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中
国
ク
希
望
の
星
。
、

民
衆
の
。
慈
父
。

周恩来首相の死と中国

周
恩
来・
中
国
国
務
院
総
理
が
つ
い
に
病い
に
奨
れ
た。
去
る一
月

八
日
の
朝
で
あっ
た。
翌
九
日
の
早
暁、
そ
の
許
報
は
全
世
界
に
伝
わ

っ
て
い
っ
た。
そ
れ
を
耳
に
し
た
と
き
の
感
慨
は、
い
う
ま
で
も
な
く

人
そ
れ
ぞ
れ
に
多
種
多
様
で
あっ
た
ろ
う。
た
だ、
周
恩
来
の
死
を
伝

え
聞い
た
多
く
の
人
び
と
は、
そ
の
と
き、
毛
沢
東
主
席の
運
命
力
の

強
さ
を
改
め
て
再
確
認
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
皇
帝
と
宰
相、
草

命
家
と
政
治
家、
民
族
の
顔
と
国
家
の
顔、
農
村
人
と
都
会
人、
西
郷

と
大
久
保：：：
等
々
の
ア
ナロ
ジ
ー
に
お
い
て
つ
ね
に
比
較
対
照
さ
れ

て
き
た
毛
沢
東
と
周
恩
来。
動
乱の
中
国
革
命
史
と
建
国
後の
政
治
的

激
動の
な
か
で
の
こ
の
両
者
の
運
命
的
な
関
係
｜｜
信
頼
と
協
力
と
批

判
と
牽
制
と
の
葛
藤
と
し
て
の
相
互
依
存
的・
相
互
扶
助
的
な
関
係
i

ー
を
顧
み
た
と
き、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
に
毛
沢
東
の
運
の
強
さ
と
周
恩

来
の
死
の
重
さ
を
私
は
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
かっ
た。
そ
し
て
願
わ

く
ば、
毛
沢
東
以
後
の
中
国
に
お
け
る
周
恩
来の
活
躍
ぶ
り
を
見
て
み

た
かっ
た
と
い
う
思
い
は、
さ
ら
に
つ
の
る
の
で
あ
る。

平
凡
な
言
葉
だ
が、
周
恩
来
は、
あ
ら
ゆ
る
意味
で、
中
国
の
希
望

の
星
だっ
た
と
い
っ
て
よ
い。
中
国
民
衆
に
とっ
て、
周
恩
来
は
毛
沢

東
の
厳
父
の
イ
メ
ー
ジ
に
た
い
す
る
慈
父
の
そ
れ
で
あ
り、
と
き
に

は、
すべ
て
を
理
解
し、
すべ
て
に
細
心
の
配
慮
を
し
て
く
れ
る
母
親

の
よ
う
な
存
在
で
も
あっ
た
と
い
っ
て
よ
い。
こ
の
点
で
周
恩
来
は、

－・‘ 
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「
事
は
ま
さ
に
実
を
務
む
べ
し
」（

五
代
の
宰
相
・

鴻
道
の
訓
言
）

「
柳
同
志、

忍
の
一

字
だ
よ。

：
：
：
革
命
の
た
め
な
ら、

わ
れ
わ
れ

は
妾
に
な
ろ
う6

必
要
と
あ
ら
ば、

娼
婦
に
も
な
ろ
う

で

は

な

い

か
。
」

（
一

九
ニ
七
年
五
月、

若
き
日
の
周
恩
来
）

し
ば
し
ば
不
機
嫌
か
つ
気
ま
ぐ
れ
で
我
僅
で
も
あっ
た
毛
沢
東
の
政
治

を、
そ
の
盤
石
と
なっ
て
精一
杯
支
え
な
が
ら、
毛
沢
東
政
治
の
軌
道

の
変
形
を
い
く
た
び
か、
修
正
し、
欠
損
部
分
をつ
ね
に
補
修
し
て
き

た
の
で
あっ
た。
こ
の
意
味
で
は、
周
恩
来
こ
そ、
毛
沢
東
政
治へ
の

一
貫
し
た
協
力
者
で
あ
る
と
同
時
に一
貫
し
た
潜
在
的
批
判
者
で
あっ

た
と
も
い
え
よ
う。
そ
れ
だ
け
に、
中
国
民
衆
に
とっ
て
は、
毛
沢
東

以
後の
時
代
の
周
恩
来の
生
と
そ
の
活
躍
に
こ
そ
期
すべ
き
も
の
が
多

かっ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
そ
の
苛
烈
な
政
治
的
現
実
に
耐
え
き
れ

