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今か
ら
ちょ
うど二十
年
前
の

夏、
中
国
全
土
が

紅窃器棚節
の

紅々
烈々
た
る
熱
狂
の
な
か
に
渦

巻い
て
い
た。
一
九六
六
年八
月

五
日、

文化大革命

のお郵
に
か

ん
し
て

党中央委民会
（
十期八

中会歪）
の
合
意
手得
ら
れ
な
か

っ
た
毛
沢
東
主
席
は、
高
畠
か
ら

ぬ
け
出
し
て、
み
ず
か
ら

「司令

部

を砲敏
せ
よ」
と
の
大字
械
を

貼
（
は）

り出
し、

紅衛兵大衆

の
決
起

を紋吹
し
た。
こ
う
し
て

八
月
二
十
日
に
は、
「造
反
有

郷三種郵便物認可

� 
lも

そ
し
て、
今
か
ら
十
年
前
の一

な

経線や断
面
を
明
ら
か
に
すべ

仇
七六
年

の中国
は、
周
恩来
の
く、
そ
の
す
さ
ま
じ
い
内
務
が
語

死、
天
安
門
事
件、
毛
沢
東
の
ら
れ
は
じ
め
て
い
る。
最
近
で

死、
北
京
政
変
（
「四
人
組」
逮
は、
月
刊
文
学
誌

『中国』
第四

捕）

・f滋動が相次
い
だ
ま
さ
に
号
の
ド
キュ
メ
ン
ト
が
注
目
さ
れ

腿
史
的
な一
年
で
あ‘つ
F3
ちょ
た。
ま
た、
著
名

な作家・
巴
金

－

つyT今頃は、
店
山
大
地
震
が
不
は、
「
わ
れ
わ
れ
の
チ
孫
に
血
の

蓄
な

予感＆与
え
る
な
か
で、
毛
教
訓

を絶対
に
忘
れ
て
も
ら
い
た

沢
点
が
い
よ
い
よ
天
舟
を
まっ
と
く
な
い」
と
の
理
由
で、
文
化
大

う
す

る郎前に
あっ
た。
も
と
よ

箪命博物館

の総高

を先頃提案

り、
今
日
の

段高指摘帯
血0・
郷
小
し
て
い
る。

平
そ
の
人
は1

2鋒掠
（
資
本

か
つ
て、
わ
が
国
の
知
識人
や

ギ
衰の
道
を
歩
む突
櫛派）
」
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら、
「
人
知

