だ

け
に 、

党
中
央
は 、

す
で
に
郡
小
平
は
政
治
的
に
失

脚
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

こ
れ
ら
の
不
穏
な
情
勢

を
「

走
資
派L
の
グ

陰
謀d

だ
と
し
て
批
郵
運
動
を

／ 

雲中；

3島；
助
教
授 民�み
現 R貝ね

！雄ぉ

と
で
あ
っ
た 。

二
つ
は 、

毛
沢
東
は
生
前 、

は
た
し

て
遺
書
な
い
し
は
遺
嘱
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
か 、

と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た 。

ま
ず 、

そ
の
辺
の
私
の
感
想

か
ら
述
べ
て
み
た
い 。

毛
沢
東
遊
去
の
時
期
に
か
ん
し
て
い
え
ば 、

い
か

に
偉
大
な
指
導
者
で
あ
ろ
う
と
も 、 ‘
天
命
は
い
か
ん

，
と
も
し
が
た
い
の
で
あ
る
が 、

去
る
一
月
の
周
恩
来

の
死
以
来 、

七
月
の
朱
徳
の
死
を
は
さ
ん
で
）

本
年

は
つ
い
に
周
・

朱
・

毛
と
中
国
革
命
の
三
巨
人
が
相

次
い
で
逝
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る 。

こ
の
問 、

「
走
資
派L

批
判 、

天
安
門
事
件 、

河
北
大
地
震
と

激
動
が
つ
づ
き 、

中
国
民
衆
の
心
理
的
動
揺
が
き
わ
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と
く
に
八
月
中
旬
以
降
強
化
し
は
じ
め
で
い
た ＠

た
ん
か
に
守

人
民
日
報L
を
注
意
深
く
読
ん
で
い
る

と 、

数
多
く
の
社
会
的
退
行
現
象
が
批
判
の
題
材
と

し
て
報
告
さ
れ
て
お
り 、

こ
れ
ら
の
事
象
に
つ
い
て

は 、
た
と
え
ば
『
ニ
ュ
ー

ズ・
ウ
ィ
ー

ク
』
の
最
近
号

が 、

上
海
の
南
方
三
七
0
キ
ロ
の
町
で
銀
行
強
盗
が

あ
っ
た
と
の
地
方
新
聞
の
報
道
を
伝
え 、

さ
ら
に
中・

国
民
衆
の
あ
い
だ
で
は
こ
の
と
こ
ろ
無
断
欠
勤 、

交

通
違
反 、

暴
行
殺
人 、
コ
ソ
泥 、

汚
戦 、

売
春
な
ど

こ
れ
ま
で
444
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
事
件
が
頻
発
し
て

い
る
こ
と
を
報
じ
た
の
で
あ
っ
た 。

こ
う
し
た
雰
囲

気
の
な
か
で 、

中
国
民
衆
の
あ
い
だ
に
は 、

各
種
の

流
言
蜜
語
や
街
頭
消
息
が
飛
び
交
い 、

文
化
大
革
命

の
発
動
以
来
十
年
目
に
し
て
人
び
と
は 、

こ
の
年
が

な
に
か
凶
兆
の
年
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
は
じ
め

て
い
た 。

ま
た 、
八
月
の
青山
宕
署
名
論
文寸
郵
小
平
批

判
を
通
じ
て
団
結
を
強
化
し
よ
うL

Q
紅
旗』

第
八

号）
が
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に 、

ち
ょ
う
ど
十
年
ま

え 、

紅
衛
兵
と
し
て
北
京
の

街頭
に
進
出
し
た
今
目

の
下
放
知

識青
年
た
ち
は 、

い
ま
や
天
安
門
事
件
を

支
え
た
「

反
革
命
分
子L
に
成
長
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た 。

こ
の
よ
う
な
時
期
の
中
国
を
次
に
襲
っ
た
の

は 、
一

時
は
中
国
当
局
が
予
測
し
た
大
地
震
の
再
来

で
は
な
く
し
て 、

毛
主
席
そ
の
人
の
死
で
あ
っ
た
の
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で
あ
る 。

