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毛

沢

東

死後
、

・中

岡
で

劇
的
な

政

変
が

起
ζ
っ

た

わ

け
で

あ

る

が
、

一

般

川

に
、

文

化

大
統

命
が

勝

利
し
、

そ
の

「

新

生

市
物
」

が

中

同

社

会
の

閉
止

ま
で

ゆ

き

わ

た
っ

て

新
し
い

社

会

役化
を

も

た
、
り
し

た
と
い

う

よ

う
な

中
関
イ
メ

1

M

ジ

が
マ

ス
コ

ミ

を

通

じ

て

強
か
っ

た

だ

け
に
、

多
く
の

人

た
ち
は

戸

袋
っ

た
と

川

と

と

思

う
。

ん

し

か

し
な

が

ら
、

少
な
く

と

も

過

去
一

年
間
ぐ

ら
い

の

巾

同
の

仙
況
を

リ

ア

伽

ル

に

分

析
し

て

み

る
と
、

今
問
の

事

態

は
、

そ
の
シ

ナ

リ
オ

の

例
々

の
プ

ロ

ッ

川

ト

は

ど

も

か
く
、

そ
の

大

筋
は
あ

る

意

味
で

は
子

怨
し

得
た

も

の

で
、

私

自

川

身
、

毛

沢
東
の

死
を

が

解
き

放
た

れ

た

死
d

と

ぷ
現
し

た
。

つ

ま
り
、

ま

さ
に

毛

沢

東

の

死

と

北

京

政

変

l
情

況
と

展

望

｜

一

m一

現
代

中
国
問
題
研
究
の

第
一

人
者
が

説
く

北
京
政
変
と
こ
れ
か

ら
の

国
際
情
勢

H

解

き

放

た

れ

た

死
H

中

嶋

嶺

雄

（

東

京

外
国
聞
大

助教

授
）

モ

沢

市民
の

死
を

期
し

て

待
つ
べ

き

状
況
が

中

間
に

ら
っ

た
わ

け
で
、

あ

る
人

た

ち

は
、

さ

あ
と

れ

か

ら

自

分

た
ち
の

山

孫
だ
、

と

感
じ

た

で

あ

ろ

う
し
、

ま

た

あ

る

人

た

ち

は、

と

れ
か

ら

ど

う

な

る

ん

だ

ろ

う
、

大

変
だ
と
い

う

危

機
感
に

と

ら
わ

れ

た
と

と
と

思

う
。

多
く
の

中

岡

民

衆
に

と
っ

て

は
、

一

つ

の

時

代
が

終
わ
っ

た

と
い

う
、

あ

る

秘
の

解
放

感

を

感

じ

た
に

逃
い

な
い
。

と

う
し

て

そ

も

そ

も

宅

沢

氏
の

死
は
、

M

Mm

き
政
た

れ

た

宛
H

で

あ
っ

た
と
市
川
え

る
と

思

う

わ

け
で

あ

る
。

従
っ

て

刑判

自
身

は
、

「

毛

沢

東

体
制
は

解

体

す
る
」

（
朝
日

ジ
ャ

ー
ナ
ル
）

と

か

「

毛

沢

東

時
代
か

ら
の

決

別
」

（
諸
君
／
）

と

題

す
る

論

文
を
、

毛

沢

東
の

死

に

際
し

て

品引
い

た
わ

け
で

あ

る

が
、

そ

れ

は

ま

さ
に

毛

沢

東
の

死

を

期
し
て

待

つ
べ

き

緊

迫
し

た

状
況
を

権

力中

枢
に

認
め

て
い

た
か

ら
に

ほ

か

な
ら

な
い
。

一（ 46 ）ー

毛沢東の死と北京政変-情況と展望-　『白警』12月号-1976.12.00



”r

 

