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文
化
大
革命
以
来の
十
年
問 、
中
国の
政
治に
は
あ

ま
りに
も
無
理
が
多かっ
た 。
そ
し
て
そ
の
無
理
を
強

行し
て
き
た
の
がい
わ
ゆ
る
文
革
派の
リ
ー

ダ
ー
た
ち

で
あ
り 、
と
く
に
江
青
夫
人の
恋
意
（
しい）
が
政
治

に
投
影
さ
れて
き
たζ
と
は
明
白で
あっ
た
だ
けに 、

彼
女に
たい
する
憎
悪
や
怨
恨
（
え
ん
と
んV
か
ら
し

で
も 、
毛
沢
東
主
席
な
き
あと
の
文
革
派
上
海グル
ー

プ
の
命
運に
は 、
多
く
の
不
安
が
あっ
た 。

。
｜↓

私
は
こ
れ
ら
の
点に
つ
い
て 、
文
化
大
革
命が
中
国

社
会の
内
部に
根
を
お
ろ
し
て
は
お
ら
ず 、
文
革パ派の

か
ま
び
す
しい
政
治
言
論が 、
単に
表
層の
プロ
パ
ガ

ン
ダ
と
し
て
し
か
大
衆に
聴
きい
れ
ら
れて
い
ない
こ

と
と
主
もに 、
ζ
れ
まで
も
繰
り
返
し
強
調し
て
き
た

つ
も
りで
あ
る 。
毛
沢
東の
死に
さい
し
て
も 、
「毛

沢
東
体
制は
解
体
す
る」
（「
朝
日
ジャ
ー
ナル」
七
六

年
九
月二
十
四
日
号） 、
「
毛
沢
東
時
代
へ
の
訣
別」

（「
諸
君」
七
六
年
十一
月
号）
な
ど
の
テ
lマ

で
書い

て
き
た
ゆ
え
ん
で
あ
る 01

だ
が
そ
れに
し
て
も 、
事
態
は
あ
ま
りに
も
早
く

現

実と
化し 、
そ
の
あ
り
さ
ま
は
あ
ま
りに
も
酷
烈で
あ

っ
た 。
ζ
う
し
て
江
育
夫
人
ら
「
四
人
組」
は 、
毛
沢

東
体
制の
絶
頂
か
らい
っ
きょ
に
失
墜
し 、
い
ま
や
最

大の
「一
妖
魔」
と
し
て
八
億
民
衆の
公
敵と
なっ
て
し

まっ
た
の
で
あ
る 。

事
態
がと
の
よ
うに
なっ
て
み
る
と 、
思い
起と
さ

れ
る
の
は
去
る
四
月の
天
安
門
事件
で
あ
りτ 、
そ
と
に

あ
ら
わ
れ
た
江
育 、
挑
文
元
らへ
の
激しい
批
判の
噴

出と 、
〔
四つ
の
現
代
化
な
り
し
日に
は 、
わ
れ
ら
祝

宴
を
設
けて
欽
み
あ
か
さ
ん」
と
う
たっ
た
グ

反
革
命

分
子d
の
詩で
あ
ろ
う 。

（
天
安
門
事件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
「
中
央
公
論」

七
六
年
九
月
号
所
載の
拙
稿
「
再
構
成・
天
安
門
事：

件
参照）

江
育
夫
人
ら
「
四
人
組」
が
失
墜し 、
「工
業 、
農

業 、
国
防 、
科
学
技
術の
現
代
化」
と
い
う
「四つ
の

現
代
化」
路
線
が 、
私の
予
想し
た
通
りい
ま
や
全
国

的
に
復
活し
た（
十
月二
十五
日
付
「
人
民
臼
報」
「
紅

旗」
「
解
放
軍
報」
三
紙
誌
共
同
社
説
「
偉
大
友
歴
史

的
勝
利）
今
日 、
事
態の
転
回
が
き
わ
め
て
急
速で
あ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
左
同
時に 、
い
ま
や

