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い
ま
と
な
っ
て
は
歴
史
の
転
換
点
で
あ
っ
た
。
私
的
な
回
憶
か
ら

は
じ
め
れ
ば
、
一
九
八
九
年
、
Ｙ
国
立
大
学
で
一
般
教
養
の
中
国
近

現
代
史
の
講
義
を
受
け
持
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、「
改
革
開
放
」

が
本
格
化
し
、
人
民
公
社
は
解
体
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
『
大
黄
河
』
を
踏

ま
え
て
中
国
文
明
を
批
判
的
に
検
討
し
た
改
革
派
知
識
人
ら
に
よ
る

中
国
の
テ
レ
ビ
番
組
『
河
瘍
』
が
話
題
と
な
っ
て
い
た
。
ソ
連
で
は

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
を
土
台
に
展
開
さ
れ
て
、
ス

タ
ー
リ
ン
時
代
へ
の
問
い
直
し
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九

八
九
年
五
月
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
訪
中
へ
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
が
始

ま
っ
て
い
た
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
自
身
も
、
す
で
に
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
で

の
教
皇
庁
と
の
和
解
を
す
ま
せ
て
マ
ル
タ
に
赴
き
、
冷
戦
の
終
結
が

宣
言
さ
れ
て
い
た
。
中
国
国
内
の
「
改
革
」
も
、
経
済
面
か
ら
い
よ

い
よ
政
治
面
で
の
「
民
主
化
」
に
進
も
う
と
し
て
い
る
、
そ
う
見
え

た
。
講
義
も
、
中
国
の
民
主
化
が
紆
余
曲
折
は
あ
ろ
う
と
後
戻
り
は

し
な
い
と
い
う
大
前
提
で
、
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
、「
六
四
」

の
惨
劇
が
起
き
た
。
当
然
、
講
義
の
計
画
な
ど
雲
散
霧
消
し
た
。
し

ば
ら
く
は
、「
六
四
」
の
そ
れ
ま
で
の
動
き
と
そ
の
後
の
経
過
と
を

説
明
す
る
だ
け
で
精
一
杯
だ
っ
た
。
や
が
て
、「
六
四
」
と
そ
の
直

後
に
出
さ
れ
た
戒
厳
令
は
「
改
革
開
放
」
の
本
質
が
中
国
共
産
党
に

よ
る
一
党
独
裁
の
統
治
の
継
続
に
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
、
そ
う
し
た

中
国
の
動
き
を
批
判
す
る
「
西
側
」
諸
国
に
よ
る
国
際
的
「
制
裁
」

を
日
本
が
先
頭
に
立
っ
て
解
除
し
、
日
本
と
中
国
と
の
経
済
面
で
の

結
束
は
さ
ら
に
固
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
一
九
九
〇
年
代
、
や
が
て
二

一
世
紀
の
中
国
の
大
躍
進
を
さ
さ
え
た
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
「
政
経
分
離
」
を
内
政
不
干
渉
の
同
義
語

と
す
る
こ
と
で
発
展
す
る
中
国
か
ら
利
益
を
得
よ
う
と
し
た
バ
ブ
ル

経
済
の
日
本
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
は
と
も
か
く
、
そ
の
当
初
に
お
い

て
は
十
分
に
そ
の
目
的
を
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
世
界
の

工
場
」
と
位
置
付
け
た
中
国
に
生
産
拠
点
を
移
し
た
日
本
で
は
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
中
国
の
賃
金
水
準
が
国
際
比
較
で
低
位
に
あ
り
続
け

る
と
い
う
、
自
ら
に
都
合
の
よ
い
「
前
提
」
が
未
来
永
劫
続
く
と
夢

想
し
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
。
当
然
、
一
九
九
〇
年
代
の
中

国
に
も
、
様
々
な
意
味
で
「
文
革
」
の
影
が
落
ち
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
多
く
の
日
本
人
は
そ
れ
を
直
視
し
よ
う
と
し
な
か
っ

