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今
か
ら
振
り
返
る
な
ら
、
や
は
り
文
化
大
革

命
（
以
下
「
文
革
」）
が
現
代
中
国
に
対
す
る

関
心
を
持
っ
た
最
初
の
キ
ッ
カ
ケ
だ
っ
た
。
そ

の
時
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
が
過
ぎ
た
今
で
も
、
当

時
、
特
派
員
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
衝
撃
的
な

現
場
写
真
を
鮮
や
か
に
思
い
出
す
。

　
そ
の
写
真
に
は
、
怒
れ
る
群
集
の
前
に
引
き

ず
り
出
さ
れ
た
走
資
派
幹
部
の
惨
め
な
姿
が
写

さ
れ
て
い
た
。
壇
上
に
立
た
さ
れ
た
彼
は
、

「
紅
衛
兵
」の
腕
章
を
し
た
若
者
に
よ
っ
て
後
ろ

手
に
搾
り
上
げ
ら
れ
、
前
の
め
り
に
な
り
な
が

ら
深
々
と
頭
を
下
げ
腰
を
曲
げ
、
毛
沢
東
思
想

に
反
し
資
本
主
義
の
道
を
歩
も
う
と
し
た
誤
り

を
謝
罪
し
て
い
る
。
群
衆
か
ら
の
理
不
尽
極
ま

る
罵
詈
雑
言
に
耐
え
て
い
る
だ
ろ
う
そ
の
顔
に

は
、驚
き
と
屈
辱
と
忿
怒
の
色
が
見
て
取
れ
た
。

　
文
革
勃
発
前
後
に
中
国
へ
の
関
心
を
本
格
的

に
持
っ
た
が
ゆ
え
に
、
や
は
り
忘
れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
報
道
写
真
だ
。

　
こ
れ
を
最
初
の
文
革
体
験
と
す
る
な
ら
、
次

は
留
学
先
の
香
港
で
あ
る
。

　
前
年
の
六
九
年
は
中
ソ
国
境
の
珍
宝
（
ダ
マ

ン
ス
キ
ー
）
島
で
の
武
力
衝
突
、
毛
沢
東
が

「
勝
利
の
大
会
」
と
絶
賛
し
た
共
産
党
第
九
回
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大
会
で
後
継
者
と
し
て
の
林
彪
の
地
位
が
確
立

す
る
な
ど
、
中
国
で
は
相
変
わ
ら
ず
激
動
が
続

い
て
い
た
。

　
香
港
到
着
は
七
〇
年
秋
。
当
時
、
中
国
か
ら

の
死
体
が
香
港
の
海
岸
に
漂
着
し
た
も
の
だ
。

雁
字
搦
め
に
縛
り
上
げ
ら
れ
た
死
体
は
武
闘
で

の
敗
者
で
あ
り
、
一
部
が
欠
け
た
死
体
は
途
中

の
海
で
サ
メ
に
で
も
喰
わ
れ
た
脱
出
失
敗
者
だ

と
報
じ
ら
れ
た
。
生
々
し
い
報
道
写
真
は
日
常

茶
飯
事
で
あ
り
、
偶
然
な
が
ら
現
場
に
出
く
わ

す
こ
と
も
数
回
あ
っ
た
。
さ
す
が
に
戦
慄
を
覚

え
た
も
の
だ
。

　
時
に
は
下
宿
の
主
人
か
ら
粗
末
な
衣
服
の
眼

光
鋭
い
同
年
代
を
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
中
国
脱
出
に
成
功
し
、
下
宿
の
主
人
を

頼
っ
て
や
っ
て
き
た
元
紅
衛
兵
で
あ
る
。
拙
い

中
国
語
で
聞
き
出
し
た
彼
ら
の
文
革
体
験
は
、

日
本
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
は
、
ど
こ
か

が
違
う
。
な
に
か
が
違
っ
て
い
た
。

文
革
は
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を

大
き
く
前
進
せ
し
め
た
」
の
か

　
た
と
え
ば
『
現
代
中
国
事
典
』（
安
藤
彦
太

郎
編
、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七
二
年
）
の

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
」の
項
を
み
る
と
、

　
　
文
化
大
革
命
は
「
闘
・
批
・
改
」（
闘
争
・

批
判
・
改
革
）
の
三
段
階
に
進
攻
す
る
も
の

と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
機
械
的
に
区
切
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
「
闘
・