い

挙
国
比四政
権
は
今
回の
北京政
変に
よっ
て
更にクロ
ー

ズ
アッ
プ
され
た

川
わ
けで
ある
が 、
都
問
鈴の
政
治的
中
枢へ
の
上
舛は 、
周
知の
よ
うに 、
ζ

の
二
月別
恩来亡
き
後の
同
務院
総
却
代行とい
う形で
その
人
れが
硲
認
さ

川

れ
た 。

．川

議
問
拙仰
はそ
も
そも
昨
年の
円以か
ら
秋に
か
けての
「
巡業は大楽に
学ぶ

札
全
国
会
議」
で 、
右の
郡
小
平と
左の
江
市Mが
論
争し
て
対立
し
たと
き 、
彼

品
がい
わば
中
間的
な
立
場か
ら
総括
報告をし
たと
と
が
公
表
されてい
ると

い
と
か
ら
も
わか
るよ
うに 、
彼自身い
わゆ
る
文革派で
あ
り訟が
ら 、
あ
る

川
犯の〆
ラン
サー
と
し
て
台頭し
て
き
た
よ
うで
あ
る 。
従っ
て 、
周恩
来
亡

き
あと
の
祈綱
取任
をめ
ぐっ
て 、
調
教が
閑
掛川なと
きに 、

党内
仔
列一
四

川
位 、
問
務
院
別
総理
人
市の
序
列か
ら
し
で
も
第六
位で
あっ
た
裕同
鈴
が一

岬
矧クロ
ーズ

アッ
プ
され
たとい
うと
とに
も
なっ
た
わ
けで
あ
る 。
と
の
よ

－
ん
うに 、
来関
鈴
向
身は 、
い
わば
政
治的
妥
協の
路
物と
し
て
出て
き
たわ
け

山川
で
あ
る 。

川

そ
し
て
同
時に
走
資
派
批
判の
キャ
ンペ
ーン

が
開務し
た
わ
け
で
あ
る －

M
が 、
し
か
し
なが
ら 、
『人
民日
報』
と
か
『
紅旗』
とい
うマ
ス
メ
デ
イ

ァ 、
北
京大
学 、
前
議
大
学とい
う
大
学の
キャンパ
ス 、
あ
るい
は大
淡の

川
農
業
生車内
大隊 、
大
底
油
聞々等
の
文
革
派の
拠
点で
は
走
資派
批
判が
沸
き

川
起とっ
たに
も
か
か
わ
ら
ず 、
全体的に
は
むし
ろ
走
資派
批
判に
対す
る
抵

札
抗を
見て
と
ると
と
が
で
き
た 。
つ
ま
り 、
そ
れほど
までに
中
国
社会の
底

品
辺に
は
毛
沢
東政
治へ
の
抵抗
が
潜
在し
てい
たとい
えよ
う 。
例えば
昨
年

川
夏の
杭
州
本
件に
表わ
れ
てい
たよ
うに 、
つ
ま
り ，

貧
困のユ
ートピ

アd

川
と
で
も
言え
る
よ
うに 、
毛
沢
東
思
想を
絶対化し
て 、
低
賃銀の
ままで 、

川
毎日の
よ
うに
「
隊
級
闘
争」
あ
るい
「
継
続政
命」
とい
う 、
い
わば
イ
デ

オロ
ギ1
的
な
理
念をと
な
え
てい
る
だ
けとい
う 、
そ
うい
っ
た
政
治な
り

社会に
対し
て 、
只体的
な
口上
げ要求に
よっ
て 、
民
衆の
問か
ら
反
売が

あっ
た 。
と
のζ
と
に
現わ
れ
てい
る
よ
うに 、
周
恩米が
会
阿
人
民
代ぷ
大

会で
提
起し
た 、
い
わゆ
る
「四つ
の
現
代化」

ll工
業 、
農
業 、
同
防 、

科学技
術の
現
代化とい
う
方
向をもっ
と
金一
間的に
枇
逃
すべ
きだとい
う

怠
見 、
そ
れに
対す
る
期
待が
非常に
多かっ
たと
思
う 。
そ
うで
あ
写
だ
け

に
走
資派
批
判の
キャンペ
ーン

は
なか
なか
忽
うように

進んでい
か
なか

っ
たの
で
あ
る 。

毛

沢

東
政

治
へ

の

批

判
！
天
安
門
事
件
｜

と
の
よ
う
な
約成の
小で
起ζっ
たの
が 、
去る問
川の
天
安

川悦件で
あ

っ
た 。
と
の
WH
件は 、
ま
さに
毛
沢
東政
治へ
の
批
判とい
うもの
がい
かに

綴強
く

潜在し
てい
たか
とい
う乙
と
を
示し
た
もの
で
あ
り 、
あの
事
件の

クラ
イマ
フ

クス
は 、
天
安
門の
綾上に
か
ぎつ
で
あ
る
毛
沢
東の
写
真と
同

じ
市さに
人
民
炎
雄
記念
碑の
頂上に
周
恩
来の
写
点を
民
衆が
か
か
げたと

きで
あっ
た 。
そして 、
その
問
恩
来の
写
真の
とと
ろに
赤い
小
瓶がつ
る
、．
、．

され
てい
た 。
小瓶
は
中
同
認で
もシ
ア
オピ
y
とFM
うが 、
郡
小 ．平の
小
平

もシ
ア
オピ
ン
と
Jうわ
けで 、
つ
ま
りその

小
瓶は郷
小
平を
立
川略し
てい

たの
で
あ
る 。
そ
うい
う
中
国人ら
しい
ウ
イッ
ト
に
－Mん
だレ
ジ
ス
タン
ス

で
あっ
たわ
けで 、
周
恩
米・
郷
小平
路
線に
対す
る
民
衆の
強い
支
持の
気

持が
そζ
に
現わ
れ
てい
たとす口えよ
う 。
と
同
時に 、
周
恩
来が 、
粉
骨
砕

身し
て
公の
政
治に
尽
く
し
たに
も
か
か
わ
ら
ず 、
一
体現
在の
毛
沢
東
政

治 、
と
くに
その
側
近
た
ち
は
何だ
とい
う
民
衆の
批
判が
泌
き
あ
がっ
た

の
で
あ
る 。
例えば
『人
民
日
報』
も
反
革
命の
穴
辞と
し
て
当
時は
紹介
し
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音i； 。�11
隊 ソ 聞
の述は
司大 、

令Ill!モ
古館の
で爆後
あ 発 、

る ’I＇い
皮件ろ
定と い

鈎か ろ
の 、な
怜kミ
jf火 ス

、災テ
そがリ
こ あ ア
ヘちス
もと な
っち ’I'