「
い
ま
さ
ら
文
革
、い
ま
な
お
文
革
、い
ま
こ
そ
文
革
」の
特
集
に
あ
た
っ
て 

編
集
部
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た
。
カ
エ
サ
ル
で
は
な
い
が
、「
人
は
自
分
の
見
た
い
も
の
し
か
見

よ
う
と
し
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
現
実
は
夢
想
を
裏
切

る
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
経
済
が
発
展
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
労
働
者
の
賃
金
水
準
は
向
上
し
、
生
活
水
準
の
向
上

を
求
め
る
庶
民
レ
ベ
ル
で
の
要
求
は
拡
大
す
る
。
日
本
の
中
国
に
供

与
し
た
技
術
は
、
い
つ
の
間
に
か
中
国
が
独
自
に
開
発
し
た
も
の
と

喧
伝
す
る
よ
う
に
な
り
、
新
た
で
強
力
な
競
争
相
手
と
な
っ
て
立
ち

現
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
自
体
、
格
差
の
拡
大

と
民
族
間
の
遠
心
力
の
増
大
を
十
分
に
認
識
し
、
そ
れ
を
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
軸
と
し
た
「
中
華
民
族
」、
す
な
わ
ち
国
民
国
家
論
と
大

国
化
に
よ
る
国
民
意
識
の
高
揚
で
切
り
抜
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
時
、
文
革
を
一
部
指
導
者
が
誤
っ
て
引
き
起
こ
し
た
悲
劇
と
総
括

し
て
い
る
中
共
中
央
が
、
文
革
を
触
れ
て
欲
し
く
な
い
過
去
と
見
て

い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
統
治
シ
ス
テ
ム
、
社
会

管
理
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
や
大
国
意
識
の
高
揚
の
効
果
の
ほ
ど
は
、
ま
だ
十
分
判
断
で

き
る
状
態
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
中
国
共
産
党
と
中
華
人
民
共
和

国
の
今
後
が
前
途
多
難
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。

　
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
」
と
い
う
フ
ル
ネ
ー
ム
さ
え
、
は

る
か
昔
の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
言
っ

て
し
ま
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
特
集
の
タ
イ
ト
ル
は
「
い
ま

さ
ら
文
革
、
い
ま
な
お
文
革
、
い
ま
こ
そ
文
革
」
と
し
た
。
表
面
的

に
は
過
去
の
も
の
と
な
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
過
ぎ
去
ら
ざ
る
現
実

と
し
て
の
「
文
革
」
を
検
討
す
る
。
現
在
の
中
国
共
産
党
が
嫌
う

「
普
遍
的
価
値
」
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
「
思
想
信
条
の
自
由
」「
表

現
の
自
由
」
を
、「
天
賦
人
権
論
」
的
に
自
立
し
た
個
人
の
基
本
的

人
権
の
一
部
と
前
提
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
こ
と

で
あ
る
が
、
文
革
を
検
討
す
る
場
合
に
も
、
不
可
欠
の
前
提
で
あ

る
。
そ
う
し
た
、
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
地
平
か
ら
「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
化
大
革
命
」、
当
時
か
ら
の
略
称
を
用
い
て
の
「
文
革
」
の

現
代
性
を
学
術
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
本
号
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
排
し
、
二
一
世
紀
の
現
在
の
地
平

か
ら
過
去
を
照
射
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
各
論
者

の
主
張
は
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
、
文
革
終
結
宣
言
が
な
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
は
と

も
か
く
、
八
〇
年
代
初
頭
の
「
歴
史
決
議
」
に
お
い
て
、
文
革
に
対

し
て
そ
れ
な
り
の
、
か
な
り
歯
切
れ
の
悪
い
否
定
的
評
価
が
公
式
に

出
さ
れ
た
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
「
歯
切
れ
の
悪
さ
」
は
当
時
か
ら
の
中
国
共
産
党
の
統
治

シ
ス
テ
ム
に
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
い
ま
と

な
っ
て
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
文
革
を
起
こ
し
た
主
体
が
、
主あ
る
じが