批
・
改
」
が
く
り
か
え
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
各
部
門
、
各
分
野
で
も
そ
の
よ
う
に
進

め
ら
れ
る
意
味
で
あ
る
。（
中
略
）
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
階
級
も
当
然
み
ず
か
ら
の
文
化
を
創

造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は

旧
文
化
・
旧
思
想
と
対
決
し
、
そ
の
な
か
で

新
し
い
も
の
を
創
り
だ
す
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
は
長
い
期
間
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
こ
と
な
く
し
て
は
未
来
を
築
く
こ
と
が
で

き
な
い
。「
不
破
不
立
」、
す
な
わ
ち
旧
文

化
・
旧
思
想
を
破
る
闘
争
の
な
か
で
新
し
い

も
の
が
で
き
て
ゆ
く
、
と
い
う
考
え
で
あ

る
。
破
る
と
は
文
化
財
の
破
壊
と
は
全
く
ち

が
い
、
む
し
ろ
創
造
の
い
と
な
み
で
あ
る
。

革
命
的
現
代
京
劇
、
バ
レ
エ
そ
の
他
、
文
化

大
革
命
の
な
か
で
新
し
い
芸
術
が
生
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
最
も
抑

圧
さ
れ
た
者
の
立
場
か
ら
、
こ
の
世
界
を
大

衆
的
次
元
に
お
い
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
、

こ
れ
が
文
化
大
革
命
の
基
本
目
標
で
あ
り
、

こ
の
点
か
ら
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を

大
き
く
前
進
せ
し
め
た
も
の
と
し
て
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　
や
や
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
が
当
時

の
日
本
に
お
け
る
文
革
に
対
す
る
│
│
と
い
う

よ
り
文
革
を
積
極
的
に
評
価
す
る
典
型
的
な
判

断
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
当
然
、
留
学
前
、
こ
れ
に
類
す
る
文
革
観
を

抱
い
て
い
た
。
だ
が
、
ご
く
私
的
と
は
い
い
な

が
ら
、
広
東
省
と
接
す
る
英
国
植
民
地
の
香
港

で
あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
な
“
現
実
”
を
知
る
こ

と
に
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
最
も
抑
圧
さ
れ
た

者
の
立
場
か
ら
、
こ
の
世
界
を
大
衆
的
次
元
に

お
い
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
、
こ
れ
が
文
化
大

革
命
の
基
本
目
標
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
マ
ル

ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
大
き
く
前
進
せ
し
め

た
も
の
と
し
て
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
い
っ

た
類
の
キ
レ
イ
ご
と
に
過
ぎ
る
見
解
で
は
文
革

は
判
断
で
き
な
い
。
よ
り
複
雑
で
多
岐
に
わ
た

る
動
機
・
原
因
・
現
実
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
考

え
は
じ
め
た
。
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「
文
革
と
は
、
恐
怖
を
前
提
に
し
た
愚
か