ず、
中
国
大
陸
か
ら
香
港へ
逃
れ
て
く
る
難
民の
な
か
に
さ
え、
周
恩

来
を
悪
し
ざ
ま
に
語
る
者
は
い
な
い
と
い
わ
れ
右
ほ
ど、
周
思
釆
は
中

国
民
衆
に
広
く
慕
わ
れ
た
政
治
家
で
あっ
た。

こ
う
し
た
周
恩
来へ
の
敬
慕
の
念
は、
外
部
世
界
に
お
い
て
も
ほ
ぼ

共
通
し
て
い
る。
わ
が
国
の
多
く
の
政
財
界
人
が
周
恩
来
に
い
か
に
敬

服
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は、
い
ま
さ
ら
語
る
必
要
は
な
い。
今
日、

あ
れ
ほ
ど
激
し
い
敵
対
関
係
に
あ
る
ソ
連
で
さ
え
も、
周
恩
来
に
つ
い

て
は、
一
九
七
三
年
夏、
中
国
共
産
党
十
全
大
会
で
周
恩
来
が
政
治
報

告
を
お
こ
な
う
前
後の
時
期
ま
で
は、
周
恩
来
を
名
指
し
で
批
判
し
た

こ
と
は一
度
も
な
かっ
た。
去
る一
月二
十
三
日
に
ソ
連
の
テ
レ
ビ
放

送
が
周
思
来
論
を
試
み
た
と
き
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル・
カベ
ル
ツ
ネ
フ

解
説
員）、
周
恩
来
は
中
ソ
対
立
の
今
日
の
よ
う
な
状
況
に
た
い
し
て

責
任
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も、
「
健
全
な
知
性
の
持
ち
主
で
あ
り、
中

国
革
命
に
貢
献
し
た」
と
き
わ
め
て
好
意
的
に
評
価
し
た
こ
の
報
道、に

も、
周
恩
来
の
幅
広
い
政
治
的
個
性
が
物
語
ら
れ
て
い
る。
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中
国
現
代
史
の
推
進
者

と
こ
ろ
で、
周
恩
来
は、
内
政
的
に
は
激
動
の
中
国
政
治
史の
調
停

者
と
し
て、
対
外
的
に
は
中
国
外
交
の
超
人
的
な
演
出
者
と
し
て
存
在

し
つ
づ
け
て
き
た。
そ
れ
だ
け
に
周
恩
来
の
死
は、
中
国
に
とっ
て
か

け
が
え
の
な
い
損
失
で
あ
る
が、
こ
の
よ
う
な
周
恩
来
は、
つ
ね
に
中

国
と
い
う
「
民
族・
国
家
の
命
運」
を
切
り
開
く
た
め、
そ
の
よ
う
な

民
族
的・
国
家
的
使
命
感
に
立っ
て、
粉
骨
砕
心、
政
治
の
激
流
の
た

だ
な
か
に
立
ち
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
中
国
政
治

の
重
大
な
岐
路
に
たっ
た
と
き
の
周
恩
来
発
言
に
よっ
て
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う。

周
知
の
よ
う
に、
周
恩
来
は、
激
動
の
中
国
現
代
史の
な
か
で
半
世

紀
有
余
に
わ
た
り
政
治
の
最
高
指
導
者
群
の
中
に
位
置
し
て
き
た
が、

こ
の
よ
う
な
周
恩
来
に
とっ
て、
最
大
の
政
治
的
試
練
を
回
顧
す
る
な

ら
ば、
中
国
革
命
の
段
階
で
は
や
は
り一
九
三
五
年一
月、
長
征
途
上

の
中
国
共
産
党
遵
義
会
議
で
紅
軍つ
ま
り
中
国
共
産
党
の
指
導
権
を
毛

沢
東
に
委
ね
た
前
後の
時
期
で
あ
り、
建
国
後
は一
九
六
六
年の
春
か

ら
夏、
文
化
革
命
で
実
権
派
の
領
袖
た
ち
と
挟
を
わ
か
ち、
旗
色
を
鮮

明
に
し
て
毛
沢
東
に
賭
け
た
時
期
で
あっ
た
と
い
え
よ
う。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
「
勤
工
倹
学」
留
学