代

わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
文
革
を
総
括
し
得
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
し

よ
う
と
し
な
い
の
か
。

　

ロ
シ
ア
革
命
か
ら
百
年
た
っ
た
現
在
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
根
本

的
な
問
題
点
が
少
な
く
と
も
レ
ー
ニ
ン
主
義
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
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は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
な
か
に
前
近
代
的
な
秘
密
結
社

的
組
織
論
が
色
濃
く
反
映
し
、
内
部
粛
清
も
そ
う
し
た
論
理
と

心マ
ン
タ
リ
テ性

に
よ
っ
て
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
描
き
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
も
、
ド

ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
描
い
た
世
界
が
現
実
に
展
開
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
中
国
の
場
合
も
、
同
様
の
経
験
は
一
九
三
〇
年
代
を
中
心
と

し
た
「
革
命
根
拠
地
」
に
お
い
て
、
す
で
に
経
験
済
み
で
あ
る
。
そ

う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
高
華
の
『
紅
太
陽
是
怎
様
昇
起
的
│
│
延
安

整
風
運
動
的
来
龍
去
脈
』（
香
港
中
文
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇

年
）
な
ど
で
、
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
当
事
者
が
そ
れ
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
総
括
す
る
か
と
は
、
全
く
別
問
題
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
文
革
に
つ
い
て
日
本
で
の
ご
く
一
般
的
な
理
解
の
一
例

と
し
て
、
高
校
生
向
け
世
界
史
教
科
書
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
【
中
ソ
対
立
と
文
化
大
革
命
】

　
　

社
会
主
義
建
設
の
方
法
や
外
交
政
策
な
ど
を
め
ぐ
る
中
国
と
ソ

連
の
対
立
は
し
だ
い
に
表
面
化
し
、
一
九
五
九
年
ソ
連
は
中
ソ
軍

事
技
術
協
定
を
破
棄
し
た
。
以
後
、
中
国
は
独
立
自
主
・
自
力
更

生
の
方
針
を
う
ち
だ
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
中
ソ
両

国
は
経
済
政
策
・
緊
張
緩
和
外
交
・
部
分
的
核
実
験
停
止
条
約
な

ど
で
の
論
争
を
公
然
化
し
た
（
中
ソ
論
争
）。
し
か
し
、
大
躍
進

政
策
は
失
敗
し
て
多
く
の
餓
死
者
を
出
し
、
さ
ら
に
ソ
連
の
援
助

停
止
は
、
中
国
の
社
会
と
経
済
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
た
。

　
　

大
躍
進
政
策
の
失
敗
で
毛
沢
東
に
か
わ
っ
て
国
家
主
席
と
な
っ

た
劉
少
奇
は
、
鄧
小
平
ら
と
と
も
に
混
乱
の
収
拾
を
す
す
め
た
。

だ
が
、
こ
れ
を
反
社
会
主
義
的
と
み
た
毛
沢
東
は
、
党
と
国
家
の

指
導
権
を
奪
還
し
よ
う
と
、
一
九
六
六
年
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

化
大
革
命
を
お
こ
し
た
。
全
国
的
な
動
乱
を
通
じ
て
劉
少
奇
ら
は

失
脚
し
、
毛
沢
東
ら
の
実
権
が
確
立
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
六

年
の
毛
沢
東
の
死
に
よ
っ
て
後
ろ
盾
を
失
っ
た
毛
夫
人
江
青
ら

「
四
人
組
」
が
失
脚
し
、
文
革
は
事
実
上
終
結
し
た
。

　
　

こ
の
間
中
国
は
、
一
九
七
一
年
台
湾
政
府
に
か
わ
っ
て
国
連
代

表
権
を
認
め
ら
れ
た
あ
と
、
翌
七
二
年
に
は
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ク
ソ