つ
ま
り 、

こ
の
時
期
の
毛
沢
東
の
死
は 、

つ
い
に
最
後
的
な
事
態
が
到
来
し
た
こ
と
の
確
認
で

は
あ
っ
て
も 、

決
し
て
す
べ
て
の
中
国
民
衆
が
穏
や

か
に
そ
の
死
を
葬
送
し

得
る
ほ
ど
の
心
の
準
備
も
な

い
状
況
に
お
い
て 、

現
実
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
に

な
る 。

ー

と
こ
ろ
で 、

毛
沢
東
の
死
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は 、

と
く
に
去
る
六
月
十
五
日
に
外
国
要
人
と
の
会

見
が
中
止
さ
れ
る
旨 、

圏
内
に
は
ふ
せ
た
ま
ま
外
国

に
た
い
し
て
の
み
そ
の
こ
と
が
知
ら
さ
れ
て
以
来 、

外
部
快
界
で
は
そ
れ
を
近
い
将
来
の
こ
と
と
し
て
予

期
し
て
い
た
も
の
で
あ
る 。

新
華
社
が
世
界
の
報
道

ー

機
関
に
毛
沢
東
の
近
影
を
配
信
し
た
こ
と
も 、

中
国

当
局
の
一
つ
の
配
慮
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

ま
た 、
去
る
五
月
十
六
日
に
文
化
大
革
命
の
「

五
・

一
六
《
通
知
ど

十
周
年
を
記
念
し
て
久
々
に
出
さ

れ
た
『

人
民
日
報』 、
『

紅
旗』 、
『

解
放
軍
報』

編
集

部
の
三
紙
誌
共
同
社
説
「

文
化
大
革
命
は
永
遠
に
光

を
放
つ
」

以
来 、
「

新
陳
代
謝
は
宇
宙
に
お
け
る
普

通
的
な 、

永
遠
に
さ
か
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い
法
則

で
あ
るL

と
の
毛
沢
東
『

矛
盾
論＼
の
一
節
が
し
き

り
に
引
用
さ
れ
は
じ
め 、

最
近
の
畢
盛
署
名
論
文

「
プ
ロ－
レ
タ
リ
ア
階
級
は
革
命
的
楽
観
主
義
者
で
あ

る
」
ハ『
紅
旗』

第
八
号〉

も
こ
の
一
節
の

重要
性
を

flε 

が
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
き
た
こ
と
も
忘

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い 。

周
知
の
よ
う
に 、

中
国
革

命
の
父
と
い
わ
れ
生
孫
文
は 、
「

革
命
い
ま
だ
成
ら

ず
」
の
名
文
句
で
知
ら
れ
た
遺
嘱
を
在
精
衛
に
口
授

し
た
ば
か
り
か 、

ソ
同
盟
に
宛
て
た
遺
書
と
宋
慶
齢

夫
人
に
宛
て
た
私
的
な
遺
書
と
を
世
に
残
し

た 。

こ

れ
ら
の
遺
訓
に
よ
っ
て
「

連
ソ
・

容
共
・

扶
助
工

農」
の
新
三
民
主
義
に
基
づ
く
国
共
合
作
は
進
ん
だ

が 、

同
時
に 、

国
民
党
内
部
の
左
右
の
対
立
を
激
化

さ
せ 、

右
派
は 、

当
時 、

国
民
党
左
派
と
し
て
容
共

的
だ
っ
た
涯
精
衡
が
遺
嘱
を
改
鼠
し
た
の
で
は
な
い

か
と
疑
い 、

ま
た 、

ソ
同
盟
宛
の
遺
言
は 、

同
じ
く

容
共
的
だ
っ
た
孫
文
の
秘
書
の
陳
友
仁
が
コ
、
奇心J
テ

ル
ン
顧
問
の
ボ
ロ
l
ジ
ン
と
と
も
に
起
草
し

た
も
の

で
あ
っ
て 、

孫
文
自
身
の
意
志
で
は
な
い
と
主
張
し

た 。

い
ず
れ
に
せ
よ 、

遺
書
や
遺
嘱
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
国
民
党
内
部
の
対
立
抗
争
は
さ
ら
に
激
化
し
た

の
で
あ
っ
た 。

昨
年
四
月
に
死
去
し

た
台
湾
の
蒋
介
石
総
統
に
も

遺
嘱
が
あ
っ
た 。

だ
が 、

こ
の
遺
嘱
を
め
ぐ
っ

て

も 、

ま
っ
た
く
話
題
が
な
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い 。

そ
こ
に
は
蒋
介
石
の
署
名
が
な
か
っ
た
ば
か
り
か 、

宋
美
齢 、

持
経
園 、

勝
偉
国
ら
の
署
名
の
仕
方
が
い

か
に
も
不
自
然
に
思
わ
れ
て 、

残
さ
れ
た
一

族
の
複

毛沢東時代への訣別

強
調
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た 。

や
は
り 、

中
国
当
局

は 、

毛
沢
東
の
死
に
そ
な
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う 。

だ
が
同
時
に
一

方
で 、

中
国
当
局
が
毛
沢
東
の
健

康
を
誇
示
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る 。

八
月一一一

日
夜 、

中
国
外
務
省
報
道
局
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン

は 、

毛
主
席
は
北
京
で
の
強
い
地
震
発
生
の
可
能
性

に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
北
京
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
と
言
明
す
る
と
と
も
に 、

毛
主
席
の
健
康
悪
化

説
を
強
く
否
定
し
て
い
た 。

八
月
中
旬
に
一
時
帰
国

し
た
わ
が
国
の
小
川
駐
中
国
大
使
が 、

帰
国
前 、

中

国
外
務
省
の
斡
念
竜
次
官
か
ら
毛
主
席
は
す
こ
ぶ
る

健
康
で
あ
る
旨
を
伝
え
ら
れ 、

そ
の
こ
と
を
帰
国
後

の
記
者
会
見
で
語
っ
た
印
象
は
ま
だ
鮮
明
で
あ
っ

た 。

だ
と
す
れ
ば 、
一
つ
の
教
訓
と
し
て 、

や
は
り

中
国
情
勢
を
的
確
に
把
握
す
る
に
は 、

中
国
側
の
動

き
を
十
分
に
見
き
わ
め 、

中
国
の
公
式
文
献
を
丹
念

に
読
み
込
む
こ
と
こ
そ
必
要
で
あ
り 、

中
国
外
務
省

筋
の
発
言
は 、

そ
れ
ら
を
つ
ね
に
逆
説
的
に
解
釈
す

r
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か 。

遺
書
・

遺
嘱
は
あ
る
の
か

毛
沢
東
の
死
と
同
時
に
発
表
さ
れ
た
「

全
党
全
軍

全
国
各
族
人
民
に
告
ぐ
る
書」
は 、
「

わ
れ
わ
れ
は

必
ず
毛
主
席
の
遺
志
を
受
け
継
ぎ
：
：
：

L

と
の
言
葉

雑
な
家
庭
の
事
情
が
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
噺
か
れ
た
も
の
で
あ
る 。

