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歴
史
的
移
行
期
に
お
け
る
潮
流
と
反
潮
流

六
0
年
代
後
半の
中
国
を
激
動
と
混
乱
と、
そ
し
て
巨
大な
夢
と
幻
想の
世
界

に
投
げ乙
ん
だ
い
わ
ゆ
る
文
化
革
命
は、
民
族・
国
家の
生
死
存
亡
を
賭
け
た
闘

争
だ
と
当
時
は
し
き
り
に
強
調
さ
れ
た
もの
で
あ
る。
だ
が、
や
が
て
九
金
大
会

か
ら
林
彪
異
変
を
経て
今
回の
十
全
大
会へ
と
進
行
す
る
過
程で
中
国
民
衆の
脳

裏
に
は、
文
化
大
革
命の
熱っ
ぽ
い
残
像
と
共に、「
毛
沢
東
以
後」
の
時
代へ
の

期
待
と
不
安
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
沈
殿
し
は
じ
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

と
も
か
く、
文
化
大
革
命
か
ら
林
彪
異
変
を
経て
今
回の
十
全
大
会に
い
た
る

ま
で、
中
国
政
治の
方
向
と
リ
ー
ダ
ー
シッ
プ
は、
あ
ま
り
に
も
め
ま
ぐ
る
しい

変
動の
振
幅
を
く
り
か
え
し
て
き
た。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
十
全
大
会の
政
治
報

告で
周
思
来
が
ま
た
も
や、
「
党
内の
二つ
の
路
線の
闘
争
が
終
結
し
た
乙
と
を

意
味
し
な
い」
と
く
り
か
え
し、
反
劉
少
奇
闘
争、
反
林
彪
闘
争
と
相
次い
だ
コ一

つ
の
路
線の
闘
争は
長
期に
わ
たっ
て
存
在
し、
乙
れ
か
ら
先も
十
回、
二
十
回

三
十
回
と
起
る
で
あ
ろ
う」
と
力
説し
た
と
き、
中
国の
政
治
状
況の
厳
し
さ
と

将
来の
不
可
測
性
を
そ乙
に
痛
感
し
ない
者
は
少
ない
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
異
例

の
十
金
大
会が
そ
の
底
流に
数
多
くの
問
題
を
残し
て
閉
幕し
た
矢
先、
中
国の

公
式
誌
紙に
は、
新
た
な
イ
デ
オロ
ギ
ー・
キャ
γベ
ly
と
し
て
の
「
孔
子
批

判・
秦
始
皇
評
価」
の
運
動が
表
面
化
し
て、
再び
さ
ま
ざ
まの
推
測
を
生ん
で

い
る。
そ
し
て、
こ
れ
ま
で
の
経
験に
照
し
で
も、
乙
の
キャ
γベ
lγ
は、
問

題の
根
深
さ
を
予
測さ
せ
る
に
十
分
な
もの
を
含ん
で
い
る
とい
わ
ね
ば
な
ら
な

－u

 

こ
の
よ
う
な
状
況に
あ
る
中
国
は、
反
面、
そ
の
対
外
接
触
面に
おい
て
は、

米
中
接
近
か
ら
日
中
国
交へ
と
大
き
く
動い
た
「国
家
外
交」
3
g
ZI
g－ω
gi

g
u
e－OB
2
5
の
展
開に
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
かっ
て
き
て
お
り、
「
当
面

の
国
際
情
勢の
特
徴
は、
天
下
が
大い
に
乱
れ
て
い
る
乙
と
で
あ
る」
ハ十全大

会の
周恩来政治報告〉
との一
節に
示
さ
れ
る
中
国の
国
際
情
勢
認
識が
予
見
し

た
よ
う
な
最
近の
国
際
情
勢の
流
動
的
諸
展
開の
な
か
で
も、
そ
の
姿
勢は
変
化

し
て
い
ない。
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こ
う
し
て
中
国
は
い
ま、
言
葉の
う
え
で
は、
乙
れ
ま
で
と
同
様に、
も
し
く

は
そ
れ
以
上に
激
し
く
「二つ
の
路
線の
闘
争」
を
強
調
し、
終る
乙
と
の
な
き

「
階
級
闘
争」
の
イ
デ
オロ
ギ
ー
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
が、
実
態
と
し
て
は、

「
革
命
外
交」
よ
り
も
「
国
家
外
交」
を
「
階
級
闘
争」
よ
り
は
「
生
産
建
設」

を、
「
文
化
大
革
命」
よ
り
は
「
反
文
革」
を
す
すめ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
し

て、
と
の
よ
う
な
実
態
的
措
置
を
主
導
的に
す
すめ、
同
時に
そ
の
矛
盾の
調
整

を
全
面
的に
担っ
て
い
る
の
が
周
思
来で
あ
る。
従っ
て、
周
恩
来は
十
全
大
会

の
政
治
報
告
が
示
唆
し
た
よ
うに、
お
そ
ら
く
そ
の
本
意
と
は
遠
く
か
け
離
れ
た

地
点で、
あ
え
て
「
階
級
闘
争」
を
強
調
し、
「
終
り
な
き
革
命」
を
唱
え
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か。
乙
の
点で
周
恩
来が、
九
金
大
会の
林
彪
政
治
報
告につ
い