あっ
た
の
か。。

私
は、
自
分
の
阪
で
現場
を確

認
し
た
当
時
か
ら、
「
毛
沢
東
思

〈上〉

理」
の
スロ
ー
ガ
ン
を
か
か
げ
た

汚名を冠
せ
ら
れ
て、

天安門
事

紅衛兵
の

大鮮が
北
京の

天安門
件
以
降、
あ
ら
ゆ
る
職
務
を別
事帯

広
場
に
街
川
進出
し
て、

令在界
（
は
く
だ
っ）

され、
行
み
不
切

手驚
か
せ
た
の
で
あっ
た。

に
なっ
て
い
た
の
で
あ
る。

そ
の
抗
後の
同
年
秩、
私
は
初

。

め
て
の
訪
中
と
し

て爪身、

文第

こ
の
よ
う

な激動手伝験
し
た

の
渦
中
に
飛
び
込
ん
で
ゆ
き、
説
中
同
で
は、
現
在、
文
第
の
嫌々

地
の
状
況
をつ
ぶ
さ
に
観察
し
た

の
だ
が、
あ
れ
か
ら二
十
年、
中

聞
は
大
き
く
変
貌
（へ
ん
ぼ
う）

し、
文
革
の
ド
ラマ

主飾的な

「
十
年
の
動
乱」
と
し
て
よ
う
や

く
回
顧
し
’得
る
よ
う
に
なっ
た。

中嶋嶺雄

史
上
の

創挙」
だ
と
か
「

現代史

上
の
壮
大
なコ
ミュ
l
ン」
だ
と

祢
え
ら
れ
た
文
化

大革命は、
い

ま
こ
う
し
て、
二
度

－r絞り
返
し

立
は
な
ら
な
い
ね
の
退廃
と
し
て

刻
印
ヨ
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
が、
で

は一
体、
文
化

大革命と
は
何
で

毛沢東政治の極限形態

伝統体質の拒絶で失敗

限

形館だ
と

毒し
て
き
た。
そ

泊告
に
よ

る犬量
の
死
傷
者
を
も
え
よ
う。
私
は
そ
れ
を
「
す
さ
ま
点
政
治
の
ツ
ケ
は、
い
ま、
十一

し
て
・
貧
困
のユ
ー
ト
ピ
ア・
を
た
ら
し
た占
定
け
に
あっ
た
の
で
社
会」

井定義づ
け
て
い
る
け
れ
憶
に
な
ん
な
ん
と
す
る

過剰人
口

求
め
た
「
毛
沢
東

甲山相仙」
の
絶対
は
な
い。
一
九
四一
（
昭
和
十
ど、
こ
う
し
た
中
国
社
会
を
「
毛

同家と
し
て、
中
闘
の

近代化
に

化
は、
毛
沢

東家父長
体
制
の
も
六）
年
か
ら
四
五
（
昭和
二
十）

沢
東

昭和と
に
よっ
て
岡崎
めつ
く
とっ
て
の
線
本
的

な径他
（
しっ

と
で、
中
庖
社
蚕
阿
部
の
自
立
的
年
ま
で
の
わ
が
闘
の

戦争中
の
四
し、
「
す
さ
ま」

を強織的
に
抑
こ
く）
に
なっ
て
い
る。

近代
化

な
お践
の
契機
を
あ
らゆ
る
分野
カ
年
に
比べ
て
も
歴
然
と
す
る
十
しつ
ぶ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に、

に
とっ
て
の
不
可
欠
の
前提
で
あ

年間
と
い
う
長
期
間、

本来
は
宿
毛
沢
市民政
治
の
無
理
が
あっ
た
と
る
教
育、
と
く
に
高
守
教古川
の
立

商店
な
社
会

主義山荘
則
で
あ
るべ
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
こ
う
し
た
ち
巡
れ
は、
依
然
と
し
て
末
b
m

主瓜命

後社会と
し
て
の
中
間
で
無
理
は、
と
う
て
い
永
縦し
仰
な
が
全人
n
の＝
下パ
ー
セ
ン
ト
前

は、

品産会
の
「
兵

営図書
化
かっ
た
の
で
あ
り、

結局
は、
ち
後
に
の
ぼ
る
と
い
う
現
突
と
と
も

が巡
み、

社会仕活
に
お
け
る
弘
沢
東
そ
の
人
が
中向
社会
の
伝統
に、
そ
の
断消
に
は、
数
十
年
の

的
似
織
と
公
的
領
域
の
都刑
法
別

的品印刷HrL

拒絶さ
れ、
足
手
す
く

級川
を
泌
す
る
で
あ
ろ
う。

化、

弘牛詰
そ
の
も
の
の
政
治
化
わ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う。

こ
う
し
た
現
実
に
お
い
て、
い

と
い
っ
た
状
況
が
支配
し、
ア
メ

そ
れ
に
し
て
も、
今
日、

遣
わ
ゆ
る
詞
般」

政策
が、
文
革

リ
カ
の
亡

主義政強芸ハ
ン
沢

東思想
が
全
面
的
に
批
判
3
で
引
キ
迫
か
れ
た

中同社
会
の
傷

ナ・
ア
lレ
ン
ト
の
い
う
「一
社会
れ、
文
化
大
革命
の
紡神と
ぬ
理

を
癒す
い
と
まも
なく
噂
入
さ
れ－

的
な
る
も
の」
が
完
全
に
消
失
し
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
と
は
い
た
結巣、
中
値は
い
ま
新
た
な
政一

