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毛

沢

東

な

き

中

国

の

混

乱

と

将

来

毛
沢
東
へ
の
評
価

「つ
ね
に
世
界
中を
ひっ
か
き
ま
わし
て
き

た
男」
と
は 、
か
つ
て
ドゴ
ー

ル
が
没
し
た
と

き 、
な
お
意
気
高
かっ
た
モ
沢
東
に
た
い
し

て 、
『ニ
ュ
ーヨ
ー

ク・
タ
イム
ス』
が
与
え

た
形
容で
あっ
た 。
その
『ニ
ュ
ーヨ
ー

ク・

タ
イム
ス』
は 、
毛
沢
東の
死
に
た
い
し 、
毛

沢
東の
歴
史
的
偉
業
を
大
き
く
た
た
え 、
「
西

側
わ
けで
も
ア
メ
リ
カ
ーーは 、

毛
沢
東の
才

能
と
力の
全
容を
い
つ
ま
で
も
評
価で
き
な
か

っ
た 。
ス
タ
ー
リ
ン
の
巨
大
な
姿
が
舞
台か
ら

消
え
て
は
じ
め
て 、
世
界は
毛
沢
東の
業
級を

評
価し
は
じ
め
た」
と
配
し
て
戦
後
間際
政
治

地
図の
な
か
での
毛
沢
東
を
際
立っ
て
位
也づ

け
な
が
ら
も
同
時に
「
毛
沢
東の
其の
業
組を

称
讃す
る
こ
と
は 、
彼の
過
ち
ゃ
中
国
国
民
に

与
え
た
多
大
な
損
失
を
看
過
す
る
こ
と
で
は
な

い」
と
述べ 、
毛
沢
東
に
た
い
す
る
最
終
評
価

は
ま
だ
留
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説い

て
い
る
ハ
九
月
十
日
付
『エ
ュ
lヨ
ー

ク・
タ

イム
ス』
社
説
「
毛
沢
米」） 。

た
し
か
に 、
日
本の
多
くの

新
聞
論
調
と
は

一
味
途っ
た
こ
の
よ
う
な
評
価こ
そ 、
毛
沢
東

の
生
と

苑の
し
た
た
か
な
意
味
を
リ
ア
ル
に
描

き
出
し
て
い
る
と
い
えよ
う 。

毛
沢
東
は 、
そ

の
生
涯
を
通
じ
て
中
国社
会
と
現
代
世
界に
た

い
し
た
え
ず
挑
戦
しつ
づ
けた
の
で
あ
っ
た

雄

ハ
東
京
外
語
大
学
助
教
授）

が 、
彼
が
投
げか
けた
問
題
は 、
い
ま
だ
に
最

終
的
な
決
着
を
見て
は
い
な
い
の
で
あ
る 。
文

化
大
革
命
以
来 、
こ
と
ご
と
に
強
調
さ
れ
た

グ
社
会
主
義
社
会での
階
級
闘
争
論d
に
し
て

も 、
グソ

連
社
会
帝
国
主
義
批
判ρ
に
し
て

も 、
い
ず
れ
もい
ま
だ
に
係
争の
さ
な
か
に
あ

る
問
題で
あっ
て 、
（
前
者につ
い
て
は 、
中

国
国
内に
も
た
え
ず
抵
抗
が
あ
り 、

後
者
に
つ

い
て
はソ
迎は
も
と
よ
り 、
い
わ
ゆ
る
「
第
三

世
界」
に
お
い
て
もこ
の
テ
lゼ

へ
の
批
判
が

多い）
内
政
と
外
交の
両
面
での
こ
の
毛
沢
東

の
二
大
テ
ー

ゼ
が
歴
史の
評
価に
十
分
耐
え
得

る
と
い
う

保
証は
な
に
も
な
い
の
で
あ
る 。

そ
の
う
え 、
去
る一
月
周
恩
米の
死
以
来 、
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こ
の
七
月の
朱
徳の
死
を
は
さ
ん
で 、
つ
い
に