P
反
革
命

分
子d
が
完
全に
勝
利し
た
と
み
・な
し
て
よい
で
あ
ろ

う
。

AV
－－ 

と
の
よ
う
な
状
況の
な
か
で 、
「
四
人
組」
処
断
を

実
行し 、
み
ずか
ら
党
主
席
兼
首
相
とい
う

類
例の
な

い
地
位に
つ
い
た 可
華
国
鋒
新
主
席に
たい
する
支
持

の
雪
崩
現
象
が
起ζっ
て
い
る 。
そ
し
て 、
華
国
鋒
主

席は
処
断
者
を
「
四
人
組」
に
限
定し 、
こ
れ
まで
彼

ら
に
近かっ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
（
た
と
え
ば
「
四
人

組」
の
手
兵
と
も
み
ら
れて
い
た
首
都工
人
民
兵の
責

任
者 、
侃
志
福
党
中
央
政
治
局
候
補
委
員）
を
「
四
人

組」
か
ら
切
り

離
し
て
味
方に
つ
け
る
な
ど 、
は
や
く

も
そ
の
政
治
的
手
腕
を
み
せ
は
じ
め
て
い
る 。
ζ
う
し

た
事
実
は 、
い
ず
れ
も
華
国一
鋒
主
席の
政
治
的
地
盤の

拡
大に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う 。

L
か
し 、
・な
ん
と
いっ
て
も 、
「
四
人
組」
と
い
う

グ
主
要
矛
盾d
の
排
除に
さい
し
て
は一
敦
し
た
党の

長
老
幹
部 、
人
民
解
放
軍、お
よ
び
特
務・
公
安
関
係
者

が 、
今
後
もひ
きつ
づ
き
華
国
鋒
主
席
を
支
持し
つ
づ

け
る
か
ど
うか
が
最
大の
カ
ギ
で
あ
ろ
う 。

ζ
の
点で
は 、
李
先
念
副
首
相
を
は
じ
め 、
実
力
派

三
軍
人の
陳
錫
聯
（
北
京
軍
区
司
令）

、
許
世
友
（
広

州
軍
区
司
令）

、
李
徳
生
（
溶
陽
軍
区
司
令）
らい
ず

れ
も
湖
南
省
黄
安県
出身の

グ
黄
安グル
ー
プd
が 、

葉
剣
英
副
主
席
兼
国
防
相
ら
と
と
もに 、
周
恩
来・
部

小
平
系の
実
務
派グル
ー
プ
と
し
て
当
面
は
華
国
鋒
主

席を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
し 、
特
務・
公
安
関
係は
華

国
鋒
主
席
自
身の
手
中に
あ
る
といっ
て
よい。

し
か
も 、
党
主
席は
き
わ
め
て
集
権
的
か
つ
絶
対
的

( 9 ) 
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なポ
ス
ト

で
あ
り 、
こ
の
よ
うに
み
て
く
る
と 、
華
国

鋒
主
席の
基
盤
は
意
外に
強い
の
か
も
し
れ
ない 。

し
か
し 、
「
技
兎
（ζ
うと）
死
し
て
良
狗
（
りょ

う
く）

煮
ら
る」
の
こ
と
わ
ざ
を 、
と
れ
ま
で
そ
の
通

りに
繰
り
返
し
て
き
た
中
国で
あ
る 。
将
来 、
反
文
化
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事死去；
後 年
の 円

大
革
命が
さ
ら
に
す
す
み 、
非
毛
沢
東
化の
課
題が
本

格
的
な
もの
に
なっ
た
と
き 、
華
国
鋒
主
席
自
身
が
非

上
海グル
ー
プ
の
文
革
派で
あっ
た
と
い
う
過
去
や 、

も
し
か
す
る
と
毛
沢
東の
血
をつ
い
で
い
る
か
も
し
れ

ない
と
い
う
当
面の
ナ
ゾ
の
真
偽が 、
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
彼の
致
命
傷に
な
る
か
も
し
れ
ない 。