去
る
一
月
に
死
去
し
た
周
恩
来
に
か
ん
し
て
は 、

す
で
に
台
湾
筋
の
情
報
に
基
づ
い
て
報
ぜ
ら
れ
た
よ

う
に 、

北
京 、

広
州 、

武
漢 、

昆
明
の
四
地
方
で
周

恩
来
遺
嘱
な
る
も
の
が
流
布
さ
れ
た
と
し
て
や
は
り

話
題
を
呼
ん
だ 。

こ
れ
ら
の

患莱
遺
嘱
の
真
偽
に

つ
い
て
は
も
と
よ
り
定
か
で
は
な
い
が 、

中
国
の
公

式
文
献
も 、
「

周
総
理
遺
書」
が
中
国
内
部
で
流
布

さ
れ
た
こ
と
を
認
め 、

そ
れ
は
郡
小
平
が
ま
き
ち
ら

し
た
反
革
命
的
な

グ
政
治
的
デ
マ
d

だ
と
い
わ
れ
て

い
る
（
紅
宣
「

郵
小
平
の
反
革
命
輿
論
攻
勢
に
つ
い

て
L 、
『

学
習
と
批
判
』
一
九
七
六
年
第
六
号） 。

江
青
夫
人
の
不
安

ζ
の
よ
去
に
中
国
の
指
導
者
に
お
け
る
遺
書
な
い

し
は
遺
嘱
の
も
つ
意
味
を
考
え
た
と
き 、

毛
沢
東
に

か
ん
し
て
も 、

こ
の
間
題
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
うー

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う 。

で
は 、

毛
沢
東
の

場
合
に
は
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か 。

も
と
よ
り 、

今
日 、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は 、

ま

だ
な
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い 。

従
っ
て 、

あ

く
ま
で
も
推
論
に
た
よ
る
以
外
に
は
な
い
の
だ
が 、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
毛
沢
東
は
一

九
七
一
年

を
い
く
た
び
か
繰
り
返
し
て
い
る 。

九
月
十
八
日
に

挙
行
さ
れ
た
追
悼
大
会
で
の
華
国
鋒
（
党
第
一
副
主

席
兼
首
相〉
の
弔
辞
も 、

毛
沢
東
路
線
の
継
承
を
固

く
誓
っ
て
い
た 。

だ
が 、

す
で
に
中
国
社
会
の
内
部

に
は 、

と
く
に
昨
夏
の
杭
州
事
件
以
来 、

今
春
の
天

安
門
事
件
を
経
て 、

毛
沢
東
時
代
へ
の
訣
別
を
待
望

す
る
空
気
が
流
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定
・し
が
た
い

ハ
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
拙
稿
「

天
安
門

政

変

と
『

走
資
派』L 、
『

朝
日
ア
ジ

プ
レ
ビ
ュ
ー

』
一

九

七
六
年
夏
号
参
照〉 。

毛
沢
東
存
命
中
に
お
い
て
さ

え 、

こ
の
よ
う
な
潮
流
が
潜
在
し
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら 、

毛
沢
東
亡
き
中
国
の
将
来
は 、

や
は
り
き
わ

め
て
流
動
的
か
つ
可
変
的
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る

ま
い 。
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そ
の
よ
う
な
展
望
の
も
と
で 、