ン
大
統
領
が
訪
中
し
、
同
年
日
本
と
の
国
交
を
回
復
し
、
国
際
社

会
で
の
活
動
の
場
を
ひ
ろ
げ
た
。（『
世
界
史
Ｂ
』
実
教
出
版
、
二

〇
一
三
年
）

　

他
の
教
科
書
も
大
同
小
異
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
天
安
門
前
の
集
会

や
大
字
報
を
紹
介
し
た
若
干
の
写
真
が
つ
い
て
い
る
。
要
す
る
に
、

文
革
を
国
際
政
治
と
国
内
の
政
治
権
力
抗
争
を
軸
に
、
大
失
敗
に
終

わ
っ
た
大
躍
進
運
動
と
そ
れ
へ
の
批
判
に
対
す
る
毛
沢
東
の
奪
権
闘

争
を
基
本
軸
に
据
え
、
混
乱
の
う
ち
に
毛
沢
東
の
死
と
と
も
に
終
息

し
た
も
の
の
、
そ
の
間
国
際
的
地
位
は
向
上
し
、
日
本
と
の
関
係
も

改
善
さ
れ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
日
本
人
に
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と
っ
て
は
、「
日
中
国
交
正
常
化
」
と
同
時
に
や
っ
て
来
た
上
野
の

パ
ン
ダ
が
空
然
の
中
国
ブ
ー
ム
の
象
徴
と
な
り
、
そ
れ
が
ま
だ
文
革

後
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
か
ら
消
し
去
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
破

壊
と
混
乱
の
文
革
と
友
好
と
親
善
の
パ
ン
ダ
の
対
照
で
あ
り
、
パ
ン

ダ
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
直
前
に
あ
っ
た
、
中
国
お
よ

び
台
湾
に
よ
る
尖
閣
列
島
領
有
の
主
張
に
つ
い
て
、
あ
え
て
取
り
上

げ
る
者
は
、
あ
ま
り
出
て
来
な
か
っ
た
。
だ
が
、
中
国
で
は
ま
だ
文

革
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

日
本
の
文
革
批
判
が
、
ま
さ
に
文
革
の
最
中
か
ら
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
北
京
空
港
で
の
、
紅
衛
兵
に
よ
る
『
赤
旗
』

記
者
暴
行
事
件
、
日
中
両
共
産
党
の
相
互
批
判
、
非
難
合
戦
、
そ
れ

以
前
か
ら
の
中
ソ
対
立
が
国
益
と
国
益
の
衝
突
、
武
力
衝
突
に
拡
大

し
た
珍
宝
島
（
ダ
マ
ン
ス
キ
ー
島
）
事
件
に
発
展
し
、
政
治
文
書
か

ら
も
文
革
の
矛
盾
が
露
呈
し
て
い
た
。
す
で
に
一
九
六
六
年
に
は
大

宅
壮
一
が
文
革
を
「
ジ
ャ
リ
革
命
」
と
揶
揄
（『
読
売
新
聞
』
一
九

六
六
年
九
月
二
六
日
夕
刊
）
し
た
の
も
、
批
判
的
論
調
の
一
つ
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
九
六
八
年
前
後
の
学
生
運
動
の
高
ま
り
の

時
期
に
も
、
毛
沢
東
主
義
を
掲
げ
る
党
派
の
出
現
や
、
そ
の
後
の
連

合
赤
軍
事
件
に
結
び
つ
く
異
様
な
展
開
も
、
文
革
へ
の
関
心
と
批

判
、
非
難
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
評
価
の
多
く

は
、
文
革
終
結
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

一
般
書
の
分
野
で
も
竹
内
実
編
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
現
代
史
16 

文

化
大
革
命
』（
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
）
に
、
す
で
に
文
革
の
暴
力

