
サントリー文化財団の目的は、 わが国の国際化、 高度大衆社会化の時代に応えて、

それを支える学術研究の育成、 文化活動の振興ならびに国際交流の推進に寄与する

ことにあります。 この主旨に基づき、 毎年、 広く社会と文化を考える独創的な研究

者および評論家に対し、「サントリー学芸賞」を贈呈いたしております。

本賞は政治・経済、 芸術・文学、 社会・風俗及び思想、・歴史部門の4分野に分か

れ、原則として各部門から合計9名が顕彰され、副賞として100万円が贈呈されます。

昭和56年度サントリー学芸賞受賞者

政治・経済部門

中嶋 嶺雄氏（東京外国語大学外国語学部教授）

r;:tヒ京烈烈』 （筑摩書房）

村松 岐夫氏（京都大学法学部教授）

『戦後日本の官僚制』 （東洋経済新報社）

安場 保吉氏（大阪大学経済学部教授）

『経済成長論』 （筑摩書房）

芸術・ 文学部門

中野 三敏氏（九州大学文学部助教授）

『戯作研究』 （中央公論社）

芳賀 徹氏（東京大学教養学部教授）

『平賀源内』 （朝日新聞社）

社会・風俗部門

岡崎 久彦氏（駐米日本国大使館公使）

r国家と情報』 （文事春秋）

金子 務氏（中央公論社「自然」編集部次長）

rァインシュタイン・ショ ック』 （河出書房新社）

平川 祐弘氏（東京大学教養学部教授）

『小泉八雲』 （新潮社）を中心として

思想・歴史部門

塩野 七生氏（評論家）

『海の都の物語』 （中央公論社）

吉沢 英成氏（甲南大学経済学部教授）

r貨幣と象徴』 （日本経済新聞社）
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中
嶋

肘副
総
譜

『
北
京
烈
烈
』

（
上
）

激
動
す
る
中
国

〈
下〉

転
換
す
る
中
国

中
間
で
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
」

が
始

ま
っ

た
降 、

日
本
の
知
識
人
の
中
に
は 、

ソ
述
・

東
欧
な
ど
現
存
社
会
主
毅
図
へ
の
あ
き
足
ら
な
さ

も
あ
っ
て 、

文
革
の
中
に
何
か
新
し
い
理
想
的
社

会
主
滋
へ
の
胎
動
が
あ
る
と
錯
覚
し 、

そ
れ
を
無

条
件
で
礼
賛
し
て
い
た
人
が
少
な
く
な
い

。

だ
が
中
嶋
徽
雄
氏
は
早
く
か
ら 、

「
文
化
大
革

命
と
は 、

そ
の
・本
質
に
お
い
て
は
明
ら
か
に 、

深

刻
な
政
策
論
争
を
背
景
に
も
つ
冊以
治
闘
争
以
外
の

な
に
も
の
で
も
あ
り
ω
な
い
の
で
あ
る
」

と
指
摘

し
て
い
た 。

そ
の
分
析
が
正
し
か
っ

た
こ
と
は
疑

い
を
い
れ
な
い

。

い
や
文
部
だ
け
で
は
な
い

。

中
国
は
そ
の
後
も

激
励
を
統
け
て
き
た
が 、

そ
の
m
度 、

中
的
氏
が

発
表
し
て
き
た
分
析 、

論
開併
は
尖
に
的
確
で
あ
っ

た 。

正
直
の
と
こ
ろ
評
者
な
ど
は 、

中

国
を

知

り 、

見
つ
め
る
際
に 、

ど
れ
ほ
ど
中

的
氏
の

分

析 、

解
説
を
指
針
と
し 、

そ
れ
に
導
か
れ
て
き
た

何
ら
か
の
社
会
的
基
盤
が
あ
り 、

そ
の
法
盤
は
郷

小
平
路
線
を
も
っ

て
し
て
も
そ
う

簡
単
に
は
一

抑

さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
が
初
く 。

著
者
の
い
っ

そ
う
の
解
明
に
則
待
し
十
レ

。

（
東
洋
経
済
政
経
部
削
総
長

川町
山

誠）

ハ
筑
m
m
m

上
下
各
ニ 、

問
O
O
門）

小
尾

敏
夫
箸

「
株
式
会
社

ア
メ
リ
カ
』

か
つ
て
ア
メ
リ
カ
は
「
日
本
に
は
『
日
本
株
式

会
社
』

と
呼
べ
る
政
府
と
産
栄
界
の
独
占
的
結
び

つ
き
が
存
在
す
る
」

と
決
め
つ
け
て
攻
撃
し
て
き

た
。

じ
か
し 、

日
米
繊
維
交
渉
を
は
じ
め
自
動
車

紛
出
規
制
な
ど
を
め
ぐ
る
通
産
省
と
業
界
の
対
立

関
係
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に 、

も
は
や
官
民
一

体
の
日
本
株
式
会
社
総
は
突
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
而

が
多
い

。

逆
に 、

そ
の
「
ア
メ
リ
カ
こ
そ
官
民
協

闘
の
追
を
歩
ん
で
い
る
」

と
著
者
は
指
摘
す
る 。

本
容
は 、

こ
れ
ま
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
復

維
な
ア
メ
リ
カ
の
政
府
と
産
業
界
の
協
間
関
係
の

実
態
を
鐙
宮
な
資
料
と
事
例 、

さ
ら
に
日
本
と
の

比
較
に
お
い
て
具
体
的
に
解
開閉
し
た
も
の

。

と
く

か
わ
か
ら
な
い

。

中
国
に
関
心
を
持
つ
日
本
人
の

中
で
評
者
の
よ
う
な
人
は
少
な
く
な
い

で

あ
る

左勺J 。
本
山口
は
一

九
六
六
年
か
ら
八
O
年
に
か
け
て 、

つ
ま
り
文
世帯
の
閉
幕
か
ら
今
日
の

M
四
つ
の
現
代

化
H

の
時
代
に
い
た
る
現
代
中
国
の
十
五
年
間
の

激
励
の
軌
跡
を 、

「
そ
の
突
像
を
求
め
て
逐
い
つ

づ
け 、

分
析
し 、

あ
る
い
は
問
い
つ
づ
け
ね
ば
な

ら
な
か
っ

た
」

中
的
氏
が
発
表
し
た
ぼ
う
大
な
盆

の
鎗
文 、

論
評 、

解
説
の
一

部
を
約
癒
し
た
も
の

で
あ
る 。

「
一

部
」

と
い
っ
て
も 、

本
白
は
上
下

あ
わ
せ
て
九
五
0
ペ
ー
ジ
に
の
ぼ
る

大
著
で

あ

る 。
著
者
は
本
初
へ
の
収
録
に
際
し 、

表
現
上
お
よ

び
内
容
上
の
補
正
を
一

切
行
っ
て
い
な
い
が 、

本

仰
を
銃
む
と 、

い
ま
さ
ら
な
が
ら
務
者
の
中
国
を

見
る
目
が
い
か
に
確
か
だ
っ

た
か
に

驚
か

さ
れ

る 。

と
く
に
文
革
の
発
動 、

九
念
大
会 、

林
彪
事

件 、

天
安
門
事
件 、

毛
沢
東
の
死 、

岡山
小
平
の
復

活
な
ど
況
耐火
な
転
換
点
で
の
分
析
は
先
駆
性
を
持

っ
て
い
た
と
い
え
る 。

時貯
者
な
ど
は
た
だ
た
だ
感

服
す
る
ば
か
り
で
あ
る 。

そ
の
確
か
さ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
か 。

「
激
し
く

箔
れ
動
く
今
日
の
中
園
の
政
治
の
突
怨

に
ア
メ
リ
カ
の
官
民
協
鈎
の
メ
カ
ニ

ズ
ム

を 、

H
大
統
領
対
議
会
の
政
策
決
定
の
関
係
M

H
む
も

ア
メ
リ
カ
的
な
職
業
｜

議
会
ロ
ピ
イ
ス
ト

の
活
動

内
容
u

H
大
使
ま
で
が
動
円H
さ
れ
る
忠 一
条
政
商
法

の
給
出
促
進H

な
ど
政
治 、

経
済
分
野 、

さ
ら
に

閃
内 、

国
際
活
動
に
わ
た
っ

て
オ
ー

ル
ラ
ウ
ソ
ド

に
観
察
し
て
い
る
の
が
特
徴 。

日
木
の
二
十
四
倍
の
国
土
に
八
O
近
く
の
人
種

が
同
居
す
る
絞
維
な
ア
メ
リ
カ
を
単
一

の
倫
理
で

と
ら
え
る
の
は
困
難
で
あ
り 、

ま
た
自
由
世
界
一

位
と
二
位
の
日
米
経
済
の
比
絞
や
相
違
を
単
純
な

二
分
法
で
強
制
し
す
ぎ
る
の
も
誤
解
を
招
く

一

図

と
す
る 、

著
者
の
視
点
は
明
快
で

あ
る 。

そ
し

て 、

ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
情
報
量
や
日
米
交
流
パ

イ
プ
が
多
い
だ
け
で
は 、

対
米
理
解
の
抑怖
さ
を
怠

味
し
な
い
と
前
置
き
し 、

例
え
ば
「
自
由
貿
易」

や
「
対
ソ
脅
威
」

な
ど
両
国
間
の
認
訟
の
ズ
レ
を

い
か
に
解
消
す
る
か
が
緊
急
線
題
だ
と
述
べ
る 。

そ
の
点 、

政
策
蘭
で
の
現
代
ア
メ
リ
カ
研
究
充
実

の
置
要
性
へ
の
呼
び
か
け
に
は
共
鳴
で
き
る 。

著
者
は
訟
の
か
つ
て
の
学
生
の
一

人
で
あ
り 、

大
学
時
代
よ
り

見
守
っ

て
き
た
が 、

円以
鋭
の
研
究

者
と
し
て
日
米
関
係
の
健
全
な
発
肢
を
願
う

著
者

の
並
荷
な
ら
ぬ
意
欲
が
本
管
の
い
た
る
と
こ
ろ
に

’
、J

と
そ
の
本
質
は 、

や
は
り
y

中
国
を
見
る
u

こ
と

に
よ
っ
て
で
は
な
く 、

中
国
を
訪
問
す
る
し
な
い

に
か
か
わ
ら
ず 、

M
中
国
を
考
え
る
M

こ
と
に
よ

っ
て
し
か
解
明
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

つ
ま
り

わ
れ
わ
れ
が
阪
大
な
情
報
を
整
理
す
る
な

か
で 、

そ
の
論
理
化
へ
の
不
断
の
努
力
を
続
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
し
か 、

と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

ろ
う

」

と
著
者
は
の
べ
て
い
る 。

本
お
の
編
集
者

は
そ
れ
を
「
方
法
の
勝
利」

と
府
し
て
い
る 。

こ

の
姿
勢
は 、

中
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い

入
れ

を

し 、

敗
退
し
て
い
っ

た
知
滋
人
と
は
対
照
的
で
あ

る 。

" 

-110ー

な
お
mm
越
な
が
ら
一

言 。

務
者
は
「
中
悶
の
将

来
の
展
盟
は 、

大
応
的
に
見
た
場
合 、

中
国
の
内

政
・

外
交
の
法
制
が
当
分
の
間
に
再
び
大
き
く
変

動
す
る
と
は
思
え
な
い
」

、

な
ぜ
な
ら
「

H
問
つ

の
現
代
化
u

は
今
日
の
中
国
に
と
っ
て 、

も
は
や

逆
転
し
仰
な
い
社
会
的
・

同
欲
的
民
的
だ
か
ら
で

あ
る
」

と
い
う 。

確
か
に
大
筋
に
お
い
て
は
そ
う

い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
あ
ろ
う 。

だ
が
今
日 、

m
小
平
的
近
代
化
路
線
や
毛
沢
東
批
判
に
反
対
す

る
板
強
い
反
郷
小
平
勢
力
の
存
在
を
ど
う
み
た
ら

い
い
の
で
あ
ろ
う
か 。

は
た
し
て
そ
れ
は 、

い
ず

れ
は
消
滅
さ
る
べ
き
存
夜
な
の
か 。

そ
れ
ら
に
は

う
か
が
え
る 。

本
件
は
ア
メ
リ
カ
奇
プ
l

ム
の
段

小 、

レ
ー

ガ
ン

政
織
の
「
泊
%
の
ア
メ
リ
カ
」

を

煎
解
す
る
上
で 、

官
民
協
却
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
紹

介
し
た
ユ
エ
｜
ク
な
件
と
い
え
よ
う 。

係
者

皮
大
教
授

神
谷

不
二

〈
サ
ン
ケ
イ
5
・
8
8
評）

〈
サ
イ
マ
ル
出
版
会
・

一

四
O
O
門〉

ー

も
／

ー
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四宮

協
へ
の
離れ
惑
し

臨時間品轟箆

激動何年の分析

一
九
六
六
年の
は
じ
め
か
ら一
九

八
O
年の
十二
月
ま
で 、
中
国
の

「
プロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命」
の

発
生
か
ら 、
そ
の
終
息
と
新
体
制へ

の
受付
ま
で 、
こ
の
大
激
動
の
十
五

年
間 、
著
者
は 、
マ
スコ
ミ
に 、
中

国
問
題
に
か
ん
し
て
多
く
は
情
勢
分

析
に
か
ん
す
る
支記
を
六
百篇
近
く

品目
い
て
い
る 。

中嶋嶺雄著

可七京烈烈激動する中国』〈上・下）

し
た

閥幹
瀞

そ
の
中
か
ら「
文化
大革
命」
や

中
国
内
政
に
開閉
す
るも
の
の
み
百
二

＋余
簡
を
著
者
自
ら
え
らん
で 、
伴

代
順
に
編
さ
ん
し
た
の
が
こ
の
『
北

京
烈
』々
上
下
二
巻
で 、
合
わ
せ
て

一
千
頁近
く
に
な
る 。

「現代中国との格闘」

と
の
本
に
採
録
さ
れ
た
支革
は 、

著
者
の
意
志
に
よっ
て 、
「
すべ
て

発
表
時
の
ま
ま
と
し 、
ご
く
単
純
な

字
句
上
の
訂
正
を
除
いて 、
表
現
上

筑摩書房刊／四六判／上・ 478貰

下・将8頁／各2,400円

お
よ
び
内
容上
の
補
正
を一
切お
こ

な
わ
ず 、
私
自
身
が
現
代
中
国
に
ど

の
よ
うに
か
か
わっ
て
き
た
か
を 、

私
凶
身
の
責
任
に
お
いて
改
め
て
公

開
し
よ
う
と
す
るも
の
で
あ
る」
と

著
者
は
「
ま
え
が
き」
で
のべ
て
い

る 。そ
して
下
巻
の
「
あ
とか
き」
の

中
で 、
「
文
化
大
革
命」
と
は
「一

俸
な
ん
で
あっ
た
の
か 。
本
且U
は
ま

ず
第一
に 、
現
代
中
国
と
の
私
向
身

の
格
闘
の
あ
り
の
ま
ま
の
一社
別
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い 。
第
こ
に
は 、