さ
し
あ
た
り
重
要

な
問
題
は
毛
沢
東
に
遺
書
も
し
く
は
遺
嘱
が
あ
る
の

か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う 。
な
ぜ
な
ら 、
い
か
に

政
治
の
唆
化
に
敏
感
な
中
国
人
社
会
に
お
い
て
も 、

強
大
な
指
導
者
が
残
し
た
遺
書
も
し
く
は

遺嘱
は
き

わ
め
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
と
い
う
の
も 、

中
国
人

ポ
リ
テ
イ
カ
ル
・
カ
ル
チ
ュ
ア

社
会
特
有
の
「

政

治

文

化」
だ
か
ら
で
あ
る 。

、

し
か
も 、

中
国
に
お
い
て 、

強
大
な
指
導
者
た
ち

は 、

こ
れ
ま
で
遺
書
な
い
し
は
遺
嘱
を
つ
ね
に
残
し

て
き
た
ば
か
り
か 、

こ
れ
ら
の
遺
書
な
い
し
は
遺
嘱

春 、

旧
知
の
故
エ
ド
ガ
i
・

ス
ノ
ー

に
た
い
し
て 、

自
分
は
「

破
れ
傘
を
さ
し
て
日
差
し
を
よ
ろ
め
き
歩

く
孤
独
な
道
士L
に
す
ぎ
な
い 、

と
語
っ

た
と
い

う 。

ま
た 、

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
事

実
で
あ
る
が 、

七
三
年
四
月
に
中
国
を
訪
れ
た
メ
キ

シ
コ
の
エ
チ
ェ
ベ
リ
ア
大
統
領
に
た
い
し
て
は 、

ラ

テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
か
ら
初
め
て
訪
れ
た
「

第
三
世

界」
の
友
人
と
い
う
’親
近
感
か
ら
で
あ
ろ
う
か 、

権

力
者
の
孤
独
を
切
々
と
語
る
と
と
も
に 、

権
力
の
集

中
が
い
か
に
重
要
で
あ
り 、

ま
た
困
難
で
あ
る
か
を

誇
月刊
と
説
い
た
と
い
う 。

も
し
も 、

こ
の
よ
う
な
毛
沢
東
の
境
地
が
死
に
臨

7

ん
で
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
た
と
す
れ
ば 、

毛
沢
東
は

2

あ
る
い
は
遺
書
や
遺
鳴
を
残
さ
な
か
っ
た
か
も
し

れ

な
い 。

そ
の
方
が 、

い
か
に
も
毛
沢
東
ら
し

い
最
期

で
あ
る
よ
う
に
思
う 。

し
か
も
毛
沢
東
は 、

ご
く
最

近 、
「

百
年
後
に
ま
だ
革
命
を
や
る
必
要
が
あ
る
か
な

い
か
？

千
年
後
に
革
命
を
や
る
必
要
が
あ
る
か
な

い
か
？

や
は
り
革
命
は
や
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ

る 。
：
：
：

一
万
年
以
後
に
矛
盾
は
見
え
な
く
な
る
も

の
か 、

見
え
る
は
ず
で
あ
る」

と
い
っ
た
最
新
指
示

を
与
え 、

い
よ
い
よ
永
遠
の
時
間
の
な
か
に 、

彼
自

身
の
「

継
続

革命」
の

想念
を
解
き
放
ち
つ
つ
あ
っ

た
の
で
あ
る 。

そ
し
て 、

こ
れ
ま
で
に
毛
沢
東
は 、



． 
ー

移
し

い
数
の
語
録
や
指
示 、

著
作
集
な
ど
を
残
し
て

お
り 、

と
く
に 、

こ
れ
以
上
の
遺
言
な
ど
は
必
要
で

は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

そ
の
う
え 、

い
わ

ゆ
る
後
継
者
問
題
に
か
ん
し
て
い
え
ば 、

劉
少
奇 、

林
彪
と 、

こ
の
問
題
で
の
相
次
ぐ
失
政
の
の
ち
に 、

過
般
の
天
安

門茅
件
直
後 、

急
逮 、

華
国
鋒
を
「

党

第一

副
主
席」

と
い
う
党
規
約
に
も
な
い
ポ
ス
ト

に

就
任
さ
せ
た
こ
と
は 、

毛
沢
東
の
遺
言
に
代
わ
る
措

置
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る 。

だ
が
一

方 、

こ
れ
ま
で
の
中
国
の
「

政
治
文
化L
か

ら
し
て
も 、

当
面
の
政
治
的
必
要
か
ら
し
て
も 、

や

は
り
な
ん
ら
か
の
遺
言
な
い
し
は
遺
嘱
が
存
在
す
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
得
る
根
拠
も
十
分
に
存
在
し

よ
う 。

い
う
ま
で
も
な
く 、

毛

沢東
は 、

そ
の
権
力

を
担
っ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
上
海
グ
ル
ー

プ
を
中
心
と

す
る
文
革
派
の
家
父
長
体
制
と
い
う
負
の
遺
産
を
残

し
て
い
る
の
で
あ
り 、

こ
れ
ら
の
毛
沢
東
側
近
に
た

い
し
て
は
中
国
民
衆
か
ら
も
き
わ
め
て
鋭
い
批
判
が

天
安
門
事
件
で
す
で
に
露
出
し
て
い
た 。

と
く
に
江

育
夫
人
に
た
い
す
る
批
判
は
き
わ
め
て
根
強
い
だ
け

に 、

毛
沢
東
自
身 、

そ
の
将
来
に
た
い
し
て
は
大
き

な
不
安
を
い
だ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う 。

一
方 、

江
育
夫
人
ら
の
側
近
は 、

ー
自
己
の
将
来
に

た
い
す
る
苛
立
た
し

い
ま
で
の
不
可
測
性
に
直
面
す

I 
.. 
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毛沢東時代への訣別

の
こ
の
表
現
は 、
寸

毛
沢
東
主
席
は
中
国
共
産
党 、

中
国
人
民
解
放
軍 、

中
華
人
民
共
和
国
の
創
立
者
で

あ
り」

と
い
う
華
国
鋒
の
弔
辞
の
一

節
ど
と
も
に 、

す
べ
て
を
毛
沢
東
一
人
の
功
績
に
帰
そ
う
と
す
る
あ

ま
り 、

将来
の
歴
史
的
評
価
に
耐
え
得
る
も
の
か
ど

，

う
か
と
い
う
不 ・
安
を
も
た
ら
す 。

少
な
く
と
も 、

中

国
共
産
党
の
創
立
に
か
ん
し
て
い
え
ば 、

毛
沢
東
は

十
三
名
の
創
立
大
会
出
席
者
〈
十
二
名
説
も
あ
る
〉

の
う
ち
で
は
さ
し
て
重
要
な
役
割
り
を
淡
じ
な
か
っ

た
メ
ン
バ
ー

で
あ
り 、

人
民
解
放
軍
の
創
立
に
か
ん

し
て
い
え
ば 、

毛
沢
東
の
功
綴
は
や
は
り
朱
徳
の
名

と
と
も
に
た
た
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。

こ
の
よ
う
な
毛
沢
東
の
歴
史
的
足
跡
に
か
ん
し
て

と
り
あ
え
ず
指
摘
す
べ
き
こ
と
は 、

毛
沢
東
の
輝
か

し
い
功
績
を
た
た
え
た
数
多
く
の
伝
記
が 、

ほ
と
ん

ど
二
0
年
代
中
頃
の
数
年
間
を
ほ
ぼ
空
白
に
し
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う 。

毛
沢
東
は
一
九
二
三
年
六
月 、

広
州
で
聞
か
れ
た

中

国共
産
党
第
三
回
大
会
で
中
央
委
員
に
選
ば
れ
た

の
ち 、

同
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て 、

当
時
の
党

機
関
誌
『

簡
導』

週
報
に
「

北
京
政
変
と
商
人
L 、

「『
省

憲径』
と
越
恒
傷」 、
「

紙
燦
税」
の
三
論
文
を

相
次
い
で
発
表
し
て
い
る
が 、

こ
れ
ら
は
き
わ
め
て

グ
右
寄
り’