て
言
及
し、
林
彪は
「や
む
を
え
ず
中
央の
政
治
路
線
を
し
ぷ
し
ぶ
受
けい
れ、

大
会で
中
央の
政
治
報
告
を
読
み
あ
げ
た」
と
述べ
て
い
るの
は、
や
は
り
興
味

深い。
な
ぜ
な
ら、
と
の
よ
う
な
。
事
実。
の
暴
露
は、
党
大
会の
政
治
報
告
と

い
う
もっ
と
も
神
聖に
し
て
犯
すべ
か
ら
ざ
る
行
為
さ
え
も
が、
中
国
共
産
党
最

高
指
導
者
層の
激
し
い
権
謀
術
数の一
環に
な
る
と
い
う
事
実
を
公
認
す
ると
と

に
なっ
た
と
同
時に、
当の
周
恩
来の
政
治
報
告
自
身が
周
恩
来
個
人の
責
任に

よ
る
もの
で
は
な
い
と
と
も
十
分
あ
り
得る
乙
と
を
明
白
に
し
た
か
ら
で
あ
る。

い
ず
れ
に
せ
よ、
もっ
と
も
穏
健
かっ
沈
着
で
現
実
主
義
的
だ
と
広
く
認
め
ら
れ、

と
くに
国
際
関
係で
は
「
国
際
的
舞
台で
の
階
級
闘
争」
〈辛永銘）
と
い
う
地

点
か
ら
す
れ
ば
予
想
し
が
た
い
「
国
家
外
交」
を
実
態
的に
は
もっ
と
も
精
力
的

に
推
進
し
て
い
る
周
思
来が、
十
全
大
会で
は
もっ
と
も
激
し
く、
。
草
命の
継

続H
を
主
張
し
た
と
い
うと
の
矛
盾の
な
か
に
乙
そ、
今日
の
中
国
政
治の
激
し

い
内
在
的
矛
盾
も
ま
た
宿さ
れ
て
い
る
乙
と
は
疑い
な
い。
こ
う
し
て
今
日
の
中

国
は、
訪
中
し
た
『フ
ァ
l・
イ
l
ス
タγ・
エ
コ
ノ
ミッ
タ・
レ
ビュ
ー』
誌

十
金
大
会
の
底
流
と
中
国
の
試
練

の
デレ
ク・
デ
lピ
ス
編
集
長が
北
京か
ら
遠
慮
会
釈な
く
打
電
し
て
き
た
言
葉

を
借
り
る
な
ら、
「
国
中が
イ
デ
オロ
ギ
ー
上の
論
弁を
弄
し
て
い
る
よ
うに
み

ハ『ファ
I・
イ！スタγ・
エコ
ノミッ
ク・
レビュ
ー』
一
九
七
三
年四
月

え
る」

一
六日
号〉
の
で
あ
る。

で
は、
な
ぜ
今日
の
中
国
は、
そ
の
よ
う
な
詑
弁を
弄せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か。

文
化
大
革
命が
中
国に
新
し
い
社
会の
制
度
と
組
織
をつ
い
に
も
た
ら
すと
と

な
く、
中
国
民
衆の
意
識
を、
政
治
的九ロ
l
ガ
γ
の
喧
伝に
おい
て
で
は
な
く、

そ
の
生
活の
根
底に
お
い
て
変
革
する乙
と
に
成
功
する
か
わ
りに、
林
彪
異
変

と
い
う
深
刻
な
代
価
を
伴っ
て
収
束
し、
さ
らに
全
国
人
民
代
表
大
会
と
い
う
当

然の
政
治
儀
式さ
え
度
重
な
る
予
告に
も
か
か
わ
ら
ず
文
化
大
革
命の
開
幕
以
来

つ
い
に一
度
も
関
け
な
い
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
現
実は、
い
う
ま
で
も
な
く、
中

国の
政
治に
とっ
て
あ
ま
りに
も
大
き
な
負
債に
なっ
て
し
まっ
た。
乙
の
負
債

を
こ
れ
以
上
拡
大
すると
との
損
失
を
もっ
と
も
強
く
自
覚
し
て
い
る
は
ずの、

府
潜
在
的
な
毛
沢
東
批
判
者a
と
し
て
の
周
恩
来は、
だ
か
ら
個々
の
政
策
決
定

とい
う
点で
は
もは
や
き
わ
め
て
象
徴
的
な
役
割
し
か
演じ
て
い
な
い
毛
沢
東
主

席の
依
然
と
し
て
強
力
な
権
威とカ
リ九マ
性
を
ま
え
に
し
て、
毛
沢
東
以
後の

時
代へ
の
転
換
を
読
み
深
く
構
想
しつ
つ
「
毛
沢
東
体
制
下の
非
毛
沢
東
化」
を

は
か
りつ
つ
あ
る
の
だ
が、
と
の
よ
う
な
周
恩
来
戦
略は、
同
時に
あ
ま
りに
も

リ
丸
ク
の
大
きい
賭
け
で
あ
る。
だ
が、
中
国に
とっ
て、
現
在が、
毛
沢
東の

時
代
か
ら
毛
沢
東
以
後の
時
代へ
の
歴
史
的
な
移
行
期に
あ
るこ
と
は、
すで
に

誰の
限
に
も
明
ら
か
で
あ
り、
乙
の
客
観
的
な
事
実は、
消
去
し
得ない
もの
で

あ
る。
し
か
も、
こ
の
よ
う
な
移
行
期は、
毛
沢
東
と
い
う
稀
有の
偉
大
な
人
物

が、
すで
に
と
の
七
三
年
二一
月
を
もっ
て
満八
O
歳
を
迎
え
た
とい
う
個
人の5 
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生
涯の
問
題
か
ら
訪
れ
た
の
み
な
ら
ず、
ま
さ
に
中
国
を
と
り
ま
く
今
日
の
国
際