私
自身 、
そ
の
渦
中
で
淀ま
み
れ
に

なっ
た 、
わ
が
国
ジャ
ー

ナ
リ
ズ
ム

と
の
絡
闘
の
所
在
な
の
で
あ
ろ
う 。

そ
して
第
三
に
は 、
中
間闘
を
研
究
す

る
私
自
身
の
自
己
と
の
格
闘
の
航
跡

で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る」
と
のべ

て
い
る 。

分析誤る「心情主義」

「
泥
ま
み
れ」
と
い
え
ば 、
｛
文

章」
で
は 、
日
中
両
国
の
多
く
の
文

化人
が
泥
ま
み
れ
に
なっ
た 。

郭
沫若
は 、
「
女
革」
の
は
じ
ま
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西
遊
記
的
世
界

中
篇
繊
維
著
『
北
京
烈
烈』

＠ 

浦

存朱

さ門

西
遊
記
の
中
に、

孫
悟
空
が
三
歳
に
破
門
さ
れ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る。
人
里
離
れ
た
山
の
中
を、

師

b』－e

弟
の一
行
が
歩
い
て
い
る
と、

美
女
が
お
斎
を
持
っ

て
く
る。
悟
空
に
は
そ
れ
が
妖
怪
の
化
け
た
の
だ
と

わ
か
る
か
ら、

な
ぐ
り
す
え
る
と、
化
物
は
逃
げ
て

し
ま
う。
残
る
の
は
妖
怪
が
隠
れ
蓑
に
使
っ
た
お
ぞ

ま
し
い
死
体
と、
お
斎
と
見
せ
か
け
た
汚
物
で
あ

る。
と
こ
ろ
が
三
歳
は
信
じ
な
い。
死
体
も
汚
物
も

悟
空
が
術
を
使
っ
て、
そ
う
見
せ
か
け
た
の
だ
と、

こ
の
忠
実
な
弟
子
を
叱
る。
猪
八
戒
な
ど、

真
相
が

わ
か
っ
て
も
よ
い
は
ず
な
の
に、
性、
感
鈍
に
し
て、

妖
怪
の
ト
リ
ッ
ク
を
見
破
れ
な
い。
幻
の
美
女
や
山

海
の
珍
味
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
て
い
た
か
ら、

久
し

ぶ
り
の
御
馳
走
や
き
れ
い
な
ネ
エ
ち
ゃ
ん
の
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
を
残
念
が
る。
し
か

も、
入
戒
に
と
っ
て
は、

悟
空
は
い
さ
さ
か
煙
た

ぃ。
そ
れ
で
三
裁
に
取
り
な
す
こ
と
も
し
な
い。
悟

空
の
去
っ
た
三
政一
行
は
た
ち
ま
ち
ピ
ン
チ
に
襲
わ

れ、

辛
う
じ
て
難
を
の
が
れ
た
悟
浄
や
龍
馬
が
悟
空

に
急
を
知
ら
せ・・・・・・。

三
蔵
を
日
本
の
大
衆、

猪
八
戒
を
俗
に
言
う
日
中

屋、

悟
空
を
中
嶋
嶺
雄
氏
ら
少
数
の
学
者、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
と
考
え
れ
ば、
西
遊
記
の
一
節
は
そ
の
ま

ま、
日
本
の
中
国
に
関
す
る
言
論
に
当
て
は
ま
る
の

で
あ
る。
北
京
政
府
を
妖
怪
に
た
と
え
る
の
は
失
礼

だ
が、
し
か
し、
「
賢
明
な
る
」
日
本
人
大
衆
を、

ど
う
し
ょ
う
も
な
く
愚
か
な
三
裁
に
た
と
え
る
の
だ

か
ら、
そ
の
点、
五
分
五
分
と
い
う
こ
と
で
詳
し
て

い
た
だ
こ
う。
と
に
か
く、
北
京
政
府
は
美
女
に
化

け、

御
馳
走
を
ち
ら
つ
か
せ
て、
猪
八
戒
を
誘
惑
す

る
の
で
あ
っ
た。
元
、々

誘
感
に
弱
い
八
戒
ど
も
は

た
ち
ま
ち
ト
リ
ッ
ク
に
ひ
っ
か
か
っ
た。

「
ね、
お
師
匠
さ
ん、
こ
ん
な
人
里
離
れ
た
所
で、

仏
法
を
信
じ
て
い
る
人
が
い
る
ん
で
す．せ。
し
か
も

大
変
な
美
人
で、
お
ま
け
に
御
馳
走
の
お
い
し
そ
う

な
こ
と。
こ
の
際、

彼
女
の
好
意
に
甘
え
さ
せ
て
も

ら
い
ま
し
ょ
う
よ」

と
か
き
口
説
く。
も
っ
と
も
日
中
屋
た
ち
は、
こ

ん
な
下
手
に
出
た
言
い
方
は
し
な
い。
新
中
国
に
は

ハ
エ
は
い
な
い、
と
い
う
宜
伝
か
ら
は
じ
ま
っ
て、

一
反
で
何
百
石
と
か
の
米
を
と
る
農
法
が
開
発
さ
れ

た
の、

八
億
の
民
が
一
丸
と
な
っ
て、

私
心
を
す
て

て
偉
大
な
中
国
建
設
に
い
そ
し
ん
で
い
る、
と
い
っ

た
こ
と
を
の
ベ
た
後
で、
日
本
人
民
も
ぐ
ず
ぐ
ず
し

て
い
る
と、
中
国
人
民
に
対
し
て
恥
ず
か
し
い
ば
か

り
で
な
く、
ア
ジ
ア
の
孤
児
に
な
る
ぞ、
と
お
ど
し

を
か
け
た
の
で
あ
っ
た。
ア
メ
リ
カ
と
手
を
切
っ

て、
中
国
と
共
に
新
し
い
ア
ジ
ア
を
作
ろ
う、

と
い

う
あ
た
り、

戦
時
中
の
右
翼
と
同
じ
メ
ロ
デ
ィ
の
歌

を
歌
う
人
も
い
た
が、
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
も
当
然

で
あ
る。
戦
時
中、
日
本
人
将
校
に
よ
る
中
国
兵
百

人
斬
り
の
武
勇
伝
を
出
い
た
新
聞
記
者
が、

戦
後
は

日
中
屋
の
一
人
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら。
村
田
英

雄
と
か
三
波
春
夫
の
よ
う
な、
浪
曲
出・
北
の
歌
手
は、

歌
諸
山
を
歌
っ
て
も、
ど
こ
か
浪
曲
夙
に
な
る
の
と

似
た
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う。

と
に
か
く、
こ
の
時
期、
主
な
マ
ス
コ
ミ
の
中
国

関
係
は
日
中
置
に
占
拠
さ
れ、
あ
る
大
新
聞
は
か
こ

み
の
署
名
記
事
で
す
ら、
北
京
に
批
判
的
な
言
論
の

掲
載
を
拒
否
し
た。
だ
か
ら
孫
悟
空
の
言
葉
は
な
か

な
か
三
歳
の
耳
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
何
か

言
お
う
と
す
る
と、
八
戒
が
大
声
で、

「
じ
か
し、
ア
ニ
キ
も
や
り
す
ぎ
だ
よ。
お
師
匠

さ
ん
は
殺
生
が
嫌
い
な
の、

知
っ
て
る
だ
ろ
う。
そ

れ
を
い
き
な
り、

な
ぐ
り
殺
す
ん
だ
か
ら」

と
わ
め
き
ち
ら
し
た
の
で
あ
る。

西
遊
記
の
悟
空
は
破
門
に
な
る
と、
ひ
ね
く
れ
て

水
簾
洞
に
帰
っ
て
し
ま
う
の
だ
が、
日
本
の
悟
空
た

ち
は
綜
合
雑
誌
や
ミ
ニ
コ
ミ
を
中
心
に、
細
々
と
宮

き
統
け
て
き
た。
そ
の一
つ
の
集
大
成
が、
中
的
氏

の
「
北
京
烈
烈」
で
あ
る。
こ
れ
は一
九
六
六
年
か

33 
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中

国

を

見

る

目

の

確

か

さ

『
北

京

烈

烈
』

（
上

下）

ー！
激
動
す
る
中園、
転
換
す
る
中
国

中
国
社
会に
大
き
な
傷
跡
を
残し

た
文
本につ
い
て、
今
年六
月に
聞

か
れ
た
中
闘
共
産
党
第一
一
期六
中

全
会の
決
議は、
「
文
革
はい
か
な

る
意
味
に
おい
て
も
革
命と
か
社
会

的
進
歩で
は
ない
。

文
革
は
指
導者

が
ま
ち
がっ
て
引
き
起ζ
し
た
も
の

で、
党と
国と
人
民に
大
き
な
災
難

を
も
た
ら
し
た
内
乱で
あ
る」
と
断

じ
てい
た
が、
ζ
の
本の
著
者・
中

中
嶋

嶺
雄
著

嶋敏
雄
氏ζ
そ 、
文
革の
本
質が
そ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ると
と
を、
文

京
開
始
当
初か
ら
指
摘
し
てい
た
数

少
ない
日
本人
中
国
研
究
者
の一
人

で
あ
る
。

著
者
は
文
革が
始
まっ
た一
九
六

六
年
か
ら
八
O
年
まで
の一
五
年
間

に、
中
国
問
題につ
い
て
の
論
評・

解
説
を
約五
六
O
編
（
書
評、
制
演

録ぺ
TV・
ラ
ジ
オ
の
記
録、
学
術

論
文
を
除〈）

発表
し 、
訳・
嗣・

著
書を二
O
冊
あ
ま
り
出
し
て
い

る
。つ

ま
り
そ
れ
だ
け
の
膨
大
な
作

業
を
通
じ
て、
日
木
人
に
文
革
の

実
相
を
伝
え
続
け
て
き
た
わ
けで
あ

り 、
日
木
人
の
中
国
認
識
を
深
め
る

国で 、
著
者の
功
績
は
少
な
く
な
か

っ
た
とい
え
る
。

と
の
木
は
そ
の
五
六
O
綱
の
著
述

の
う
ち、
日
中
関
係、
中ソ
関
係 、

米
中
関
係
な
ど
国
際問
題に
関
する

も
の
を
除
き、
主と
し
て
中
国
内
政

や
文
革に
関
する
も
の
を
約一・二
O

編
収
録
し
て
あ
り 、
い
わ
ば
著
者
の

文
革
論
の
集
大
成で
あ
る
。

本
警に
収
録
す
る
に
あ
たっ
て、

著
作
は
すべ
て
発
表
時の
ま
ま
に
し

て
あ
る
。い

まと
の
大
著
を
読み
返

し
て
み
ると 、
い
くつ
か
の
点で
著

者の
分
析・
見通
し
に
誤
り
が
な
か

っ
た
わ
けで
は
ない
が、
そ
れ
ら
は

さ
さい
なと
と
で
あ
り 、

著
者
の
功

績
をい
さ
さ
か
も
傷つ
け
る
も
の
で

は
ない
。

文
革の
本
質は
何
か、
林
彪
は
な

ぜ
失
脚し
た
か、
批
林
批
孔
運
動と

は
何
か、
天
安
門
事
件は
なぜ
起
き

た
の
か、
か

四
人
組d
の
失
脚の
原

因
は
何
か、
議
国
鈴と
郡
小
平の
対

立
は
ど
う
な
る
の
か、
な
ど
につ
い

て
著
者
は
突に
的
確
な
分
析・
見通

し
を
し
てい
た
（
米
中
接
近
につ
い

て
も
早く
か
ら
予
想し
てい
た）
。

ζ
の一
五
年
間、
巾・
国
の
激
励
を

見つ
めつ
つ 、
そ
の
節
目と
な
る
重

要
事
件につ
い
て、
そ
れ
ぞ
れ
の
本

・
質、
背
焼 、
意
味
を
常に
的
確に
と

ら
え
て
き
た
とい
うζ
と
は
慨
嘆
に

彦
、，
‘
．
、
，
3
2
・．
，
‘
，
‘
，
‘
．．
 ‘，
3
、．
・
2
2
・
2
・
1
z
a
・
－
Z
’
z
‘
．
・
－
Z
，
、
．
3
2
3
・
・
t
z
，
・
2
2
3
・
2
2
2
・
r
2
2
‘
，
・
2
・
Z
E
－
－
z
2
2
・
2
2
3M

i．，
l

il

－－

由
奔
放
に
え
が
い
た
随筆
集で
あ
る。
川

、

iJe－－J

11
11
1

だ
りに
は
ζ
よ
な
〈
共
感
を
覚え
る
し
内

政
治
や
役
人
天
国
を
徹
附随
して
批
判
し
川

『
手
づ
く
り

た
事に
は、
思
わ
ず
拍
手
を
送
り
た
く
向

一

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー』

な
る。
「生
活の
知
恵」
と
題し
た
章
…

い

市
民エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
所
舗

で
は、
自
宅
訪
問、

回世話
と
手
紙、
名
山

山

石
油
危
機
以
後、
太
陽
熱、
風
力、
地

刺
か
ら
冠
婚
葬
祭、
さ
らに、
か
ば
ん
山

川
熱、
バ
イ
オマ
ス
な
ど
自
然（y
フ
ト）

や
万
年
筆の
選
び
方
ま
で
と
と
細か
〈
山

川
エ
ネル
ギ
ー
に
対
す
る
関
心
が
急
速に

説い
て
い
る。
すべ
て
が
自
らの
銭
富
山

山
高
まっ
た。
ソ
フ
トエ
ネル
ギ
ー
の
利

念
体
験
を
披
露
し
な
が
らの
と
と
だ
け
山

川
用
と
言っ
て
も、
香
川
県
仁
尾
町で
行

に、
説
得
力
が
あ
り、
興
味が
つ
き
な
山

山
な
わ
れ
て
い
る
太
陽
熱
発
電の
よ
う
な

い。
会
社の
中
堅
幹
部に
ピ
ッ
F
P。
山

川
大
が
か
り
な
も
の
か
ら、
個々
の
家
庭

『
竹
井
出
版
一一一
O
O
阿）

…
に
備え
付
け
る
太
陽
熱
温
水
田帥
ま
で
機

『
商
品
生
成
表
論』

‘
ざ
主
で
あ
る。

島
野

隆
夫
著
V

、

と
の
本
は
そ
の
中で
市
民の
行
なっ

山
て
い
る
y
フ
トエ
ネル
ギ
ー
開
発の
試

資
源、
エ
ネル
ギ
ー
を
初め
と
す
る
山

山
み
を
紹
介
し
た
も
の
だ。
そ
れ
ぞ
れ
が

各
尚
品
が、
中
間口山
を
経
て
家
計、
政
山

山
自
らの
住
む
土
地の
特
性
と
利
用
目
的

・町
輸
出、
投
資、
在
庫の
五つ
の
緑
川

山
に
合わ
せ
て、
機
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら

終
由民
部
門に
い
え
る

生産プロ
セ
ス
山

小
して
い
る。
本
文
も
図
解
入
り
で
分か

に
お
け
る
物
抵
的
な
配
分
を、
すべ
て
山

山
り
や
すい。
と
ういっ
た
市
民の
時的
み

計
算
し
た一
覧
表で
あ
る。
と
の
た
め
山

川
は
小
さ
な
も
の
だ
が、
生
活に
統
治
し

昭
和五
O
年の
復
業
迎
関
表の
政
府公
川

山
た
発
想E
モエ
ネル
ギ
ー
に
対
す
る
沼

市虫デ
l
F一一一
万
個
を
I
B
M
のコ
ン
ピ
山

山
識
を
変
え
る
の
か
も
し
れ
ない。

ュ
ー
タ
に
没
入
し
た
とい
う。
資
源
と
山

川

（
亜
紀
慾
房
一
二
O
O
悶）

エ
ネル
ギ
ー
は
有
限
で
あ
り、
E
の
物
川

阿川
配
分
は
今
後、
急ピ
ッ
チ
に
変
鋭
し
山

『
死
し
て
朽
ち
ず』

・

れ

て
い
〈。
ど
ん
な
国
家
体
制で
あっ
て
山

111
自
由
人の
凶
想

ルヰ凶
予
測
や
計
闘に
は、
と
う
し
川

竹
井
崎同
友
箸

た
作
業
が
欠
か
せ
ない。
著
者
は
大
阪
川

経
営
者
（
地
磁
グル
ー
プ
の
総
帥〉

でシ
マ
ノ
工
業
を
経
営
す
る
趨
多
忙
な
V

山
で
あ
り、
ジャ
l
ナ
P
ス
ト
（
仙川・
中

日制
済
人
で
あ
る
が、
そ
の
か
た
わ
ら
日
山

…
部
制
売
新

聞社社
長）
で
も
あ
る
竹
井

本
紙
怖の
本
格
的
な
デ
1
9
分
析に
打
…

川
氏が、
第一
線
を
退い
たの
を
機
会に

ち
込
ん
で
い
る
街の
篤
学
者で
あ
る。

…

人
生、

世相、
生
活の
知
取
な
ど
を
白

（
布
似
部院
一
万
五
O
O
O
円）
…

70 東i羊経i斉週刊28 11. ラ6.
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著
者
は
現
代
中
国
に
つ
い
て
正
し