の
論
文
で
あ
り 、
「

北
京
政
変
と
商
人L

る
な
か
で 、

つ
い
に
毛
沢
東
に
た
い
し
て
遺
言
な
い

し
は

遺嘱
を
求
め
た
と
し
て
も 、

こ
れ
ま
た
当
然
の

こ
と
で
あ
ろ
う 。

北
京
の
中
南
海
の
奥
邸
に
あ
っ

て 、

毛
沢
東
の
最
期
を
め
ぐ
り 、

ど
の
よ
う
な
人
間

ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
た
の
か
は
知
る
由
も
な
い
の
で

あ
る 。

と
も
か
く 、

も
し
も
遺
言
な
い
し
は
遺
嘱
の

存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
ら 、

当
分
は
そ
の
方
向

に
お
い
て
政
治
が
動
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う 。

だ
が 、

そ
こ
に
新
し

い
政
治
的
摩
擦
が
生
じ 、

再
び

政
治
の
亀
裂
が
深
ま
る
な
ら
ば 、

そ
の
と
き
に
は 、

遺
言
も
し
く
は
遺
嘱
の
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
も
苛
烈
な

党
内
闘
争
が
展
開
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い 。

毛
沢
東
の
変
転

先
の
「

告
ぐ
る
書」

は 、

毛
沢
東
の
革
命
的
功
績

を
列
挙
し
て 、

毛
沢
東
が
第一
に 、

新
民
主
主
義
革

命
の
時
期
に
「

武
力
で
政
権
を
奪
取」

し 、
「

農
村

根
拠
地
を
樹
立
し 、

農
村
に
よ
可
て
都
市
を
包
囲

し 、

最
後
に
都
市
を
奪
取
す
る
道」

を
確
立
し

た
こ

と 、

第
二
に
は 、

社
会
主
義←
支叩
の
時
期
に
「

階
級

と
階
級
闘
争し

が
な
お
存
在
し 、
「

プ
列
ジ
ョ

ア
階

級
は
ほ
か
で
も
な
く
共
産
党
内
部
に
い
る
と
の
科
学

的
論
断
を
下
し 、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
独
裁
の
下
で

の
継
続
革
命
の
偉
大
な
理
論
を
提
起」

し
た
こ
と 、

で
は
寸

国
民
革
命
の
指
導
勢
力
は
商
人
で
あ
る
べ
き

だ」

と
の
主
張
さ
え
展
開
し
て
い
る 。

翌
二
四
年
一
月
に
は
国
民
党
第一
回
大
会
に
出
席

し
て
国
共
合
作
へー
と
改
組
さ
れ
た
国
民
党
の
候
補
執

行
委
員
と
な
り 、

三
月
に
は
国
民
党
中
央
で由
民
荏
部

書
記
と
な
っ
た 。

二
六
年
一
月
に
は
国
民

党第
二
回

大
会
で
中
央
宣
伝
部
長
代
理（
部
長
は
在
精
街〉 、

国

民
党
機
関
紙
『

政
治
週
報L

編
集
責
任
者《

同
三
月

に
は
国
民
党
の
機
関
で
あ
る
広
州
の
全
国
農
民
運
動

講
習
所
長
に
な
る
な
ど 、

こ
の
間
の
毛
沢
東
は
い
か

に
国
共
合
作
下
で
あ
る
と
は
い
え 、

も
っ
ぱ
ら
国
民

党
内
で
き
わ
め
て
重
要
な
地
位
に
就
い
て
い
た
の
で

あ
る 。中

国

共産
党
内
で
は
翌
二
七
年
四
月
の
第
五
回
大

会
で
中

央委
員
に
も
選
ば
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
「

右

翼
日
和
見
主
義L
に
陥
っ
て
い
た
と
の
見
方
が
可
能

な
の
で
あ
る 。

現
に 、

当
時
の
中
国
共
産
党
中
央
宣

伝
部
長
で
の
ち
に
党
を
除
名
さ
れ
て
国
外
追
放
を
よ

ぎ
な
く
さ
れ
た
彰
述
之
は 、

毛
沢
東
の
表
向
き
の
伝

記
に
お
け
る
こ
の
空
白
期
を
問
題
に
し
て
激
し

い
毛

沢
東
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る 。

失
脚
者
た
ち
の
積
年
の
怨
念

野
述
之
は 、

陳
独
秀
と
と
も
に

1
ト
ロ
ツ

キ
ス

そ
し
て
第
三
に
は 、

国
際
共
産
主
義
運
動
中
に
「
ソ

連
修
正
主
義
裏
切
り
者
集
団
を
中
心
と
す
る
現
代
修

正
主
義
を
批
判
す
る
偉
大
な
闘
争
を
起
こ
し 、

世
界

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
事
業
と
各
国
人
民
の
反
帝
・

反
覇
権
主
義
の
事
業
の
盛
ん
な
発
展
を
促
進
し 、

人

類
の
時
史
の
前
進
を
推
進
し
たL
こ
と
を
大
き
く
た

た
え
て
い
る 。

だ
が
以
上
の
三
つ
の
主
姿
な
功
績
に
か
ん
し
て
い

え
ば 、

歴
史
的
な
評
価
が
明
ら
か
に
定
ま
っ
て
い
る

の
は 、

第
一
点
の
み
で
あ
っ
て 、

第
二 、

第
三
の
問

題
に
つ
い
て
は 、

園
内
的
に
も
国
際
的
に
も 、

い
ま

だ
歴
史
的
な
決
着
は
つ
い
て
い
な
い 。

従
っ
て 、

こ

れ
ら
の
論
点
は 、

い
ず
れ
も
生
々
し

い
現
実
性
の
な

か
で 、

将
来
の
中
国
を
捕
り

動
か
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
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得
な
い
で
あ
ろ
う 。