の
側
面
が
史
料
的
に
描
き
出
さ
れ
て
衝
撃
を
与
え
て
い
た
し
、『
翻

身
│
│
あ
る
中
国
農
村
の
革
命
の
記
録
』（
加
藤
祐
三
等
訳
、
平
凡

社
、
一
九
七
二
年
）
で
山
西
で
の
中
国
共
産
党
に
よ
る
土
地
改
革
を

き
わ
め
て
肯
定
的
に
描
い
た
Ｗ
・
ヒ
ン
ト
ン
も
、『
百
日
戦
争
│
│

清
華
大
学
の
文
化
大
革
命
』（
春
名
徹
訳
、
平
凡
社
、
一
九
七
六

年
。
原
書
は
一
九
七
二
年
）
で
紅
衛
兵
同
士
の
「
内
ゲ
バ
」
を
批
判

的
に
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
エ
ク
ト
ゥ
ー
ル
・
マ
ン
ダ

レ
『
毛
沢
東
を
批
判
し
た
紅
衛
兵
│
│
紅
衛
兵
通
信
集
』（
山
下
佑

一
訳
、
日
中
出
版
、
一
九
七
六
年
）
や
、
シ
モ
ン
・
レ
イ
『
毛
沢
東

の
新
し
い
制
服
│
│
文
化
大
革
命
年
代
記
』（
緒
方
君
太
郎
訳
、
現

代
思
潮
社
、
一
九
七
三
年
）
な
ど
文
革
期
に
お
け
る
文
革
へ
の
批
判

的
見
解
の
紹
介
が
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
向
か
う
に
つ
れ
相
次
ぐ
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
鄧
小
平
時
代
早
々
の
中
越
戦
争
に
際
し
て

は
魏
京
生
問
題
も
発
生
し
、
中
国
当
局
の
「
懲
罰
」
戦
争
発
言
と
も

ど
も
影
に
ひ
そ
む
大
国
意
識
ま
で
垣
間
見
え
、
文
革
の
み
な
ら
ず
、

当
時
成
立
三
〇
年
ほ
ど
の
中
華
人
民
共
和
国
の
歴
史
を
含
む
そ
れ
以

前
の
中
国
社
会
、
中
国
の
世
界
観
と
の
連
続
性
を
感
じ
さ
せ
る
事
件

が
相
次
い
だ
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
、
内
外
の
文
革
批
判
を
含
め
、「
四
人
組
」
失
脚
前
後

か
ら
、
文
革
を
批
判
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
あ
る

レ
ー
ニ
ン
主
義
党
組
織
の
抱
え
る
宿
痾
、
中
国
社
会
に
底
流
と
し
て

流
れ
る
前
近
代
性
な
ど
を
、
検
討
の
俎
上
に
上
せ
る
必
要
性
が
明
ら



5──「いまさら文革、いまなお文革、いまこそ文革」の特集にあたって

か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
二
一
世
紀
に
入
り
、「
韜
光
養
晦
」

か
ら
「
大
国
崛
起
」
へ
と
舵
を
切
っ
た
中
国
が
、
国
際
関
係
も
ま
た

単
な
る
「
友
好
」
か
ら
中
国
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
確
保
す
る
「
一

帯
一
路
」
へ
と
転
換
し
、
そ
れ
が
「
租
界
」
建
設
、「
冊
封
体
制
」

あ
る
い
は
新
た
な
る
「
華
夷
秩
序
」
に
も
似
た
状
況
を
内
外
に
呈
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

す
で
に
文
革
を
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七
六
年
、
あ
る
い
は
一
九

七
八
年
ま
で
の
期
間
の
み
に
限
っ
て
検
討
す
る
こ
と
の
無
意
味
さ

に
、
多
く
の
人
々
が
気
付
い
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
中
華
人
民
共

和
国
成
立
に
、
い
や
中
国
共
産
党
の
成
立
、
さ
ら
に
国
際
的
な
「
社

会
主
義
運
動
」
そ
の
も
の
ま
で
、
さ
ら
に
は
伝
統
中
国
の
社
会
構
造

を
ふ
ま
え
て
文
革
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
狭
い

範
囲
に
文
革
を
限
定
し
、
近
年
の
研
究
に
限
っ
て
み
た
だ
け
で
も
、

雑
誌
『
思
想
』
二
〇
一
六
年
一
月
号
は
「
過
ぎ
去
ら
ぬ
文
化
大
革

命
」
と
題
し
た
特
集
を
組
み
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
の
「
ア
ジ
ア
遊