評
い
分
析
を
行
っ
て
き
た
と
い
う、
世

曜
評
が
高
い
も
の
の、
そ
の

斡述
が
十

同
五
年
間
に
わ
た
っ
て
お
り、
し
か
も

多情出

多段
の
新
聞
雑
誌
に
発
表
し
て

き
た
た
め、
具
体
的
に
そ
の
内
容
を

収
集
し
読
む
こ

とが
困
難
で
あ
っ

aw

aw

 

現

代

中

国

学

建

設

の

苦

闘

「
北
京
烈
烈」
（
上
下）

中

嶋

嶺

雄
著

筑
摩
書
房・
各￥二、
四
O
O

た。
そ
の
た
め、
評
者
は
間
接
的
に

し
か

著者
の
怠
見
が
わ
か
ら
な
か
っ

F－。イ’と
こ
ろ
が
本
書
は、
著
者
の
「
又

革中
国
に
関
す
る
著
述一
覧」
を
付

録
と
し
て
い
る
の
で、
処
女
作
『
潟

代
中
国
論』
以
来
の
著
者
の
軌
跡
が

一
回
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た。
著

者
の
論
考
に
対
す
る
勤
判
（
肯
定
的

に
せ
よ
百
定
的
に
せ
よ）
は、
こ
の

付
録
が
基
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が

予
恕
さ
れ、
良
心
的

な公
開
で
あ
る

と
考
え
る。

そ
の
軌
跡
の
骨
絡
と
な
っ
て
い
る

著述
を
選
択
し
て一
九
六
六
年
（
又

革表
面
化）
か
ら
八
O
年
ま
で
編
年

的
に
収
録
し
た
の
が
本
密
で
あ
る。

だ
か
ら、
納
部
は
別
と
し
て、
著
者

の
立
場
や
中
国
分
析
の
重
要
な
と
こ

ろ
は、
本
容
に
よ
っ
て
十
分
わ
か

る。世
評
や
本
容
に
つ
い
て
の
い
く
つ

か
の

書評
に
よ
れ
ば、

董告
は
現
代

中
国
を
権
力
闘
争
と
い
う
視
点
に
法

づ
い
て
分
析
し、
結
果
そ
正
し
く
予

測
し
て
き
た
こ
と、
ま
た
そ
の
問、

中
国
大
陸
礼
授
の
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
と
格
闘
し
て
き
た
ζ
と
が
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て、
評
者
も
談
後
に
同
感
で
あ

り、
そ
れ
以
上
付
け
加
え
る
べ
き
ζ

と
は
な
い。

そ
う
し
た
優
秀
さ
は
ジ
ャ
l

占hJ

ズ
ム
に
と
っ
て
大
い
に
関
心
が
持
た

れ
る
と
ζ
ろ
で
あ
ろ
う
が、
評
者
は

研
究
者
と
し
て
本
容
に
ま
た
別
の
関

心
を
抱
い
た。
そ
れ
は
現
代
中
国
学

建
設
へ
の
苦
悩
で
あ
る。

古
典
中
留
学
は
長
い
伝
統
と
研
宛

の
厚
み
と
に
よ
っ
て、
学
と
し
て
の

地
位
を
際
立
し
て
い
る。
こ
れ
に
反

し
て、
現
代
中
国
学
は
若
く
荒
削
り

な
分
野
で
あ
り、
学
と
し
て
ど
の
よ

う
に
位
霞
づ
け
う
る
の
か
ま
だ
大
海

を
謀
っ
て
い
る。
そ
の
よ
う
な
状
涜

の
中
で、
著
者
が
現
代
中
国
学
建
設

を
意
図
し
た
の
が
本
舎
で
あ
る
と
理

解
し
た。

そ
の
大
き
な
理
由
は、
笠
宮
な
資

税
収
集
亡
「
私
は
ホ
テ
ル
を
そ
っ
と

ぬ
け
だ
し、
ヨ
レ
ヨ
レ
に
な
っ
た
外

姿
を
着
て
紅
衛
兵
の
群
れ
の
申
を
さ

ま
よ
っ
た」
と
い
う

実証
主

義精
神。

に
あ
る。
そ
し
て、
状
混
に
流
さ
れ

ず、
冷
静
な

翠喜
の
限
で
獲
理
し

て
い
て、
い
わ
ゆ
る
思
い
入
れ
が
な

いJ
現
代
中
国
屋
の
多
く
が
学
者
と

し
て
だ
め
な
の
は、
資
制材
が
偏
っ
て

い
て、
そ
の
上
思
い
入
れ
で
論
じ、

し
か
も
状
現
に
開削
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る。
つ
ま
り、
学
の
条
件
で
あ

る
と
こ
ろ
の
「
対
象
の
符
観
化」
が

で
き
な
い
の
で
あ
る。
そ
れ
が
こ
れ

ま
で
現
代
中
国
学
を
育
て
え
な
か
っ

た
根
本
原
因
で
あ
る。
本
抽出
が
そ
の

欠
点
を

克娠
し
よ
う
と
し
て
い
る
努

力
を
ζ
そ
高
く
評
価
し
た
い。
若
者

は
学
術
論
文
を
収
め
て
い
な
い

h逮

べ
る
が、
そ
れ
は
鎌
遜
で
あ
ろ
う。

学
術
論
又
で
あ
れ
啓一家
著
述
で
あ

れ、
根
底
の

態度
は
同一
で
あ
る。

希
望
を
述
べ
る
な
ら
ば、
当
時、

台
湾
の
資
糾
も
見
て
い
た
だ
き
た
か

っ
た。

著者
と
立
場
が
災
な
り

ζそ

す
れ、
台
湾
も
大
陸
を
緩
力
闘
争
の

観
点
か
ら
独
自
に
分
析
し
て
い
た。

今
後、
諮
者
の
著
述
に
台
湾
の
資
併

が
加
わ
る
な
ら
ば、
よ
り
容
観
的
な

現
代
中
国
学
建
設
へ
と
つ
な
が
っ
℃

ゆ
く
で
あ
ろ
う。

加
地
伸
行
（
名
大
助
教
授）







…

今
日
を
見
通
し
た
リ
ア
ル
な
認
識

中
嶋
嶺
雄
「
北
京
烈
烈」

本
章一同
は、
わ
が
国の
中
国問
題
の

第一
人
者
中
嶋嶺
雄
氏
が一
九
六
六

年
か
ら
八
O
年
ま
で
に
執
筆
し
た
膨

大
な
評
論、
解
説、
エ
ッ
セ
ー
類
を

集
大
成
し
た
も
の
で、
中
固
に
関
す

る
す
ぐ
れ
た
同
時
代
史
的
性
格
を
持

っ
て
い
る。

周
知
の
よ
う
に、
と
の
聞
の
中
国

は、
文
革、
毛・
林
体
制
形
成、
林

彪
事
件、
「
四
人
組」
時
代、
周
恩

来、
毛
沢
東
の
死
去、
「
四
人
組」

追
放、
郵
小
平
時
代の
到
来
そ
し
て

文
革
否
定、
近
代
化
路
線の
推
進
と

ド
ラ
ス
チッ
ク
念
展
開
を
極
め
た

が、
本
書
は
そ
う
し
た
激
動
の
・な
か

で
著
者
が
リ
ア
ル
な
中
国
認
識
と
真

撃
な
研
究
態
度
を
貫
き、
中
国
情
勢

を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
っ
た
「
格
闘
の

軌
跡」
（
著
者）
で
あ
り、
流
麗
か
っ

邸邸邸邸邸官、組閣邸邸邸邸忠臣事邸（9�（9）留、邸諮＇9）（�），9),9),o）＇�＇9),o）邸邸邸（9)(9)(9)(9)

上・
下

緊
迫
し
た
筆
致
か
ら
激
動
の
中
国の

状
況
が
咋
日
の
出
来
事の
よ
う
に
鮮

明に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る。

今
日、
中
閣
が
大
き
く
方
向
転
換

す
る
な
か
で、
中
国の
内
実
が
あ
か

ら
さ
ま
に
在
る
に
伴ぃ、
か
つ
て
あ

れ
ほ
ど
わ
が
国の
論
壇
や
ジャ
1
ナ

けん

リ
ズ
ム
を
席
捲
し
た
中
国プ
l
ム
は

すっ
か
り
冷
め
て
し
まっ
た。
今と

そ
革
命
後
の
中
国の
実
像
を
冷
静
に

検
証
し
得
る
時
期
を
迎
え
た
わ
け

だ。
ス
マ
ー
ト
に
編
集
さ
れ、
タ
イ、

ミ
ン
グ
よ
く
出
版
さ
れ
た
本
書
は、

わ
が
国
が
中
国
を
リ
ア
ル
に
再
検
証

し
て
い
く
きっ
か
け
と
な
る
か
も
し

れ
な
い。

そ
れ
に
L
て
も、
文
革
期
か
ら
転

換
期
を
通
じ
て
多
く
の
論
客
が
中
国

を
論
じ
て
き
た
が、
自
分の
書い
た

B

年
代の
秘
め
ら
れ
た
中ソ
の
角
逐
を

は、
最
近
書
か
れ
た
力
作
論
文
「
中

今a脳
明
る
み
に
出
し、
「
逆
説
の
ア
ジ

国
よ
今ζ
そ
文
化
大
革
命
を」
（
本

閣
ア」
や
「
新
冷
戦
の
時
代」
で
卓
越

書収
録）
や
「
文
明
の
ρ
再
鋳
造d

宅A山辺MM
し
た
ア
ジ
ア
観、
国
際
観
を
鍍
露．

を
め
ざ
す
中
国」
（
中央
公
論
七
九

z・‘組
し、
そ
し
て
今
回
「
北
京
烈
烈」
で

年
十
一
月
号）
に
み
ら
れ
る
よ
う

給
食，，

崎
中
国
評
論
を
集
大
成
し
た
著
者の
旺

に、
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
きい
文
明

電羽目aMM
盛
な
知
的
関
心
が
次に
は
どζ
へ
向

論、
文
化
論の
方
向
を
目
指
す
よ
う

一－a動
か
う
の
か
は、
学
界
や
読
者
か
ら
も

な
気
が
す
る。

明
汁代
目
さ
れ
て
い
る
が、
評
者
と
し
て

（
筑
摩
書
房
各二
四
O
O
同）

a？
．
，
色
白l
l

，

i

m蜘

つ
信
頼
さ
れ
る
放
送d
浮
き
彫
り
に

問地〆

－一，

、．

，

針
山

口
パ
l
ト・
メ
ツ
ツ
岡村繁明訳

eHM噛間仰
い

「
C
B
S
l
ア
メ
リ
カ
T
V
界
の
内
幕」

｝1
 
一＆勧

ア
メ
リ
カ
が
世
界
最
大
の
放
送
王

本
書
は
ま
た、
－
三
1ヨ
1
ク・

崎
国
で
あ
り、
そ
の
主
体
が
商
業
放
送

タ
イム
ズ
の
記
者で
あ
る
著
者
が、

舟－a

d

認
で
あ
ると
と
は、
わ
が
国
で
も
広
く

C
B
S
を
中
心
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の

lN

知
ら
れ
て
い
る
と
と
ろ
だ。

報
道
関
係
者
亘
干
人
K
イン
タ
ピ

手品

C
B
S
は、
そ
の
ア
メ
リ
カ
放
送

ュ
ー
し
て、
経
営、
放
送
番
組
誕
生

副1

界
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
り、
そ
の

の
過
程、
そ
れ
ら
を
と
り
ま
く
さ
ま

3
誕
生
か
ら
成
功
ま
で
の
苦
難の
足
跡

ざ
ま
な
人
訟
を
浮
き
彫
り
に
し
て

品川ー
を
た
ど
るこ
と
に
よ
っ
て、
こ
の
本

お
り、
わ
が
国の
放
送
界
と
の
比
較

r、

は
自
ら
ア
メ
リ
カ
放
送
界
の
内
幕

r、

ゃ、
ア
メ
リ
カ
社
会
が
も
っ
す
さ
ま

B

じい
競
争の
世
界
各
語
る
と
同
時

‘い

に、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義の
た
め
に

2

闘
う、
放
送
ジャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
側

BRH
 
溜

面
史と
も
なっ
て
い
る。

文
章
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
今
日
発
表

で
き
る
者
が．ど
れ
だ
けい
る
で
あ
ろ

う
か。
そ
の
点、
著
者
は
心
情
的、

観
念
的
な
文
革
礼
賛
論
が
は
び
ζ
る

な
か
で、
あ
く
ま
で
リ
ア
ル
・な
中
国

認
識
の
立
場
か
ら、
文
革
に
つ
い
て

は
「
毛
沢
東
政
治の
極
限
的
形
態
と

し
て
の
党
内
闘
争の
大
衆
運
動
化」

と
し
で
と
ら
え、
中
国の
権
力
構
造

に
つ
い
て
も
常
に
「
安
定」
を
疑
問

視
す
る
熊
度
を
と
っ
て
き
た。
こ
う

し
た
著
者の
視
点
は、
グ
少
数
派d

k
属
し、
批
判
を
浴
び
た
け
れ
ど

も、
毛
沢
東
死
後
の
中
国
政
治の
大

転
換
と
文
革
全
面
否
定
は、
著
者の

中
国
認
識ζ
そ
が
正
し
かっ
た
こ
と

を
雄
弁
に
物
語っ
て
い
よ
う。

七
六
年
八
月
に
書
か
れ
た
評
論の

中に
次の
よ
う
な一
節
が
あ
る。

「
現
代
革
命の
世
界
な
い
し
は
社
会

主
義の
世
界
に
は、
た
ん
に
偶
然
と

か
ら
も
興
味
深い。

記
者
が
そ
の
ま
え
が
き
で
も
取
り

ま
と
め
て
い
る
よ
う
に、
C
B
S
の

特
色
と
成
功の
原
因
は、
第一
にニ

ュ
ー
ス
を
重
視
し
た
と
と、
第二
に

番
組の
編
成に
大
き
な
権
限
を
与
え

た
と
と、
第
三
に、ネッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
る
各
地
域引
の
影
響
力
を
重
要
視

