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マクナマラ型と毛沢東型と

理
論
と
実
践
の
統
一

と
い
う
問
題
で
、

実
践
の
優
位
性

を
説
い
て
や
ま
な
い
の
は
毛
沢
東
で
あ
る
が、

キ
ッ
シ
ン

ジ
ャ
ー
補
佐
官
の
外
交
行
動
に
お
け
る
軌
跡
も、

あ
る
点

で
は
毛
沢
東
の
こ
の
よ
う
な
認
識
と
一

致
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、

ケ
ネ
デ
ィ
時
代
の
ア
メ
p
カ
の
対
ア

ジ
ア
政
策
は、

マ
ク
ナ
マ
ラ
戦
略
と
呼
ば
れ
た、

多
角
的

オ
プ
シ
ョ
ン
の
柔
軟
対
応
戦
略
を
と
っ
た
が、

と
の
戦
略

は、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
は
つ
い
に
有
効
で
は
な
か
っ
たD

広
く
解
釈
す
れ
ば、

北
ベ
ト
ナ
ム
や
当
時
の
中
国
の
対
米

戦
略
は、

ゲ
p
ラ
・

メ
シ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
基
礎
に
し
た
毛

沢
東
型
の
柔
軟
対
応
戦
略
で
あ
っ
た
が
、

と
の
こ
つ
の
戦

略
の
措
抗
点
に
お
い
て
、

マ
ク
ナ
マ一
フ
は
毛
沢
東
に
勝
っ

と
と
が
で
き
な
か
っ
た。

そ
れ
は、

同
じ、

柔
軟
対
応
戦

略
と
し
て
は、

マ
ク
ナ
マ
ラ
型
よ
り
も
毛
沢
東
型
の
方
が

は
る
か
に
持
久
力
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る。

と
の
点

で
、

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
戦
略
は、

彼
自
身、

メ
ッ
テ
ル

ニ
ヒ
外
交
の
研
究
者
で
あ
り、

心
酔
者
で
あ
っ
た
こ
と
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、

十
九
世
紀
的
な
勢
力
均
衡
論
を
背
景
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と
し
た
も
の
で
あ
り、

型
と
し
て
は、

マ
ク
ナ
マ
ラ
型
の

よ
う
な
モ
ダ
I
ン
な
も
の
で
は
な
く、

き
わ
め
て
古
い
も

の
で
あ
る。

だ
が
、

そ
う
し
た、

古
典
的
な
外
交
戦
略
を
基
礎
に
し

な
が
ら、

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
外
交
の
強
味
は、

い
さ
さ
か

も、

理
論
倒
れ
す
る
の
で
は
な
く、

深
い
読
み
と
細
密
な

計
算、

そ
れ
に
鋭
い
カ
ン
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
ぐ
に
手
を
打
つ
動
き
の
外
交
で
あ
る
と
と
ろ
に
あ
る。