て で 件
き起が

τ ち 起
し ，.， ,.. 
月 とこ
下 か

ナ

勾 、て

の福い

て
い
た
け
れ
ど
も
、

裂
の
始
早
帝
の

時代
は
過

す可ぶ
っ
た 、

と
い

う
よ
う

な
必

現
、

あ
る
い
は
で
沢
点

勺
・

孫
自

の
長
で
あ

る

ぬ関
空
犬
人

｜｜
革
命

の
犠
牲

符
に

な
っ
た
人
で
あ

る
が

ーー
を
噌耐
え

る
ス
u
l

ガ
ン
、

ζ
れ

は
江
川H
夫
人
に

対
す

る
術
烈

な
批
判
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ

る
け
れ
ど
も
、

と
の

よ
う
に

江市
や

銚
文
必
を
指
す
批
判

が
い
ろ

い
ろ

な
形
で

、

あ
ふ
れ
出
た
わ
け
で
あ

る
。

と
れ

が
こ

の
が

件
の
後
心
で
あ
っ
た
わ
け
で

、

し
か

も
そ
れ

が
、

単
に
数
千

、

数
万

の
民
権

な
ら
と
も

か
く 、

延
百
万
に
も

の
ぼ
る
民
衆

が
、

そ
う

い
う
反
乱
に
加

わ
っ

た
の
で
あ
る
。

と
れ
ば
大
変

な
山

米が
で
あ
っ
た
。

こ
の
が

件
に
お
ど

ろ
い
た

山川丸山中
央
は

、

立
拠
郡
小
川γ
を
失
脚
さ
せ
た

が
、

彼

の
党
務
を
は
く
修
す

る
こ

と
は
で
き

な
か

っ

た
。

つ
ま
り

党
内
に

は
郵
小
平

の

先
住聞

は
く
奪
に
反
対
す

る
グ
ル
ー
プ

が
あ
っ
た
わ
け
で

、
そ
し
て
葉
国
鋒
を
第

一

副
主
席

と
し
てd
凶
闘
に
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ

プ
さ
せ
た
わ
け
で
あ

る
が

、

も
う
一

つ
の
結
来

と
し
て
起
と
っ
た
ζ

と
は

、

い
わ
ゆ

る
文
革
派

の
中
で
分
裂

が
起

と

っ
て
い

く
と
い

う
と
と
で
あ

る
。

お
そ
ら
く
市
同
鈴

、

そ
し

て

今
回

の
事

件
の

鑓
を
掛
っ
た

と
思
わ
れ

る
山
東
興
政
治
川
U

｜！
と
れ
ら

の
人
た

ち
は

、

か
つ

て
文
革
派
で
あ
り

な
が

ら
、

毛・
ボ
ボ

の
側
近
で
あ

る・
江
川
夫
人
ら
四
人
組

と
h

つ
ま
で
も
一

緒
に

い
た
ら
自
分
た

ち
の
将
米
は
危

な
い
と
感
じ
た
わ
け
で

、
そ

と
で
彼
ら

と
快
を
別
っ

て
ゆ
く
。

ζ
と
に
す
で
に
今
回

の

事態
の
述
閣

が
あ
ワ

た
と

F悶
え
よ
う
。

華

国

鋒
K

H

喰
わ

れ

た
H

江

菅

一
川
北
大
地
袋

と
い

う
よ
う
に
、

も
思
怨
を
削
え

て
い
れ
ば

、

人
は
ド人
に
MM
つ
と

い
っ
た
中
国
で

、

そ
れ

が
そ
う
で

な
か

っ
た

と
い

う
ζ

と
が
も
た・
り
し
た
心
理

的
な
衝
曜
は

者市
に
大
き

か
っ
た 、

地留
に
よ
っ
て
パ
ニ
ッ

ク
が
起
こ

る
。

そ

う
い

う
情
況

の
・中
で

毛沢
東
主
席

の
み

、

た
だ
独
か

奔
放

な
生
涯
を
閉
じ