Av
－－ 

華
国
鋒
体
制の
安
定
性に
つ
い
て 、
そ
れ
を
肯
定
す

る
に
は 、
ま
だ
ま
だ
時
間
を
経
－な
け
れ
ば
な
ら
ない
よ

うで
あ
る 。
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中
国
を
め
ぐ
つ

て
活
発
な
論
議

皆備陣剛愉飾陶a・

（
東
京
外
国
語
大
学
教
授）

時事解説

む
ず
か
し
い

中
国
情
勢
の
判
断

九
月
九
日の
毛
沢
東
主
席の
死
は 、
今
年に
入っ
て
す

で
に
周
恩
来 、
朱
徳と
い
う二
人の
要
人の
死に
次
ぐ
も

の
で
あ
り 、
ま
さ
に
中
国の
屋
台
骨
を
大
き
く

揺る
が
し

た
と
いっ
て
よい
の
で
あ
る
が 、
「
当
然 、
中
国はい
ず

とへ、」
を
め
ぐっ
て
活
発
な
論
議が
な
さ
れて
き
た
し 、

と
れ
が
今
後
もか
な
り

長
期に
わ
たっ
て
問
題に
なっ
て

い
く

で
あ
ろ
うこ
と
は
予
想
さ
れ
る 。

こ
れ
は
最
近の
新
聞
報
道で
知
ら
れて
い
る
よ
うに 、

華
国
鋒
主
席
就
任
を
ク
ー

デ
タ
ー
に
よっ
て
臨
も
うと
し

た
江
青
女
史 、
王
洪
文 、
張
春
橋 、
挑
文
元
ら
の
策
動
が

暴
露さ
れ 、
毛
主
席の
死
後い
く
ら
も
た
た
ぬ
う
ちに
展

開さ
れ
た
権
力
闘
争の
は
げ
し
さ
が 、
わ
れ
わ
れの
予
想

を
は
る
か
に
超
え
る
もの
で
あ
る
と
い川
う
事
実
に
よ
っ

て 、
ま
す
ま
す
中
国
情
勢の
判
断の
困
難
さ
を一示
すこ
と

昭和51年11月2日（火）

し
か
し
何と
い
っ
て
も 、
毛
沢
東の
死
が
複
雑
な
国
際

政
治 、
ひ
い
て
は
国
際
経
済
な
ど
に
与
え
る
影
響の
ほ
う

が
強い
だ
けに 、
と
れ
ら
を
め
ぐ
る
論
議に
焦
点
が
集
ま

っ
て
い
たζ
と
は
否
定で
き
ない 。
し
か
も 、
と
の
こ
と

は
中
国の
圏
内
情
勢の
変
化に
よっ
て
決
定さ
れ
る
だ
け

に 、
予
測
や
予
断
推
測が
入
り

乱
れて
く
る
可
能
性
を
も

っ
て
い
る 。
じ
た
がっ
て 、
毛
沢
東
個
人の
礼
費
者
もふ

く
め
て 、
た
だ
「
巨
星
おっ」
と
い
っ
た
立
場の
論
評
だ

けで
は 、
こ
と
す
ま
ない
の
で
あ
る 。

と
軌
を一
に
し
て
い
る 。

毛
死
去
が
も
た
ら
し
た
波
紋の
ひ
ろ
が
り
は
言
論
界に

も
数
多
くの

影
響を
与
え 、
総
合
誌
は
こ
ぞ
っ
て
論
稿

を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度か
ら
と
り
あ
げ
て
い
る
（
た
だ
し

『
世
界』
は
た
だ
大
江
健
三
郎の
「
眼
量
を
放
げ
ら
れ
よ

｜毛
沢
東の
死に
よ
せ
て
l」
と
岡
田
春
夫
社
会
党
議
員

の
「
毛
沢
東
主
席の
思い
出」
談
話
筆
記の
補
筆の
二
つ

し
か
掲
載
し
て
い
ない 。
ロ
ッ

キ
ー
ド

事
件
の
と
き
も

『
世
界』
は
す
ぐ
問
題に
飛
び
つ
こ
うと
し
な
かっ
た
コ

こ
れ
は
毛
沢
東が
単に
偉
大
な
革
命
政
治
家で
あっ
た

と
い
うζ
と
だ
けに
よ
る
もの
で
は
な
く 、
哲
学
者
あ
る

い
は
文
学
者
（
詩
人）
と
い
っ
た
側
面
も
も
ち
合
わ
せ
て

い
た
た
め
で 、
『
展
望』
の
竹
内
実 、
野
村
浩一
の
対
談

「
毛
沢
東
思
想の
遺
産」 、
ま
た
同
誌 、
富士
正
晴 、
司

馬
遼
太
郎の
対
談
「
毛
沢
東の
い
る
風
景」
な
ど
は
こ
の

と
と
を
物
語っ
て
い
る 。

( 10 ) 