し
た
ζ
と
｜｜
の
三
点
で
あっ
た。

そ
の
な
か
で
も、
第一
のニ
ュ
ー

ス
の
章一
視
が
大
きい。
「
大
事
な
と

き
に
は、
ア
メ
リ
カ
は
C
B
S
ニ
ュ

ー
ス
を
頼
り
に
し
ま
す
（
巧r
g
＝

gロロタ
ルgmH－8
8ロロg
o口
。

∞ω
見耳切・）」
と
は、
同
社
の
自
己

宣
伝
で
あ
る
が、
決
し
て
大
げ
さ
で

は
な
く、
「
大
統
領
よ
り
も
信
頼
さ

れ
て
い
る」
と
さ
えい
わ
れ
て
い

る。
こ
と
に
C
B
S
へ
の
注
目
の
価

値
が
あ
り、
わ
が
国の
場
合と
比
較

す
る
興
味
も
あ
る。

本室聞
は、
と
のニ
ュ
ー
ス
重
視の
｝

経
緯
を
め
ぐっ
て、
日
本の
ジャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

キャ
ス
タ
ー
の
ア
ン
カ
ー
マ
ン、
ク

ロ
ン
カ
イ
ト、
さ
ら
に
は
シ
ル
バ
ー

マ
ン、
フ
レ
ン
ド
リ
l、
マ
ロ
1、

の
み一言い
切
れ
な
い
あ
る
種の
歴
史

的
同
義
性
が
約
四
半
世
紀
と
い
う
サ

イ
ク
ル
で
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い。
：：：
本
年
（
七

六
年）
は
ま
さ
に
ス
タ
ー
リン
批
判

以
後
二
十
年
に
当
た
る
の
で、
あ
と

五
年
前
後
を
経
た
八一
年
前
後
に

グ
毛
沢
東
批
判d
が
敢
行
さ
れ
て、

中
国
は
八
0
年
代に
本
格
的
な
工
業

化へ
の
移
行
を
開
始
し、
様々
な
激，

動
と
曲
折
の
の
ち、
徐々
に
グ
開
か

れ
た
中
国d
に
移
行
し
て
ゆ
くと
と

に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い」

ユ
ニ
ー
ク
、な
巨
視
的
視
点
か
ら、

す
で
に
五
年
前
の
時
点
で
毛
沢
東
批

判
と
近
代
化
を
ズ
パ
リ
予
測
し
て
い

た
著
者
は、
多
く
の
不
確
実
性
に
満

ち
た
中
国
の
将
来に
つ
い
て、
「
中

国
は
結
局、
約
四
半
世
紀の
時
差
を

置
い
て
ソ
連の
た
どっ
た
道
を
ほ
ぼ

た
ど
る
の
で
は
、な
か
ろ
う
か」
と
指

摘
す
る。

と
と
ろ
で、
中
国の
将
来
と
と
も

に、
中
嶋
氏
の
グ
将
来H
も
気に
な

る
と
と
ろ
で
あ
ろ
う。
「
現
代
中
国

論」
で
毛
沢
東
思
想
を
鋭
く
解
明

し、
「
中
ソ
対
立
と
現
代」
で
五
O

58 週刊時事
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ペ
イ
リ
1、
ス
タ
ン
ト
ン
と
い
っ

た、
経
営
や
番
組
編
成に
特
色
を
み

せ
た
人
物
を
多
く
登
場
さ
せ
て
い

る。
が、
な
ん
と
い
っ
て
も
C
B
S

のニ
ュ
ー
ス
報
道に
み
る
勇
敢
さ、

生々
し
き、
経
営
陣
に
立
ち
向
か
う

ジャ
ー
ナ
リ
ス
ト
魂
の
、た
く
ま
し

さ、
ま
た、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
時
に
み

せ
た
批
判
的
報
道の
く
だ
り
な
ど

は、
ア
メ
リーカ
民
主
主
義
を
ま
の
あ

た
り
に
見
せ
つ
け
ら
れ
て、
圧
巻

だ。経
営
面
に
み
る
C
B
S
の
特
色
の

ひ
と
つ
と
し
て、
常
識
は
ず
れ
と
も

み
え
る
ほ
ど
の
若い
人
材
の
登
用
が

あ
る。
ζ
れ
は、
ア
メ
リ
カ
社
会に

お
け
る
経
営
操
縦
の
内
幕
と
し
て、

放
送
か
ら
離
れ
て
も
興
味
を
そ
そ
ら

れ
る
と
と
ろ。

わ
が
国
で
は、
東
京
放
送
が
こ
の

C
B
S
を
徹
底
的
に
分
析、
研
究
し

て、
経
営
面
に
多
く
の
類
似
点
を
み

せ
て
い
る
が、
同
社
に
対
す
る
評
価

の
高
ま
り
に
も
う
念
ず
け
る
と
こ
ろ

が
あ
る。
し
か
し、
「ニ
ュ
ー
ス
の

重
視」
と
い
う
点
で
は、
ワ
イ
ドニ

ュ
ー
ス
が
芸
能
人
と
の
ど
対
面
に
う

週刊時事59 



.，・，R
. . －� --· 

' －、
多
い

か
も
し
れ
な
い。

か
と
思

え
ば、
麻
雀
好
き
で、
勉

強
中

の
子
供
た
ち
を
無
理
や
り
引っ

張
り
出
し 、
一
番
小
さ
い
子

か
ら
巻

き
上
げ、
細
君
に

た
し
な
め

ら
れ

る

父
親、
宿
酔

の
時、
日
頃 、
説
教
を

す
る
手
前、
新
聞
で
顔
を
隠
し 、
赤
イ

ワ
シ

の
よ
う
念
日
玉
を
子
供
た
ち
に

見
ら
れ
た
く
な

かっ
た
父
親、
夕
立

が
来
て
傘
を
持っ
て
暗
閣

の
中
を

『週刊読売』1981年10月11日

「
向
田
敏
雄」
と
父
親
の
名
を
咳
き

な
が
ら
迎

え
に
い
く
と
「
歩

き
な

が

ら
親
父

の
名
を
宣
伝
し
て
歩
く

奴
が

あ
る
か」
と
怒

る
が、
あ
と
で
気
転

が
利
く
と
母
親
に
ほ
め

た
父
親
等

。々
細
か

く
観
察
し
な

が
ら
も
父
親

へ
の
情
愛
を
感
じ
さ
ぜ

る
よ
う

万
人

情
の
機
微
の
と

ら
え
方

は、
深
み

は

－な
く
て
も
う

ま
さ
の
点
で
抜
群
で

あ

っ
た。

〈〉
河
に 、
湖
に 、
海
に 、
ひ

た
す

ら
獲
物
11

未
知
の
魚
を
求
め
て

広
大
な
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸

五
万

一一
千
♂
を
縦
断
し

た、
雄
大
で
凄ザ

絶
で
鮮
烈
な
「
渉
猟」
の
記
録
で

あ
る。文

明
を
拒
否

す
る
大
自

然
の
奥

深
く、
出っ
く
わ

す
珍
魚、
奇
魚 、

径
魚
と

の
格
闘、

死
闘、

そ
れ

は

想
像
を
絶
し

て
圧
倒

す
る
空
間
で

あ
り、

開
高
健
な

ら
で

は
の
フ
ィ

ッ
シ
ュ
・

オ
ン

の
世
界
に
引

き
ず

り
込

ま
れ
る。

旅
の
行
く

手
に
出
現

す
る
人
間

群
像、
鳥
獣
虫
魚 、
自

然
の
表
情

な
ど
も
鮮
や

か
で
あ

る。

（
朝日
新
聞
社・
各二一 、
五
O

O
R）

一
方
で

は、
痴
漢
か
ら
逃
げ
出

し、
一
週
間
も

か
け
て
見
つ
け

て
警

察へ
突
き
出
し

た
執
念
と
気

の
強

さ、
原
稿

の
書
け
な
い
言
い
訳
に

「パ
ン
タ
ロ
ン

のゴ
ム

が
き
っ

かっ

た
か
ら」
念
ど、
理
不
尽
の
理
由
を

述べ
る
自
分

の
強
情
さ
に
も
十
分
気

が
つ
い

て
い

る。

そ
し
て
「
ヒ
コ
1
キ」
と
い
う
項

に
三
週
間
に一
度

は
飛
行
機

の
お

世
話
に
なっ
て
い
・な

が
ら、
ま
だ
気

を
許
し
て
い
な
い 。
散

ら
かっ
た
部

屋
や
抽
斗

の
中
を
片
づ
け

て
か
ら
乗

ろ
う
と
思
う

の
だ
が、
あ
ま

り
締
麗

に
す
る
と
万一

の
と
と

が
あ

っ
た
と

き、
グ

や
っ
ぱ
りム
シ

が
知

ら
せ

た

ん
だ
ねd
な
ど
言
わ
れ

そ
う
な

の

で、
こ
と

は
縁
起
を

か
つ
い
で

そ
の

ま
ま
に
し

て
お
と
う
と 、
わ
ざ
と
汚

い
ま
ま
で
旅

行
に
出

た
り
し

て
い

る」
と
書
き
・な

が
ら、
自
室
を
片
付

け
て
最

後
の
旅

行
に
出

た
の
も
痛

ま

し
い。週

刊
誌
に
ほ
ぼ

一
年
間
連
載
し

た

分
を

ま
と
め
て
み

る
と、
さ
り
げ
な

い
人
間
観
察

は
み

ご
と
な
も

の
で、

他
人
の
書い
た
セ

P
フ
を
平
気
で

失

敬
す
る
脚

本
家

が

ま
か

り
通
る
時
代

に、
キ
メ
細
か
い

地
道
な
作口聞
を
書

く
作
家
を

失
っ

た
と
と

が、
い

か
に

大
き
な
損

失
で

あ
る
か、
と

の
本一

＊
「
毛
沢
東
批
判」
を
予
見
し
た
的
確
な
論
評

：

li－－e
 

R
j
JI縦一
恕…………激
窓
際結…

嶺雄
著
（筑
摩
書
房・

上
下
各一一、
四
O
O
円）

折
々
に
発
表
し
て

き
た
論
文
を
集
大

成
し

た
も

の
で

あ
る。

通
読

す
る
と
こ
れ

だ
け
で、
こ

の

波
乱
に
富
ん

だ
十

五
年
の
通
史
に
な

っ
て
い

る
と
ζ
ろ

が
見
事
で
あ

る。

歴
史
に
な
っ

て
い

る
と
い
う
と
と

は、
そ
の
つ
ど
発
表
さ
れ
た
見
解

が、
常
に
急
所
を
突
い

て
い

た
こ
と

に
ほ
か
な

ら
な
い

か
ら
で

あ
る。

論
文

は
ま
ず、
一
九
六
六

年
の
診

真
失
脚

か
ら
始
ま

っ
て
い

る。
し

か

し
こ

の
時
点
で、

著
者

は
す
で
に

「
ζ

の
決
定

は
正
規

の
手
続

き
を
経

て
お

ら
ず一
種

の
粛
清
で

あ
り、
こ

中
嶋

主
化
大
革命

か
ら
今
日

の
中

国
ま

で、
こ

の
十

五
年
余

の
中

国
の
歴
史

を一一一一口
で
片
付
け
れ

ば、
と
う
な

る

だ
ろ
う

か。

毛
沢
東
個

人へ
の
権
力

の
集
中、

そ
れ
に
伴
う

毛
沢
東
の
神
格
化、

そ

し
て
そ
の
崩
壊・・・・
と

の
問
の
中

国

報
道
ほ
ど
ぎ
く
し
ゃ
く
し

た
も

の
は

な
かっ
た。
場
面

が
変
わ

る
た
び
に

評
価

が
逆
転
し

た
の
で

あ
る。

こ
う
し

た
混
乱

の
中
で、
常
に
的

確
な
論
評
を
発
表
し

て
き
た
数
少
な

い
学
者
の一
人
が
著
者
で

あ
る。
本

書
は
著
者
が
こ

の
十

五
年
間、

そ
の

冊
か
ら
も
検
察
で

き
る。

（映）

10月3日放送スタート

議議試

解
Ii；生験

解ァキスト
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！
こ
れ
は
珍
し
い
本
？
め
る也

日

「
毛
沢
東」
の
小
論
に
は
じ
ま

お

り、
色
彩
と
刺
激
に
あ
ふ
れ
佐
W

司1
国
ょ、
い
ま
こ
そ
文
化
大
命司の

U

論
文ま
で、
百
を越
え
る
文
章
嘉

F
F
録
し
て
い
る。
一
九
六
六
年一
月
か

i

ら一
九
八
O
年
秋
ま
で
に
執
筆
し
た

削

評
論
とエ
ッ
セ
ー
で
あ
り、
根
度
に

いい

涜
動
的
な
状
況に
あっ
た
中
国
の
毎

日品
目
を
フ定
ロ
ー
し
た
文
章
を
集
め
た

聞
も
の
で
あ
る。

新

私
が
珍
し
い
本
だ
と
言
っ
た
の

経

は、
こ
の
激
動
の
時
期
に、
そ
の
評

産

価
や
展
望

書字
に
し
た
へ
主
の

『u
な
か
で、
自
分
の書い
た
文
章
を
こ

の
本
の
よ
う
な
形
で
すべ
て
を
も
と

の
ま
ま
に
再
録
で
き
る
人
は
そ
れ
ほ

ど
い
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る。

時流におもねぬ中国論集

醒躍盟盟盤童書嶺雄著中嶋

「回国調布教会一1976年J＝問書から

し
く
な
い。
だ
が、
ぞ
れ
ば
か
り
で

は
な
かっ
た
の
で
あ
ろ
う。

緒方
彰

氏
は、
「過
去
の
中
国
に
関
す
る
報

道
は
大
筋
に
お
い
て
見事
に
儀
典
的

で
あっ
た。
あ
る
い
は

営巣的
で
す

ら
あっ
た」
と
自
省
し
て
い
る。

ご
う
し
た

「儀典
的」
「
営
業

的」
な
人
び
と
に、
中
嶋
氏
が
こ
こ

に
載
せ
て
い
る
初
期
の
論
文は
批
判

さ
れ
も
し
た。
だ
が、
な
に
が
は
た

げY

氏

JJ

雄
制
嶺嶋中

し
て
革
新
な
の
か、
な
に
が
永
続
的

な
影
響
力
を
持っ
て
い
る
の
か
を
見

極
め
るこ
と
が
で
き
た
の
は、
中
崎

氏
の
方
で
あっ
た
こ
と
は
言う
ま
で

も
な
い．

私
た
ち
は、
た
と
え
ば
日
本
外
交

史の
著
者
で
あ
る
消
沢
利か、
昭
和

＋
年
代
の
日
記
を
次
代
の
人
び
と
に

百
自
鬼恭三
郎
氏が
中
国
を
論
じ
残
し
て
く
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
い

た
人
び
と
の
文
章
を
と
り
あ
げ、
る。
「
現
代
中
国
論」
「中
ソ
対
立

「
日
本
で
は、
自
分
の
言
説
に
貴
話
と
現
代」
の
研
究
を
発
表
し
た
中
嶋

を
も
た
な
く
て
い
い
と
い
う
覧
容
の
民
か、
中
国
の
毎
日
を追
い、
筆
を

美
馬
か
あ
る
よ
う
だ。
そ
れ
と
い
う
とっ
た
記
録
は、
ま
さ
に
日
記
で
あ

の
も、
も
の
を
い
う
た
び
に
す
ぐ
外
り、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
すっ
き
り