た
わ

け
で

、

そ
の
瞬
間

か
ら 、

「
喰
う

か
喰
わ
れ

る
か
」

と
い
う
非
常
に
深
刻

な

事

態
に
吹

ち
．セ
っ
た

と
・d
わ
ざ
る
を
得

な
い

。
特
に一
a
HH
ら
は

、

自
分
た

ち
が
毛

沢
東

の
あ

と
ド ．

席
に

な
り
、

前
相
に
な

る
ん
だ

と
い

う
、

つ
ま
り
椛
刈

の
肢
を

両
様
的
に
同
ざ
し
て

い
く
わ
け
で

、

彼
ら
は
毛
沢
東

の

作儀
の
三
日
前

、

つ

ま

り
九
月
十
六
円

か
ら
「
既
定
方
針
と
お
り
に

がを
巡
ぷ
」

と

や
っ
六
文
ネ
の
ス

ロ
ー

ガ
ン
を
『
人
民
日
報』

に
掲
げ

、

い
ち
早
く
先
制
攻
常
的
に
プ
レ
ス
キ
十

ン
ペ
i
y
を
行
っ

た
。

と
の

と

と
が
ま
た
一

つ
の
問
題
を
起
ζ
し

て
い

く
わ
け

で
、

結
局

、

服
袋
期
間
に
つ

い
て

さ
え
一

致
で
き
な

い
ま
ま
、

し
か

も
府民

の
明

け
る
の
を
待
た
ず
に
、

い
わ
ば
屯
常
的

な
，

予
防
ク
ー

デ
タ
ー

M

が
行
わ
れ
た

わ
け
で
あ

る。

『
人
民
円

相叩』

を
見

る
と、

「

既定

方針
と
お
り
に
市け
を
巡
ぶ
」

と
い

う
ス

ロ

ー
ガ
ン
ば
卜

月
五
日
ま
で
出

て
い
る

。
つ
ま
り
そ

の
前
日
ま
で
彼
ら

が
剖
銀
総

を
持
っ

て
い
た

と
い

う
と
と
で

、

結
局

本来
は

、

四
人
組
は
自
ら

の
n

私
兵H

で
あ

る
北
京
衛
成
区
八一
三
四
一

部
隊

と
い

う
、

夜
点
興
率

い
る
綬
衛
隊
を
持
っ

て
い
た
わ
け
で
あ
り
、

あ
る
い
は
手
兵

と
し
て

の
H

首
都
よ
人
民
兵H

と
い

う

も
の
を
持
っ
て

い
た
わ
け
で
あ

る
が

、

彼
ら

は
み

な
す
で
に
寝
返
っ

て
い

く
わ

け
で

、

そ
ζ
で
日以
後
に
綴
り
に

な
る
の
は
毛
沢
東

の
紛

の
毛
遠
心
中

い
る

泌
防

部隊
し

か
な
い

、

と

や
つ
よ
う
な
悩
況

の
中
で
五

、

六
日
を
過
ご
し
た

が
、

結

局
そ
れ
も
駄
目
で
一

網打
尽
に
捕
ま
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

そ
も
そ
も
稿
閑
鋒
自
体
文
革
派
で
あ
り 、

彼
ら

と
と
も
に
乎
を
た
ず
さ
え
て
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－川
き
た
わ
け
で
あ
る
が、
そ
れ
は
毛
沢
東
と
い
う
阪
成
の
ド
で
の
と
と
で
あ
っ

川
て、
そ
の
綜
峨
が
な
く
な
っ
た
騰
に
は、
い
ず
れ
ど
ち
ら
が
先
に
快
を
別
っ
て

い
く
に
せ
よ、
す
で
に
ζ
う
な
る
情
況
が
煮
つ
ま
っ
て
い
た
と
見
て
い
い
わ
け

川
で
あ
る。
で
あ
る
か
ら
逆
に、
四
人
組
は
民
衆
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
い
た
け
れ