的
確、
中
嶋
論
文
の
指
摘

と
うし
た
な
か
で 、
毛
死
後
約一
カ
月
半に
し
て
起ζ

っ
た
権
力
闘
争の
発
生
を
あ
る
程
度
ま
で
予
測 、
予
言
し

て 、
ぴ
た
り

的
を
射
た
論
文と
し
て
『
諸
君』
の
「
毛
沢

東
時
代へ
の
訣
別」
（
中
嶋
嶺
雄）
の
もつ
意
義
は
大
き

い 。

． 
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中
嶋は 、
毛
死
去の
報に
接し
て
直
観
的
に
思っ
たζ

と
の一
つ
に 、
生
前に
－おい
て
毛
が
遺
書
ない
し
遺
嘱を

残
し
た
か
ど
うか
で
あっ
た
と
い
う。
毛
も
含め
て
中
国

寸ゆ
強
大
な
指
導
者は
遺
書
もし
く
は
遺
嘱を
残
し 、
そ

れ
が
大
き
な
意
味
を
もっ
と
い
う
政
治
文
化
を
継
承
し
た

歴
史が
あ
り 、一
具
体
的
例と
し
て
孫
文の
「
革
命い
ま
だ

成
ら
ず」
と
い
う
名
文
句
以
外に 、
ソ
同
盟に
あて
た
遺

書と
宋
慶
齢
夫
人
あて
の
私
的
遺
書
を
残
し
た
事
実 、
し

か
もと
れ
が
国
民
党
内
部の
対
立
抗
争
を
激
化し
た
（
陰

で
は
注
精
衛が
遺
嘱を
改
ざ
ん
し
た
と
か 、
ソ
同
盟
あて

の
遺
言
が 、
実
は
当
時の
容
共
派の
孫
文の
秘
書
陳
友
仁

とコ
ミシ
テル
ン
顧
問ボロ
1
ジ
ン
の
合
作
だ
と
い
っ
た

疑
惑が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
た
と
い
う）
ζ
と
を
挙
げて・

い
マ。。墾＋

国
鋒の
首
席
就
任と
江
育
夫
人
ら上
海グル
ー
プ
に

か
け
ら
れ
た
疑
惑 、
追
放の
の
ろ
し
が
上
が
っ
た
ζ
と

之 、
次の
中
嶋の
文
言
は
見
事
に一
致し
て
い
る 。
す
な

わ
ち
「と
もか
く 、
もし
も
遺
言
ない
し
遺
嘱の
存
在
が

認
め
ら
れ
る
と
し
た
ら 、
当
分は
そ
の
方
向に
hu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 、r
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」 。