学
」203
で
は
『
文
化
大
革
命
を
問
い
直
す
』
と
し
て
論
集
を
ま
と
め

て
い
る
。
ま
た
単
行
本
で
は
福
岡
愛
子
『
日
本
人
の
文
革
認
識
│
│

歴
史
的
転
換
を
め
ぐ
る
「
翻
身
」』（
新
曜
社
、
二
〇
一
四
年
一
月
）、

共
同
研
究
と
し
て
の
楊
海
英
編
『
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
国
際
社
会
の
中

国
文
化
大
革
命
│
│
い
ま
な
お
中
国
と
世
界
を
呪
縛
す
る
五
〇
年
前

の
歴
史
』（
集
広
舎
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
）、
詳
細
な
ク
ロ
ニ
ク
ル

な
資
料
集
と
し
て
安
藤
正
士
等
編
著
『
中
国
文
化
大
革
命
「
受
難
者

伝
」
と
「
文
革
大
年
表
」
│
│
崇
高
な
る
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
残
酷

非
道
な
実
態
』（
集
広
舎
、
二
〇
一
七
年
四
月
）、
内
外
の
文
革
研
究

に
関
わ
る
論
考
を
集
め
た
明
治
大
学
現
代
中
国
研
究
所
他
編
『
文
化

大
革
命
│
│
〈
造
反
有
理
〉
の
現
代
的
地
平
』（
白
水
社
、
二
〇
一
七

年
九
月
）
な
ど
が
刊
行
さ
れ
、
文
革
の
実
態
と
文
革
認
識
の
再
検
討

を
迫
っ
て
い
る
。
英
語
圏
の
研
究
で
も
近
年
の
も
の
と
し
て
、

A
ndrew

 G
. W

alder, Fracterd R
ebellion:The Beijing R

ed G
uard 

M
ovem

ent  (H
arverd U

niversity Press, 2009 ) 

で
は
紅
衛
兵
運
動
の

社
会
学
的
考
察
が
な
さ
れ
、Yang Su, Collective Killings in R

ural 
C

hina during the C
ultural R

evolution (C
am

bridge U
niversity 

Press, 2011 )

で
は
広
西
を
中
心
と
し
た
農
村
文
革
の
残
虐
性
を
描

い
て
い
る
。
そ
し
て
、
宋
永
毅
が
序
を
認
め
た
『
文
革
機
密
檔
案 

広

西
報
告
』（
明
鏡
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
四
月
）
は
、
祖
国
に
「
復

帰
」
し
た
「
一
国
二
制
度
」
の
香
港
か
ら
の
出
版
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
文
革
の
暴
力
的
側
面
が
「
檔
案
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
今
年
二
〇
一
八
年
の
は
じ
め
、
一
月
一
〇
日
〜
三
〇
日
の
期

間
、
明
治
大
学
博
物
館
に
お
い
て
「
中
国
革
命
宣
伝
画
展
」
が
開
催

さ
れ
、
の
べ
数
千
人
の
来
場
者
を
集
め
た
。

　

華
国
鋒
に
よ
る
「
文
革
終
結
宣
言
」
か
ら
で
も
四
〇
年
以
上
、
中

国
共
産
党
自
身
に
よ
る
「
歴
史
決
議
」
か
ら
で
も
さ
ほ
ど
違
わ
な
い

時
間
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
い
ま
、
上
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
文
革
と
そ

の
周
辺
に
関
す
る
研
究
や
催
し
物
に
多
く
の
人
の
耳
目
が
集
ま
る
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、
中
国
共
産
党
総
書
記
、
中
華
人
民
共
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和
国
国
家
主
席
の
地
位
に
習
近
平
が
就
い
て
い
る
が
、
そ
の
登
極
の