れ
る
の
で、
い
ちい
ち
資任
を
とっ
し
た
形
で
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は、

て
い
ら
れ
な
い
せ
い
で
あ
ろ
う」
と
後
代
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
と
考え

述べ
た
こ
会
か
あ
る。

ザ心。

革命
や
戦
争、

激烈
な
興
奮
や
街

（
筑摩
市一回房・
各二
四
O
O
円）

突
が
起
き
れ
ば、
人
び
と
が
そ
の
興

僻
論家
鴨
居
民

奮
に
ひ
き
ず
り
込
ま
れ
るこ
と
は
珍
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関

邑

武
称

敬
・
薗

．
3
弓
元
号
2nd司

一熔凶慢
ぴ－
者
宅
d
u

乗り物の
運
転は
苦
手で
ある。
しか

し
時刻表
片
手に
ミV
ド
ナイト・
ゴ

ー
スト
にしの
び
寄っ
た
り、
徐行
中

に

朝刊ひお
り
た
り
しての
旅も、
そ

れに
劣ら
ずスリル
に
み
ち
た
もの

だ。畑
山博は、
こ
れ
まで一
貫して
社

会の
周
辺
部に
住む
人た
ちを
描いて

き
た。
彼の
読者が
必ずし
も
多くな

かっ
たの
は、
管りが
素
朴で、
単
純

す
ぎ
る
とこ
ろが
あり、
若い
読者に

とっ
て
感
情
移
入させ
ること
が
困難

だっ
た
た
め
だろ
っ。
その
点で
も、

この
『二
人だ
けの
島』
は
今
までよ

り多くの
読者の
共
感在
得る
にちが

、
ない。

（
講談
社・一一一
OO円）

文章一
評論
家

制沢
行夫

こ
れは

溝手五
年に
わたっ
て、
う大
きな
誤り
そお
かし
たには理
由
て、
足と
目で
現
象を
招りおこ
すべ
中国に入っ
た
時、
北京の
裏
町に
あ

学
者と
しての
中
嶋氏
を
私が
知る

中
的氏が
書
き続
けた
ものの
集大
成
が
ある。

ぎなのに、
学
者風
に
新中
国を「
分
っ
た一
枚のピ
ラから、
北京で
全国
よ
うになっ
たのは
比
較
的お
そく、

で
ある。
といっ
て
い
さ
さか
も古さ

学
者
た
ちは
日
本の
中国に
対
する
析」
し、
その
結果
得た「
原
則」
に
人民
代表会
議が
開かれてい
ること
氏が一
九七
O年に外
務
省から
派
遣

を

時K己せ
ず、
こ
れから
も
中国で
犯罪を知る
故に
学
者と
しては
あり
あわない原
現
象の
すべ
て
を、
無
意
を
祭知し
たこと
が
ある。
当時、
日
教
授と
して
香港に
行かれ
た
当時の

おこ
る
で
あろ
う、
さ
まざまな
事
件
うべ
からざる
ことに、
資料を
客観
味な
もの
と
して、
棄てて
し
まっ
た
本の
記者が
何
人も北京にい
た
が、
文
章
あた
りを
りで
あっ
た。
ガセ
ネ

を理
解
する
鍵になる
審
物で
ある。

タゃ、
デマの
横行
する
香
渇情報の

時
れ
い

封

建

駐

澄

ん

だ

鋭

い

目

い

き

い

き

摂

肝
心
町

吉

鰐

れ
たかの
よ
うに
読
む
こと
が
で
き

を
示し
た
と
言
えよ
う。

る。

中
嶋

嶺
雄
著

翠ム二
十年の
中国
報道の
混
迷を

日本のマ
スコ
ミ
が
文
革報道とパ

思う
時、
鈍い
蹟の
学
者と、
伝っ
た

註

誌

融

持

…………

機縁側総

羅猟議饗足淑………………

目

的
…
u

担

当

読者の
自に
届
かなかっ
た。
巨大
な

：：
j
i－－：：：・・・・・

リ
ズムに
よっ
て
書く
記事が、
一
国

マ
ス
メ
ディ
アは、
い
わゆる「
日
中
的に
見ること
をやめて
レ
まっ
た。
の
で
ある。

誰一
人と
して、
全入代の
聞かれて
のマ
スコ司
み支配
する
ことの
弊害

犀」
に
占
領さ
れて
い
たの
で
あっ
共
産
中国での
おこ
る
すべ
てに
日
本

中
嶋氏は
その
点、
明
哲な学
者の
いる
ことに
気
付かなかっ
た。
一
枚
在、
今さ
らの
よ
うに
痛
感せ
ざる
そ

た。
今と
なっ
ては、
日
中屋
面
中国
人の
罪と、
それを
振
りきっ
て
ゆく
頭
脳と
俊
敏な
ジャ
ー
ナリ
ストの
自
のピ
ラ
を
発見
する
こと
は
偶
然で
あ
えないの
で
ある。

錦町か
見当
選い
で
あっ
たことは
論証
新
生中国の
カを見た。
一
方、
ジャ
を
あわせ
持つ
稀な
人で
ある。
何年
る
が、
問題は
偶然在
生かす目で
あ
（
筑
摩怠
房・
上下
各二
四
O
O円）

する
まで
もないことだ
が、
あ
あい
l
ナリ
ス
ト
た
ちは、
学
者
と
逸つ
前で
あっ
た
か、
氏がモ
ンゴ
ル
を
b
る。

作
家
三
浦
朱門
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実斤

十
年
に
及
ん
だ
か
文
他
大
革
命。

も、
「
大き
な
災難
そ
もた
Pレ
た
内

乱」
と
い
う
と
と
で、
中
国
では一
応

の
決
着
がつ
目
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る。

そ
の
長い
騒乱の
聞
に
日
本
人の
中
国

観は
大き
く
引き
裂五
れ
た。
アジ
ア

の戦後史の
中で、
思
想
的に
こ
れ
ほ

ど
日
本
人に
影
響
を
与え
た
もの
は、

あ
ま
り
ない
と
いっ
て
も
過
言で
は
あ

る
ま
い。
思う
に
わ
れわ
れ
に
とっ
τ、

中
国の
問題は
何ら
か
の
感
懐なし
に

は
み
ら
れ
ない
か
ら
で
あ
ろ
う
か。

そう
し
た
日
本
人の
感
情的
な
中
国

観の
間
に
あっ
て、
文
革の
は
じ
め
か

ら、
冷
めた
目
℃
中
国の
動き
を
追っ

て
き
た
二
人の
研
強
者
の
本
は、
教え

ると
と
ろ
が
多く、
今
後の
中
国そ
考

え
る
う
え
で
も
極
めて
貨
蚕
で
あ
る。

璽定
共通
し
て
い
る
の
は、
当
局
の

発
表を
う
の
みに
し
ない
で、
それ
を

全
般
的
な

中国情鈎と
照
らし
合わ
せ

る
と
い
う
態
度℃
あ
る。
ご
く
当
た
り

前で

常識的
な
ζ
と
窓、
そ
れ
が
中

国の
場
合に
は
守れ
な
かっ
た。

そ
の
点
で
中
嶋
民
は
徹
底
し
て
い

た。
史
上
初の「
人
間
変革
の
実
験」
と

み
る

文革礼賛論
が
日
本
の
ジャ
ーナ

リズム
を
お
おっ
て
い
た
当
時
か
ら、

と
れ
を
中

国共産賞の一
内
闘争と
み

Eヨ写[i=t1981年9月7日

る
立
場に
立っ
て、
つ
ね
に
的確
な
分

析を
行っ
て
き
た。
氏の
強みは
新
中

国成
立
以後
の
社
会

主義建
設に
対
ず

る深い
研
発と
洞
察に
あっ
た。
生
産

関係
の
変革を

惇官
ょ
う
と
す
る
家

ハふま的な

毛沢東政治と、
生産
力の

上・
下

冷めた目で文革を分析

E圃E置園圏Bl

E昆Ii橿司�霞霊童

嶺雄著

正著

中嶋

野上

お
くれ
た
中
国社
会
の
矛
盾なつ
い
た

氏の
分
析と
予
測に
そっ
て、
中
国の

事態は
動い
た
と
いっ
て
よ
か
ろ
う。

そ
の

先見性は
文
幕
開
始
以
後の
十
五

年閉そ
通
じ
て
変わ
ら
な
かっ
た。

文
革は
中

嶋民自身に
とっ
て
も
大

き
な
意
味
を
もっ
た。
巻
米の

膨大な

ー窪
田
録が
証
明
ず
る
よ
う
に、
氏
は

と
の
聞
に
中
国
研
究の
第一
人
者の
地

位を
確立
し
た。
そ
れ
ら
の
評論
か
ら

内政
に
関
す
る
もの
そ、
発
表当
時
の

ま
ま
に

年代順に
配列し
た
の
が「
北

京剥烈」
で
ある。
事
変の一
に
そ
の

首景
そ説
明
し、
中
国の
民
衆は
毛
沢

策を
歴
史の
中に
相対
佑
ず
るだ
ろ
う

と説い
た。
文
蕗
期を
通
観す
る
「
記

念碑」
的
な意
味
を
もっ
と
い
え
よ
う。

野上
氏の
本
は
そ
の
人
柄の
ま
ま
に

気
取
ら
ない
文章
で
あ
る。
文
革の
初

発時に
北京
特
派
員
だっ
た
民は、
自

ら
の
体
験に
もと
づ
い
て、
片
寄ら
な

い
立
場
か
ら
の
中

国報道
の

必要性
を

強調
し
て
い
る。
文
革の
経
過

も要領

よ
く

総括さ
れ
て
い
る
が、
むし
ろ
そ

の
特
色
は
中
国経
済と
く
に
農業
の
実

情を、

度裏
な
る
中
国
訪問と
最
近
の

人民
白
報の
記
事
か
ら、
じっ
く
り
聞

い
直し
て
い
ると
と
ろ
に
あ
る。
際立

っ
た
机
賛で
も
な
く、
一
転し
て
の
軽

視
で
も
ない
冷静
な
観察と
思考の
裏

に
は、
中
国に
対
す
る
真の

愛着が
感

じ
ら
れ
る。

（
『
北京
認
す
筑
摩
嘉・
各

二、
四
O
O
円、
『
現
代
中
国
の
探

究』
H
臼

本評論社・一、
五
O
O円）



て
獲得された視座・
方法に基

づいて、三十歳から四十五歳

まで、働き盛りを全
力投球し

た記録である。
巻末の「文革

中国に関する著述一
覧」
によ

だが、本書はこれらのうち編

数で数えて約二割を盛り込ん

だことになる。

文革の終えん以後、かつて

隆盛（猶皿銀lしようけつ？〉
なかに本書が鶴立する。文革

を
ご
貫して批判してきた」

著者の「方法の勝利」
を物語

るモニュメントとして。

評者は今日

本書は「文化
大革命を同時

代史的に追跡してきた」著者

の評論集である。‘「毛沢東体

制の動揺
彰真失脚をめぐっ

て」（一
九六六年六月〉に始

まり「中国

ょ、今こそ文

、‘
：
L

hF
P
：

！a－
h

化
大革命を」

且川河
副主，
TFd
同E1
4噌F・
国削P
N調HF

（一
九八O年

－
：
・
｛
’d－
J
－
l“
l
I’

九月〉
に至

る、長短百二十四編の文章か

ら成る。
文革の閉幕から林彪事件・

批林批孔までを上巻に、周思

来・毛沢東の死から華国鋒の
降格までを下巻に収録してい

るが「表現上および内容上の

補正を一
切おこなわず」
「発

表時のまま」としたのは見識

であろ－っ。

いあく 期 曹聾盤警察繍臨 よ一本をるる学，人待 唱置輔酋歯細菌F うだ語ものなぶ関し 奄調鵬， 0 ＇との つはら 、はて 『議膨ず ついもて「ばと失い まうの〉北 、い敗る i り点とた京いうかわを行し代状呆評でしど惨ま命らけ与がて中を（者もてれ惨求題こでえ強 、国呈ちは推はる」 めがそある烈本学すほ重奨本本のら真よるこな書界わうiiに書は記れ実り 。と刺めにが〉百価が録てで多 を激刊対現症痴し唯日
であるかもしれない。あえて