さ
ら
に
中
嶋
論
文で
は 、
毛
沢
東の
革
命
的
功
績
者と

し
て
の
生
涯
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当て
る
だ
けで
は
な
く 、

む

し
ろ 、
中
国
共
産
党
創
立
時に
果
た
し
た
役
割の
過
小
評

価に
立
ち 、
ま
た
「
右
寄
り」
の
論
文
を
発
表し
た一
九

時事解説眼目51年1l月2日（火）

二
三
年
あ
た
りの

毛の
とっ
た 、
い
わ
ば
表
向
きの
伝
記

に
お
け
る
空
白
期の
問
題 、
つ
づ
い
て一
九
四
九
年 、
中

国の
建
国以
来二
十
七
年
間に
わ
ずか
三
回し
か
党
大
会

を
聞か
ず 、
そ
の
問 、
多
くの

毛
政
治の
犠
牲
者
が
出た

と
い
う
事
実
が 、
ク
ー

デ
ター
と
は
別に 、
毛
な
き
あと

江
青
夫
人
は
じ
め
側
近
者に
対し
て
向
け
ら
れ
る
積
年の

お
ん
ね
ん
と
なっ
て
表
面
化し
ない
と
も
限
ら
ない
と
い

っ
た
論
調ま
で
述べ
て
い
る 。
中
国の
新
路
線
が
ど
こ
に

向
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
全
く
予
断
を
許さ
ない
ほ
ど
流

動
的で
あ
る
な
か
で 、
中
嶋の
指
摘‘の
正
鵠
（乙
う）
さ

は 、
や
は
り

現
代
中
国
研
究
家と
し
て
卓
抜で
あ
る
と
い

え
そ
うで
あ
る 。

燃
え
る
人、
毛
沢
東
の
側
面
も

中
嶋の
と
うし
た
観
察に
対
し
て 、
中
国
古
代
史の
第

一
人
者で
あ
る
貝
塚
茂
樹
は
『
中
央
公
論』
の
特
集
「
毛

・
周
を
失っ
た
中
国の
新
路
線」
の
な
か
で
「
毛
沢
東の

変
身」
を
書
き 、
一
九五
四
年に
中
国に
招か
れ 、
建
国

五
周
年
祝
賀の
国
慶
節の
祭
典に
参
列し
た
昔
話と
と
も

に 、
毛
沢
東
個
人のパ
ー
ソ
ナ
リ
ティ
が
漢の
高
租に
ふ

し
ぎに
類
似
点
が
あ
ると
と
か
ら 、
直
山会
議で
の
彰
徳 f

懐に
対
す
る
仕
打
ち
（一
九五
九
年
八
月 、
反
党
集
団と

レ
ッ

テル
を
は
ら
れ 、
粛
正
さ
れた
事
件）
を
引
用し
て 、

火
の
よ
うに
燃
え
る
感
情
家と
し
て
毛
沢
東
を
と
ら
えて

い
る
の
は
面
白い 。

中
国
革
命の
主
で
あ
る
以
上 、
そ
の
実
行に
い
く
た
の

エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
る
の
は
当
然で
あ
る
が 、
そ
れ
を
人
物

の
評
価
素
材に
す
るζ
と
はい
さ
さ
か
軽
薄の
そ
し
り
を

� 
•' 

」‘,. 、

ま
ぬ
が
れ
ない
に
せ
よ 、
員
塚の
ぼ
あい
は 、
権
力
闘
争

に
明
け
暮
れ
た
革
命の
英
雄
像
を
た
く

み
に
と
ら
えて
い

る
と
い
っ
て
よい 。

ま
た
別の
観
点か
ら
す
れ
ば 、
『
文
塞
春
秋』
のマ
ー

ク’・
ゲ
イン
（
ア
メ
p
カ
の
ジャ
ー
ナ
リス
ト）

の
「
毛

沢
東の
偉
大と
悲
惨」
も 、
毛に
対
す
る
論
評と
し
て
出

色か
もし
れ
ない 。
毛
沢
東の
指
導に
よ
る
革
命
成
功
の

秘
密は 、
ど
う
冷
ら
ω
農
民
を
味
方に
し
たζ
k 、
ω
民

族
主
義に
立っ
てマ
ル
ク
ス
主
義の
中
国
化を仕
かっ
た

ζ
と 、
ω
永
続
革
命
論
理に
よ
る
闘
争
状
態の
恒
常
的
作

出が 、
政
権の
相
対
的
安
定
化
を
も
た
ら
し
たこ
と
ーー

な
ど
を
挙
げ
る
ζ
と
が
で
き
そ
うで
あ
る 。

毛
死
後に
予
想
忘
れ
る
権
力
闘
争
は 、
急
進
派と
穏
健

派
の
問で
展
開さ
れ
る
と
み
て
はい
る
もの
の 、
も
う一

つ
決め
手
を
欠い
て
い
る
感じ
で
あ
る
が：：： 。

要
求
さ
れ
る
厳
正
な
分
析

と
こ
ろ
で 、
最
後に
開
高
健 、
橋
川
文三 、
萩
原
延
寿

の
て
い
談
「
中
国
現
代
史と
日
本
人」
に
ふ
れ
て 、
毛
沢

東
を
め
ぐ
る
論
評の
し
め
く
く
りに
し
て
お
き
たい 。

『
中
公』
の
特
集で
は 、
こ
の
ほ
か
に
竹
内
実の
「
革

命
第二
代
は
ど
ζへ
ゆ
く
か」 、
丁
望
（
香
港
「
明
報」

副
編
集
長
兼
「
明
報
月
刊」
編
集
長）
の
「
評
伝
人
民
中

国の
プ
リン
ス
王
洪
文」
と
鹿
沢
剛
の
「
鍵を
握
る
人
民

解
放
軍の
内
幕」
な
ど
が
あ
る 。
王
洪
文
評
伝は 、
か
れ

が
わ
ずか
七
年に
し
て一
介の
労
働
者か
ら
中
共
中
央
副

主
席ナン
バ
ー－

ス
リ
1

の
地
位
を
得た
と
い
うの
は
稀

有
（
け
う）
の
ζ
と
で
あ
る
だ
けに 、
興
味
深い
読
み
物

、‘a’1
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に
違い
ない
が 、
政
変
劇の
陰
謀
者と
し
て
すで
に
反
党