か
ら
帰っ
た
若
き
周
恩
来
は、
た
だ
ち
に
黄
埼
軍
官
学
校
政
治
部
主
任

代
理
（
校
長
は
蒋
介
石、
政
治
部
主
任
は
在
精
衛〉
と
し
て
頭
角
を
あ

前
面
に
押
し
立
て
た
の
で
あっ
た。

毛
体
制
の
曲
折
を
乗
り
切
っ
た
り
ア
リ
ス
ト

そ
の
よ
う
な
歴
史
を
もっ
周
恩
来
が
建
国
後、
大
き
な
政
治
的
岐
路

に
立っ
た
の
は、
や
は
り
文
化
大
革
命
の
時
期
で
あっ
た。
毛
沢
東
政

治へ
の
最
大の
協
力
者
で

あ
り
な
が
ら
毛
沢
東
政
治

の
マ
イ
ナ
ス
面
を
同
時
に

知
り
つ
く
じ
て
い
た
周
恩

来
は、
い
わ
ゆ
る
「
三
面

紅
旗」
の
「
大
躍
進」
政

策
が
毛
沢
東
に
よっ
て
主

導
さ
れ、
そ
れ
に
た
い
す

る
批
判
が
彰
徳
懐・
国
防

部
長
〈
当
時）
に
よっ
て

展
開
さ
れ
た
五
0
年
代
後

半、
「
大
躍
進」
政
策
に

は
是々
非々
の
立
場
を
と

っ
た。
や
が
て
政
治
的
に

は
彰
徳
懐
が
失
脚
し
た
も

の
の、
政
策
的
に
は
毛
沢

東
の
立
場
が
修
正
さ
れ
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一
九二
六
t
七
年の
中
国
革
命の
悲
劇
の
時
代
に
は、
一
転

し
て
敵
と
なっ
た
蒋
介
石
側
に
二
度
も
捕
え
ら
れ
な
が
ら
難
を
脱
し、

二
七
年
八
月、
今
日
の
建
箪
節の
起
源
で
あ
る
南目白
蜂
起
で
は
党
中
央

政
治
局
員
兼
平
事
部
長
と
し
て
第一
線
で
こ
れ
を
指
導
し
た。
以
後、

中
国
共
産
党
の
最
高
指
導
者
が
撞
秋
白、
向
忠
発、
李
立二一、
王
明

（
陳
紹
百円）
と
相
次い
で
交
替
し
た
時
期
に
も、
周
恩
来
は一
貫
し
て

軍
事・
公
安
関
係
の
最
高
責
任
者
で
あっ
た。
つ
ま
り、
実
質
的
に
党

の
権
力
を
握っ
て
い
た
の
で
あ
る。
そ
の
周
恩
来
が
遵
義
会
議
で
は、

紅
軍
の
軍
事
的
敗
北
の
責
任
を
とっ
て、
年
長
で
あ
る
と
は
い
え
自
分

よ
り
は
る
か
に
地
位
の
低
い
毛
沢
東
に
党
内
指
導
権
を
い
さ
ぎ
よ
く
譲

っ
た
の
で
あっ
た。
こ
の
ド
ラマ
が
中
国
革
命
の
大
き
な
分
岐
点
に
な

っ
た
の
で
あっ
た
が、
周
思
来
は
当
時、
こ
う
述べ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る。
「
戦
争
に
敗
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る。
し
た
がっ
て、
こ
の
作

戦
指
導
の
任
に
当っ
た
者
は、
軍
事
部
長
（
周
恩
来
自
身
の
こ
と
1i

引
用
者〉
を
筆
頭
と
し
て、
当
然
そ
の
責
任
を
と
る
べ
き
で
あ
る。
そ

れ
に
ひ
き
か
え、
同
志
毛
沢
東、
朱
徳
は、
非
常
に
巧
妙
な
遊
撃
戦
を

もっ
て、
国
府
軍
の
攻
撃
を
そ
の
都
度
撃
退
し、
今
日
の
紅
軍
を
建
設

し
た
業
績
は
き
わ
め
て
高
く
評
価
すべ
き
で
あ
る。
敗
戦
を
指
導
し
た

責
任
者
が
去
り、
勝
利
を
得
た
指
導
者
が
こ
れ
に
代
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る。
今
後、
紅
軍
の
指
導
権
を
同
志
毛
沢
東
に
全

面
的
に
委
ね
る
こ
と
が、
もっ
と
も
正
し
い
道
で
あ
る」
（一
九
三
五

年一
月、
中
共
中
央
遵
義
会
議
で
の
発
言）。
こ
う
し
て
周
恩
来
は、

軍
事
部
長
の
要
職
を
退
き、
以
後、
一
貫
し
て
毛
沢
東
を
政
治
指
導
の

ら
わ
し、
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て、
六
0
年
代
前
半、
劉
少
奇、
部
小
平、
彰
真
ら
の
実
権
派
（
多
数