J
ど
も‘
縦
力
中
憾
に
お
い
て
は
『
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か』
の
均
衡
し
た
情
況
に

品
あ
っ
た
わ
け
で、
も
し
似
凶
鈴
が
彼・り
を
や
ら
な
け
九
ぽ
逆
に
端
凶
鋒
が
や・り

品
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う。
そ
れ
は
か
つ
て
の

休彪
悦
件
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ

・

る。

川

従
っ
て、
江
背
グ
ル
ー
プ
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
一聞
に
つ
い
て、
あ
と
に
な
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
と
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が、
そ
れ
は

fナ
防
ク
ー
デ
タ
ーH
で
あ

川
っ
て、
逆
に
彼
ら
が一
網
打
尽
に
さ
れ
た
の
だ
と
J
え
よ
う。

J

AF1
凶
の
市
態
は
中
尉
社
会
の
政
治
的・
社
会
的
ぷ
崩
を
反
映
し
て、
継
力
機

d川

浩
が
非
常
に
流
動
的
で、
そ
の
角
逐
が
き
び
し
い
と
い
う
ζ
と
が、
也
僚
の
販

品

開
で
あ
る
が、
も
っ
と
深
い
原
因
を
採
れ
ば、
と
れ
は
あ
る
意
味
で、
毛
沢
東

’川
上
仰
の
中
で
の
府
系、
つ
ま
り
江
向け
が
延
安
に
く
る
以
前
か
ら
ち
沢
ボ
の
側
近

川
と
K
Hげ
が
っ
く
り
あ
げ
た
上
海
グ
ル
ー
プ
と
の
角
逐
で
も
あ
る。

ι

華

国

鋒
政

権
の

今

後

議
問
鈴
の
経
僚
を
調べ
て
み
る
と、
す
で
に
延
安
時
代
の

初期
か
ら
毛
沢
東

ル
の
側
に
い
る
わ
け
で、
涼
東
興
も
毛
沢
東
の
ポ
デ
f
ガ
l
ド
と
し
て
い
つ
も

A

，、・0c

A
，
m冊
子d
の
よ
う
に
毛
の
側
に
い
る。
宅
以
来
の
表
向
き
の
秘
市内
は
隊
伯
速
で

い

あ
っ
た
が、
在
来
興
は
常
に
除
の
人
物
と
し
て
側
に
い
た。
そ
と
へ
江巾げ
が
お

川

色村凡
を
漏出
わ
せ
て
毛
沢
東
に
近
づ
い
て
来
た
わ
け
で
あ
る。
毛
沢
東
は、
結
局、

彼
女
に
狂
っ
て、
正
官官
で
あ
る
貿
士
氏
を
非
街
な
み
じ
め
な
自
に
会
わ
せ
て
江

HM
と一
九t一
九
年・
に
紡
織
す
る
わ
け
で
あ
る
が、
そ
の
時
す
で
に
周
恩
来、
耐榔

俄遥
か
ら
訴
前胤
削列、
山明
凶
鈴
に．
会
る
ま
で、
－一
人
の

結婚
に
反
対
し、
や
が
て

江尚
が
文
革
期
に
政
治
の
中
継
に
の
し
あ
が
っ
て
き
た
ζ
と
に
も
内
心
は
反
発

を
悠
じ
て
い
た
わ
け
力、
そ
の
反
発
が
後
に

隊伯
途
も
林
彪
も、
同
じ
文
革
派

で
あ
っ
て
も
は
じ
き
出
さ
μ
た
と
い
う
と
と
と
同
様、
「
喰
わ
な
け
れ
ば
喰
わ

れ
る」
と
い
う
悦
態
の一
つ
の
茂．
漫
な
述
附
を
つ
く
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

。49

 