環
境が、
中
華
人
民
共
和
国
建
国
以
来
は
じ
め
て、
し
か
も
急
速に
変
化
し
た
こ

と
に
よっ
て
同
時に
訪
れ、
し
か
も乙
の
変
化
は二
度
と
後
戻
り
し
な
い
もの
で

あっ
て、
こ
う
し
て
中
国
は
今
日、
「
閉
ざ
さ
れ
た
中
国」
か
ら
「
聞
か
れ
た
中

国」
へ
の
歴
史
的
移
行
期に
あ
る
と
い
う二
重の
性
格を
もっ
て
い
る
とこ
ろ
に

大
き
な
意
味が
あ
る
の
で
あ
る。
乙
の
よ
う
な
重
大
な
転
機に
立っ
て、
党の一

元
化
は
不
可
欠
で
あ
り、
中
国
民
族の
団
結
は
是
非と
も
必
要で
あ
る
が、
文
化
大

革
命
か
ら
林
彪
異
変に
い
た
る
内
政
上
の
ジ
レ
γマ
と
傷
跡の
大
き
さ
ゆ
え
に、

そ
う
し
た
中
国
に
迫
ら
れ
て
い
る
客
観
的
要
請に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
う
し
た
客

観
的
要
請
を
自
覚
し
た
潮
流へ
の
鋭
く
激
し
い
反
潮
流
と
なっ
て
問
題
は
は
ね
か

えっ
て
く
る。
も
し
も
潮
流の
側
が
イ
デ
オロ
ギ
ー
的
な
論
弁
を
弄
す
るこ
と
を

や
め
る
な
ら、
た
ち
ま
ち
反
潮
流の
側
が
潮
流へ
と
転
化
し
か
ね
な
い
の
で
あ
り、

こ
こ
に
今
日
の
中
国
の
深い
苦
悩
が
あ
る
こ
と
は
否
定で
き
な
い
よ
う
だ。

林
彪
異
変
へ
の
仮
説

右に
見
た
よ
う
な
転
換
期
中
国
に一
定の
明
確
な
方
向
を
与
え
る
は
ずの
十
全

大
会
は、
そ
の
期
待
さ
れ
た
方
向
を
提
示
す
る
どこ
ろ
か、
林
彪
異
変
以
来の
ナ

ゾ
を
ま
す
ま
す
深
め
る
結
果
に
お
わっ
た
が、
乙
の
問
題につ
い
て
私
は、
すで

に
別の
とこ
ろ
で
詳
し
く
検
討
し
た
乙
と
が
あ
る（たとえば
拙稿「十全大会の

核
心
と
深
層」
『
自
由』
一
九
七
三
年一
一
月
号 、
参
照） 。

ーもとよ
り
十
金
大会の
ナ
ゾ
は、
当
然、
林
彪
異
変
を
め
狩る
ナ
ゾへ
と
洲
及

ーー
ー
さ
れねば

な防ない
が、
弁
回
ゆhT
全
大
舎で
は
林
彪

虞凌院かん
する
乙
れ
ま

で
の
中
国
当
局の
公
式
見
解に
加
え
て、
周
恩
来
自
身
が
「
八五
七一
工
程
〉
紀

6 

要」
に
も
公
式に
言
及
し
て
林
彪
異
変の
輪
郭
をこ
れ
まで
以
上に
描
き、
さ
ら

に、
林
彪
異
変の
経
過
と
林
彪の
罪
行につ
い
て
は
「全
党、
全
軍、
全
国
民が

す
で
に
知っ
て
い
る」
と
述べ
て
林
彪
異
変
伝
達のコ
ミュ
ユ
ケ
l
ショ
γ
構
造

につ
い
て
も
暗
示
し
た
の
で
あっ
た。
そ
し
て、
林
彪は
陳
伯
達
と
と
もに、
文

化
大
革
命に
よ
る
党
内
地
位の
上
昇
と
い
う
成
果の
うえ
に、
さ
らに
彼
らの
権

力
的
地
位の
上
昇
を
は
か
り、
七
O
年
九
月の
九
期二
中
全
会
（鹿山会議〉
で

は
林
彪
を
空
席に
なっ
て
い
た
国
家
主
席に
当
て
よ
う
と
して、
そ
の
こ
と
が
受

けい
れ
ら
れ
ず
に
陳
伯
遥
は
失
脚
し、
陳
伯
達の
失
脚に
よっ
て
自
己
の
地
位の

危
険
を
感
じ
た
林
彪が
急
速
H
陰
謀
計
画u
を
企て
たこ
と
につ
い
て
は
ほ
ぼ
明

ら
か
に
なっ
た。

し
か
し、
こ
の
よ
う
な
公
認の
筋
書に
よっ
て
も、
毛
主
席の
後
継
者
と
し
て

自
他
と
もに
許
し、
明
文
化
さ
れ
た
林
彪が、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
「
陰
謀」
を
企

て
ざ
る
を
得
な
かっ
た
の
か
と
い
う
林
彪
異
変に
か
ん
する
初
歩
的
かっ
根
本
的

なナ
ゾ
は
依
然
と
し
て
残さ
れ
る
の
で
あ
る。

そ乙
で、
乙
う
し
た
疑
問へ
の一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
仮
説
を
導
入
し
て
み