な
大
衆
運
動
だ
っ
た
」
の
か

　
一
三
歳
の
年
に
文
革
が
勃
発
し
、『
人
民
日

報
』
総
編
集
局
長
だ
っ
た
父
親
が
投
獄
さ
れ
、

紅
衛
兵
と
し
て
文
革
を
経
験
し
た
唐
亜
明
は
、

文
革
の
原
因
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
綴
る
。

　
　
文
化
大
革
命
の
要
因
に
つ
い
て
多
く
の
説

が
あ
る
。
毛
沢
東
に
も
個
人
的
な
問
題
が
あ

る
と
思
う
。
彼
は
劉
少
奇
と
自
分
が
、
い
っ

し
ょ
く
た
に
さ
れ
る
の
が
許
せ
な
か
っ
た
。

だ
が
、
彼
を
ほ
ん
と
う
に
文
化
大
革
命
に
駆

り
立
て
た
も
の
は
、
彼
の
理
想
で
あ
っ
た
。

前
代
未
聞
の
大
革
命
を
試
み
よ
う
と
し
た
の

だ
。
ソ
連
の
よ
う
な
道
は
歩
み
た
く
は
な

い
。
彼
は
中
国
を
世
界
革
命
の
中
心
に
さ

せ
、
自
分
は
全
世
界
の
共
産
主
義
運
動
の
指

導
者
と
し
て
、
そ
の
名
を
永
遠
に
残
し
た
い

と
考
え
た
。
彼
の
偉
大
さ
は
、
そ
の
非
凡
と

も
言
え
る
大
胆
さ
に
あ
る
。
故
意
に
中
国

を
一
時
的
に
混
乱
さ
せ
、「
乱
中
求
治
」
を

も
っ
て
、
自
分
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に

し
、
自
分
の
政
治
的
志
を
実
現
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
っ
た
。（『
ビ
ー
ト
ル
ズ
を
知
ら
な

か
っ
た
紅
衛
兵
│
│
中
国
革
命
の
中
の
一
家

の
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）

　
唐
亜
明
の
指
摘
に
拠
れ
ば
、
文
革
要
因
は
毛

沢
東
の
「
個
人
的
な
問
題
」
で
あ
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
だ
が
、
よ
り
本
質
的
に
捉
え
る
な
ら
自

ら
が
抱
く
「
理
想
」
や
「
政
治
的
志
」
が
毛
沢

東
を
文
革
に
「
駆
り
立
て
」
た
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
唐
よ
り
三
十
年
ほ
ど
早
く
台
湾
に
生

ま
れ
、
建
国
前
後
に
北
京
に
移
り
住
み
、
二
四

歳
か
ら
六
四
歳
の
退
職
ま
で
中
央
編
訳
局
図
書

館
長
を
務
め
た
楊
威
理
は
、
文
革
を
次
の
よ
う

に
回
想
し
た
。

　
　
中
国
共
産
党
は
地
主
、
資
本
家
、
帝
国
主

義
者
な
ど
の
敵
を
打
ち
倒
し
て
、
中
華
人
民

共
和
国
を
造
り
上
げ
た
。
こ
れ
で
敵
は
も
う

い
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
え
そ
う
だ
が
、「
い

や
、
そ
う
で
は
な
い
。
敵
は
ま
だ
い
る
、
敵

は
共
産
党
内
に
あ
り
」
と
言
い
だ
し
た
の

が
、
毛
沢
東
で
あ
る
。
か
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
化
大
革
命
の
二
、
三
年
前
に
こ
う
言
っ

て
、
そ
の
敵
を
打
倒
せ
ん
が
た
め
に
、
一
九

六
六
年
か
ら
十
年
に
わ
た
る
、
あ
の
文
革
を

引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
敵
」
ど

も
は
我
々
の
側
で
眠
っ
て
い
る
の
だ
、
身
近

に
潜
ん
で
い
る
の
だ
、
と
彼
は
言
う
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
「
敵
」
は
中
央
に
の
み
な
ら

ず
、
地
方
の
各
機
構
に
も
は
び
こ
っ
て
い

る
、
と
彼
は
見
な
す
。
こ
れ
ら
の
敵
を
彼

は
走
資
派
と
呼
ん
だ
。
こ
の
走
資
派
こ
そ

は
「
社
会
主
義
社
会
」
に
現
れ
て
き
た
新
し

い
支
配
階
級
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
群
の
敵

を
打
ち
倒
さ
な
い
と
、
社
会
主
義
の
こ
の
国

と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
こ
の
党
は
潰
れ
て
し

ま
う
、
と
彼
は
警
告
を
発
し
た
。（『
豚
と
対

話
が
で
き
た
こ
ろ
│
│
文
革
か
ら
天
安
門
事

件
へ
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

　
つ
ま
り
楊
の
考
え
で
は
、
共
産
党
内
の
「
敵

を
打
倒
せ
ん
が
た
め
に
」、
毛
沢
東
が
「
あ
の

文
革
を
引
き
起
こ
し
た
」
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
は
た
し
て
文
革
は
理
想
的
な
社
会
主