訪
れ
た
毛
沢
東の
死に
い
た
る
ま
で 、
中
国
準

命の
三
傑の
か
く
も
相
次
ぐ

逝
去の
あ
い
だ
に

は 、
「
走
資
派」
批
判 、
天
安
門
事
件 、
部
小

平
失
脚 、
河
北
大
地
震
な
どの
政
治
的・
社
会

的
激
動
が
相
次
ぎ 、
本
年に
入っ
て
か
らの
中

国
は
息つ
くい
と
ま
な
き
ほ
ど
揺
れ
に
揺
れ
て

き
た
の
で
あ
る 。
あ
た
か
も
王
朝
末
期の
乱
世

を
想
わ
せ
る
状
況
で
あっ
た 。
中
国の
リ
l

〆

ー
た
ち
が
し
ば
し
ば
引
用
する
文
句
を
借り
れ

ば
ま
さ
に
「
山
雨
来
た
ら
ん
と
欲
し
て
風
核に

満つ」
と
い
うの

が
咋
今の
中
固
なの
で
あっ

た 。
こ
う
し
た
不
安の
な
か
で 、
毛
沢
東の
生

命
は 、
今
日の
中
国
に
残
さ
れ
た
数
多くの
国

難
な
課
題
と
軍
隊
し
て 、
独
り

果
て
た
の
で
あ

る 。
その
よ
う
な
中
国 、
こ
れ
か
ら
は
ど
ん
な

進
路
を
た
ど
るの
で
あ
ろ
う
か 。

2 

内
政
の
巨
大
な
不
安

毛
沢
東の
死
が
も
た
ら
し
た
内
政
上
の
大
き

’76年6月13日に新裕社通のが発表した毛沢東
主llifの写n

な
空
白
を 、
どの
よ
う
に
し
て
埋
め
るの
か
を

版
望
す
る
ま
え
に 、
ど
うし
て
も
確
認
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
前
提が
あ
る 。
毛
沢
東
死

後 、
中
国
内
政の
将
米
に
か
ん
し
て 、
すで
に

さ
ま
ざ
ま
な
F
測
が
出
て
お
り 、
その
多
く
は

集
団
指
導
制へ
の
移
行
を
当
然の
こ
と
と
し
て

予
怨
し
て
い
る
の
で
あ
る
が 、
そ
の
際
に
も 、

こ
の
前
提
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る 。
その
前
提と
は 、
今
日の
中
国

に
お
い
て 、
現
行の
憲
法
（一
九
七
五
年一
月

制
定〉
と
党
規
約
三
九
七
三
年
八
月
制
定〉

は 、
党・
政・
軍の
あ
ら
ゆ
る
権
力
が
党
主
席

に
集
中
す
る
よ
う
な
組
織
的
制
度
的
保
証
を
党

主
席
に
た
い
し
て
与
えて
し
まっ
て
い
る
と
い

う
権
力の
構
造
に
つ
い
て
の
認
識で
あ
る 。
こ

の
点
で
毛
沢
東
は
附
界
に
知
例の
な
い
集
中
的

な
依
－M
を
法
制
的
に
は一
手
に
掌
握し
て
い
た

の
で
あっ
た 。
そ
乙
で 、
い
か
に
集
団
指
導
制

を
ぷ
向
し
よ
う
と
し
て
も 、
制
度
的
に
は
党
主

席
絶
対の
体
制
が
す
で
に
出
来
上
がっ
て
い
る

の
で
あ
り 、
こ
の
点で
現
行の
体
制
に
お
い
て

は
柴
田
指
導
制
は
そ
も
そ
も
制
度
的
板
拠
を
も

ち
得
な
い
の
で
あ
る 。
わ
れ
わ
れ
は 、
今
n
の
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中
闘の
権
力の
シ
ス
テム
女
考
え
る
と
き 、
こ