よ
う。
周
知の
よ
うに、
九
金
大会
以
後の
中
国
で
は、
文
化
大
革
命に
お
け
る

奪
権
闘
争で
の
軍
事
管
制
的
性
格
を反
映
し
て、
中
央
か
ら
地
方に
い
た
る
あ
ら

ゆ
る
指
導
機
関へ
の
軍
幹
部の
大
量
進
出
がつ
づ
き、
中
国
は一
種の
「
兵
営
国

家」
と
化
し
て
い
た
の
で
あっ
た。
と
の
こ
と
が、
党
と
竿、
つ
ま
り
党の
鉄
砲

支
配
か
鉄
砲の
党
支
配
か
と
い
う
古
くて
新し
い
問
題
を
深
刻
な
か
た
ち
で
引
き

起
し
た
乙
と
は
疑い
ない
とこ
ろ
で
あ
り、
結
局そ
れ
は
党
官
僚・
行
政
官
僚
対

寧
官
僚の
対
立
と
い
う
図
式で
の
深
刻
かつ
激
烈
な
新し
い
闘
争へ
と
発
展
し
て

いっ
た
の
で
あっ
た。
そ
し
て
林
彪
ら
寧
官
僚は
そ
の
劇
的な
政
治
的・
軍
事
的

緊
張の
た
だ
な
か
でつ
い
に
失
墜
せ
ざ
る
を
得な
かっ
た
の
で
あ
り、
林
彪
らの



。
毛
沢
東
暗
殺
計
画H
は
そ
う
し
た
血
な
ま
ぐ
さ
い
政
治
内
戦の
結
果
と
し
て
描

き
あ
げ
ら
れ
たス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
か
ろ
う
か。
換
言
す
れ
ば、
そ
も
そ
も
林
彪

異
変は、
歴
史
的に
も
時
間
的に
もタ
イム・
リミ
ッ
ト
に
近づ
きつ
つ
あ
る
毛

沢
東
家
父
長
体
制
下
で
の
周
恩
来
と
林
彪
と
の
毛
沢
東
以
後
を
め
ぐ
る
死
活の
闘

争で
あ
り、
そ
う
し
た
「
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
の
闘
争」
の
な
か
で
林
彪
ら
は
周

恩
来
らの
実
務
派
官
僚
と
文
革
期に
林
彪、
陳
伯
達
ら
に
痛
めつ
け
ら
れ
た
旧
実

権
派
勢
力お
よ
び
林
彪
集
団の
拾
頭
を
歓
迎
し
な
かっ
た
非
林
彪
系
軍
人
と
い
う

三
者の
連
合
勢
力の
ま
え
に、
空
し
く
潰
え
去っ
て
いっ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
い
う
仮
説で
あ
る。
も
と
よ
り、
九
全
大
会
以
後の
「
兵
営
国
家」
的
体
制
下