彼
も、

理
論
と
実
践
に
お
け
る
実
践
第
一

主
義
者
な
の
で

あ
る。

こ
の
よ
う
な
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
外
交
で
あ
れ
ば
と
そ、

か
え
っ
て
、

毛
沢
東
戦
略
と
互
角
に
渡
り
あ
え
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

日本「取材」

今
回
の
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
訪
日
は、

わ
ず
か
三
日
間
と

い
う
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

氏
の
動
き
は、

ま
っ

た
く
精
力
的
で
あ
っ
た。

あ
る
テ
レ
ピ
が
、

今
回
の
訪
日

を
氏
の
日
本
「
取
材」

と
し
て
と
ら
え
て
い
た
が
、

「
今

回
の
訪
日
は、

過
去
の
こ
と
よ
り、

将
来、

日
米
が
当
面

す
る
問
題
に
つ
い
て
、

い
か
に
協
力
す
る
か
と
い
う
と
と

ろ
に
あ
っ
た
」

と
い
う、

氏
自
身
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、

佐
藤
以
後
の
日
本
の
方
向
を
探
り、

米
・

中
・
ソ

・

日
・
E
C
と
い
う
五
極
の
勢
力
均
衡
に
よ
る、

今
後
の

世
界
政
治
に
日
本
を
は
め
こ
む
に
あ
た
っ
て
、

彼
と
し
て

も
十
分
に
日
本
を
「
取
材」

す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

も
と
よ
り、

そ
の
た
め
に
は、

三
日
間
と
い
う
今
回
の

訪
日
の
日
程
は
少
な
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

帰
国
後

一

両
日
の
の
ち
に
は、

再
三
の
北
京
訪
問
に
飛
び
立
ち、

ま
た
し
て
も
周
恩
来
総
理
と
密
談
し
て
い
る
氏
で
あ
っ
て

み
れ
ば、

日
本
「
取
材」

の
三
日
聞
は、

や
は
り
貴
重
な

時
間
で
あ
る。

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
氏
自
身、

と
の
三
日
間
の
滞
日
に
よ

っ
て
、

昨
年
来
の
相
次
ぐ
頭
越
し
に
よ
る
日
米
ギ
ャ
ッ
プ

を
埋
め
ら
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

過
去

の
い
き
さ
つ
よ
り
も、

将
来
の
と
と
に
配
慮
し
よ
う
と
努

力
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る。

そ
れ
だ
け
に
、

「
取
材」

は
重
要
で
あ
っ
た。

周
知
の
よ
う
に
、

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
氏
の
来
日
は、

ベ

ト
ナ
ム
戦
争
の
再
激
化
に
よ
っ
て
、

二
度
も
予
定
が
延
び

三
度
目
の
正
直
が
か
な
っ
た
か
た
ち
に
な
っ
た
が
、

招
待

者
側
で
あ
る
日
米
経
済
協
議
会
を
通
じ
て
、

日
本
訪
問
中

に
、

わ
が
国
の
国
際
政
治、

国
際
関
係
の
学
者
と
懇
談
し

た
い
と
い
う
氏
自
身
の
強
い
要
認
は、

当
初
か
ら
の
も
の

で
あ
っ
た。

わ
れ
わ
れ
若
干
名
の
学
者
は、

こ
う
し
て
去

る
十
二
日
正
午
か
ら
約
二
時
間、

ホ
テ
ル
・

オ
1
ク
ラ
で

氏
と
懇
談
し
た。

ア
メ
p
カ
側
か
ら
は、

氏
の
ほ
か
に
ホ

ル
ド
p
ッ
ジ
国
家
安
全
保
障
会
議
東
ア
ジ
ア
部
長、

イ
ン

( 8 ) 