経
緯
の
中
に
政
治
的
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
薄
煕
来
の
失
脚
が
あ
り
、

そ
の
薄
煕
来
は
重
慶
で
貧
困
階
層
を
中
心
と
し
た
支
持
を
獲
得
す
る

中
で
革
命
歌
を
人
々
に
歌
わ
せ
る
「
唱
紅
」
運
動
を
行
い
、
腐
敗
摘

発
を
「
打
黒
」
と
称
す
る
な
ど
、
文
革
の
手
法
の
再
来
と
言
わ
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
薄
煕
来
と
、
結
果
的
に
勝
ち
残
っ
た
習
近
平
と

で
は
、
政
治
ス
タ
イ
ル
や
支
持
の
獲
得
方
法
に
関
し
て
は
、
両
者
に

さ
ほ
ど
の
相
違
は
な
い
。
ま
し
て
、
国
家
主
席
の
任
期
撤
廃
を
決
定

し
、「
憲
法
」
に
「
習
近
平
思
想
」
と
の
言
葉
を
書
き
込
も
う
と
し

て
い
る
と
の
報
道
な
ど
か
ら
は
、
個
人
崇
拝
の
臭
い
す
ら
感
じ
さ
せ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
的
人
権
や
思
想
信
条
の
自
由
な
ど
、「
普
遍

的
価
値
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
距
離
を
置
き
、
Ｉ
Ｔ
技
術
を

駆
使
し
た
管
理
社
会
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
文
革
で
は
、
一

見
「
麗
し
い
理
念
」
を
掲
げ
つ
つ
、
実
態
で
は
そ
う
い
っ
た
「
普
遍

的
価
値
」
が
完
全
に
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、
人
々
の
内
面
が
ズ
タ
ズ

タ
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
共
産
党
は
、

い
っ
た
い
文
革
を
ど
う
捉
え
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く

と
も
、
教
訓
と
し
て
何
を
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

　

現
代
中
国
に
対
す
る
関
心
と
同
時
に
、
そ
の
現
代
中
国
の
土
台
を

形
づ
く
っ
た
毛
沢
東
中
国
へ
の
関
心
、
さ
ら
に
そ
の
根
柢
に
あ
る
前

近
代
中
国
と
の
連
続
性
へ
の
関
心
な
ど
、
文
革
に
垣
間
見
え
た
問
題

の
根
源
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
考
察
す
べ
き
対
象
は
多
岐
に
わ
た

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
現
実
に
、
文
革
の
及
ん
だ
影
響
範
囲
は
、

時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
膨
大
な
広
が
り
を
見
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、

現
在
の
中
国
で
は
文
革
そ
の
も
の
の
扱
い
が
次
第
に
小
さ
く
な
り
、

学
校
教
育
の
場
で
も
風
前
の
灯
火
だ
と
い
う
（『
朝
日
新
聞
』
デ
ジ

タ
ル
、
二
〇
一
八
年
一
月
一
四
日
ア
ク
セ
ス
）。
だ
か
ら
こ
そ
、
中

国
の
外
側
で
、
文
革
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
文
革
は
、
表
面
は
と
も
か
く
、
現
在
も
過
ぎ
去
っ
て
い
な

い
。
だ
か
ら
、「
い
ま
さ
ら
」
で
も
文
革
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
中
国
国
内
で
は
格
差
の
拡
大
の
中
で
、
上
手
く
い
く
か
ど
う

か
は
別
と
し
て
、
文
革
期
の
よ
う
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
政
治
手
法
が

し
ば
し
ば
執
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
い
ま
な
お
」
文
革
を
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
国
化
す
る
中
国
は
、
伝
統
中
国
以
来

の
世
界
観
を
外
部
に
強
要
し
つ
つ
、
新
た
な
世
界
秩
序
を
構
築
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
毛
沢
東
の
中
国
が
夢
想
し
た
も
の
と
ど

れ
ほ
ど
の
距
離
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、「
い
ま
こ
そ
」
文

革
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

（
三
好 

章
）