考
え
て
み
る
と、
凶
人
組閣
は、
い
ず
れ
も
ど
く
に
新
し
い
時
期
に
上
泌
で
江

背
が
っ
く
り
あ
げ
た
文
芸
サ
ロ
ン
に
凶
入
り
し
て
い
た
文
芸

清治・
家、
イ
デ
オ

ロ
l
グ
で
あ
っ
て、
い
わ
ば
毛
沢
必
七
仰
の
新

参者
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る。

そ
の
点
か
ら
も、
と
う
？っ

約況
は
あ
り
得
た
の
で
あ
る。

と
も
か
く
文
化

大革
命
が一
つ
の
方
向
性
を
凶
ざ
し
て
い
た
う
ち
は
い
い
け

れ
ど
も、
す
で
に
民
衆
の
間
か
ら
文
京
そ
の
も
の
に
対
す
る
抵
抗
が
起
と
り、

毛
沢
東
政
権
に
対
す
る
抵
抗
が
起
と
っ
た。
そ
の
中
で
文
革
派
自
身
が
そ
う
い

う
形
で
分
裂
し
て
ゆ
く、
と
れ
は
ま
た一
つ
の
政
治
hM
学
と
し
て
は
中I
然
の
と

と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

市
岡
鈴
体
制
に
つ
い
て
は、
あ
る
立
叫怖
で
郁
同
鈴
の
絵
師肌
そ
の
も
の
が
・省
く

か
ら
毛
沢
東
と
か
な
り
つ
な
が
っ
て
い
た。
毛
沢
東
王
制
の
氏
系
で
あ
り、
ひ

ょ
っ
と
す
る
と
血
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
る。

そ
う
い
う
と
と
が、
今
の
車
同
地岬
に
と
っ
て
角｝
聞
は
非
常
に
プ
ヲ
ス
し
て
い

る。
毛
沢
東
思
怨
の
爪

継お
と
し
て一止
統
性
（
レ
ジ
テ
ア
y
l）
を
持
つ
と
い

う
わ
け
で
あ
る。

と
と
ろ
で
義
国
鋒
は
判
官米
興
と
と
も
に、
党
内
で一
貫
し
て
特
務
公
安
部
門

を
歩
い
て
き
た
人
物
で
あ
る。
中
国
共
産
党
の
特
務
公
安
関
係
と
い
う
も
の
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J
は 、
日
本の
公
安
借りMMな
ど
か
ら
は
想
像もで
き
ない
ほど
異
質な 、
まさに