て
し
まっ
た
の
で
あ
る。
こ
の
よ
え、
文
革
の
十
年
の
み
な
ら
ず、

治的・
社
会
的
な
飢裂
と
矛
盾
に一

う
な
状
況
に
お
い
て
は、
会
葎
主
毛
沢
東
政
治
の
四
半
世
紀
が
生
み
出臥
回
し
てい
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら一

義
同
家
に
し
ば
し
ば
そ
の
前
例
を
践
し
た
現
実は、
そ
う
簡単
に
消
な
い。

モ沢東
政治
の
代
償
は、

見
た
よ
う
に、
大
衆
の
情絡
を
か
去
で
さ
る
も
の
で
は
な
い。
人
引
こ
う
し
て、
中
肉
の
将
米
に
吸
く

ぎ
た
て、

大血棋
を
組織
す

る方法

問岨
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も、

深
く
の
し
か
かっ
て
い
る
の
だ。

を
知
り得

た指導
者
が
会寵
に
な
・
人

間資本
諭・
に
法
づ
く
で
沢

（

ぶ京外

抜大教俊）

る。
こ
の
点
で
毛
沢
東
は
期
締
れ一

な
る

政治技術
を訂
す
る
カ
リ
ス一

マ

的指務お
で
あっ
た。

－

O

一

だ
が、
中
同
社会
は、
革
命後一

の
今
日
で品、
依
然
と
し
て
「
社一

A
街
な
る・もの」
が
い
た
る
と三

ろ
に
広
が
り、
査
在
し
て
き
で
い一

る
地紙・
血
蝕的
な一
種
の
ヨ
コ一

社
会
と
し
て
の
伝

統社会だ
と
い一

〔
な
か
じ
ま・
み
ね
お
氏】

一
九
三
六
（
昭
和
十一
）
年

松
本市
に
生
ま
れ、

東京
外
語

大
中
国
科
卒、

京大大
学
院
函

際関係論
ぷ
程
修J。
社
会
学

博
士。

現職
の
ほ
か、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
国
立
犬、
パ
リ
政治

学
院

客員教授
な
ど
も
雌
任
し

た。
主
な
老
母
に
「
北
京
烈

忍「
現代中・陶治不ソ

対立
と現代」「肴港移り

ゆ
く
都
市
同
家」
な
ど
が
あ

る。

文
化

恕」
の
教化（r
Eon円『吉
良一02）

に
よっ
て
全

中同社会

を熱狂
的

な柑禍
（
る
つ
ぼ）

と化
し
た
文

化大革命
を、

党内闘争
の
大
衆

議花
と
い
う

毛沢東
政
治
の
樋

で
押
し
つ
ぶ
し
て
し
まっ
た
の
み

な
ら
ず、
社
内
あ

な飢警暴削減

を
い
た
る
と
こ
ろ
に
生
み
だ
し
た

の
で
あっ
た。

し
か
も、
文
化

大革命
が
悲劇

で
あっ
た
の
は、
そ
れ
が
武
闘
や

な文
午

の完全
占
に

到べ止す
る

こ
と
は
あ
り
仰な
い
で
あ
り
ま

し
会つ」
ワ
イ
ツ
セツ
カ
！

大統飢
が

附
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
削コ
た
の
は、
い
う
よ
で
も
な

こ
の
ほ
ど
同際ぺ
ン

大会が
聞
く
こ
の
凶際ペ
ン
大
会
に
お
い

か
れ
た。
第四
十
九回
に
な
る
で
は、
ド
イ
ツ
の
問
題が
激
し

今
聞
の
テ
l
マ
は
「

同時代文
く
火
佑

を懲り
す
こ
と
が
な
い

学
に
現
れ
←同

時代史」
で
あ
よ
う
に、
と
い
う
こ
と
で
あつ

っ
た。

た
は
ず
で
あ
る。

文革20年後の中国　信濃毎日新聞-1986.08.16