そ
う
し
た
な
か
で 、
可
告
ぐ
る
書」

は
（
「

中
国
人

民
の
す
べ
て
の
勝
刺
は
み
な 、

毛
主
席
の
指
導
の
も

と
に
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
か 、

す
べ
て
毛
沢
東
思
想

の
偉
大
な
勝
利
で
あ
るL

と
ま
で
述
べ
て
い
る 。

だ

が 、

こ
の
よ
う
な
全
面
肯
定 、

全
国
礼
畿
は 、

そ
の

逆
説
的
解
釈
を
も
同
時
に
可
能
に
す
る
危
険
な一一

戸袋

で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る 。
そ
こ
ま
で
穿
た
ず
と
も 、

毛

沢東
の
病
状
悪
化
と
い
う
事
態
に
臨
ん
で
十
分
に

推
敵
を
重
ね
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る寸
告
ぐ
る
書L

ト」
と
し
て
党
を
追
わ
れ
た
現
存
の
指
導
者
で
あ
る

が 、

そ
れ
に
し
て
も 、

今
回
の
「

告
ぐ
る
議レ
は 、

「
毛
主
席
は
わ
が
党
を
指
導
し
て
党
内
の
右
と
『

左L

の
日
和
見

主義
路
線
と 、

長
期
に
わ
た
る
先
鋭
で
複

雑
な

闘争
を
進
め
だ
」
と
し

て 、

隙i
独
秀 、

開催
秋

白 、

李
立
三 、

昭和章
竜、

王
明 、

張
国
煮 、

高
閥、

鋭
激
石 、

彰
徳
懐 、

劉
少
奇 、

林
彪 、

郡
小
平
と
実

に
十
二
名
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
党
内
闘
争
の
ラ
イ

ヴ
ァ

ル
を
挙
げ
て
い
る 。

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時

期
の
党
内
闘
争・
路
線
闘
争
の
リ
ー

ダ
ー

で
あ
っ
て 、

こ
れ
ら
リ
ー

ダ
ー

と
と
も
に
さ
ら
に
数
多
く
の
追
随

者
が
失
墜
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら 、

毛
沢
東
は
そ

の
生
涯
に
お
い
て
実
に
数
多
く
の
同
志
た
ち
を
失
脚

さ
せ 、

あ
る
い
は
高
尚
や
林
彪
の
よ
う
に
死
に
い
た

ら
し

め
た
こ
と
で
あ
ろ
タ
か 。

中
国
共
産
党
は
一
九
四

九年
の
中
華
人
民
共
和
国

建
国
以
来
今
日
に
い
た
る
二
十
七
年
聞
の
う
ち
に 、

わ
ず
か
三
回
し
か
党
大
会
を
開
い
て
い
な
い 。

す
な

わ
ち 、

い
よ
い
よ
本
絡
的
な
国
内
建
設
に，
お
乎
し
た

一
九
五
六
年
の
八
全
大
会 、

文
化
大
革
命
に一
期
を

踊
し 、

毛
・

林
体
制
の
擁
立
を
誇
っ
た
一
九
六
九
年

の
九
金
大
会
お
よ
び
林
彪
異
変
の
の
ち
の
批
林
の
大

会
と
も
な
っ
た
一
九
七
三
年
の
十
全
大
会
で
あ
る 。

い
ま 、

之
れ
ら
三
期
の
大
会
の
中

央委
員
・

問
候
補
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を
見
て
み
る
と 、

八
全
大
会
の
中
央
委
員
・

同
候
補

合
計
一
九
三
名
の
う
ち
文
化
大
革

命後
の
九
全
大
会

で
は
実
に
一
一
六
名
も
が
失
脚
し
て
お
り 、

彼
ら
は

い
ず
れ
も
劉

少奇 、

郡
小
平
に
つ
な
が
る
実
権
派
と

し
て
失
墜
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た 。

次
の
十
全
大

会
で
は 、

同
じ
く
九
全
大
会
の
中
央
委
員
・

同
候
補

合
計
二
七
九
名
の
う
ち
一
O
名
の
死
亡
者
を
除
い
て

六
三
名
が
再
び
失
墜
し
て
い
っ
た 。

こ
の
よ
う
に
見ー

て
く
る
と 、

建
国
に
際
し 、

毛
沢
東
と
と
も
に
天
安

門
広
場
に
集
ま
っ
た
リ
ー

ダ
ー

た
ち
の
う
ち 、

今
日

ま
で
健
在
で
あ
る
者
は
き
わ
め
て
数
少
な
く 、

ま
し

て
や
中
国
革
命
の
段
階
か
ら
見
て
く
る
と 、

党

幹部

の
う
ち
で
は
毛
沢
東
政
治
の
犠
牲
者
の
方
が
圧
倒
的

に
多
く 、

最
後
ま
で
残
っ
た
同
志
は 、

家
々
た
る
も

の
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う 。

あ
ら
ゆ
る
意
味
で
毛
沢
東
を
つ
ね
に
補
佐
し
て
き

た
政
治
秘
書
兼
ブ
レ
ー

ン
の
陳
伯
迷 、

文
化
大
革
命

の
奪
権
闘
争
に
軍
を
全
面
的
に
投
入
し
て
毛
沢
東
を

支
え
た
林
彪
の
末
路
は 、
と
く
に
悲
劇
的
で
あ
っ
た 。

そ
れ
は
た
ん
に

J

将
功
成
り
て
万
骨
枯
る
」

式
の

日
本
的
心
情
で
は
は
か
り
得
な
い
酷
烈
な
政
治
的
現

実
で
あ
ろ
う 。

そ
れ
だ
け
に
毛
沢
東
政
治
に
た
い
す

る
積
年
の
怨
念
が1

毛
沢
東
亡
き
あ
と 、

江
育
夫
人

を
は
じ
め
と
す
る
残
さ
れ
た
側