一
例をあげれば、かつて『展

望』
誌でくりひろげられた中

戸
国論の
総括が必要なのではな

iu・4H。ありうべき『北京惨惨』
と

対比してこそ『北京
烈烈』

の

光と影が浮かびあがっでこよ

－つ。

『信濃毎日新聞』1981年9月7日

像、中嶋嶺雄著

（矢吹晋・
横浜市立大助教

授〉

著者が『現代中国論』
をひ

きさげて論檀に登場したのは

一
九六四年、二十八歳のとき

であったが、本書『北京烈

烈』
は『現代中国
詮
によっ

をきわめた擁護論は
雲散
霧消

し、中国論議は歴史物とシル

クロードのロマンにとって代

わられたかにみえる。寂とし

て声なし。かくして
鶏群なき

の毛沢東批判を予測できなか

った（見誤った）
者の一
人で

あり、この
意味で著者の分析

カに
脱帽する。また文革の全

軌跡を（しかもヂ定の臨場感

れば、著者はこの十五年間に、

六百九編の著述を発表してい

る。
各年平均四十編、月平均

一一了三編。まことに
精力的で

あった。むろん大まかな
計算

円

筑

書
房

各

4四－
0 
。



日

本
社H
は「
文
他
大
革
命
を同時
代
史

川

悶
に
追
跡
し
て
き
た」
著
者
の
評
論
集

り

＝で
あ
る。
「
毛
沢
東一
体
制
の
動
指
｜
彰

手
－一
具
失脚キ
あ
ぐっ
て」
（一
九
六
六
年

1
－一一ハ
息
に
始
ま
り
「
中
国
よ、
合」
そ

卯

一λ化
大
革
命
を」
（一
九
八
O
年
九

』

ち
に
至
る、
長
短一白
二
十四
編の
文

聞
－一
志
ら
成
る。

新

三
文革の
開
幕
か『
譲
彪
事
件・
謀

恒
一一
昨
孔ま
で
を
上
巻
に、
岡
田莱・
毛
沢

ド
＝
東の
死守
b
奪回鋒の
降格
まで
を下

巻
に
収録
し
て
い
る
が「
表
現ト一お
よ

び
内
容
上
の
補
在
を一
切
お
こ
な
わ

ず」
「
発表
時の
ま
ま」
と
し
たの
は

毘
織で
あ
ろ
う。

中

嶋

嶺

雄
著

著者
が
『
現代出
関
論」
を
ひ
き
さ

げて
論
墳に
を場
し
たの
は一
九
六四

年、
二
十
八
歳の
と
き
で
あっ
た
が、

本
省
『
北
京烈
烈」
は
『
現代
中
国

論』
に
よっ
て
獲得
さ
れ
た
視
座・
方
力的
で
あっ
た。
む
ろ
ん
大
ま
か
な
計

法
に
基
づ
い
て、
三
十
歳か
ら
四
十
五
算
だ
が、
本
設は
こ
お
りの
う
ち
編
数

歳ま
セ、
働
き
盛
りを
全
力
投
球
し
た
で
数
えて
約二
割
を
感
り
込
ん
だ
こ
と

記
録で
あ
る。
巻
末
の
「
文革
中
国
に
に
な
る。

リ

端情t♂山
富山
「
烈

烈
一時－・
烹…
…

関
す
る
著
述一
覧」
に
よ
れ
ば、
著
者

は
こ
の
＋
五
年
間
に
六
百
九
編の
著
述

を
発
表
し
て
い
る。
各
年
平淘
四
十

編、
月平
均＝一・
三
回制。
ま
こ
と
に
精

に
とっ
て
代
b
bれ
たか
に
み
え
る。

寂と
し
て
声
な
し。
か
くし
て
鶏
群
な

き
なか
に
本
替
が
鶴
立
す
る。
文革を

ご
質し
て
批
判
し
て
き
た」
著
者
の

文

革

の

軌

跡

た

ど

る

文革
の
終
え
ん以
後、
か
つ
て
隆
盛

（
猫
獄
H
しよ
う
けつ
？）
を
き
わ
め

た
擁
護
論
は
雲
散
霧
消
し、
中
国
論
議

は
歴
史
物
と
シ
ル
クロ
ー
ド
のロ
マ
ン

「
方
法
の
勝
利」
そ
物
語
るモニニ
メ

ン
ト
と
して。

評
者
は
今
日
の
老
沢
東
批
判
を
予
測

守
き
なかっ
た4（
見
誤っ
た）
者
の一

八
で
あ
り、
こ
の
窓伏
で
著
者
の
分
析
ぶ、
と
い
う
命
題
が
真実
で
あ
るな
ら

カ
に
脱
帽
す
る。
ま
た
文道
の
会
軌
跡
ば、
い
ま
求
め
られ
て
い
るの
は「
北
京

を（
し
か
も一
定の
臨
場
感
を
もっ
惨
惨」
の
記
録で
あ
るか
も
し
れ
ない。

て）
た
どれ
る本
は、
日
本
語の
も
の
あ
えて一
例
をあ
げれ
ば、
か
つ
て「
展

と
し
て
は
本
舎
が
唯一
だ
と
い
空間で
議」
誌
で
く
りひ
ろ
ば
りれ
た
中
国
論

も
推
奨に
価
し
よ
う。
つ
ま
り
評者
は
の
総
括

が必要
なの
で
は
ない
か。

重
度
の
痴
呆（
ち
ほ－つ）
症
状
そ
店午ず

あ
り
うべ
き
『
北
京惨
惨』
と
対
地

わ
が
湾
代
中
国
学
界
に
対
し
て、
本
轡
し
て
こ
そ
『
北
京
烈
烈」
の
光
と
影
が

の
刊
行が
強
烈
な
刺
激
を
与
え
るこ
と

浮か
び
あ
がっ
て
こ
よ
う。
（
矢
吹
晋

を
期
待し
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

－
横
浜
市
立
大
助
教授）

人関
は
失
敗か
ら
こ
そ
よ
り
多く
学

（
筑摩
書
房・
各二
四
O
O
円）
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鮮
や

か
な
見
通
し
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
現
在
、
郵
小

平
の
中
国
は
毛

沢
東
神
話

の
否
定
、
四
つ

の
現
代
化

に
向

か
っ

て
走
り

始
め

た
。
経
済
進

出
の
思
惑

も
あ

っ
て
、
わ

が
国
の
中

国
へ

の
思

い
入
れ
は
深

い
。
そ
の
中

国
の
現
状
を
、
著
者
は
とう
分
析
し

て
い
ヲQ

。

，「
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

、
ピ
ュ
l
ロ

ク
ラ
フ
ト

、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア

が

層
と
し
て
存
在

し
て
い
な
い
。
相
次

ぐ
政
変

で
中
堅
幹
部

は
日
和
見
主
義

一

＊
米
宇
宙
飛
行
士
た
ち
の
栄
光
と
悲
惨
の
物
語

二
両
問
問
山
附
問
ω

一

ト
ム
・
ウ
ル
フ
著

（
中
央
公
論
社・
一

、

六
五
O
同）

己

中野圭二／加藤弘和・共訳

米
宇
宙
飛
行
士
た
ち

の
栄
光
と
悲

は
折
れ
曲

が
っ

た
ま
ま
炭
化
し
、
破

惨
と
名
声
と
汚
辱

の
物
語

で
あ
る
。

裂
し
た
胴
体

は
黒
焦
げ

に
な

っ
て
脂

そ
れ
を
、ニ
ュ
1
ジ
ャ
1

ナ
P
ズ

が
穆
み
、
強
烈

な
異
臭
を
発
し
て
い

ム
の
旗
手
ト
ム・
ウ
ル
ア

は、
六

年

る
の
で
あ
る
。

聞
に
わ

た
る
徹
底
取
材

を
も

と
に

だ
が
、パ
イ
ロ
ッ
ト

た
ち

は、
機

，
報
告d

し
た
の
で
は
な

く
、
読
み

を
駆
っ

て
空

に
か
け

の
ぼ
り、

死
の

手
に

グ
体
験d
さ
せ
よ

う
と
試
み

て

瀬
戸
際

に
挑
み

、
機

が
制
御

で
き
な

い
る
。

く
な
る、ぎ

り
ぎ
り

の
と
ζ
ろ

で
、
関

読
者
は
冒
頭
か

ら
十

五
一つ

に
わ

た

魂
と
反
射
神
経

と
経
験

と
冷
静
さ

を

つ
て
、
米
海
軍

の
テ
ス
ト

パ
イ
ロ
ッ

総
動
員
し
て
機

を
立
て
直

し
帰
還

し

ト
た
ち

が
、
週一

人
の
わ
り

で
墜

落

続
け

る
。
そ
れ
を
可
能

に
す

る
の
が

事
故

死
す
る
現
場

を
体
験
さ
せ

ら
れ

ず
・
ラ
イ
ト・

ス
タ
ッ

フ
（正
し
い

る
。
「
焼
け

て
識
別
不
能

」
と
腕
曲

資
質）

－な
の
だ
。
事
故

は
不
適
切

な

に
報
告
さ

れ
る
死
体

は
、一
面

黒
焦

資
質

の
結
果

だ
と
い
う
の
が
、
テ
ス

げ
と
な

り
、火
脹

れ
が
で
き
、顔

も
髪

ト
パ
イ
ロ
ッ
ト

と
戦
闘
機パ
イ
ロ
ッ

も
耳

も
焼
け
焦
げ

、
膝
と
肘

の
関
節

ト
の
信
念
念

の
で
あ
る
。

に
な

っ
て
h
る

。
大
衆

も
将

来
に
不

安
を
抱

い
て
い
る
」

そ
れ
ゆ

え
に

著
者
は
、
最

後
に
は

とう
提
言
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ

スω
。「

毛
沢
東
中

国
で
は
、な
く

な
っ

た
。
革
命
中

国
も

、
社
会
主
義
中
国

さ
え
も

内
部

か
ら
急
速

に
崩
壊
し
か

ね
な
い
瀬
戸
際
に
立
っ

て
い
る
。
い

ま
こ

そ
真

の
文
化
大

革
命

が
必
要

な

の
で
は
な
い
か
」

（弘）
一誇
り

高
い
資
質

の
持
ち
主
た
ち

は

ソ
連

の
ス
プ
1
トニ
ク
1

号
の
成
功

など
相
手

に
し
な
か

っ
た
。
ラ
ジ
オ

を
積
ん

だ
小
さ

な
カ
プ
セ
ル

が
・な
ん

だ。
大
気
圏
外

を
飛
行
し
、
基
地
に

戻
っ

て
く

るロ
ケ
ッ
ト

機
X
誌

は
製

作
さ

れ
、

そ
の
テ
ス
ト

訓
練
さ

え
行

わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

だ
が
、
政
治
家
た
ち

は
、
ス
プ
1

トニ
ク

に
大
陸
間
弾
道
ミ

サ
イ
ル

の

姿
を
見
た
。
x
m

に
続
く
X
シ
リ
ー

ズ
機

が
、パ
イ
ロ
ッ
ト

の
操
縦

で
地

球
を
回

る
軌
道
を
飛
行
す
る
に
は
、

ま
だ
三
、
四
年
は
か
か
る
見
通
し
だ

っ
た
。

宇
宙
計
画

は
変
更
さ

れ
、
巨
大
ミ

サ
イ
ル
の
先
端
に

人
間
を
入
れ
た
カ

100 

プ
セ
ル

を
つ
け

て
打
ち

上
げ

る
マ
l

キュ
p
l

計
画

が
立
て
ら
れ
た。
カ

プ
セ
ル
内

の
人
聞

は、
パ
イ
ロ
ッ
ト

で
は
な
い
。
モ
ル
モ
ッ
ト

だ
。
人
間

の
前
に
、
ソ
連

は
イ
ヌ

を
乗
せ
、
ァ

メ
p
カ

は
サ
ル

を
乗
せ

て
実
験

し
た

と
と
で
も

分
か
る
。

だ
が
人
間
モ
ル
モ
ッ
ト

は
宇
宙
飛

行
士
と
呼

ば
れ
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー

は
軍

人
テ
ス
ト

パ
イ
ロ
ッ
ト

の
中
か

ら
選べ

と
N
A
S
A
K
指
示
し
た
の



値
する。
中
国
研
究に
限
ら
ず、
同

時
代の
政
治・
経
済・
社会
を
研
究

対
象に
し、
現在
進
行
形の
事
象
に

つ
い
て
永
年
健
筆をふ
る
い、
後に

そ
れ
ら
三
二
O
制
も）
を
無
修
正

で
再
発
表で
きる
研
究
者
は
そ
う
多

く
は
ない
で
あ
ろ
う
。

著
者の
優れ
た
点
は、
個人
的
感

情を
移
入せ
ずに
研
究
対
象で
ある

中
国をク
ール

に
見つ
め
る
il

研

究
者
な
ら
当
然のと
と
だ
が
ーー

だ

けで
な
く 、
ま
た
毛
沢
東の
中
国 、

部
小
平の
中
国だ
け
を
切
り

離
す乙

と
な
く 、
中
国
を
際
史、
文

明、
近

代
化、
本
命と
いっ
た
長
期のパ
1

スペ
ク
ティ
プ
（
縦
軸）
の
中
に
据

え
る
ι
と
も
に、
深
ま
か
が
く
国
際

的
な
相
互
依
存
関
係、
世
界の
削
流

と
の
関
係
（
償
制）
で
常
に
と
ら
え

よ
うと
し
て
い
る
ζ
と
で
ある
。と

の
縦と
械の
座
標
軸の
中に
中
国
を

陸ζ
うと

す
る
姿
勢が
ある
か
らと

そ、
的
確
な
分
析が
可
能と
な
る
の

で
あ
ろ
う
。

上
下二
巻 、
一
O
O
O
行
近
〈
に

わ
た
る
大
著で
は
あ
る
が、
中
国ブ

ー
ム
が
落ち
着
き
を
取
り

戻
し
た
い

ま、
中
国
を
見つ
め
直
すに
は
格
好

の
好
著で
あ
る
。

（
Y）

（
筑・勝
書
房
上
下
各二
四
O
O
同）

イ

ス

ラ

ム

の

あ

り

の

ま

ま

の

姿

『

あ

な

た
に

平

和

を
』

｜｜
中東
と
日
本の
か
け
橋をつ
く
る
た
め
に

U・
D・
ヵ
l
シ
・

ユ
ス
フ
ザ
イ
著

て つ関 , ,, • .,.,. 日 て 心最 陰守口
木 き の 近 …
は て 持と い ち 中の る具m:
地 。 合l亡
域石 は 対の 油明 す
重危 ら る
要 機 か 日
性 に に 木
を よ変 人
知 つ わ の

ら
さ
れ
た
が 、
当
時の
関心
の
程
度

は
石
油の
供
給
安
定を
め
ぐ
る
以
上

の
も
の
で
は
な
かっ
た
。

し
か
し、
そ
の
後の
中
東
情
勢の

め
ま
ぐ
る
し
い

変
化と、

石
油
以
外

の
我が
固と
中
東
諸
国の
関
係が
緊

密
化
する
に
従ぃ、
我々
もと
の
地

峡
を－
つ
の
特
殊
な
大
文
化
圏 、
す

な
わ
ち
イス
ラム
文
化
圏と
し
て
意

識せ
ざ
る
を
え
な
く
なっ
た
。

イス

ラム
文
化
聞と
な
れ
ば 、
ア
ラ
プ
だ

けで
も
ない
し
産
油
国
だ
けで
も
な

い
。

そ
の
地
域
も
中
東
を
中心
と
し

て
ア
フ
り
カ
の
北
部
か
ら
イン
ド

亜

大
陸
の
相
当
な
部
分
に
及ぶ

。と
の

大
文
化
闘が
今
あ
ら
た
め
て
位
界の

政
治・
経
済の
表
舞
台
に
山
てと
よ

うと
し
て
い
る
の
で
ある
。

2
だ
が 、
日
本人
に
とっ
て
イス
ラ

ム
は
な
か
な
か
わ
か
り
に
〈
い

。
と

い
う
の
も、
日
本が

明
治以
米
欧
米

文
化
に
の
み
目
を
向
け、
と
れ
ら
第

三
世
界を
ない
が
し
ろ
に
し
て
い
た

報い
か
も
し
れ
ない
。

が、
今は、

ζ
の
よ
う
な
文
化
問
に
住
む
人々
の

価
値
観、
行
動
様
式 、
生
活
感
情な

ど
を
理
解し 、
制
械
的に
彼
らと
対

話で
きる
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ない
の
で
ある
。

我が
国に
も
無
論
学
問
的
な
イス

ラム
研
究
は
ある
。

し
か
し、
現
代

の
イス
ラム
の
実
情を
知
らせ
て
く

れ
る
本
は
少
ない
。と

の
本の
著
者

は
イ
ラン
生
ま
れ
の
イス
ラム
教
徒

で
あ
る
と
同
時
に
国
際
的
なジャ
ー

ナ
りス
ト

で
あ
る
。日

本に
も
長
く

住
み 、
日
本
語の
読み
書
きも
達
者

で 、
日
本人
の

心
情を
も
よ
〈
理
解

する
。

日
本人
に
イス
ラム
のと
と

を
本
当
に
わ
か
りや

すく
噛ん
で
含

め
る
よ
う
に
教
え
ると
と
が
で
きる

数
少
ない
人
の一
人
だ
ろ
う
。

前
者『
私の
ア
ラ
プ
私の
日
本』

は、
イス
ラム
位
界の
民
災を
伝
え

る
入
門
書と
し
て
好
評
を
もっ
て
迎

え
ら
れ
た
よ
うで
ある。
今
回
の
本

は、
一
人
のモ
ス
レ
ム
と
し
て、
平

和
を
願
う

人
間と
し
て、
現
代の
世

界
政
治の
荒
波の
中で、
自
立
を
求

め
て
苦
闘
する
中
東
諸
国
の
災
問

を、
実
に
わ
か
りや

すい
日
木
市で

伝え
よ
うと
し
た
も
ので
ある
。

内
容
は
多
岐
に
わ
たっ
て
い
る
。

中
東
諸
国が
抱い
て
い
る
日
本へ
の

期
待
か
ら
始
ま
り 、
イ
ラン
市
命
的

後の
事
情、
イ
ラン
H
イ
ラ
ク
戦
争

（
紛
争）
の
本
当
の
経
紛、
リビ
ア

のカ
ダ
フィ
革
命
評
議
会
議
長の
来

顔、
湾
岸
諸
国
の
内
悩、
イス
ラエ

ル
の
イ
ラ
ク
原
子
炉一
繋
事
件の
真

相
等々
が
語
ら
れ、
間以
後
はコ
1
ヲ

ン
につ
い
て
の
説

明と
平
和へ
の
祈

り
を
もっ
て
終わ
る
。

一
読
し
て
最
も
強く
感
じ
た
の
は

我々
に
伝
え
ら
れ
る
中
東
関
係
のニ

ュ
ース

やヨ
メン
ト

に
い
つ
も
き
が

め
て
大
き
なバ
イ
アス
が
か
かっ
て

い
ると
と
で
ある
。

い
う
まで
も
な

く
国
際
的
通
信
社は
英
米
系が
押
さ

え
て
い
る
。

彼
ら
の
目
を
通
し
たニ

ュ
ース

や
解
説に
は、
や
は
り

彼
ら

の
主
観や
意
識
的
か
無
意
識
的
な
意

図が
入っ
て
い
る
。

例
え
ばカ
ダフィ
議
長で
ある
。

大きな成長。

家づくり、 幸福づくりのお手伝い

。協同住宅ローン株式会社
本社／東京支店／大阪営換所／盛岡・浦和・線沢・福岡
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ら
十
五
年
間
に
わ
た
る
中
国
問
題
に
つ
い
て
の
折
々