の
よ
う
な
前
提を
忘
れ
て
は
な
ら
ない 、

こ
の
よ
う
な
前
提の
系
（コ
ロ
ラ
リ）
と
し

て
出
て
く
る
問
題
は 、
革
命
と
建
問の
リ
l

〆

l 、
毛
沢
東で
あ
れ
ば
こ
そ
与
え
ねた
その
よ

う
な
絶
対
的
権
刈を 、
ち
沢
東
以
外の
後
継
指

導
者に
た
い
し
て
も
与
え
る
と
い
う

合
立
が
成

り
立つ
か
ど
う

か
とい
う
問
題で
あ
り 、
も
し

も 、
こ
の
合
意
が
困
難
で
あ
る
な
ら
ば 、
現
行

憲
法
な
い
し
は
党
規
約の
改
正
に
よっ
て 、
権

力の
分
散
を
制
度
的
に
も
は
か
ら
ねば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る 。
そ
れ
に
は 、
全
国人
民
代
表

大
会
な
い
し
は
党
大
会の
開
催
が
必
要で
あ
る

が 、
その
よ
う
な
政
治
的
儀
式
を
挙
行
し
得る

か
ど
う
か
は 、
や
は
り
当
面の
大
き
な
課
題で

あ
ろう 。
さ
し
あ
た
りの

政
治日
程か
ら
す
れ

ば 、
ま
ず
党
主
席
を
ど
う

す
る
か
が
焦
眉の
問

題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い 。
去
る
四

月の
天
安
門
明
件で
党
第一
副
主
席に
な
り 、

こ
の
九
月
十
八
日
の
毛
沢
東
邦
儀
〈
追
悼
式）

で
は
弔
辞
を
読ん
で
毛
沢
東
葬
送の
匡
役に
な

っ
た
準
国
鋒
が
泉
た
し
て
党
主
席
に
な
り

得
る

か
ど
うか 、
も
し
も
党
主
席に
なっ
た
場
合
に

は 、
国
務
院
総
理
（
首
相〉
の
地
位
を
兼
務
す

るの
か
ど
う
か
が
や
は
り

注
目
さ
れ
る
とこ
ろ

で
あ
ろ
う 。
か
り
に
禁
固
鋒
が
大
方の
予
想の

よ
うに
その
ま
ま
党
主
席
に
就
任し 、
法
制
的

に
は
総
力
を一
手に
集
中
し
た
と
し
て
も 、
実

態
的
に
は
その
地
位
は
決
し
て
安
定
的
な
もの

で
は
な
い
か
ら
い
わ
ゆ
る
格
同
鈴
体
制
を
強
化

し
て
ゆ
く
た
め
に
は 、
彼
は 、
い
わ
ゆる
文
革

派の
な
か
に
位
置づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で

の
政
治
的
立
場
を
毛
沢
東
路
線の
担い
手
と
し

て
半
面
で
継
承
し
な
が
ら
も 、
他
の
半
面
で

は 、
当の
文
革
派
か
ら
次
第に
速
い
地
点
に
自

己の
立
場
を
移
行
さ
せ
ざ
る
合
得
な
い
で
あ
ろ

う 。
な
ぜ
な
ら 、
過
般の
天
安
門
事
件に
表
出

し
た
詩
や
ス
ロ
ー

ガ
ン
が
物
語っ
て
い
る
よ
う

に 、
中
国
民
衆
内
部に
お
け
る
文革
派
幹
部へ

の
不
満
と
批
判 、
と
く
に
江
育
夫
人と
挑
文
元

．
政
治
局
員
に
た
い
す
る
反
発
は
き
わ
め
て
糠

強
い
よ
う
で
あ
り 、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は 、
立

の
旧
幹
部
や
国
務
院の
官
僚
府か
ら 、
下
放
知

識
宵
年に
い
た
る
ま
で
ほ
ぼ
共
通し
て
い
る
よ

うに
思
わ
れ
る
だ
け
に 、
説中国
鋒
らの
後
継
リ

ー
ダ
ー

た
ち
は 、
こ
う
し
た
潜
在
的
潮
流
に
逆

＋ 
：：�..－リ＋事

本店 大阪市城東区若Ii生 町3・1

St-:�＋事は常に良心の踏普を

つくして皆織の医療に奉仕して

L、ます。
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ら
うこ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う 。