近
者
に
た
い
し
て
向

,, 

は
だ
め
で
あ
り 、

社
会
主
義
制
度
も
別
に
霊
験
あ
ら

た
か
で
は
な
く
『

外
国
の
技
術
設
備
を
導
入
し
て
』 、

『
工
業
の
技
術
改
造
を
は
や
め 、

労
働
生
産
性
を
高

め
る
』

以
外
に
な
い 、

と
考
え
て
い
た 。

そ
こ
で 、

郡
小
平
は
『

大
政
策』

な
る
も
の
を
打
ち
出
し 、

外

国
と
『

長
期
の
契
約
を
結
び
』 、

外
国
の
資
本
家
に

『
最
新 、

最
良
の
設
備』

を
提
供
さ
せ 、

わ
が
国
で

生
産
す
る
鉱
産
物
で
『

償
還』

す
れ
ば
よ
い
と
主

張
し
た 。

こ
れ
は
掛
値
な
し
の
外
国
崇
拝 、

外
国

追
従 、

投
降
売
国
の
『

大
政
策』

で
あ
る
L
（
高

路
・

常
才
「
郡
小
平
の
買
弁
ブ

ル

ジ
ョ
ア
経

済

思

想
を
評
す
L
『

紅
旗』
一
九
七
六
年
第
七
号）

と
い

っ
た
批
判
が
連
日
展
開
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ

る 。こ
の
よ
う
な
批
判
は 、

中
国
の
対
外
貿
易
そ
の
も

の
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な

性質
の
も
の
で

あ
る
が 、
当
面
は 、
「

毛
沢
東
思
想」
へ
の
忠
誠

競争

と
そ
の
正
統
的
な
解
釈
競
争
が
激
化
す
る
で
あ
ろ
う

だ
け
に 、

中
国
の
対
外

姿勢
は
い
き
お
い
原
則
論
的

別

に
な
る
で
あ
ろ
う 。

だ
が
そ
こ
に
行
き
詰
ま
り
が
訪

i

‘

 

似

れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
か
ら 、

リ
ー

ダ
ー

シ

ト

ッ
プ
の
原
則
を
揺
が
す
外
圧
・

内
圧
が
増
幅
す
る
で

耐

あ
ろ
う 。

こ
の
点
で
も
後
継
体
制
は
揺
れ
動
く
も
の

献

と
思
わ
れ
る 。

け
ら
れ
な
い
と
い
う
保
障
も
ま
た
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る 。上

海
・

黄
安
グ
ル
ー
プ
の
抗
争

華
国
鋒
は 、

そ
の
弔
辞
に
お
い
て 、

悲
し
み
を
カ

に
変
え 、

毛
主
席
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
事
業
を
執
行

す
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で 、
寸

マ
ル
ク
ス
主

義
を
や
る
の
で
あ
っ
て
修
正
主
義
を
や
る
の
で
は
な

く 、

団
結
す
る
の
で
あ
っ
て
分
裂
す
る
の
で
は
な

く 、

公
明
正
大
で
あ
っ
て
陰
謀
術
策
は
や
ら
な
い
」

と
の
毛
沢
東
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
た 。

こ
の
言
葉

に
は 、

ま
さ
に
撃
国
鋒
自
身
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

だ
が
同
時
に 、

筆
国
鋒
が
や
が
て
党
主
席
と
し、

て 、
一ニ
千
万
の
党
員 、

三
百
万
の
人
民
解
放
軍 、

八

億
五
千
万
の
民
衆
を
ゆ
る
ぎ
な
く
指
導
し
て
ゆ
け
る

と
い
う
展
望
は
い
ま
だ
定
か
で
な
い 。

当
面 、

華
国

鋒
と
し
て
は 、

政
治
的
な
緊
張
度
の
強
い
文
革
派
か

ら
一
定
の
距
離
を
保
ち 、

い
わ
ゆ
る
実
務
派
と
文
革

派
と
の ・ハ
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
自
己、

の
地
位
を
強
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

こ
の
場

合 、

撃
国
鋒
が
公
安
部
長
で
あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て

有
利
な
条
件
の
一
つ
で
あ
る
が 、

同
時
に
今
日
の
中

i

国
に
存
在
す
る
も
う
一
つ
の
間
族
的
地
縁
集
団
と
し

ゲ
ー
ム
は
す
で
に
始
ま
っ
た

お
そ
ら
く
ソ
連
は 、

毛
沢
東
の
死
を
一
つ
の
新
し

い
時
代
へ
の
決
定
的
な
幕
開
け
と
み
な
し 、

さ
ま
ざ

ま
な
か
た
ち
で
中
国
へ
働
き
か
け
る
で
あ
ろ
う 。

こ

の
点
で
も
中
国
は 、

た
と
え
ば
ソ
連
・

東
欧
諸
国
の

党
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
弔
電
を
送
り
返
し
て
い
る
こ

と
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に 、

こ
こ
当
分
は
き
わ
め
て

原
則
論
的
か
つ
寸

左
翼
小
児
病L

的
な
対
応
を
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る 。
し
か
し 、
ソ
連
は
そ
れ
に
懲
り
ず