の
評
論、

解
説
を
ま
と
め
て
本
に
し
た
も
の
で、

著

者
は
前
市む
き
に
言
う。

「
本
告
に
収
録
し
た
文
章
は、
す
べ
て
発
表
時
の

ま
ま
と
し、
ご
く
単
純
な
字
句
上
の
訂
正
を
除
い

て、

表
現
上
お
よ
び
内
容
上
の
補
正
を一
切
お
こ
な

わ
ず、
私
自
身
が
現
代
中
国
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

っ
て
き
た
か
を
私
自
身
の
責
任
に
お
い
て
改
め
て
公

開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。」

過
去
十
五
年、
中
国
の
権
力
闘
争
の
流
れ
の
ま
に

ま
に、

常
に
主
流
の
言
説
を
代
弁
し
て
き
た
日
中
屋

た
ち
に
は、
中
嶋
氏
の
真
似
は
し
た
く
と
も
で
き
な

い。
一
時
期、
大
き
な
出
店
で
中
国
問
題
と
い
う
棚

を
作
っ
た
ほ
ど
あ
ふ
れ
で
い
た
書
籍
は
ど
こ
に
行
っ

た
の
で
あ
ろ
う。
み
な
リ
ン
ゴ
の
袋
や、
す
き
返
さ

れ
て
ト
イ
レ
ッ
ト
・
ペ
ー
パ
ー
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か。

勿
論、
悟
空
も
万
能
で
は
な
い
か
ら、
十
年、
二

十
年
先
を
見
通
し
て
い
る
訳
で
は
な
い。
新
々
で
美

女
は
妖
怪
で
あ
っ
て、
御
馳
走
は
汚
物
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
程
度
で
あ
る。
そ
れ
で
も
な
お、

中
崎
氏
の
過
去
十
五
年
間
の
文
章
を
通
読
し
て
み
る

と、

現
象
の
奥
に
あ
る
も
の
を
正
し
く
と
ら
え
統
け

て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。
中
国
の
理
解
を
深

め
る
た
め
に
も、
氏
の
よ
う
に
長
期
間、
覚
め
た
目
で

現
象
を
追
い
統
け
て
い
る
人
が
必
要
な
の
で
あ
る。

い
わ
ゆ
る
四
人
組
時
代
に
附抑
圧
さ
れ
た
周
揚
と
い

う
文
士
が
い
る。
彼
は
日
本
の
作
家
た
ち
と
も
交
流

が
あ
っ
た。
そ
れ
が
文
革
中、

投
獄
さ
れ
て
い
た。

彼
の
友
人
で
あ
る
日
本
の
作
家
た
ち
は、

当
然
の
こ

と
な
が
ら、

被
の
身
を
案
じ
て
い
た。

そ
れ
だ
け

に、
四
人
組
が
失
脚
し
て、

周
揚
が
再
び
日
本
の
友

人
た
ち
の
前
に、
徴
笑
し
な
が
ら
現
わ
れ
た
時、
日

本
の
高
名
な
作
家
た
ち
は、

「
自
由」
に
な
っ
た
旧

友
の’
身
の
上
を
よ
ろ
こ
び、

四
人
組
時
代
を
悪
と
感

じ
た
の
で
あ
る。
そ
の
感
情
は
嘘
で
は
あ
る
ま
い。

あ
る
女
流
作
家
は、
周
揚
の
こ
と
を
「
や
さ
し
い
お

じ
い
さ
ん」
と
い
っ
た
感
じ
で
書
い
て
い
た。

と
こ
ろ
が、
周
錫
は
単
な
る
「
や
さ
し
い
お
じ
さ

ん」
で
は
な
か
っ
た。
中
国
共
産
党
が
北
京
で
政
府

を
作
り、
大
陸
の
実
質
的
な
支
配
者
と
な
っ
た
時、

共
産
党
は
毛
沢
東
主
席
の
首
唱
の
下
に、

「
百
花
斉

放、
百
家
争
鳴」
の
運
動
を
お
こ
し
た。
自
由
な
立

場
か
ら
の
共
産
党
批
判
を
許
し
た
の
で
あ
る。
し
か

し
や
が
て
反
右
派
闘
争
が
お
こ
り、
党
を
批
判
し
た

民
主
諸
党
派
の
言
論
は
蝉
圧
さ
れ、
筆
者
た
ち
は
粛

正
さ
れ
る。
そ
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
周
揚
で
あ
っ

た。
周
揚
は
異
端
裁
判
の
審
問
官
に
な
っ
た
の
で
あ

る。
そ
の
結
果、
ス
タ
ー
リ
ン
立
を
受
け
た、
と
い

う
こ
と
か
ら
も、
右
派
と
は
言
い
難
い
丁
玲
は、

笠

を
奪
わ
れ
て
文
芸
家
協
会
の
掃
除
婦
に
な
っ
た。

し
か
し、

周
揚
は
最
初
か
ら、
審
問
官
で
あ
っ
た

訳
で
は
な
い。
一
九
三
0
年
代、
ま
だ
中
国
共
産
党

が
政
権
か
ら
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
ろ、

彼
は
党
の

立
場
を
代
表
し
て、
魯
迅
の
代
弁
者
と
し
て
の
胡
風

と
の
間
に
論
争
を
行
な
っ
た。
つ
ま
り、

彼
は
権
力

に
つ
な
が
る
前
は、
一
個
の
言
論
人
で
あ
っ
た。
そ

し
て
権
力
機
械
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
に
及
ん
で、
審

間
官
と
な
り、

権
力
を
失
う
と
囚
人
と
な
っ
た。
嵐

が
過
ぎ
て、
文
人
と
し
て
も
行
政
官
と
し
て
も
引
退

す
る
年
に
な
っ
た
彼
は、

あ
る
い
は
好
々
爺
に
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が、
三
蔵
は
そ
の
笑
顔
に
だ

ま
さ
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る。
だ
ま
さ
れ
な
い

た
め
に
は、
中
的
氏
の
よ
う
な
孫
悟
空
た
ち
に
よ
っ

て、
こ
れ
か
ら
も
冷
静
に
中
国
大
陸
に
お
こ
っ
て
い

る
こ
と
を
見
守
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い。

そ
の
点
か
ら
も、
「
北
京
烈
烈」
は
こ
れ
か
ら
も
書

き
つ
が
れ、
何
年
か
お
き
に、
第
二
部、

第
三
部
と

出
版
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う。

34 

曽
野
綾
子
は
中
国
に
行
き、

彼
の
地
の
「
作
家
た

ち
」
と
実
り
の
な
い
話
し
あ
い
を
し
た
後
に、
ホ
テ

ル
の
窓
か
ら
暗
い
街
並
を
見
下
し、
そ
の
中
に
す
ぐ

れ
た
才
能
を
持
ち
な
が
ら、
3
く
刷物
を
あ
た
え
ら
れ

な
い
で
い
る
本
当
の
作
家
が
い
る
に
違
い
な
い
と
思

い、

彼
ら
の
た
め
に
涙
を
流
し
た
と
言
う。

丁
玲
女
史
の
例
を
考
え
る
と、
私
は
あ
ま
り
中
国

に
行
き
た
く
な
い。
た
と
え
ば
日
本
に
再
び
全
体
主

義
の
政
府
が
で
き
て、
周
揚
の
よ
う
な
人
物
が
現
わ

れ、

私
は
執
筆
禁
止
に
な
り、
文
芸
家
協
会
の
逆
転

手
に
な
る
と
し
よ
う。
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
か
ら

自
由
の
臭
い
を
プ
ン
プ
ン
さ
せ
た
文
学
者
が
き
て、

私
が
彼
ら
を
乗
せ
て
東
京
の
案
内
を
す
る。
外
国
の

文
学
者
と一
緒
に
日
本
版
周
紛
が
車
に
乗
っ
て
い

て、
に
こ
や
か
に
談
笑
し、
日
本
の
自
然
と、
日
本



の
大
衆
は
す
ば
ら
し
い、
と
い
っ
た
讃
辞
に
鷹
揚
に

う
な．
す
い
て
い
る、
と
い
っ
た
状
況
を
想
像
す
る

と、
私
は
こ
の
上
な
く、
つ
ら
く
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る。
だ
か
ら
私
は
中
国
に
行
き
た
い
と
は
思
う

が、

彼
の
国
の
作
家、

文
学
者
た
ち
と
会
い
た
い
と

は
思
わ
な
い。
彼
ら
の
や
り
方
を
い
い
の
悪
い
の
と

あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
内
政
干
渉
で
あ
ろ
う。
た
だ
言

い
う
る
こ
と
は、
革
命
後
三
十
二
年
間
に
中
国
大
陸

で
は
見
る
べ
き
作
品
は
う
ま
れ
な
か
っ
た。
本
命
前

の
三
十
二
年
の
実
り
の
豊
か
さ
に
絞
べ
る
と
そ
の
落

差
は
明
ら
か
で
あ
る。

た
ま
に
翻
訳
さ
れ
る
共
産
中
国
の
作
品
に
較
べ
れ

ば、

香
港
あ
た
り
で
出
版
さ
れ
る
武
侠
小
説
の
大
長

鮪
の
方
が
私
に
は
親
し
み
ゃ
す
い。
た
と
え
ば
宋

末・
元
初
の
こ
ろ、

す
ぐ
れ
た
智
謀
の
故
に
蒙
古
寧

に
連
れ
去
ら
れ
た
父
を
た
ず
ね
て、

青
年
剣
士
が
ゴ

ピ
砂
漠
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
さ
す
ら
う
官
険
小
説
な

ど、

大
陸
に
残
し
た
肉
親
を
思
う
華
僑
の
心
情
が
投

影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え、
な
か
な
か
面
白
か

っ
た。
も
し、
こ
れ
ら
の
作
品
を
下
ら
な
い
と
い
う

な
ら、
そ
れ
は
故
柴
田
錬
三
郎
や
五
味
康
祐
氏
ら
の

仕
事
を
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う。

と
に
か
く、
私
は
教
養
の
一
部
を
中
国
文
化
に
負

う
て
い
る。
従
っ
て
私
は
死
ぬ
ま
で
こ
の
大
き
な
国

の
文
物
に
自
を
注
ぎ
続
け
る
で
あ
ろ
う。
し
か
し
私

は
所
詮
お
人
好
し
の
三
蔵
で
し
か
な
い
か
ら、
し
ば

し
ば
八
戒
的
言
辞
に
ま
ど
わ
さ
れ
る。
そ
こ
で
進
退

き
わ
ま
っ
た
時
に
私
を
放
出
し
て
く
れ
る
孫
悟
空
が

是
非
と
も
必
要
な
の
で
あ
る。
「
北
京
烈
烈」
に
限

えつらんしつ

ら
ず、
こ
れ
か
ら
も
私
問
中
柏崎
嶺
離
の
署
名
の
あ

る
記
事
は
見
の
が
さ
な
い
よ
う
に
読
ん
で
ゆ
き
た
い

と
思
っ
て
い
る。

（
筑
摩
轡
国防・
上
下
各
二
四
O
O
円）

級
生
物
学
思
想
の
諸
起
源
を
探
る

C－
U－
M・
ス
ミ
ス
著
『
生
命
観
の
歴
史』

議参
筑

波

常

治

〈
僻
論
山忍）

『
生
命
観
の
歴
史』
と
い
う
邦
訳
題
名
は、

な
か

な
か
魅
力
的
で
あ
る。
生
命
と
は
何
か
？
と
い
う
問

い
か
け
は、
人
間
の
最
大
の
関
心
事
の
ひ
と
つ
に
ち

が
い
な
く、
生
物
学
の
も
っ
と
も
大
き
な
研
究
向
原

で
あ
る。
生
物
学
に
か
ぎ
ら
ず
科
学
全
般
に
と
っ
て

も
同
僚
で、
さ
ら
に
ひ
ろ
く
文
化
史一
般
と
も
密
接

に
か
か
わ
り
あ
う
課
題
で
あ
る。
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
れ
ま
で、
こ
の
問
題
に
と
く
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て

苦
か
れ
た
生
物
学
史
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は、

む
し
ろ
不
思
議
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い。
そ
れ

だ
け
に
こ
の
新
刊
に
ょ
せ
ら
れ
る
期
待
は
大
き
い。

だ
が
・本
書
の
原
題
は
じ
つ
は
叶
出
開

EN
O切
口w
Z

O
Hり
巳
切
切
で
あ
っ
て、
邦
訳
題
名
は
直
訳
で
は
な

い。
当
然
な
が
ら
訳
名
か
ら
推
測
さ
れ
る
内
容
と、

じ
っ
さ
い
の
そ
れ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
完
全
に
は
合

致
し
な
い。
生
命
観
だ
け
の
歴
史
で
は
な
く、
む
し

ろ
生
物
学
中
心
の
科
学
思
想
史
と
い
っ
た
ほ
う
が、

よ
り
忠
実
に
内
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い。
と
も
か
く
著
者
は
序
説
の
な
か
で
「
本
書
が
生

物
学
の
研
究
者
に
役
だ
つ
こ
と
を
ね
が
っ
て
い
る

が、
同
時
に
生
物
学
者
で
な
い
人
た
ち
に
も
興
味
を

も
た
れ
て
ほ
し
い
と
思
う」
と
の
ベ、
さ
ら
に
「
私
は

生
物
学
の
研
究
者
だ
け
で
な
く、
一
般
の
読
者
た
ち

に
よ
っ
て
も
手
に
と
ら
れ
る
よ
う
な
古
物
を
書
く
つ

も
り
で
い
る」
と
も
い
っ
て
い
る。
た
し
か
に
こ
の

本
は
生
物
学
者
で
な
い
人
々
に
も
興
味
を
も
た
れ
る

内
容
で
あ
る。
た
だ
し
そ
う
な
る
た
め
に
は
そ
の
人

が
か
な
り
高
度
の
教
養
水
準
に
あ
る
こ
と
が
条
件
と

い
え
る。
つ
ま
り
内
容
の
程
度
が
相
当
に
高
く、

右

か
ら
左
へ
簡
単
に
読
み
と
ば
せ
る
も
の
で
は
な
い。

そ
し
て
読
み
と
お
す
に
は
あ
る
程
度
以
上
の
時
聞
を

か
け
て
じ
っ
く
り
股
を
す
え
ね
ば
な
ら
な
い。
わ
た

し
自
身
す
で
に
こ
れ
を
読
み
は
じ
め
た
あ
と
に
書
評

を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
が、
つ
い
に
締
め
き
り
ま
で
に

読
み
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。
上
巻
は
い
ち
お

う
読
了
し
た
け
れ
ど
も、

下
巻
は
は
じ
め
の
ほ
う
だ

け
絞
み
お
え
た
段
階
で、

書
評
を
じ
っ
さ
い
に
密
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た。
も
ち
ろ
ん
下