昨
年
秋の

大
楽
民
業
会
議で
は 、

，，
左n
の
江
青

H
右多

の
卸
小
平
が
と
も
に
重
要
演
説
を
お
こ
なっ
て

鋭
く
対立
し
た
と
般
測
さ
れ
て
い
る
が 、
相中
国

鋒
も
こ
の
会
議で
は
重
要
演
説
を
お
こ
な
い 、

彼の
演
説
だ
け
が
公
表
さ
れ
て
い
る 。
こ
の
こ

と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に 、
市
岡
鋒
は
す
で
に
あ

る
租の
勢
力
均
衡
的
なパ
ラン
サ
ー

で
あ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る 。
こ
のパ
ラ
ン
サ
ー

が 、
た

ん
に
暫
定
的
な
妥
協の
産
物
と
し
て
で
は
な

く 、
み
ず
か
らの
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
を
伴っ
た



グ
新し
い
実
権
派H
に
な
り
得
る
か
ど
う
か

は 、
一
つ
に
は 、
人
民
解
放
軍の
文
持
を
得
ら

れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
お
り 、

二
つ
に

－F・s－za脅4M亀

一

九
七
三
年
八
月
二
四
日、

中
間
共
産
党
第
十
回

全
阿
代
表
者
大
会
で
党
胤
約
改
正
が
な
さ
れ
た
。

毛

主
席
の
お
周
恩
来

は 、
中
国
内
政の
隠
さ
れ
た
カ
ギ
合
握
る
特
務

．
公
安
関
係の
支
持
を
得
ら
れ
る
か
ど
う

か
に

か
かっ
て
い
よ
う 。

そ
し
て
前
者
に
つ
い
て

は
去
る
七
月
末
以
降の
河
北
大
地
長
と
その
復

旧
活
動
が一
つ
の
明
白
な
兆
候
を
示
唆
し
た
よ

う
に
恩
わ
れ
る 。
す
な
わ
ち 、
中
同
で
は 、
四

川
上
旬の
天
安
門
引
件
以
米 、
首
偲
工
人
民
兵

を
は
じ
め
各
地の
都
市
民
兵
が
大
動
員
さ
れ 、

民
兵の
威
力
が
発
揮
さ
れ
た
の
で
あっ
た
が 、

こ
れ
ら
民
兵の
組
織
布 、
指
導
者
は 、
江
山
夫

人で
あ
り 、

王
洪
文・
副
主
席で
あっ
た 。
こ

れ
に
た
い
し
て 、
河
北
大
地
長
以
降
は 、
「
抗

震
活
動」
つ
ま
り

災
害
救
援
活
動に
出
動
し
た

正
規
軍
と
し
て
の
人
民
解
欣
市
名
部
隊の
活
動

が
大々
的に
伝
え
ら
れ 、
一
方 、
民
兵の
活
動

が
抑
え
ら
れ
た
感
が
あっ
た 。
こ
う
し
た一
辿

の
動
き
は 、
認
は
明
ら
か
に
民
兵の
活
動
や
そ

れ
を
指
導
する
文
革
派
幹
部に
党
同
し
て
い
な

い
こ
と
を
示
し
て
お
り 、
同
時に 、
そ
の
よ
う

な
「
抗
践
活
動」
に
お
け
る
市
岡
鈴
首
相の
祈

躍
が
目
立っ
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
た
の
で

あっ
た 。
や
は
り

軍
は
当面
文
革
派
に
た
い
す

る
支
持
に
は
き
わ
め
て
消
倒
的な
よ
う
で
あ

＠大昭和製紙
社長斉藤了英
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り 、
そ
れ
だ
け
に
筆
国
鋒の
立
場
は
す
で
に
文

革
派
を
隊
れつ
つ
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る 。

第二
の
特
務・
公
安
関
係の
支
持
に
つ
い
て

は 、
挙
国
鋒
が
過
去一
年
半
に
わ
たっ
て
国
務

院
公
安
部
長
（
公
安
相〉
で
あっ
た
こ
と
は 、

有
利に
作
用
し
よ
う 。

今
後
は 、
在
東
興・
政

治
局
員
が
統
率
す
る
特
務
関
係の
支
持そ
得
ら

れ
る
か
ど
う
か
に
か
かっ
て
い
よ
う 。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と 、
説中
国
鋒
指
導
部