叫

グl・
ペ
l・
ゥー
と
して
の
存花で
あっ
て 、
と
の
よ
う
な
党
内の
帥刊に
闘

れ
鎖
的
な 、
し
かも
総
力中
根
をだ
れで
き
る
部
門を
歩い
て
き
たとい
う経

歴

川
が
ある 。
ま
た
彼は 、
党の
A
記と
して
毛
以
点の
故
郷で
ある
湖南省
湘m

川
県に
二
十
年
間もい
た
わ
けで 、
と
の
二
十
年間
彼は
先の
川
記で
あり 、
組

”
織
部や
統一
戦線工
作に
絡を
飽い
た 、
い
わ
ば
銘取従
者（ア ．七フ1
チキ）

川
で
あっ
た 。
ζ
の
と
と
が
彼を
して
やが
て
林
彪
別
件緋
資

受員会の
砲
の
長

J
とい
う
買
貨を
荷な
わ
せ 、
七
五
年一
月
・中
閣の
公
安大
臣に
就任し
た
背円以

ι
に
な
る
わ
けで
あるが 、
ま
たと
うい
う
性
岬初で
ある
か
らと
そ 、
今回の
よ

品
うに 、
電
想
的念
予
防ク
ー

デ
ター
を
ま
さ
に
宮廷
革
命的に
成し
遂
げると

い
と
がで
き
た
わ
けで
ある 。
そ
して 、
今
日の
中
央
符衛処
の
処
長で
あり 、

川
同
時に
八
三四一
部
隊の
リー
ダー
で
ある
｝往
来興とともに
今
回の
事
態を

と
うい
う
形で
完
成し
たの
で
ある
が 、
と
の
と
と
は 、
突
は
中
国
社会の
底

川
流に
ある
毛
沢東
政治へ
の
批
判 、
文
化
大
革
命へ
の
批
判 、
いっ
て
み
れば

J

「四つ
の
現
代
化」
を
中心
と
する
聞か
れ
た
中
同へ
の
衝
動
il

具体
的に

ι
言え
ば 、
周
恩
来・
鄭
小
平路線と
もい
え
る
｜｜

新しい
中
関
を
求め
よ
う

品
と
する
社会
集
団 、
つ
まり
毛
沢
東
政
治へ
の
ある
縄の
拒
否
総
集
団で
あっ

た
社会
集
団
｜｜

熟練

労働者 、
イン
テ
リ 、
テクノ
ク
ラ
ー
ト 、
ピ
Iロ

ク

川
ヲ1
ト 、

あるい
は
下
方知
駁
何年といっ
た 、
い
わば
巾・
国
社
会の
将来を

川
動か
し
てい
くで
あ
ろ
うと
ういっ
た
社会の
・版
流と
総
出回
鈴
体
制の
性
格に

川
は 、
自
ずと
矛
盾が
ある
わ
けで 、
そζ
に
今後 、
文化
大
革
命をど
う
位
置

州

づ
けるか
ーー

すでに
文
化
大
革
命か
ら
離
脱する
方向仕
出てい
る
わ
けで

ん
あるが
｜｜

弱小
平その
も
の
をど
う
位
置づ
ける
かとい
う
よ
う
なと
と
を

恥
め
ぐっ
て
角逐が
起と
る
可
能
性も
十
分に
ある
わ
けで
ある 。

私は
災
は 、
今回の
全般
的
な
事
態の
背
景に
部
小平が
大きな
役
胡りを

果
たし
てい
たと
考えてい
る 。
彼に
とっ
て
は 、
開
月の
天
安
門別
件の
時

に
反
革
命と
して
糾
附され
た
路
線がも
う
勝利
し
た
わ
けで
あ
る
か
ら 、

「四つ
の
現
代化」
に
して
も 、
その
時のい
わ
ば
反
革
命分
子とい
わ
れ
た

a’
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人
たち
は 、
「四つ
の
現
代化
成りし
暁に
は一
夜
宴を
設けて
溺を
飲み
明

かそ
う」
とい
うふ
うな
持を
必い
てい
た
が 、
その
四つ
の
現
代
化も
再び

復活して
き
た
わ
けであ
るか
ら 、
路
線
的に
は
周
恩
来・
鄭
小
平
路
線の
勝

利で
あ
り 、

従っ
て
彼はそ
うい
う
余
裕の
上に 、
今
後自分が
去に
山山るか

出ない
かとい
うと
と
を
自
分
自
身で
判断で
き
る
情況に
ある
と
恩
わ
れ

る 。
そ
うで
あるだ
けに 、
と
れら
の
問題を
含め
た 、
い
わ
ゆる
実
務派の

グル
ー
プ 、
そしてと
の
実
務派の
グル
ー
プ
は
今
後
決定
的
な
動
きを
する

で
あろ
う
軍の
実
力派の
中堅
幹
部 、
例えば
隊
錫
務・
北
京
軍
区
司
令 、
持

世友・
広
州
軍
区
司
令 、
本十
徳
生・
洛陽
軍区
司
令
llと

れら
の
人
は
李先

念
副首
相と
と
もに
湖
北省
策
安県出
身の
H貨

安グル
ー
プM
で
あ
ると
と

もに一
番
pア
pス
ティ
ク
な
尖
務派の
グル
ー
プ
を
形
成して 、
か
な
りの

匁の
幹部を
含め
て
大き
な
潮流に
なっ
て
お
り 、
と
の
点から
し
て
も
や
は

り
議倒鈴
は一
つ
の
限
界を
持つ
の
で
は
ない
か
とい
う
気が
する 。
護国
鋒

は
当
面 、
周
恩
来・
畑山
小
平
路
線に
ますます
妥
協してい
くの
で
は
ない
か

とも
恩わ
れ
るが 、
その
点
は
今
後の
納品Wに
注
目
し
たい 。

日
本
に
及
ぼ
す
影
響

最
後に 、
日
本に
及ぼ
す
影
響を
考え
る上で
は 、
m
態は
北
京の
宮廷
革

命で
あっ
て
も 、
ζ
のζ
と
が
も
たら
す対外
的
あるい
は
国
際
的
な
9バ
1

パ
ッ
ショ
ン
はとめ
ど
も
な
く
大
きい
の
で
は
ない
か 。
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W