者と
み
ら
れ 、
完
全に
失
墜し
た
事
実
を
考
え
る
と 、
そ

の
辺
に
と
そ
中
国の
もつ
特
異
性と
と
もに 、
ど
ζ
まで

を
真
実と
考
え
るべ
き
か
に
迷
わ
ざ
る
を
え
ない
面
も
あ

る 。
し
か
し 、
こ
の
評
伝の
末
尾
に
は
「王
洪
文は
理
論

的
水
準
が
低
く 、

党・
政・
軍の
中に
基
盤
を
もっ
て
お

ら
ず 、
職
務に
ふ
さ
わ
しい
本
当の
人
望
が
ない 。
政
治

的
前
途
は
・お
そ
ら
く
あ
ま
り
楽
観で
き
ない
で
あ
ろ
う」

と
結
ん
で
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
り 、
かつ
政
変
劇と
か

ら
ん
で
象
徴
的で
あ
る 。

さ
て
「て
い
談」
に
戻
る
が 、
社
会
主
義
社
会
建
設の

常と
う
手
段
あ
るい
は
定
石
を
ふ
んで
い
ない
と
い
う

意

味で
「
西
欧の
射
在
外に
出
た」
（
萩
原）
主
い
う
認
識

が 、
革
命の
永
続
化を
ひょ
う
ぼ
う
す
る円
メ
院
な
り 、

アノ
ナ
キ
ズ
ム
と
刻
印さ
れて 、
あ
まつ
さ
え
「
反
対
派に

言
わ
せ
れ
ば 、
乱
世の
雄に
す
ぎ
ない 。
乱
世の
雄と
し

て
は
巨
木で
賢
くて

掠
（
らつ）
腕で
見
事
だっ
た。け
れ

ど
も 、
平
和の
時
代に
統
治で
き
る
人
物
じ
ゃ
ない」（
開

高）
と
いっ
た
評
価が
な
さ
れて
い
る
の
が
毛
沢
東の
姿

で
あ
る 。
開
高は
作
家ら
し
く
さ
ら
に
「
しょ
せ
ん
中
国

は
ま
だ
近
代
が
ない 。
そ
れ
は
推
理
小
説
が
ない
か
ら」

と
き
めつ
けて
い
る 。
仮
説と
はい
え
萩
原
も
「
革
命
家

だっ
て
休
日 、が
ない
わ
けに
はい
か
ない
ん
だ
か
ら 、
彼

ら
も
どと
か
で
休
日
を
作っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
ない
か 。
そ