で
林
彪
らの
軍
は、
「
人
民
戦
争の
勝
利
万
歳」
（
林彪〉
論
文に
示
さ
れ
た
よ

う
な
対ソ
強
硬
路
線
を
燕
進
し
よ
う
と
し、
そ
の
こ
と
が
国
家
的
危
機
を
痛
感
し

た
周
思
来
ら
実
務
派
行
政
官
僚
との
対
立
を
促
進
し
た乙
と
も
十
分
考え
ら
れ
よ

う。
林
彪
らの
軍
幹
部は、
自
己の
地
位の
拾
頭
を
背
景に
し
て
国
防
予
算の
増

大、
国
防
力の
増
強
と
くに
空
軍、
海
軍
中
心
の
寧の
再
編
と
近
代
化
を
要
求
し

つ
っ
こ
う
し
て
歯
止
め
の
ない
対ソ
対
決
路
線に
突っ
走っ
て
ゆ乙
う
と
し
た
よ

う
に
思
わ
れ、
こ
の
点で
林
彪
がソ
連に
内
通
し
て
い
た
と
い
う
罪
状は、
あ
く

ま
で
も
失
脚
者に
た
い
す
る
罪
状で
あ
る
と
と
もに
林
彪
糾
弾に
は
もっ
と
も
説

得
力の
あ
る
罪
状
なの
で
あ
る。
乙
れ
に
た
い
し
周
恩
来
ら
は、
乙
う
し
た
軍の

拾
頭
を
抑
え、
同
時に
米ソ
二
正
面
作
戦の
リス
ク
を
避
け
る
意
味
か
ら
も、
た

ま
た
ま
六
九
年
七
月の
「グ
ア
ム・
ド
ク
ト
リン」
以
来
示
さ
れ
て
い
た
米
中
接

近へ
の
ア
メ
リ
カ
の
シ
グ
ナ
ル
を
受けい
れ、
米
中
接
近へ
と
大
き
く
動乙
う
と

し
た。
だ
が、
乙
の
転
換
は、
軍
事
的
緊
張に
よっ
て
乙
そ
寧の
地
位
を
大
幅に

硲
保
し
得る
林
彪
らの
軍
幹
部に
は
受
けい
れ
が
た
い
乙
と
で
あ
り、
中
国
を
め

ぐ
る
国
際
環
境の
全
般
的
な
緊
張
緩
和
を
回
避
す
る
意
味
か
ら
も、
そ
し
て
な
に

十
金
大
会
の
底
流
と
中
国
の
試
練

よ
り
も、
こ
う
し
た
外
交
上の
大
転
換に
よっ
て
発
言
力
を
強
化
し
得る
人
物乙

そ
周
恩
来で
あ
る
乙
と
に
よっ
て
も
林
彪
ら
は
米
中
接
近に
は
反
対
し
た
の
で
あ

ろ
う。
米
中
接
近
は
林
彪
異
変とい
う
大き
な
代
価に
よっ
て
は
じ
め
て
可
能に

なっ
た
の
で
あ
り、
そ
れ
だ
け
にニ
ク
ソ
γ
大
統
領一
行
を
迎
え
た
と
きの
周
思

来の
緊
張ぷ
り
が
限
につ
い
た
乙
と
につ
い
て
は、
すで
に
詳
し
く
述
べ
た
乙

と
が
あ
る

〈
拙
著
『
中
国
像
の
検
証
』

〈
中
央
公
論
社
〉
所
収
の
「
米
中
会
談
の
真
実
と

残像」、
参照）。
い
ず
れ
に
せ
よ、
林
彪
ら
軍
首
脳
は、
こ
う
し
た
対
立の
窮
み
に

お
い
て、
「
予
防ク
ー
デ
タ
ー」
的に
失
墜
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
いっ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か。
近
著
『
毛
沢
東
と
中
国』
（邦訳、
時事通信社）
に
よ
っ
て
文

化
大
革
命の
全
貌
を
鮮
や
か
に
再
現
し
たス
タγ
レ
1・
カ
l
ノ
ウ
記
者
も乙
の

点
を
「
も
し
か
し
た
ら
権
力
奪
取
を
試
み
て
失
敗
し、
射
殺さ
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い」
と
推
測
し
て
い
る。

十
全
大
会
の
底
流
と
特
質

こ
の
よ
う
な
仮
説
さ
え
可
能
な
林
彪
異
変
を
全
党
的に
処
理
し
よ
う
と
し
た
五

日
間の
政
治
儀
式乙
そ
十
全
大
会で
あっ
た
が、
そ
れ
が
極
秘
裡に
お
こ
な
わ
れ

て、
事
後公
表
さ
れ
た
こ
との
ナ
ゾ
を
含め
て、
十
会
大
会
は、
き
わ
め
て
異
例

な
大
会で
あっ
た。
し
か
も、
あ
ら
ゆ
る
状
況
か
ら
して
十
全
大
会は、
。
準
備

不
足H
の
ま
ま
急
拠
大
会
を
聞い
た
観が
あ
り、
大
会
代
表
選
出の
方
法
も
そ
の

プ
ロ
セ
九
も
濃い
ヴェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な
大
会で
あっ
た
だ
け
に、
乙
の
大
会は
中
国
が
当
面
する
経
済
建

設の
基
本
方
針や
国
民
経
済五
カ
年
計
画
な
ど
内
政の
核
心
につ
い
て
の
検
討、

米
中
接
近
以
来の
対
外
姿
勢の
変
化に
か
ん
する
理
論
化
も一
切
お乙
な
わ
ず、

7 
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大
会
を
あ
げて
林
彪
非
難
と
対ソ
非
難
を
叫ん
だ
壮
烈
な
儀
式の
観
が
あ
り、
そ

の
状
況
は
ま
さ
に
『ユ
ユ
l
ズ・
ウ
ィ
ー
ク』
誌〈一
九七三
年七月二
O日
号）

が
「
主
席の
ジ
レ
γ
マ」
と
題
す
る
小
論で
大
会に
先
立っ
て
予
測
し
た
よ
う
に、

「
北
京の
指
導
者
は
林
彪の
遺
体
を
利
用
し
て、
統一
へ
の
歩
み
に
全
力
を
注い

で
ゆ
く」
か
の
よ
う
で
あっ
た。
そ
し
て、
十
全
大
会
前
後の
政
治
情
勢
も、
周

思
来
や
王
洪
文の
報
告
も、
依
然
と
し
て
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
め
ぐ
る
角

逐
が
潜
在し、
郵
小
平、
語
震
林、
ウ
ラ
γ
フ
ら
相
次い
で
復
権し
た
旧
実
権
派

幹
部の
位
置づ
け
を
め
ぐ
る
「
復
抱
と
反
復
権の
闘
争」
が
未
解
決の
ま
ま
渦
巻

き、
今
次
十
全
大
会に
よっ
て
も
問
題の
暫
定
的
な
調
整
し
か
で
き
な
かっ
た
乙

と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る。
想
え
ば
文
化
大
革
命
と
は、
そ
も
そ
も、
中
国
民
衆の

伝
統
的
な
政
治
不
信・
権
力（帝力〉
不
信の
裏
返
し
と
し
て
の
政
治
的
熱
狂を

表
面
と
し、
広
汎
な
政
治
的アパ
シ
l
を
裏
面
と
し
て
生
起
し
得
た
当
時の
毛・

林
主
流
派の
ク
ー
デ
タ
ー
で
あっ
た
と
も
思
わ
れ
る
が、
そ
う
し
た
事
態
は一
度

発
生
し
て
規
定
事
実
化
し
て
し
ま
う
と
歯
止
め
を
知
ら
ぬ
自
己
展
開
を
く
り
か
え

さ
ざ
る
を
得
ない
宿
命に
あ
る
の
で
あ
り、
十
全
大
会
も、
乙
の
宿
命に
挑
戦
す

るこ
と
は
で
き
な
かっ
た
の
で
あ
る。

そ
れ
だ
け
に、
十
全
大
会で
新
た
に
形
成さ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
基
本
的