義
社
会
を
目
指
す
思
想
な
り
理
念
の
戦
い
だ
っ

た
の
か
。
か
り
に
そ
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
現

地
で
接
す
る
“
香
港
情
報
”
は
悲
劇
・
悲
惨
・

残
酷
に
満
ち
溢
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
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後
に
出
版
さ
れ
た
数
々
の
回
想
録
│
│
た
と
え

ば
『
天
讎
│
│
一
個
中
国
青
年
的
自
述
』（
凌

耿
、
香
港
：
友
聯
書
報
、
一
九
七
二
年
）、『
大

串
連
』（
劉
濤
主
編
、
北
京
：
知
識
出
版
社
、

一
九
九
三
年
）、『
殺
劫
』（
澤
仁
多
吉
・
唯

色
、
台
北
：
大
塊
文
化
、
二
〇
〇
六
年
）、『
為

毛
主
席
而
戦
争
│
│
文
革
重
慶
武
門
実
録
』

（
何
蜀
、
香
港
：
三
聯
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）、

『
血
的
神
話
│
│
公
元
一
九
六
七
年
湖
南
道
県

大
屠
殺
紀
実
』（
譚
合
成
、
香
港
：
天
行
健
出

版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、『
延
辺
文
化
大
革
命
』

（
柳
銀
珪
、
ソ
ウ
ル
：
図
書
出
版
土
香
、
二
〇

一
〇
年
）、『
雲
南
知
識
青
年
上
山
下
郷
運
動
』

（
中
共
雲
南
省
委
党
史
研
究
室
編
、
雲
南
大
学

出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
│
│
を
読
み
進

む
と
、
文
革
を
「
恐
怖
を
前
提
に
し
た
愚
か
な

大
衆
運
動
だ
っ
た
」（『
私
の
紅
衛
兵
時
代
│
│

あ
る
映
画
監
督
の
青
春
』
講
談
社
現
代
新
書
、

一
九
九
〇
年
）
と
見
做
す
映
画
監
督
・
陳
凱
歌

の
“
断
言
”
が
妙
に
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

「「
文
革
」
を
理
解
せ
ず
し
て 

中
国
は
理
解
で
き
ず
」
な
の
か

　
長
い
前
置
き
を
閉
じ
、本
書
に
話
を
転
ず
る
。

　
本
書
は
、
元
天
津
社
会
科
学
院
の
王
輝
が
天

津
に
お
け
る
自
ら
の
文
革
体
験
を
綴
っ
た
『
天

津
文
革
親
歴
紀
事
』
の
翻
訳
で
あ
り
、
巻
末
に

原
著
に
は
な
い
詳
細
な
「
訳
注
」「
頻
出
語
句

註
」「
文
化
大
革
命
期
年
表
」
が
付
さ
れ
、
天
津

市
の
み
な
ら
ず
、
中
央
に
お
け
る
文
革
の
動
向

を
俯
瞰
す
る
う
え
で
も
大
い
に
参
考
に
な
る
。

　
著
者
は
長
期
に
亘
っ
て
天
津
市
委
員
会
弁
公

庁
に
勤
務
し
、
文
革
初
期
に
は
市
委
員
会
文
革

弁
公
庁
副
主
任
を
、
文
革
終
息
時
に
は
中
共
天

津
市
委
員
会
・
市
革
命
委
員
会
弁
公
庁
主
任
兼

市
委
清
査
弁
公
室
主
任
を
務
め
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
本
書
に
は
著
者
自
ら
が
体
験
し
た
文
革

期
の
天
津
市
に
お
け
る
党
・
地
方
政
府
幹
部
の

動
き
、
さ
ら
に
は
紅
衛
兵
や
労
働
者
な
ど
文
革

派
の
跳
梁
跋
扈
す
る
姿
が
克
明
に
記
さ
れ
、
当

時
の
日
本
で
は
伝
え
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ

た
地
方
で
の
文
革
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
政
治
が
主
題
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し