派）
に
よ
る
経
済
調
整
政
策
が
実
行
さ
れ
た
時
期
に
は、
本
来
的
な
穏

歩
前
進
派
と
し
て
の
リ
ア
リ
ス
ト
周
恩
来
は、
文
化
大
革
命
に
い
た
る

ま
で、
む
し
ろ
実
権
派
に
近い
立
場
に
あっ
た
の
で
あ
る。
そ
の
周
思

来
が
や
が
て
実
権
派
打
倒へ
の
毛
沢
東の
並
々
な
ら
ぬ
真
意
を
知
り、

実
権
派
か
ら
離
反
し
て
いっ
た
時
期
が
六
六
年
春
か
ら
夏の
時
期
だっ

た
の
で
あ
り、
こ
の
時
期
に
訪
中
し
た
日
本
共
産
党
の
宮
本
代
表
団
が

中
国
共
産
党
と
初
め
は一
致
し
て
い
な
が
ら、
最
後
に
なっ
て
決
裂
す

る
場
面
と
も、
そ
れ
は
重
なっ
て
い
た
の
で
あ
る。
こ
の
点
で
は、
周

恩
来
死
去
に
さ
い
し
日
本
共
産
党
が
発
表
し
た
談
話
の
な
か
で、
周
恩

来
が
両
党
の
分
裂
に
責
任
が
あ
る
旨
述べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は、
真

実
が
含
ま
れ
て
い
よ
う。
こ
う
し
て、
ひ
と
た
び
毛
沢
東
に
賭
け
た
周

恩
来
は、
六
六
年
五
月、
文
化
大
革
命
は
「
わ
れ
わ
れ
の
党
と
国
家の

運
命
と
前
途
に
か
か
わ
る
第一
義
的
な
大
問
題
で
あ
る」
と
述べ
て
文

化
大
革
命
の
大
衆
的
高
揚
を
支
え、
同
年
八
月、
紅
衛
兵
の
大
群
が
出

現
し
て
世
界
を
驚
か
せ
た
天
安
門
広
場
の
百
万
人
大
集
会
で
は、
毛
沢

東
お
よ
び
林
彪
を
た
た
え
て
み
ず
か
ら
毛
沢
東
讃
歌
の
音
頭
さ
え
とっ

た
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
周
恩
来の
転
換
の
直
後、
同
年
十一
月
に
人
民
大
会
堂
で

聞
か
れ
た
孫
文
生
誕
百
周
年
記
念
の
記
念
式
典
で
は、
こ
の
国
事
を
主

宰
し
た
周
恩
来
が、
同
じ
壇
上
の
劉
少
奇、
都
小
平
を
横
目
に
み
て、

「
革
命
家
は、
孫
中
山
先
生
の
よ
う
に
晩
節
を
まっ
と
う
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い」
と
力
説
し、
毛
沢
東
主
席
万
歳
を
い
く
ど
か
く
り
か
え
し
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た
の
で
あっ
た。

こ
の
記
念
式
典
に
参
列
す
る
機
会
を
得
た
私
に
は、
こ
の
と
き
の
周

恩
来
演
説に
苛
立っ
て
禁
煙
の
は
ず
の
人
民
大
会
堂
の
壇
上
で
タバ
コ

を
た
て
つ
づ
け
に
吸っ
て
い
た
劉
少
奇
の
姿
と、
慨
然
た
る
表
情
で
そ

れ
を
聞
き
い
っ
て
い
た
郡
小
平
の
姿
が、
「
毛
主
席
万
歳、
万
々
歳」

を
唱
え
る
周
思
来の
い
さ
さ
か
う
わ
ずっ
たハ
ス
キ
！
な
芦
と
と
も

に、
つ
い
先
日
の
こ
と
の
よ
う
に
想い
起
さ
れ
る。

私
は
そ
の
と
き、
周
恩
来
ほ
ど
の
人
物
が
な
ぜ
こ
う
も
真
剣
に
毛
沢

東へ
の
忠
誠
を
誓
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
が、
や
は
り、
そ
こ
に
は、
周
思
来
な
り
の
真
撃
な
立
場
と、

「
党
と
国
家の
運
命」
の
岐
路
に
立っ
た
と
き
の
切
迫
し
た
使
命
感
が

潜
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
な
周
恩
来
に、
中
国
文
学
者
の
村
松
暁
氏
は、
名
著
『
五