に
な
お
い
く
た
び
か
働
き
か
け
る
で
あ
ろ
う 。

軍
内

部
に
は 、

文
革
派
へ
の
深
い
不
満
と
ソ
連
へ
の
一
定

J
の
評
価
が
あ
る
と
ソ
連
側
は
見
て
い
る
だ
け
に 、

ソ

速
は
逆
に
「

持
久
戦L

戦
法
に
出
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か 。

現
に
ソ
連
は
毛
沢
東
死
去
後
に
一
切
の
中
国

批
判
を
つ
つ
じ
み
は
じ
め
て
お
り 、

こ
の
点
で
も
毛

以
後
の
中
ソ
改
善
に
大
き
な
夢
を
つ
な
い
で
い
る 。

も
と
よ
り 、

中
ソ
が
一

枚
岩
の
友
好
時
代
へ
立
戻

れ
る
も
の
と
は
ソ
連
側
も
考
え
て
い
な
い
が 、

中
ソ

関
係
の
変
化
は 、

ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
最
大
の
悪

夢
で
あ
る
だ
け
に
ア
メ
リ
カ
は
中
国
が
ソ
連
と
採
り

を
戻
す
こ
と
の
な
い
よ
う 、

こ
れ
ま
た
中
国
に
大
い

に
働
き
か
け
る
で
あ
ろ
う 。

こ
の
点
で ）

中
国
が
ア

メ
リ
カ
き
つ
て
の
反
ソ
主
義
者
シ
ュ
レ
ジ
ン
ジ
ャ
ー

て
の
黄
安
グ
ル
ー

プ
と
の
提
携
を
深
め
て
ゆ
く
で
あ

ろ、
っ 。す

な
わ
ち 、

今
日
の
中
国
の
軍
首
脳
の
な
か
で
も

も
っ
と
も
有
力
な
実
力
派
司
令
官
だ
る
陳
錫
聯
〈
北

京
家
区
司
令〉、

許
世
友
（
広
州
軍
区
司
令
〉、

李
徳

生
（
洛
陽
軍
区
令）
の
と一
司
令
は 、

政
治
局
内
部
の

実
務
派
の
重
鎮
・

率
先
念
と
と
も
に
い
ず
れ
も
湖
北

省黄安
県
（
県
は
日
本
の
郡
程
度
の
大
き
さ
〉

の
出

身
な
の
で
あ
っ
て 、

先
の
上
海
グ
ル
ー

プ
と
い
い 、

黄

安グ
ル
ー

プ
と
い
い 、

中
国
政
治
の
内
面
に
存
在

オ
る

閉鎖
的
な
閥
族
性（
Z
3
2
2
S）
の
根
強
さ
を

改
め
之
思
い
知
ら
さ
れ
る
が 、

こ
れ
は
一
つ
の
政
治

的
現
実
で
あ
っ
て 、

今
後
の
中
国
で
は
上
海
グ
ル
ー

プ
〈
文
革
派
〉

対
黄
安
グ
ル
ー
プ
（
実
務
派
・

軍
〉
i

の
抗
争
が
政
治
の
基
本
構
造
に
な
る
可
能
性
も
秘
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。

後
者
の
グ
ル
ー

プ
は 、

当
然 、
「

四
つ
の
現
代
化」

を
推
進
す
る
で
あ
ろ
う
し 、

そ
の
点
で
は
い
わ
ゆ
る

「
走
資
派L
や
旧
実
権
派
と
の
連
携
も
考
え
ら
れ
な
い叶

わ
け
で
は
な
い 。

郡
小
平
の
再
復
活
も
可
能
性
と
し

て
は
当
然
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い 。
そ
れ
だ
け
に 、

今
日
で
も
郡
小
平
批
判
は
厳
じ
く 、

連
日 、
批
部
運
動

が
繰
り

返
さ
れ
て
い
る 。
「

郡
小
平
は
経
済
建
設
を
す

す
め 、
四
つ
の
現
代
化
を
お
こ
な
う
に
は 、
中
国
人
で
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前
国
防
長
官
を
手
厚
く
遇
し
て
い
る
の
は
や
は
り

注

目
に
値
す
る 。

こ
う
し
て 、

中
国
を
め
ぐ
る
国
際
政
治
の
新
し

い

ゲ
l

ム
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う 。

毛

沢
東
の
死
は
た
ん
に
中
国
内
部
に
毛
沢
東
時
代
の
終

駕
を
も
た
ら
す
ば
か
り
か 、

や
が
て
毛
沢
東
時
代
へ

の
訣
別
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
が－
〈
こ
の
よ
う
な
蓋

然
性
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
、

拙
稿
「
毛
沢
東

体
制
は
解
体
す
る
L、

コ朝
日
ジ
ャ
ー

ナ

ル
』、

一

九

七
六
年
九
月
二
十
四
日
号
参
照〉 、

国
際
社
会
の

方

は 、

そ
れ
よ
り
一
足
先
に
毛
沢
東
以
後
の
時
代
へ
の

始
動
を
開
始
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る 。

日
本
外
交
は 、

こ
の
重
要
な
時
期
に
政
局
の
混
迷

に
陥
っ
て
い
る
が 、

だ
か
ら
と
い
っ
て
新
し

い
外
交

的
着
手
を
急
ぎ
す
ぎ
で
は
な
ら
な
い 。

当面
は 、

中

国
の
行
方
を
十
分
に
見
き
わ
め
る
こ
と
が
重
要
な
外

、
交
だ
と
い
え
よ
う 。

北
京
の
天
安
門
広
場
で
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
た
毛

沢
東
葬
送
の
儀
に
し
て
も 、

金
位
界
で
も
っ
と
も
大

き
く
そ
の
死
を
伝
え
た
わ
が
国
で
は
あ
っ
た
が 、

つ

い
に
一
人
の
日
本
人
も
そ
こ
に
参
加
を
詐
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る 。

中
国
に
た
い
す
る
対
応
の
仕
方
に

か
ん
し
て
も 、

わ
れ
わ
れ
は
毛
沢
東
時
代
へ
の
訣
別

を
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か 。
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