て
も
読
み
ご
た
え
十
分
だ
。

　
こ
こ
で
想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
、
党
中
央

か
ら
次
々
に
下
達
さ
れ
る
指
示
を
、
ど
う
い
う

方
策
で
実
施
に
移
す
べ
き
か
に
戸
惑
い
悪
戦
苦

闘
し
、時
の
勢
い
に
翻
弄
さ
れ
る
天
津
市
幹
部
、

さ
ら
に
は
中
央
か
ら
の
指
示
を
都
合
よ
く
解
釈

し
自
ら
の
政
治
的
欲
求
を
押
し
通
そ
う
と
す
る

文
革
派
の
振
る
舞
い
は
、
改
革
開
放
政
策
に
踏

み
切
っ
た
後
の
党
中
央
が
次
々
に
打
ち
出
す
新

し
い
政
策
の
取
り
扱
い
に
苦
慮
し
た
で
あ
ろ
う

地
方
幹
部
、
そ
れ
ま
で
の
政
治
か
ら
経
済
へ
と

政
策
の
重
心
を
移
す
と
い
う
新
し
い
情
況
に
逞

し
く
も
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
人
々

の
姿
に
重
な
っ
て
来
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　
そ
れ
だ
け
に
本
書
は
天
津
市
で
展
開
さ
れ
た

文
革
の
実
状
を
克
明
に
記
録
し
て
い
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
だ
が
、
激
動
す
る
政
治
を
前
に
し
た

中
国
人
の
振
る
舞
い
の
一
端
を
問
わ
ず
語
り
に

語
っ
て
も
い
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
本
書
の
原

典
と
思
わ
れ
る
『
文
革
史
料
叢
刊
１
　
天
津
文

革
親
歴
紀
事
』（
台
北
：
蘭
臺
出
版
社
、
二
〇

一
三
年
）
の
裏
表
紙
に
記
さ
れ
た
「「
文
革
」
を

理
解
せ
ず
し
て
、中
国
は
理
解
で
き
ず
」と
の
一

句
は
、
正
鵠
を
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
や
は
り
一
九
六
六
年
に
勃
発
し
、
毛
沢
東
の

死
の
直
後
に
起
こ
っ
た
「
四
人
組
逮
捕
」
に

よ
っ
て
事
実
上
終
焉
を
迎
え
た
文
革
は
、
政
治

の
翻
弄
さ
れ
る
幹
部
か
ら
庶
民
ま
で
の
姿
を
映

し
出
す
だ
け
で
な
く
、
中
国
と
中
国
人
を
理
解
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す
る
う
え
で
も
避
け
て
は
通
れ
な
い
難
問
で
あ

ろ
う
。

　
な
ぜ
全
世
界
を
震
撼
さ
せ
た
「
魂
に
触
れ
る

革
命
」
が
、
十
年
の
時
を
経
て
「
大
後
退
の
十

年
」
と
“
断
罪
”
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
。

「「
魂
に
触
れ
る
」
革
命
は
…
… 

皆
の
魂
を
拷
問
に
か
け
た
」
の
か

　「
一
九
六
六
年
夏
、
堪
え
難
い
ほ
ど
の
厳
し

い
暑
さ
の
な
か
、
気
温
よ
り
も
さ
ら
に
高
ま
っ

た
の
は
人
々
の
運
動
に
対
す
る
熱
狂
で
あ
っ

た
。
全
て
の
都
市
で
「
ペ
ン
を
と
っ
て
武
器
と

し
よ
う
！
　
反
動
組
織
に
集
中
砲
火
を
浴
び
せ

よ
う
！
」
と
い
う
造
反
派
の
声
が
響
き
渡
り
、

皆
気
が
ふ
れ
た
よ
う
に
闘
争
の
標
的
を
探
し

た
」。
か
く
し
て
天
津
市
で
も
過
激
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
に
権
力
を
揮
え
る
と
い
っ
た
政
治
的