代
群
雄
伝』
の
な
か
で、
「
事
は
ま
さ
に
実
を
務
む
べ
し」
こ
の
処
世

哲
学
に
よっ
て、
あ
の
五
代
の
権
力
者
の
興
亡
激
し
い
時
代
を
生
き
抜，

い
た
不
死
身
の
宰
相・
鴻
道
の
姿
を
生
き
映
し
て
み
て
お
ら
れ
る。
ま

さ
し
く
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
が、
私
に
は
周
恩
来の
リ
ア
リ
ズ
ム
と

使
命
感
に
は、
鴻
道
流
の
現
世
的
な
処
世
哲
学
に
プ
ラ
ス
さ
れ
た
戦
略

構
想
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る。
そ
の
戦
略
構
想
と
は、

文
革
か
ら
脱
文
革へ
の
過
程
の
な
か
で
顕
著
で
あっ
た
「
毛
沢
東
体
制

下
の
非
毛
沢
東
化」
で
あ
り、
米
中
接
近
に
象
徴
さ
れ
る
中
国
外
交
の

ダ
イ
ナ
ミッ
ク
な
展
開、
つ
ま
り
「
閉
ざ
さ
れ
た
中
国」
か
ら
「
聞
か

へ
の
転
換
で
あっ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

れ
た
中
国」

) 

、， 
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ば
な
ら
な
い
と
い
う
あ
る
種
の
暗
黙
の
了
解
ll
私
は
そ
れ
を
政
治
的

凝
集
カ
と
い
っ
て
い
る
llの
も
と
に
抑
制
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
か

ろ
う
か。

第二
に
は、
そ
の
よ
う
な
内
政
上
の
拘
束
要
因
の
も
と
で、
周
恩
来

は
す
で
に
過
去一
年
近
く、
す
で
に
政
治
の
第一
線
を
離
れ
て
お
り、

中
国
に
は
周
思
来
な
き
中
国
を
代
行
す
る
集
団
的
ト
ロ
イ
カ
型
の
政
治

指
導
体
制
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る。
つ

ま
り、
王
洪
文、
江
青、
挑
文
元、
正
東
興
ら
の
文
革
派
を
左
翼
に、

葉
剣
英、
李
先
念、
余
秋
皇、
谷
牧
ら
の
実
務
派
を
右
翼
に、
こ
の
両

者
の。ハ
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
の
み
な
ら
ず
政
治
指
導
の
実
質
的
中
核
と
し

て
郡
小
平、
張
春
橋、
羅
瑞
卿、
喬
冠
筆
ら
の
新
旧
実
権
派
が
存
在
す

る
と
い
う
か
た
ち
で一
種
の
集
団
的
ト
ロ
イカ
型
の
リ
ー
ダ
ー
シッ
プ

が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
忍
わ
れ
る
今
日、
周
思
来
な
き
中
国
が

す
で
に
内
政
上
ビ
ル
ト・
イ
ン
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う。

第
三
に
は、
こ
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シッ
プ
の
な
か
で
もっ
と
も
有

力
な
郵
小
平、
張
春
橋、
喬
冠
華
ら
の
新
旧
実
権
派
は、
こ
れ
ら
指
導

者
の一
連
の
演
説
を
読
ん
で
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に、
き
わ
め
て
リ

ア
ル
な
現
実
認
識
と
オ
ー
ソ
ドッ
ク
ス
な
革
命
官
僚
と
し
て
の
し
た
た

か
さ
を
有
し
て
お
り、
中
国
の
将
来
を
担い
得
る
能
力
を
す
で
に
十
分

に
身
に
つ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る。

そ
し
て
最
後
の、
し
か
し
もっ
と
も
重
要
な
要
因
は、
今
日
の
中
国

が
置
か
れ
て
い
る
客
観
的・
歴
史
的
な
環
境
で
あ
ろ
う。
こ
の
点
で

は、
昨
年一
月
の
第
四
期
全
国
人
民
代
表
大
会
に
お
け
る
周
恩
来
政
治

こ
の
よ
う
な
遠
大
な
戦
略
を
主
導
し
つ
つ
あっ
た
七
O
年
前
半の
周

恩
来
を
見
て
い
た
と
き、
多
く
の
専
門
家
は、
も
し
も
周
恩
来
が
毛
沢

東
の
死
に
先
立っ
た
な
ら
ば、
中
国
に
とっ
て
は
き
わ
め
て
困
難
な、

あ
る
い
は
不
幸
な
事
態
が
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
予
想
し
た
も
の
で