れ
が
毛
沢
東の 、は
あい
に
は
詩で
あっ
た
の
か
も
し
れ
な

い」
と
詩
人
毛
沢
東に
ケ
チ
をつ
けて
い
る 。

橋
川
は
橋
川で
「
毛
の
指
導し
た
も
の
は
政
治
な
の

か 、
あ
るい
は
人
間が
生
活
す
る
と
い
う

文
化
なの
か」

時事解説昭和51牟ii月2鼠｛火｝

を
問い
か
け 、
毛の
本
質
探
求の
む
ずか
し
さ
を
指
摘し

て
い
る 。

い
ず
れ
比
せ
よ 、
こ
れ
だ
けの
大
固に
な
り 、

米ソ
の

冷
戦二
極
構
造K
変
化を
与
え
る
よ
うに
なっ
た
中
国
体

制の
生み
め
親の
一死
が 、
何
物
も
も
た
ら
さ
ない
と
は
考

え
ら
れ
念い
以
上 、
こ
れ
まで
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
評やこ

れ
か
ら
出て
く
る
で
あ
ろ
う
観
測 、
予
想に
は
事
欠
か
な

‘
い
と
い
え
る 叫
し
か
し v
厳
正
な
分
析
が
要
求
さ
れ
る
と

と
も
間
違い
ない 。
い
た
ずら
に
独
断
や
偏
見に
ま
ど
わ

さ
れ
ない
こ
主
も
肝
要で
あ
ろ
う 。

「
保
守
政
治
の
論
理
を
断
て
」

さ
で 、
政
局の
混
迷は
自
民
党の
内
紛 、
総
選
挙
間
近

と
い
う
客
観的
条
件
の
な
か
で
そ
の
度
合い
を
深め
て
い

る
が 、
内
紛に
つ
い
て
は『
文
春』の
ド
キュ
メ
ン
ト
「
自

民
党
権
力
抗
争」
ハ
志
村
次
郎）
が
目
立つ
程
度で 、
そ

れ
ほ
ど
掘
り

下
げ
た
論
考は
み
ら
れ
ない 。

ζ
れ
は
ど
う
や
ら 、
自
民
党
分
裂
を
思
わ
せ
る
動
き
が

あづ
た
陀
も
か
か
わ
ら
ず 、
土
壇
場で
収
拾し
た
（せ
ざ

．一る
を
え
な
かっ
た
？）
と
と
に
よっ
て 、
しょ
せ
ん
内
紛

が
決
裂
的
状
況に
至
ら
ない
で
あ
ろ
うと
い
う
自
民
党の

体
質を
認
識
す
れ
ば 、
成ιり
行
きに
ま
か
せ
て
と
く陀

問

題は
念い
と
い
うこ
主
を
意
味L
て
い
る
た
め
で
は
念い

か
と
思わ
れ
る 。
い
わ
ゆ
る
挙
党
協の
臨
時
党
大
会で
の

出
方
も 、
ほ
一ぼ
総
選
挙
後に
お
ける
円
満
な
政
権の
委譲

劇が
お
ζ
な
わ
れ
る
℃
と
を
前
提と
し
て
動い
て
い
る
ふ

し
も
みら
れ
る 。
た
だ 、
自
民
党の
起
死
回
生
が 、
ロ
ッ

キ
ー
ド

問
題と
の
一関
連に
・お
い
て
チャ
ン
ス
を
見
失
わ
れ

' 

る
こ
と
の
ない
よ
うに
し
・な
け
れ
ば 、
保
守
体
制の
維
持

そ
の
もの
は
危
殆
（
たい）
に
ひ
ん
す
るζ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う 。

こ
う
し
た
予
想
が
成
り

立つ
ζ
と
か
ら 、
『
世
界』
は

特
集
「
保
守
政
治の
論
理
を
断て」
を
組
んで
い
る 。
冠

頭
論
文に
「
道
義
的
批
判か
ら
制
度
改
革へ」
（
伊
東
光

晴）
が
あ
る 。
サ
プ・
タ
イ
トル

が
「ロ
ッ

キ
ー
ド

の
政

治
経
済
学」
と
なっ
て
い
るζ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ

うに 、
「R
ッ

キI
ド

問
題 、が
な
げか
け
た
もの
は
何か

を 、
経
済の
問
題に
L
ぼ
り 、

制
度
上
ど
の
よ
う
な
改
革

が
最
小
限
必
要
なの
か
を
考
えて
い
く」
と
い
う
立
場か

ら
の
論
文で
あ
る 。

一元
来 、
商
取
引陀
政
治が
介
入し
ない
（で
き
ない）

の
が
タ
テ一マ
エ
で
は
あ
る
が 、
航
空
機の
購
入は一
航
空

会
社で
金
策
がつ
く
も一の
で
は
な
く 、
当
然 、
政
府
関
係

銀
行か
ら
の
融
資を
必
要と
する 。

伊
東
は
ま
ず 、
ζ
ζ
に
政
治
介
入の
余
地
が
出て
きて

汚
職
に
つ
な
が
るζ
と
を
挙
げ 、
さ
ら
に 、
日

本の
企
業

と
ア
メ
リ
カ
の
企
業と
の
違い
の
念
か
で 、』
ア
メ
リ
カ
の

企
業で
は 、
た
と
え
海
外の
政
治
献
金ーで
あ
ろ
うと 、
ひ

そ
か
な
販
売
促
進
費で
あτろ
うと 、
あ
るい
は
裏
金で
あ

ろ
うと 、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
せ
ずに
お
か
ない
監
査

制
度
が、あ
る
点
を
指
摘
し 、
と
れが
日

本の
ぼ
あい
「
監

査
さ
れ
る
人
が
監
査
する
人
を
雇
う」
とい
う
制
度に
な

っ
て
い
ると
と
か
ら 、
全
く正反
対で
あ
る
乙
と 、
つ
ま

り
制
度
的
欠
陥
が 、
道
義
的
批
判に
も

ま
し
てロ
ッ

キ
ー

ド
事
件で
は
重
要
なと
と
がらで
あ
る
こ
と
を
力
説し
て

い
る。

( 12 ) 
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