が
か
な
り

強
力
な
政
治
基
盤
を
形
成
す
る
道
も

な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
とい
え
よ
う 。
と
く
に

今
日
の
中
圏
内
部
に
潜
在
的
に
は
き
わ
め
て
広

範
な
基
盤
を
もっ
実
務
派
勢
力
は 、
周
恩
来
逝

き 、
部
小
平
失
脚の
の
ち 、
中
央
で
は
葉
剣
英

・
副
主
席 、
李
先
念・
副
首
相
を
中
心
と
す
る

の
み
で
あ
る
が 、
軍の
長
老 、
劉
伯
承・
政
治

局
委
貝
は
か
つ
て
郵
小
平
が
政
治
委
貝
を
任じ

た
第二
野
戦
軍
司
令
で
あっ
た
こ
と 、
隙
削蜘
聯

・
北
京
軍
区
司
令 、
許
世
友・
広
州
軍
区
司

令 、
李
徳
生・
稽
陽
軍
区
司
令
と
い
う

政
治
局

委
貝の
実
力
派
軍
人
が
すべ
て
李
先
念・
別
首

相
と
同
郷の
湖
北
省
黄
安
県
出
身
で
あ
る
こ
と

な
ど
を
含
め
て 、
毛
沢
東
以
後の
政
治
権
力
を

め
ぐっ
て
はこ
れ
ら
実
務
派の
旧
幹
部や
軍
人

が
や
は
り

大
き
な
力
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る 。

そ
し
て
こ
れ
ら
実
務
派
首
脳
ない
し
は
軍
首
脳

は 、
文
革
派の
中
枢・
上
海グ
ル
ー

プ
と
積
年

の
拾
抗
か
ら
し
て
も 、
当
面 、
パ
ラ
ン
サ
ー
と

し
て
の
挙国
鋒
を
擁
し
て
ゆ
くこ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い 。
そ
う
し
た
な
か
で
もっ
と
も
注

目
さ
れ
る
の
は
張
春
橋・
政
治
局
常
務
委
μ
で

あ
ろ
う 。

文
革
派
内
部の
急
進
派・
銚
文
元
と

穏
健
派・
張
春
橋
と
は 、
すで
に
久
し
く
対
立

し
て
い
る
との
見
方
も
あ
り 、
い
ず
れ
に
せ
よ

医
春
橋の
立
場
が
当
面の
カ
ギ
を
握
る
こ
と
に

な
るの
で
は
な
か
ろ
う
か 。
ソ
連
側
が
か
ね
て

か
ら
もっ
と
も
注
目
し
て
い
る
人
物
も
張
春
橋

で
あ
り 、

一
方 、
つ
い
先
日 、
シュ
レ
ジ
ン
ジ

ャ
ー

前
米
国
防
長
官
と
と
もに
訪
中
し
て 、
一

足
先
に
帰
閏の
途
次
東
京へ
立
ち
寄っ
た
ア
メ

リ
カ
の
著
名
なコ
ラム
ニ
ス
ト 、

ジ
ョ

セ
フ・

ク
ラ
フ
ト

は 、
革
国
鋒
に
は
中
国の
将
来
を
担

い
得
る
だ
けの
重
量
が
まっ
た
く
欠
け
て
い
る

と
語っ
て
い
た 。

こ
の
よ
う
な
不
透
明
な
状
況の
な
か
で
当
面

の
中
国の
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
に
着
目
し
な
け
れ

＠ 
東京鋪装工業器

道路建設， 鋪装工事， アス

フアルト合材， 製造・販売

天辰登吉郎

東京都千代田区外神図2-4-4

"fltff舌（代） (253) 9151-9 
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取締役社長