性
格は、
い
う
ま
で
も
な
く、
今
日
の
中
国の
権
力
中
枢に
お
け
る
政
治
潮
流の

パ
ラ
γ
久
を
反
映
し
た
妥
協
的・
調
整
的
性
格の
もの
で
あっ
た。
そ
し
て
そ
の

特
質は、
次の
よ
う
な
三
重の
構
成に
おい
て
と
ら
え
ら
れ
る
連
合
体
制
（の
？

色白神宮ロ
ω
3
g
g〉
だ
とい
うと
と
が
ぜ
き
ょ
う。
ま
ず
第一
に
イ
デ
オロ
ギ

－

J的側面か
ら
み
る
な
ら
ば－
周
思
来、
葉
剣
英、
李
先
念
らの
穏
健
派
ない
し

は
実
務
派、
朱
徳、
萱
必
武、
劉
伯
承、
許
世
友、
陳
錫
聯
らの
中
立
派
ない
し

は
中
間
派、
王
洪
文、
康
生、
李
徳
生、
張
春
橋、
江
育、
焼
文
元、
在
東
興
ら

8 

の
急
進
派
ない
し
は
文
革
派の
連
合
と
い
う
構
成で
あ
ろ
う。
第こ
に
は
周
思
来、

遺
必
武、
李
先
念
らの
行
政
官
僚
と
王
洪
文、
張
春
橋、
江
育、
挑
文元
ら
党
官

僚、
葉
剣
英、
李
徳
生、
許
世
友、
陳
錫
聯
ら
寧
官
僚
との
連
合
と
い
う
職
能
構

成で
あ
る。
そ
し
て
第三
に
は、
「
老・
壮・
背」
の
三
結
合で
あ
り、
周
思
来、

葉
剣
英、
康
生、
朱
徳、
草
必
武
らの
「
老」、
張
春
橋、
江
育、
李
徳
生
らの

「
壮」、
王
洪
文、
挑
文元
ら
の
「
青」
とい
うか
た
ち
で
そ
れ
は
実
現
し
た
の

で
あっ
た。

乙
の
よ
う
な
三
重の
連
合
体
制に
お
い
て、
周
恩
来
らの
穏
健
派
な
い
し
実
務

派の
行
政
官
僚
は、
旧
実
権
派
勢
力、
非
林
隠
系
軍
人
との三
者
連
合に
よっ
て

優
位
を
占
め、
十
全
大
会の
主
潮を
形
成し
た
か
に
見
え
た
が、
こ
う
し
た
n
潮

流。
へ
の
抵
抗
も
根
強
く
存
在し
た
の
で
あ
り、
そ
もそ
も
妥
協
的・
調
整
的
な

連
合
体
制で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
党の一
元
化
指
導」
が乙
と
さ
ら
強
調
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
かっ
た
の
で
あ
る。

そ
し
て、
乙
乙
で
明
白なと
と
は、
毛
沢
東
体
制
下で
と
の
よ
う
な
集
団
指
導

型
連
合
体
制に
おい
て、
要
す
る
に
十
全
体
制
と
は、
そと
に
参
加
し
て
い
る
指

導
者
た
ち
が、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ま
ざ
ま
な
角
度か
ら
毛
沢
東
以
後の
諸
状
況
を
意
識

し、
計
量しつ
つ
あ
る
過
渡
的
な
政
治
権
力で
あ
る乙
とで
あ
ろ
う。
し
か
も、

い
か
に
毛
沢
東
以
後に
備
え
て
集
団
指
導
型の
リ
ー
ダ
ーシッ
プ
を
形
成し
よ
う

と
し
て
も、
中
国の
伝
統
的
な
政
治
風
土
に
おい
て
集
団
指
導
型
権
力
は
あ
ま
り

に
も
な
じ
みの
う
すい
もの
で
あ
るこ
と
を
忘れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ない。
歴
代