あっ
た。
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今
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も
んア
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路
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を
基
本
に
踏
襲

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に、
現
代
中
国
の
内
政・
外
交
の
キ
l・
パ
i
ソ
ン

と
し
て
の
周
恩
来の
役
割
り
は
大
ぎ
かっ
た
と
い
え
る
が、
し
か
し、

今
回、
周
恩
来の
死
に
直
面
し
て
中
国
の
将
来
を
展
望
す
る
な
ら
ば、

周
恩
来
な
き
中
国
に
当
面、
急
激
な
変
化
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る。
も
と
よ
り、
周
恩
来一
流
の
政
治
的
芸
術の
欠
在
に
よっ
て、

中
国
の
内
政・
外
交
に
潤
滑
油
を
欠い
た
機
械の
よ
う
な
硬
さ
が
出
て

く
る
か
も
し
れ
な
い。
だ
が、
そ
う
し
た
懸
念
に
も
か
か
わ
ら
ず、
当

面
の
中
国
の
基
本
方
向
に
は
大
き
な
変
化
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る。

そ
の
第一
の
理
由
は、
中
国
の
内
政
面
に
お
け
る
拘
束
要
因
が、
迫

り
く
る
毛
沢
東
以
後
の
時
代
を
前
に
し
て
大
き
く
作
用
し
は
じ
め
て
い

る
こ
と
で
あ
る。
最
近
の
「
批
林
批
孔」
運
動
か
ら
「
水
幣
伝」
批

判、
教
育
革
命
論
争へ
の
プ
ロ
セ
ス
に
も
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
に、
今
後

の
中
国
に
も
「
潮
流」
と
「
反
潮
流」
の
角
逐
が
つ
づ
く
で
あ
ろ
う

が、
そ
れ
ら
の
起
伏
も、
結
局
は、
中
国
が
こ
こ
当
分
は
「
安
定
団

結」
と
い
う
基
調
に
お
い
て
毛
沢
東
以
後の
時
代へ
移
行
し
て
ゆ
か
ね

報
告
が
示
し
た
よ
う
に、
圏
内の
工
業
化、
農
業
の
近
代
化・
機
械
化

を
中
心
と
す
る
現
代
的
な
経
済
体
系
の
整
備、
建
設の
方
向
が、
今
日

の
中
国
に
とっ
て
は、
も
は
や
後
戻
り
の
で
き
な
い
社
会
的・
国
家
的

要
請
で
あ
る
こ
と
を
冷
静
に
見
極
わ
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

こ
の
よ
う
な
社
会
的・
国
家
的
要
請
こ
そ、
今
日
の
中
国
の
客
観
的

・
歴
史
的
な
環
境に
規
定
さ
れ
る
の
で
あっ
て、
こ
う
し
た
現
実
は、

来
る
べ
き
毛
沢
東
の
死
を
も
含
め
て、
い
ま
や
偉
大
な
指
導
者
の
個
性

を
超
え
て
中
国
の
将
来
を
方
向
づ
け
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う。
こ
の
よ
う
な

社
会
的・
国
家
的
要
請
は、
中
国
の
対
外
関
係
を
よ
り
聞
か
れ
た
安
定

性
に
お
い
て
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
し、
す
で

に
中
国
の
対
外
貿
易の
八
十
五パ
ー
セ
ン
ト
が
日
本、
ア
メ
リ
カ、
西

欧
な
ど
西
側
諸
国
を
相
手
と
す
る
よ
う
に
変っ
て
い
る
貿
易
構
造一
つ

を
とっ
て
み
て
も、
こ
の
よ
う
な
方
向
を
くつ
が
え
す
こ
と
は
困
難
で

あ
ろ
う。

陳
楚・
駐
日
大
使
が
帰
国
し
た
ま
ま
は
や
三
カ
月
以
上
に
わ
たっ
て
・

帰
任
せ
ず、
グ
ロ
ム
イコ
・
ソ
連
外
相
の
来
日
時
に
も
不
在
で
あっ
た

こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に、
中
国
の
内
政・
外
交
に
は、
ま
だ
ま
だ
曲

折
も
起
伏
も
あ
る
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
基
本
的
に
は
「
周
思
釆
な
き

周
恩
来
路
線」
こ
そ、
後
継
指
導
者
層
が
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
偏
差

値
を
超
え、
踏
襲
すベ
ぎ
方
向
だ
と
息
わ
れ
る
の
で
あ
る。

AV
A噺
A’
AV
AV
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