ば
な
ら
ない 。
将
来の
中
国
に
は 、
こ
れ
まで

毛
沢
東
を
戴い
て
無
理
を
押
し
通
し
て
きた
文

革
派
に
た
い
す
る
怨
念
が一
挙
に
爆
発し 、
文

革
派
打
倒が
叫
ば
れ
る
可
能
性 、
さ
ら
に
は

グ
毛
沢
東
批
判d 、
ない
し
は
非
毛
沢
東へ
の

道
が
大
き
くクロ
ー

ズ
アッ
プ
さ
れ
る
可
能
性

さ
え
あ
る
こ
と
を
含
め
て 、
ま
だ
ま
だ
政
治の

流
動
がつ
づ
くこ
と
は
疑い
な
い 。
そ
も
そ
も

集
団
指
導
制
が
長
期
的
に
安
定
し
た
例
は 、
中

国
の
歴
史
に
も 、
社
会
主
義
国
家の
歴
史
に
も

皆
無
で
あ
る
こ
と
をこ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り

想



起
すべ
きで
あ
ろ
う 。
こ
の一
点
に
お
い
て

も 、
中
国の
内
政
は
ま
だ
ま
だ
揺
れ
る
は
ず
で

あ
る 。3 

流
動
す
る
世
界
の
三
極
と
日
本

去る一
月
下
旬 、
周
恩
来
死
去
半
月
後に
核

実
験
を
お
こ
なっ
た
中
岡
は 、
こ
の
九
川二
十

六
日 、
同
様
に
毛
沢
東
死
去
半
月
後
に
ま
た
し

て
も
核
実
験
を
お
こ
なっ
て
毛
沢
東
路
線の
継

承党
内
外
に
誇
示し
た 。
「
新
都
社
は
全
党 、

全
軍 、
全
国
各
族
人
民が
偉
大
な指
導
者 、
毛

沢
東
主
席
を
心
か
ら
追
悼
し 、
党
中
央の
呼
び

か
け
に
こ
た
え
て
悲し
み
が
力
に
変
え 、
毛
主

席の
教
え
を
実
行
し
て 、
社
人情A
f－－
必
菰AW
と
建

設につ
と
め
て
い
る
なか
で 、
その
実
験
は
い同

名古屋での
宿泊
は

こ
な
わ
れ
た」
（
新
市
社
通
信 、
九
月二
十
六

日〉
と
発
表
し
た
の
で
あ
る 。
こ
う
し
て
中
国

は 、
当
面 、
毛
沢
東
路
線の
継
承
含
内
外
に
示

す
で
あ
ろ
う 。

に
も
か
か
わ
ら
ず 、
大
き
な
花
田
を
寄
せ
て

い
る
問
題
は 、
毛
沢
東
死
後の
中ソ
関
係の
変

化につ
い
て
で
あ
る 。
い
う
支
で
あ
な
く 、
E

沢
東の
反ソ
意
識・
対ソ
強
硬
論こ
そ
そ
れ
が

眠
史
的
に
形
成
さ
れ
た
もの
で
あ
っ
た
だ
け

に 、
今
nの
中ソ
関
係
を
胤
定
し
て
き
た
最
大

かつ
根
本
的
な
要
閃で
あっ
た
か
ら
で
あ
る 。

その
毛
沢
東の
苑
は 、
ソ
辿
に
とっ
て
久
し
く

待
望し
た
もの
で
あ
り 、

毛
沢
東
以
後の
中ソ

関
係の
改
斡こ
そ 、
ソ
辿
側の
役
大の
願
叩円
で

あっ
た 。
も
と
よ
り 、
ソ
辿の
指
ボず
い臼
た
わ

も 、
小ソ
密
凡
時
代の
一円
米
を
夢
想
し
て
い
る

わ
け
で
は
決して
な
い 。
だ
が 、
今
日
の
よ
う

に
極
限
状
況に
あ
る
中ソ
の
対立
関
係
が
少
し

で
も
改
持
さ
れ 、
中
国
が
少し
で
もソ
連
寄
り

に
軌
道
修
在
す
れ
ば 、
そ
れ
はソ
連の
対
中
戦

略の
勝
利で
あり 、
米ソ
括
抗
時
代の
ソ
連
の

世
界
戦
略の ・h
ト〈
な
勝
利で
あ
る 。
従っ
て 、

ソ
連
は
毛
沢
東の
死
を
決
定
的
な
転
機
と
し

て 、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
対
中
戦
略
を

執
拘
に
展
開す
る
で
あ
ろ
う 。

毛
沢
東
死
後の

ソ
述
が
毛
沢
東
主
義
批
判の
諭
調
を一
時
中
止

し
て
い
る
こ
と
も 、
そ
の一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
ろ
う 。

も
と
よ
り
中
間
側
は 、

働
き
か
け
に
たい
し
て 、

気品と格詔につつまれた

名古屋観光ホテルで。
室料一一一一一一一一一一司
シングル ¥3,900～￥6,000 

ツイン ￥7,700『￥19.000

ダブル ￥9,000

スイート ¥38.000-l( 100,000 

．ご予約Iiお平自に
お申し付け〈ださい．

＆塁霊置盟理

締’

- 41ー

こ
の
よ
う

なソ
述
の

き
わ
め
て
瞥
戒
的
で
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あ
る 。
当
面 、
毛
沢
東
路
線
か
ら
の
偏
向や
逸