キッシンジャー外交における理論と実践　時事解説-1972.06.24



第3額郵使物認可

ガ
ソ
ル
駐
日
大
使
ら
が
同
席
し
た。

懇
談
の
内
容
に
つ
い
て
は、
オ
フ・
ザ・
レ
コ
ー
ド
と

い
う
約
束
の
う
え
で
の
率
直
な
立
川ん
交
換
を
旨
と
し
た
の

で、
と
と
で
具
体
的
に
は
言
及
で
き
な
い
が、
ベ
ト
ナ
ム

問
題、
日
中
問
題、
日
米
間
の
諸
問
題
な
ど
広
範
囲
に
わ

たっ
て
懇
談
す
る
と
と
が
で
き
た。

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
氏
は
も
と
も
と
学
者
で
あ
り、

副官川

家
で
あ
る
の
で、
同
際
政
治
の
迎
品
的
な
ワ
ク
組
み
を
決

し
て
聴
視
は
し
な
い
が、
氏
は、
ゃ
れ
ゲ
！
ム
の
到
論
だ

シ
ス
テ
ム・
ア
ナ
Hノ
シ
ス
だ、
シ
ミ
レ
1
シ
ヨ
ン
だ
と
い
う

よ
う
に、
流
行
の
ひ
よ
わ
な
理
論
を
借
り
て
き
て、
外
交

を
やっ
て
い
る
の
で
は
な
く、
外
交
理
論
と
し
て
は
古
典

的
な
も
の
で
あ
っ
て
も、
鋭
い
分
析
力
と
行
動
力
に
た
よ

っ
て、
川
而
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
そ
の
梢
押
さ
に
は、

さ
す
が
に
敬
服
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た。
ハ
イ
フ
ォ
ン
地

の
機
川
封
鎖
と
い
う一
見、
危
険
き
わ
ま
り
な
い
ヰ
日
持

動
峨
術
も、
そ
の
後
の
対
ソ
交
砂、
対
中
交
渉
を
十
分
に

読
み
と
ん
で
の
と
と
で
あ
っ
た
と
と
が
う
か
が
わ
札
た。

そ
し
て
い
よ
い
よ、
と
の
秋
に
迫
っ
た
ア
メ
リ
カ
大
統

領
選
挙
を
控
え
ニ
ク
ソ
ン
H
キ
ッ
シ
ン
ジ
十
I
外
交
は、

ベ
ト
ナ
ム
和
．干
の
述
成
に
今
後
と
も
相
次
い
で
い
ろ
い
ろ

な
手
を
打
つ
で
あ
ろ
う。
残
さ
れ
た
時
間
に
は
限
度
が
あ

る
だ
け
に、
わ
れ
わ
れ
は
今
後
を
十
分
に
往
日
せ
ね
ば
な

ら
な
い。
米
中
関
係
の
反
闘
は、
と
の
点
で
い
ま
の
と
と

ろ
第一
優
先
順
位
の
外
交
懸
案
に
は
な
り
得
な
い
し、
台

湾
の
将
来
に
つ
い
て
は、
去
る
二
月
の
米
中
共
同コ
ミ
ュ

ニ
ケ
が
示
し
た
よ
う
に、
そ
の
附
決
に
は、
時
間
が
か
か
る

と
と
を
ア
メ
リ
カ
は
見
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
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日
本
を
重
視
し
た
ア
ジ
ア
外
交

日
米
関
係
に
つ
い
て
は、
同
際
的
勢
の
今
後
の
流
動
化

が、
た
と
え，は、
北
京
さ
え
臼
本
の
核
大
国
化
へ
の
懸
念

か
ら、
け
米
安
保
の
存
続
を
か
え
っ
て
望
む
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
日
米
安
保
像
を、
世
訴
の
掛
川犬
が

今
後
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い。
そ
う
な
れ
ば

わ
が
川
の一
郊
に
似
強
く
作
作
し
て
い
る
安
保
脱
・梨
論
は

大
き
な
修
正
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
氏
が
と
う
し
た
問
題
に
つ
い
て、
ど
と

ま
で
向
覚
的
で
あ
る
の
か、
そ
れ
は
今
後
に
ま
つ
ほ
か
は

な
い
が、
わ
れ
わ
れ
と
の
懇
談
を
通
し
て
も、
日
本
を
と

り
ま
く
国
際
情
勢
の
厳
し
さ
と、
困
難
性
を、
ζ
れ
ま
で

以
上
に
理
解
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う。

氏
の
訪
日
は、
日
本
認
峨
を
深
め
た
で
あ
ろ
う
点
か沿わ

し
て
も
釘
益
で
あ
っ
た
が、
今
後
日
本
を
よ
り
市
制
し
た

ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
外
交
が
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
と

は
疑
い
な
い。
米・
中・
ソ・
日・
E
C
と
い
う
キ
ッ
シ

ン
ジ
ャ
ー
構
想
が、
ま
す
ま
す
只
体
化
す
る
の
で
は
な
い

か
と
も
思
う
が、
も
と
よ
り、
氏
の
梢
怨
に
安
易
に
便
乗

し
て
い
い
と
も
思
わ
れ
な
い
だ
け
に、
と
の
点
は
わ
れ
わ

れ
日・此
が
十
分
に
考
え、
決
定
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い。

以
後
に、
私
は
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
氏
と
懇
談
し
て、
氏
が

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
問
題
か
ら
離
れ
て
は、
氏
を
論

じ
仰
な
い
よ
う
な
あ
る
磁
の
ふ
ん
閣
制
を
強
く
感
じ
た。

と
の
問
題
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か。
い
ず
れ
に
せ
よ、

わ
れ
わ
れ
が
接
す
る
ア
メ
リ
カ
の
悩
札
た
学
者
の
う
ち
に

は、
な
ん
と
ユ
ダ
ヤ
人
が
多
い
こ
と
か。

生き残るための運動がはじまった－一

人類に

あすはあるが
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