王
朝
史は
も
と
よ
り
太
平
天
国
革
命で
の
洪
秀
全、
辛
亥
革
命で
の
孫
逸
仙、
寧

閥
時
代の
安
世
凱、
国
民
政
府の
蒋
介
石、
そ
し
て
中
国
軍
命で
の
毛
沢
東
と
い

う
近
代
中
国の
政
治
史に
お
け
る
独
裁の
系
譜を
ふ
り
か
えっ
て
み
れ
ばと
の
こ

と
は
明
瞭で
あ
る
う。
こ
の
よ
う
な
独
裁
的
指
導
者
が
欠
如し
た
時
期は、
かつ



て
の
戦
国
時
代の
よ
う
な
群
雄
割
拠の
時
期で
あ
り、
こ
れ
ま
で
の
中
国の
政
治

史に
は、
独
裁
か
群
雄
割
拠
か
のバ
タ
ly
し
か
な
い
と
いっ
て
も
過
言で
は
な

い
の
で
あ
る。
そ
の
よ
う
な
歴
史の
経
験に
抗
し
て、
「
聞
か
れ
た
中
国」
の
時

代に
ふ
さ
わ
し
い
集
団
指
導
制
は
は
た
し
て
可
能
か
ど
う
か、
中
国の
試
練は
こ

の
点に
お
い
て
も
ま
た
厳
し
い
もの
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

孔
子
批
判
・

秦
始
皇
評
価
の
意
味

そ
の
よ
う
な
中
国
で
十
金
大
会
前
後に
開
始さ
れ
た
孔
子
批
判の
新
し
い
イ
デ

オロ
ギ
ー・
キ
ャ
γベ
ly
は、
そ
の
後
ま
す
ま
す
激
し
い
もの
に
な
り、
孔
子

批
判の一
環
と
し
て
秦の
始
皇
帝
が
高
く
評
価
さ
れ
は
じ
め
た。
すで
に
紹
介さ

れ
て
い
る
よ
う
に、
奴
隷
制の
反
動
的
イ
デ
オロ
1
グ
で
あ
る
孔
子
らの
儒
家に

た
い
し
て、
当
時の
新
興
勢
力
と
し
て
の
地
主
階
級の
イ
デ
オロ
1
グ
で
あ
る
法

家
を
支
持
し
た
始
皇
帝乙
そ
「
進
歩
思
想」
の
持
ち
主で
あっ
た
と
た
た
え
は
じ

め、
さ
ら
に、
始
皇
帝に
よ
る
有
名
な
「
焚
書
坑
儒」
に
も
言
及
し
て、
新
興
階

級
が
反
動
勢
力
を
鎮
圧
す
る
た
め
の
草
命
的
行
動
だ
と
称
讃
し、
始
皇
帝は
い
ま

や
「
専
制
暴
君」
で
あ
る
どと
ろ
か
革
命
的
君
主
と
し
て
描
か
れ
は
じ
め
て
い
る

の
で
あ
る。

中
国
で、
な
ぜ
今日、
こ
の
よ
う
な
歴
史
上の
人
物
評
価に
か
か
わ
る
思
想キ

ャ
γベ
lγ
が
展
開さ
れ
ね
ば
な
ら
ない
の
で
あ
ろ
う
か。
「
焚
書
坑
儒」
を
た

た
え
て
い
る
こ
と
な
ど
を
知
る
と、
わ
れ
わ
れ
は
例の
紅
衛
兵
運
動
を
想い
起
さ

ざ
る
を
え
ない
が、
こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
キャ
γベ
lγ
は
すべ
て
現
実の
政

治
闘
争、
党
内
闘
争の
反
映で
あっ
たと
と、
そ
う
し
た
闘
争
が
ほ
と
ん
ど
例
外

な
く
歴
史
上の
人
物
評
価
を
め
ぐ
る
論
争
と
し
て
ま
ず
あ
ら
わ
れ
て
き
た
乙
と
を

十
金
大
会
の
底
流
と
中
国
の
試
練

忘
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い。こ
と
に
清
朝の
清
宮・
海
瑞に
た
い
する
批
判が、

清
宮
ゆ
え
に
官
を
免ぜ
ら
れ
た
海
瑞
を
た
た
え
て
実は
彰
徳
懐の
復
権を
企
図
し

た
もの
だ
と
し
て
呉時
批
判へ
と
発
展
し、
こ
う
し
て
文
化
大
革
命の
幕が
切っ

て
お
と
さ
れ
た乙
と
は、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶に
も
新
しい。

今
回の一
連の
孔
子
批
判を
み
て
い
る
と、
た
と
え
ば、
そ
の
先
駆と
なっ
た

『
人
民
日
報』
七三
年八
月七
日
付の
楊
栄
国
論
文
「
頑
迷
な
奴
隷
制
擁
護の
思

想
家
｜｜
孔
子」
に
も
み
ら
れ
る
よ
うに、
儒
家
と
法
家の
論
争
を
「
当
時の
思

想
戦
線に
お
け
る
階
級
闘
争の
あ
ら
わ
れ」
だ
と
し
て
孔
子
や
孟
子の「
反
動
性」

を
激
し
く
非
難
し、
法
家の
萄
子
や
斡
非
子の
「進
歩
性
を
高
く
評
価
し
た
の
ち、

乙
う
し
た
キャ
γベ
ly
は
現
実の
階
級
闘
争に
参
加
する乙
と」
を
意
味
する

の
だ、
と
力
説
し
て
い
る。
そ
し
て
「
孔
家
店
打
倒」
とい
うい
か
に
も
文
革
初

期の
「
四
家
店
打
倒」
〈
彰真、
陸定一、
羅瑞卿、
楊尚昆打倒）
を
思
わ
せ
る

表
現
を
用い
な
が
ら、
「
孔
家
店
打
倒」
を
か
か
げ
た
者で
も
ひ
と
た
び
政
権の

座に
の
ぼ
る
と
逆
に
孔
子
思
想
を
利
用
し
て
反
動
的
支
配
を
おこ
な
う乙
と
に
な

っ
た、
と
述べ
て
い
る。
そ
の
う
え、
孔
子
が
魯
国の
司
窓・
宰
相
代
行
と
し
て

論
敵・
少正
卯
を
殺
し
た
旨
を
主
張
し
て
乙
れ
を
あ
ば
き、
少正
卯乙
そ
「
進
歩

思
想」
の
先
駆で
あっ
た
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る。

乙
う
し
た
状
況
と、
林
彪
異
変
以
後の
党
内
闘
争の
現
実と
重ね
あ
わ
せ
て
み

る
と
き、
孔
子
批
判、
始
皇
帝
評
価そ
し
て
殺さ
れ
た
少正
卯へ
の
哀
悼な
ど
は

な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か。
私
が
すで
に
述べ
た
よ
うに、
周
思
来
と
林
彪

の
対
立乙
そ
林
彪
異
変の
核心
で
あっ
た
と
する
仮
説が
成
り
立つ
な
ら
ば、
今

回の一
連の
キ
ャ
γベ
！γ
は、
十
全
大
会の
王
洪
文
報
告が
含
む
深
刻
なナ
ゾ

ll
「
路
線に
か
か
わ
ると
と、
大
局
に
か
か
わ
る乙
と
で
あ
れ
ば、
真の
共
産

党
員
は
公
につ
く
す
心
をい
だ
い
て、
免
職
を
お
そ
れ
ず、
党か
らの
除
名
を
お9 
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そ
れ
ず、
入
獄
を
お
そ
れ
ず、
殺
害
を
お
そ
れ
ず、
離
婚
を
お
そ
れ
ず、
敢
然
と