巻
の
そ
の
あ
と
の
部
分
も
ま
っ
た
く
手
つ
か
ず
と
い

う
わ
け
で
は
な
く、
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
苦

か
れ
て
い
る
か
と
い
う
程
度
に
は
目
を
と
お
し
た。

と
も
あ
れ
こ
の
一
文
は
そ
う
い
う
状
況
下
で
書
い
た

感
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を、

あ
ら
か
じ
め
ま
ず
お
こ

35 



人
間
の
二
面
性
と
い
う
乙
と

ム．
:z;;; 

雄

田

次
（
京
孤
大
学
名
符
教
授）

人
間
と
い
う
も
の
は、

途
方
も
な
く
日
面
白
で
あ
る
と
と
も
に、
際
限
な
く
ふ
し
だ
ら
で
あ
る。

極
端
に
献
身
的
で
ひ
ど
く
利
己
主
義、
純
真
で
す
れ
っ
か
ら
し、
お
そ
ろ
し
く
賢
明
で
あ
る
と
と
も

に、
い
つ
も
品
劣
で
も
あ
る。

多
少
な
り
と
も
社
会
観
察
眼
と
自
己
反
省
心
を
持
つ
人
な
ら、
み
ん
な
人
間
の
持
つ
こ
の
よ
う
な

哀
し
い
こ
面
性
を
は
っ
き
り
認
め
る
は
ず
だ。
歴
史
家
も
そ
の
点
同
じ
で
あ
り、
私
が
馴
れ
親
し
ん

で
来
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
家
た
ち
も
み
ん
な
ど
こ
か
で、
そ
の
よ
う
な
嘆
戸
を
洩
ら
し
て
い
た。

た
だ、

雌
史
家
が
宗
教
者
や
哲
学
者
な
ど
と
ち
が
う
の
は、
だ
か
ら
人
間
は
宗
教
に
す
が
る
ベ
し、

と
か、
替
に
お
も
む
く
べ
く
修
行、
努
力
す
べ
き
だ
と
か
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。
い
や、

す
ぐ
れ
た
歴
史
家
の
資
格
と
い
う
の
は、
人
間
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
ニ
面
性
を、
ど
う
し

ょ
う
も
な
い
人
間
の
宿
命
と
感
じ
と
り、
こ
の
二
面
性
の
交
錯
の
中
に
歴
史
が
展
開
し
て
い
く
こ
と

を
洞
察
し
見
極
め
る
能
力
だ
と
い
っ
て
よ
い。

私
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
を
ひ
そ
か
に
敬
愛
す
る
理
由
は、
し
か
し、
こ
の
洞
察
を
更
に
進
め
た
と
い

う
こ
と
に
も
あ
る。

ふ
つ
う
の
歴
史
家
な
ら、
こ
の
二
部
性
を
人
に
は
賢
m胞
の
差
が
あ
る
と
か、

賢
い
人
で
も、

時
に

は
と
ん
で
も
な
い
愚
か
な
行
為
を
す
る
と
か、
せ
い
ぜ
い
状
況
に
よ
っ
て
人
は
変
る
も
の
だ
と
い
う

ふ
う
に
把
え
る
だ
け
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
は、
ど
ん
な
優
れ
た
人
間
で
も、

突
に
い
か
な
る
瞬
間
に
お
い
て
も
こ

の
賢
愚、

献
身
と
利
己
主
義、
理
想
と
打
算、

愛
憎
と
い
う
こ
商
性
か
ら
脱
却
し
得
る
も
の
で
な
い

と
い
う
こ
と
を
認
識、
そ
れ
を
私
た
ち
に
痛
切
な
ま
で
に
啓
示
し
て
く
れ
る
の
だ。

戦
後
の
私
た
ち
は、
浅
泌
す
ぎ
る
ア
メ
リ
カ
の
人
間
観
の
影
響
を
受
け
す
ぎ
た
せ
い
も
あ
ろ
う。

こ
の
人
聞
の
二
面
性
を
見
つ
め
る
能
力
を
失
い、
他
人
や
社
会
を
攻
撃
す
る
こ
と
で
自
分
を
正
義
人

そ
の
も
の
に
化
し
た
と
単
純
に
信
じ
こ
ん
だ
り、
き
れ
い
事
を
い
う
だ
け
で
自
分
が
浄
化
し
た
よ
う

に
思
う
傾
向
を
は
び
こ
ら
せ
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る。
何
と
か
こ
の
「
浅
務
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い

う
ヒ
ロ
ポ
ン
中
毒
か
ら
抜
け
出
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か。

文
化
会
議

－
昭
和
五
十
六
年
十
一

月

号

．
通

巻

第
一

四

九

号

人
間
の
ニ

而
性
と
い

う
こ
と

儀
礼
の

窓
味
と

儀
礼
論
の

現
在

国
際
的
相
互
依

存

日
本
文
化
会
議
年
次
集
会
・

報
告

－
え
っ・り
ん
し
つ

中
嶋・悦
雄
者
『
北
京
烈
烈』

C－
U－
M－
ス
ミ
ス
著
『
生
命
制限
の
股
史』

－
研
究
ノ
l
ト

H
話
し
音
楽
H

の

変
遷

－
あ
の
ま
ち
こ
の
ま
ち

今
は

昔、

他
物

社
会
学
の
メ
ッ

カ

． 
風

鐸

手
作
り
の

結
婚
欽
露
宴

或
る
教
師酬
の
こ

と

朝
が
ゆ
礼
讃

東
南
ア
ジ
ア
の

技
能
形
成
方
式

談

話

室

編
集
後
記

表
紙

会
図

雄

次
i

－F自
国

教
彦
2

矢
野

暢
21 

佐
瀬

nu
盛
犯

いに
qJqd

Aノ
nl
qo

-
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波

常
治
お

北
山

昭
夫
ω

品
協
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事務
局
を
ひ
き
受
け
て
三
年

目 。
中
国
の
人
は
人
なっ
こ
く

て
好
き 。
お
習
字
が
得
意 。
地

方
は
全
て
が
協
会
の
仕
事
な
の

で
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す 。

る
六
六
年
四
月
に 、
自
己
の
全
行
品

の
無
効
を
良一討
す
る
引
己
批
判
を
お

と
なっ
た 。
巴
金
は 、
八
O
年
春
来

日
し
た
と
き 、
朗
日

議
蛍
で
講
演

し 、
「
『
文
市』
の
初
め 、
私
は

『
交
が』
が
わ
か
ら
ず 、
『
四
人

組』
に
万歳
を
し
た 。
そ
の
後
次
第

に
か
れ
ら
の
正
依
が
わ
か
っ

て
き

れ 、
ま
ず
お
民
い
に
そ
れ
を
滋

～あ
お
う
と
す
る
こ
と
が
必
授
な

－は
な
い
か 。
だか
ら
ζ
れ
は
中

た 。
乙
の
私
自身
の
最
初
の
愚
か
宮」

と誤
り
の
社会
的 、
際
史
的
問恨源
を

長編
で
追
及
して
い
き
た
い」
と
の

ベ
て
大
き
な
感
銘
を
あ
た
え
た 。

「
文革」
の
初
期 、
中
国
の
多
く

の
文
化
人
が
「
文市」
の
本
質
が
わ

か
ら

ず
苫
し
ん
だ 。

「
も
し
も 、
観
察者
に 、
当
事
者

の
背
悩へ
の
共感
が
な
い
な
ら 、
革

命
の
実
態
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き

ま
い」
と
い
う
竹
内
好
の
態
度
は 、
日

本
の
多
く
の
文
化
人
に
共
通
す
る
心

情
で
あ
り 、
そ
れ
故
に
中
国
の
文
化

人
と
共
に
誤
り 、
共
に
苦
し
ん
だ 。

と
こ
ろ
が 、
こ
の
本
の
著
者
は 、

と
れ
を 、
情
勢
分
析
を誤
る
「
心
情

主
義」
と
して
き
び
し
く排
し 、

目配

初
か
ら
「
文
化
大
革
命」
に
た
い
し

て
冷
た
く 、
否
定
的
立
場
を
貧
ぬ
い

た 。
そ
して 、
「
文
章」
を 、
中
国

共
産
党
中枢
部
にお
ける

銘内
闘

争 、
す
な
わ
ち
「
毛
沢
東
路
線」
は

「
実
権
保」
の
闘
争と
見 、
セ
レ
モ

ニ
ー

に
お
ける
指
導
者
の
序
列
の
変

化 、
指
導
者
の
言
巌
な
ど 、
結
え
も

ら
さ
ず
細密
に
情
報
を
集
め
て
公約

の
基
礎
と
して
い
る ・

観点上の矛盾

地方の仕事はやりがいが
と
の
情
報
に
よ
る情
報
分
析
に
は

当
たっ
て
い
る
と
と
も
少
な
く
な
い

が 、
限
界
も
あ
る 。

た
と
え
ば 、
一
九
七
六
年
五
月
の

支
章
で 、
天
安
門
事
件
の
基
本
的住

格
を 、
い
みじ
く
も
「
反
玄化
大
革

命」
と
書
いて
い
る 。
ま
た 、
七
三

年
十
月
の
文
章で
は
「
林
彪
異
変
と

い
う
深
刻
な
代
岡山
の
の
ち
にニ
ク
ソ

ン
を
北
京
に
迎
え
た」
と
替
き 、
林

彪
事
件
とニ
ク
ソ
ン
訪
中
問
題
の
関

連
を
示唆
して
お
り 、
七
二
年
八
月

の
叉革
で
は 、
郡
小
平
の
再復
活
を

予
測
して
い
る 。

けれ
ど
も 、
半
封
建
裂回
か
ら 、

一
挙
に
社
会
主
義
社
会
に
と
び
こ
み

根
深
い
封
建
遺
制
を
ひ
き
ずっ
た
十

億
の
民
を
も
っ
巨
大
な
国
の
革
命

を
「
当
時
者
の
苦
悩
へ
の

共感」

な
し
に
と
ら
え
る
こ
と
の
不
可
能
な

と
と
は 、
八一
年
六
月
の
党六
中
総

の
「
歴
史
決
議」
の 、
毛
沢
東
と

毛

沢
東
思
想
の
位
置
づ
けと 、
本
容
の

筆
者
の
観
点
と
の
矛
盾
と
して
指
摘

し
て
お
く必
要
が
あ
ろ
う 。



〈政治・経済部門〉

受賞者 中嶋 嶺雄氏

作 品 『北京烈烈』（筑摩書房）

反時代的考察の勝利
永井陽之助（東京工業大学教授）

「或る人の政治思想、を知るには、 その人の女性観をきくに限る」と指摘したのはマルクスであ

る。戦後日本の知識人にとって現代中国は、 「なんと底深く浩洋たる海原」 （本書「あとがき」

中嶋氏自身の語）として、 己の姿をうっす格好の鏡の役割を果してきたようである。

戦後、 その専門、 非専門をとわず、 おびただしい数の人びとが中国を語りつづけてきた。そし

てその大半は、 中国を語ったつもりで、 実は自己自身を語ったに過ぎなかった。 それは文化大革

命の激動期において項点に遣した観がある。中嶋嶺雄氏の『北京烈烈一激動する中国』 （筑摩書

房）は、1966年の彰真失脚事件のなかに、 毛体制の動揺を示す「一種の粛清」をかぎつけて以来、

劉少奇の失脚、 林彪のナゾの死、 周恩来の死去、 不死鳥のような部小平の登場、 そして華国鋒政

権の成立のなかに、 「毛沢東批判と、 中国の本格的な現代化＝工業化への開始」を予見した論文

にいたる、 約15年におよぶ激動期を対象としている。

中嶋氏は、 この文化大革命を一貫して「毛沢東政治の極限形態としての党内闘争の大衆運動化」

とみる基本的な視座をとりつづけた。 そして、 現代中国理解のカギを、 中国をめぐる大国ゲーム

の巨視分析のなかにではなく、 中国内政の微視分析におき、 中国内政の動態とのリンケージにお

いて中ソ対立をはじめ大国聞のパワー・ゲームを理解しようとする姿勢をくずさなかった。その

方法論的姿勢は、 わが国ジャーナリズムや論壇の “時流” に抗して、 609編におよぶ膨大な巻末

の著述目録に示される、 たゆみない氏の実証的調査と研究の努力にうらづけられていた。

今回、 何よりも悲しく思うことは、 中嶋氏のように、 過去の評論を「発表時のまま」の形で公

表できる論考がどれだけあるかということよりも、 あれほど「虎の威を借りて」居丈高に「文革

の世界史的意義」や「人間変革の実験Jを説きつづけてきた、 わが国論壇の寵児たちから、 「私

に過ちはない。もしあるとすれば、 ただ一つ、 それは権力闘争において、 あなた方に破れたこと

だ」と、 岐阿を切った一人の江育夫人をも生まなかったということである。 その意味で、 中嶋氏

の業績の真価は、 やがて中国の政治状況が変化し、 あらたな倦カによって文革の再評価が始まる

ことがあっても、 いささかもその価値を減じることのない実証性と先見性に裏づけられた「反時

代的考察の勝手IJ」だという点にある。

つ



中 嶋 嶺 雄（なかじま みねお）

受賞者略歴

1936年生まれ。 東京外国語大学中国語学科卒業。 東京外国語大学助教授を経て、 現

在、 同大学外国語学部教授。 この問、 オーストラリア国立大学現代中国センター客

員教授、 パリ政治学院客員教授などを歴任。

著書『中ソ対立と現代』 （中央公論社）、 r新冷戦の時代』 (TB Sプリタニカ）

など。

つ


	昭和56年度サントリー学芸賞受賞者-政治・経済部門　中嶋嶺雄『北京烈烈』
	昭和56年度サントリー学芸賞受賞者-政治・経済部門　中嶋嶺雄『北京烈烈』-01
	昭和56年度サントリー学芸賞受賞者-政治・経済部門　中嶋嶺雄『北京烈烈』-02
	
	1981.12.05-文化-中嶋嶺雄著『北京烈烈』(『日本と中国』1981年12月5日)
	1981.12.05-文化-中嶋嶺雄著『北京烈烈』(『日本と中国』1981年12月5日)-01

	
	1981.11.28-この本-中嶋嶺雄著『北京烈烈』-中国を見る目の確かさ(『東洋経済』1981年11月28日)
	1981.11.28-この本-中嶋嶺雄著『北京烈烈』-中国を見る目の確かさ(『東洋経済』1981年11月28日)-01

	
	1981.10.11-中嶋嶺雄著『北京烈烈』-「毛沢東批判」を予見した的確な論評(『週刊読売』1981年10月11日)
	1981.10.11-中嶋嶺雄著『北京烈烈』-「毛沢東批判」を予見した的確な論評(『週刊読売』1981年10月11日)-01