下
剋
上
が
連
続
し
、
市
全
体
が
「
時
狂
」
の
渦

に
巻
き
込
ま
れ
る
。

　「「
文
革
」
に
よ
っ
て
「
無
政
府
」
が
「
有
政

府
」
を
破
壊
」
す
る
激
動
の
な
か
で
数
多
く
の

造
反
組
織
が
組
織
さ
れ
る
が
、
あ
る
組
織
は

「
主
に
造
反
に
よ
っ
て
正
規
労
働
者
の
地
位
を

え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
」
り
、「
な
か

に
は
過
去
思
う
よ
う
に
周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
た
め
に
、「
文
革
」
に
お
い
て
率
先
し

て
行
動
を
起
こ
し
て
第
一
人
者
に
な
ろ
う
と
す

る
者
も
い
た
」
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
「
道
理
と
い
っ
た
も
の
が
人
々
の
政

治
的
熱
狂
の
な
か
で
完
全
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ

た
情
況
で
、
正
し
い
か
そ
う
で
な
い
か
を
判
断

す
る
基
準
な
ど
ど
こ
に
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ

う
。
大
局
が
間
違
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
部
分

的
に
も
疑
い
な
く
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
説
く
。
な
ら
ば
、
そ
の
間
違
っ
た
「
大
局
」

を
も
た
ら
し
た
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
誰
の
責

任
で
「
大
局
が
間
違
っ
て
」
し
ま
っ
た
の
か
。

　
著
者
は
「
天
津
に
お
け
る
「
文
革
」
の
進
む

方
向
」
を
定
め
た
と
看
做
す
周
恩
来
講
話
を
指

し
、
あ
る
冤
罪
事
件
の
報
告
を
「
陳
伯
建
が
聞

き
入
れ
、
周
恩
来
が
同
意
し
、
そ
し
て
当
然
最

後
に
は
毛
沢
東
が
批
准
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
」
と
し
た
後
、「「
文
革
」

は
毛
沢
東
自
ら
が
発
動
し
指
導
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
周
恩
来
も
「
文
革
」
の
重
要
な
執
行
者

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
」
と
結
論
づ
け
る
。

も
ち
ろ
ん
著
者
は
「「
文
革
」
の
重
要
な
執
行

者
」
に
は
、
林
彪
、
康
生
や
「
四
人
組
」、
こ
と

に
江
青
を
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。

　
著
者
は
「「
文
革
」
は
完
全
に
誤
り
で
あ

る
」
が
、「
経
済
建
設
は
緩
や
か
で
は
あ
る
が

着
実
に
進
み
、
国
防
は
し
っ
か
り
し
て
い
た
」

し
、「
米
中
関
係
正
常
化
と
改
革
開
放
に
道
を

開
い
た
」
と
前
向
き
な
評
価
を
下
す
。
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
中
国
の
現
状
を
見
据
え
将
来
を
考
え

よ
う
と
す
る
た
め
に
、
本
書
は
一
読
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
そ
の
後
の
我
が
国
の
中
国
理
解
を

考
え
る
。「
中
国
の
夢
」を
掲
げ
る
現
状
を
如
何

に
評
価
す
る
の
か
は
別
と
し
て
、
は
た
し
て
文

革
期
の“
蹉
跌
”を
克
服
し
た
と
い
え
る
の
か
。

　
最
後
に
な
っ
た
が
、
再
版
の
際
に
は
、
明
ら

か
に
誤
植
と
思
わ
れ
る
部
分
に
加
え
翻
訳
さ
れ

た
日
本
語
の
再
検
討
を
お
願
い
し
た
い
。
た
と

え
ば
毛
沢
東
が
劉
胡
蘭
に
与
え
た
賛
辞
が
「
生

の
偉
大
、
死
の
栄
光
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、

「
偉
大
な
生
、
栄
光
の
死
」
と
し
た
方
が
ス
ッ

キ
リ
す
る
だ
ろ
う
に
。
中
国
語
を
学
び
始
め
た

半
世
紀
ほ
ど
昔
、
確
か
「
生
得
偉
大
、
死
得
光

栄
」
と
学
ん
だ
と
記
憶
し
て
い
る
。
も
っ
と
も

前
掲
の
蘭
臺
出
版
社
版
で
は
「
生
的
偉
大
、
死

的
光
栄
」
と
記
さ
れ
て
は
い
る
が
。