脱
に
た
い
し
て
大い
に
似
霊
に
な
ら
ざ
る
を
得

ない
後
継リ
l

〆
ー

た
ち
は 、
ソ
連
に
た
い
し

て
は
と
り

わ
け
頑
な
る
姿
勢
を
示
す
で
あ
ろ

う 。
ソ
述
や
東
欧の
諸
立が
打
屯
し
た
毛
沢
東

へ
の
吊
屯引
受
け
取
りゃ』

拒ん
だ
り
し
て
い
る

の
も
その
あ
ら
わ
れ
で
あ
る 。
必
同
鋒
は 、
毛

沢
東へ
の
弔
辞の
な
か
で
「二
つ
の
超大
国
と

り
わ
けソ
述
社
会
帝
国
主
筏」
との
対
決
を
強

調
し
て 、
ソ
述
念
館一
の
敵
と
す
る
中
同の
こ

れ
ま
で
の
方
針
に
変
化の
な
い
こ
と
を
あ
え
て

示
そ
う
と
し
た 。
も
と
よ
り 、
ソ
述
と
し
て

は 、
こ
の
よ
う

な
中
肉の
出
方
は
当
然
織
り

込

み
済み
で
あ
ろ
う
か
ら 、
毛
沢
東の
不
在
と
い

う
厳
然
た
る
事
実合
基
礎に
し
て 、
将
米の
中

間
内
政の
氾
裂
と
混
乱
を
テコ
に
すべ
く 、

今

後
と
も
硬
軟
同
組の
掃さ
ぶ
り
を
お
こ
なっ
て

ゆ
く
で
あ
ろ
う 。
と
くに
長
朋
的
に
は
笑
務
派

路
線が
文
革
派
に
勝
利し 、
市
も
こ
の
よ
う

な

路
線を
支
持
し
て
こ
れ
以
上
の
対ソ
対
決
を
避

、，
l古沢m亡き中岡は伺！.t�動〈

け
る
で
あ
ろ
う
と
の
ソ
連の
期
待
は 、
そ
れ
な

りの
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

を
も
ち
得
る
よ
う

に
思
わ

れる 。こ
の
よ
う

な
可
能
性こ
そ 、
中ソ
和
解へ
の

歩み
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
だ
けに 、
ア
メ
リ

カ
と
し
て
は 、
最
大の
悪
夢
なの
で
あ
る 。
す

で
に
昨
年
十
二
月の
フ
ォ
ー
ド

大
統
領
に
よ
る

「
新
太
平
洋ド
ク
ト
リ
ソ」
以
来 、
ヨ
ーロ
ッ

パ・
大
西
洋
地
域で
の
対ソ・
デ
タ
ン
ト

外

交 、
ア
ジ
ア・
太
平
洋
地
域で
の
対
中
後
近
に

よ
る
反
「
朝
柿」
辿
合
と
い
う

両
義
的・
二
元

-4� -

凶



的
な
世
界
戦
略
を
実
行しつ
つ
あ
る
ア
メ
リ
カ

は 、
中ソ
関
係の
改
善
を
阻
止
す
る
た
め
に

も 、
今
後 、
さ
ら
に
米
中
接
近
を
促
進
す
る
で

あ
ろ
う 。
こ
の
よ
う
な
方
向
は 、
当
面の
中
間

の
後
継
リ
！

〆
ー

た
ち
に
とっ
て
も
望ま
し
い

選
択
で
あ
る 。
シュ
レ
ジ
ン
ジ
ャ
ー

前
米国
防

長
官
と
撃
国
鋒
らの
会
談が
進
み 、
フ
ォ
ー
ド

大
統
領
の
特
命
を
受
け
たマ
ゾ
ス
フ
ィ
ール
ド

米
上
院
議
日一
行
が
毛
沢