ま
ず・中ソ
関
係が
流
動化してい
る 。
そし
て 、
準図
鋒政
権とソ
迎と
の

川

関
係改
必へ
の一
定の
可能
性が
出て
来ただ
けに 、
アメ
リカ
はい
ま
非
常

川
にい
ら立っ
てい
る
わ
けで 、
ア
メ
pカとして
は
従来の
テン
ポ
以
上に
米

川
中
接近を
促
進せ
ざ
る
を
刑判まい 。
中ソ
関
係の
改
普その
もの
が 、
ア
メ
P

岬

カ
に
とっ
て
の
最
大の
怒夢で
あ
る
か
らで 、
すでに
その
よ
与
な
徴
候が
出

恥

てい
る 。
台
湾と
北京との
秘
密
究沙とい
う

必近の
間報は 、
私に
はその

恥
現
災
伎は
ない
と
恩うが 、
そ
うい
うジレ
ン
マ
に
立つ
アメ
リカ
が
最も
虫

む
情報で
は
な
かっ
たかと
思
う
わ
けで 、
マ
ン
ス
フィ
ール
ド

上
院
ぷ
貝の

時
訪
中報告に
も
あ
る
よ
うに 、
そ
うい
う
方
向で
本
態はい
ち
は
や
く
流
動化

川
してい
る 。

一川

ソ
迎は 、
今日の
中ソ
凶
係はマ
イナス
百点で
あ
る
とい
う
泌
総が
あ
る

h川
だ
けに 、
も
し
も
改必され
な
くて
も
もと
もと
で
あ
る 、
そ
れがマ
イ
ナス

品
五
十点 、
あ
わよ
くば
写の
地
点”に
な
れば 、
かつ
て
のプラス
百点の
時
代

伽
は
ない
に
し
て
も 、
少
し
で
も
中
国を
動か
すと
と
が
で
き
れば 、
そ
れ
だ
け

川
で
ソ
巡の
世
界
戦
略の
勝利で
あ
る
と
考え
うる
強い
立
訟に
あ
る 。

川

そして 、
特に
中
国の
災
務
派 、
かつ
て
の
旧
災
極
派の
指
摘唱
者あ
るい
は

川
況の
中の 、
と
れ
以
上の
不毛の
中ソ
対立を
チェ
y

ク
しよ
うと
する
動き

川
に
対して 、
大い
に
期
待をつ
ない
でい
る 。
そ
うい
うソ

述の
呼
びか
けに

川

対して 、
当
箇
中
国が
かた
く
なに
拒否して
も 、
その
と
と
を
充分
読み
込

恥
み
ずみで
あ
り 、

対ソ
改
設を
図る
とい
う励きに
対して
は 、
中
関
内
部か

川
ら
もそ
れを
受
け入れ
な
ければ
な
ら
ない
い
ろい
ろ
な
要閃が
出て
来
る
わ

川
けで 、
店の
動き
もそ
うで
あ
る
が 、
第三
世
界の
関
係など
で
も 、
反
米だ

山
けで
はだめ
で 、
反ソ
に
も
な
ら
な
ければ
だめ
だとい
う
中
国の
ζ
れ
まで

’
の
主
張は 、
第三
世
界の
中で
中
国の
孤立
化 、
あ
るい
はρ
ノ
イ
と
北
京と

品川

の
品川裂の
原
因と
も
なっ
てい
る
だ
けに 、
そ
うい
う
方
向を
是正せ
ざる
を

仰ない
よ
う
な
悦
況が
徐々
に
凶て
く
る
で
あ
ろ
う 。
と
れ
は
やは
り
同
際
社

会を
大変流
動化
させ
る
わ
けで 、
そ
れで 、
ひょっ
と
す
る
と 、
そ
の
中

で 、
出酬に
・中ソ
関
係だ
けで
は
な
く
例
えばρ
ノ
イ
と
北
京との
関
係
の
改

設 、
あ
るい
は
北
朝
鮮と 、
北京と
の
緊
密化 、
そ
して
そ
れに日
本
共
産
党

を
合
むとい
うよ
う
な 、
問災
綴派
的
なレベ
ル
で
の
同
際
共産
主
義
運
励

の 、
ある
mmの
述
部
感の
間後つ
ま
り

彼
元
力が
山て
く
る
の
で
は
ない
かと

い
う
気も
する 。

閣制に 、
日
本
共
産
党も
対ソ
関
係を
改
善し 、
やが
て
総
選挙
後に
は 、
中

国と
の
関
係改
普に
動い
てい
く
か
も
し
れ
念い 。

ソ
迎は
「
毛
沢
東一
派」
とい
うと
と
を
盛んに
批
判し
て
い
た 。
そ
の

「
毛
沢
東一
派」
も
打
倒
され 、
そ
うい
う励きの
中で
日
本
共
践
党
も 、

「
毛
沢
東一
派」
と
だ
け
角逐が
あっ
た
わ
けで 、
彼ら
実
権
派と
は 、
具
体

的に
は
劉少杏 、
郡
小
平 、
移
誌な
ど
と
は
関
係が
き
わめ
て
深
かっ
ただ
け

に 、
と
うし
たレペ
ル
で 、
あ
る
磁の
復
元力が
出て
く
る
かも知
れ
ない
と

い
う
展
望は 、
日
本に
とっ
て
も 、
対
岸の
火
災視し
得ない
問
題を
含んで

い
る
と
立えよ
う 。
そ
れ
だ
けに
当
面
巾・
問をめ
ぐ
る
情
勢を
充分
注
目して

い
か
ねば
な
る
まい 。
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