潮
流に
逆
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」
とい
う、
読
み
方に
よっ
て
は
林
彪
哀
悼

と
も
思
わ
れ
る
衝
撃
的
な
，
反
潮
流e
の
言
辞
とこ
れ
を
関
連
さ
せ
て
考え
た
と

き、
そ
れ
は
明
ら
か
に
か
周
思
来
批
判u
だ
と
も
思
わ
れ
る
だ
け
に、
乙
の
キャ

γベ
Iγ
につ
い
て
は
今
後の
展
開
方
向
を、
注
意
深
く
見
き
わ
め
ね
ば
な
る
ま

一
方、
始
皇
帝
評
価
は、
そ
の
理
由
が
か
な
り
明
白で
あ
る。
ま
ず
第一
に、

始
皇
帝
評
価
に
か
ん
し
て
私
が
す
ぐに
思い
浮べ
た
の
は
毛
沢
東が一
九
六
三
年

に
つ
くっ
た
有
名
な
詩
〈
泌
園
春
雪
〉の一
節で
あっ
た。
「：：：
惜
む
ら
く

ま

は
秦
皇
も
漢
武
も、
す乙
し
文
釆に
おい
て
翰
け
る：：：
風
流の
人
物
を
数
え
ん

に
は、
な
お
今
朝
を
看
るべ
し」。
乙
乙
で
毛
沢
東
は、
秦の
始
皇
帝
を
は
じ
め

歴
代の
帝
王
た
ち
を
並べ
た
て、
い
ず
れ
も
全
能で
は
な
かっ
た
と
し
て
真の
英

雄は
現
代に
乙
そ
現
わ
れ
る
とい
う
意
味
をこ
め
て
い
る
の
だ
が、
そ
も
そ
も
毛

沢
東に
とっ
て
始
皇
帝
は、
そ
の
暴
君
と
し
て
の
側
面
に
大
き
な
親
近
感
を
感
ず

る
対
象で
あっ
た
よ
う
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
毛
沢
東の
始
皇
帝
評
価は、
文
化

大
革
命
初
期に
林
彪
と
交
し
た
「
焚
書
坑
儒」
を
め
ぐ
る
論
争に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
〈紅衛兵資料「毛沢東思想万歳」、
容照〉。

第こ
に
は、
例の
「
〈五
七一
工
程
〉
紀
要」
の
な
か
に、
毛
沢
東
は、
「マ

ル
ク
λ・
レ
lニ
γ
主
義の
皮
を
着て
秦
始
皇の
や
り
方
を
実
行
す
る
中
国
史
上

最
大の
封
建
的
暴
君で
あ
る」
と
い
う一
節が
あ
る乙
と
で
あ
る。
「
八
五
七一

工
程
〉
紀
要」
は
林
彪の
罪
状
糾
弾の
た
め
に
広
く
中
国
圏
内に
流
布
さ
れ
て
い

i

る
め
同あ
る
か
ら、
た
と
え
林
彪
ら
が
書い
た
・悔の』で
あっ
た
に
せ
よ
毛
沢
東
と

関漣凡冗
始

島崎陳ιb

hゆ峰
根

本一的障修正

ハ庁帰必
要版
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第三
に
は、
周
知の
よ
うに
今日
の
中
国
は
中ソ
対
立に
よっ
て
北
方か
らの

脅
威に
直
面
し
て
お
り、
最
近で
は、
ソ
速に
よ
る
対
中
予
防
戦
争
説さ
え
流
さ

れ
て
い
る
だ
け
に、
民
衆に
対ソ
防
衛
意
識
を
さ
らに
漏
養せ
ね
ば
な
ら
ない。

そ
う
した
と
き、
北
方
の
異
民
族（北伏〉
の
侵
入に
備
え
て
あの
万
里の
長
城

を
築い
た
始
皇
帝の
偉
大
な
業
績
を
想
起
さ
せ
る乙
とこ
そ、
さ
しせ
まっ
て
必

要
なの
で
は
な
か
ろ
う
か。

そ
し
て
第
四
に
は、
林
彪
異
変
以
来、
中
国の
内
政
状
況
は
著
し
く
拡
散
化
し

つ
つ
あ
り、
全
国
人
民
代
表
大
会
も
ま
だ
開
け
ない
う
え
に、
地
方
軍
区の
指
導

者た
ち
は、
い
わ
ば
群
雄
割
拠の
状
況
を
呈
しつ
つ
あ
る。
そ
れ
だ
け
に、
あの

群
雄
割
拠
する
戦
国
時
代の
中
国
を
強
力に
統一
した
始
皇
帝の
治
績
を
よ
み
が

え
らせ
よ
う
と
す
る
中
国
首
脳の
今日
の
願
望
が
そと
に
乙
め
ら
れ
て
い
る
と
み

ると
と
も
で
き
よ
う。

い
ず
れ
に
せ
よ、
孔
子
批
判・
始
皇
帝
評
価の
キャ
ンベ
lγ
が
合
意
する
も

の
は、
中
国
の
今日
の
か
な
り
深
刻な
内
政
上の
不一
致
を
反
映
し
て
い
ると
と

だ
け
は
間
違い
な
き
そ
うで
あ
る。
中
国の
試
練
は
ま
だ
ま
だつ
づ
く
とい
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る。
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