東
逝
去
前
後
に
い
ち

は
や
く
訪
中
し
た
こ
と
も 、
こ
う
し
た
米
中
関

係の
将
米の
方
向
を
示
唆
し
て
い
る 。
そ
う
し

た
米
中
関
係の
新
し
い
発
展
に
よっ
て 、
台
湾

問
題
は 、
米
中
間
の
ホ
ッ
ト・

イ
シュ
ー

で
あ

る
こ
と
を
もは
や
や
め
よ
う
と
し
て
い
る 。
こ

う
し
て
米
中
岡
交
樹
立 、
米ム口
防
衛
条
約の
廃

棄
が
い
よ
い
よ
現
実
的
な
政
治H
程
に
の
ぼ
ろ

う
と
し
て
い
る
と
き 、
流
動
す
る
世
界の
三
樹

構
造の
な
か
で 、
日
中－
Mソ
と
い
う

わ
が
凶

に
とっ
て
の
問
有
な
外
交
関
係
は 、
米
中ソ
三

角
関
係の
な
か
の

一
つ
の
サ
プ・
シ
ス
テム
と

し
て
の
意
味
以
上
の
重
要
性
を
ア
ジ
ア
の
国
際

関
係
全
体の
な
か
で
い
ま
や
も
つ
に
い
たっ
て

い
る 。
同
時に 、
こ
の
よ
う
な
国
際
関
係の
流

動の
な
か
で 、
台
湾 、
仰
同
を
は
じ
め
京
間ア

ジ
ア
諸
問の
不
安
や
動
探
も
大
き
い
だ
け
に 、

わ
が
国
と
し
て
は 、
こ
れ
らの
諸
国
の
立
場
を

も
十
分
に
考
え
て
行
動
す
る
必
要が
あ
る 。

こ
の
点
で
い
ま
や
日
中
関
係は 、
た
ん
に
日

ソ
関
係の
茨
と
哀
の
関
係
に
なっ
て
い
る
の
み

な
ら
ず 、
ア
ジ
ア
全
体の
安
定
に
か
か
わ
る
霊

要
な
国
際
関
係
に
なっ
て
お
り 、

わ
が
国
と
中ー

固
との
こ
国
聞の
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味

を
もつ
に
い
たっ
て
い
る
の
で
あ
る 。
そ
う
し

た
な
か
で 、
た
と
えば 、
わ
が
国
が
不
用
意に

「
開制
緩」
条
項
を
掃
入
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ 、

そ
の
結
泉 、
ア
ジ
ア
各
国
は
こ
れ
ま
で
以
上
に

中ソ
対
立
に
巻
きこ
ま
れ 、
同
時
に
中ソ
和
解

の
可
能
性に

一
HWV一
変し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
で
あ
ろ
う 。
こ
の
点
か
ら
し
て
も 、
当
面

の
日
中
平
和
友
好
条
約
交
渉
に
か
ん
し
て
ア
ジ

ア
の
同
際
関
係
全
体
を
附
臨
し
得る
広い
視
野

の
な
か
で
問
題
を
考
えて
ゆ
くべ
き
で
あ
ろ

う 。
こ
の
点
拙
速
を
厳
に
慌
し
み 、
巧
遅
を
旨

と
すべ
さ
で
あ
る
こ
と 、
言
を
侠
た
ない 。

（昭
和五十二
ヰ九
月二
十八日
記）
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