
中

国

の

世

界

認

識

と

外

交

路

線

序
ーー
わ
が
国
を
め
ぐ
る
国
際
環
境

一
九八
0
年
代
を
迎え
る
に
あ
たっ
て
わ
が
国
をと
り
ま
く
国
際
環

境
を展
望
し
て
み
る
と、
極め
て
大
き
な
圃
際
関
係の
変
動
を
看
取せ

ざ
る
を
得
ない。

そ
れ
は
特に、
咋七
八
年八
月の
日
中
平
和
友
好
条
約の
締
結と
樹

前
後
し
た、
中
越
関
係の
悪化、
七
九
年一
月
か
らの
米
中
国
交正
常

化、
そ
し
て
七
九
年
春の
中
越
戦
争
とい
うアジ
ア
の
国
際
関
係の
大

き
な
変動の
中で、
と
の
とと
ろ
アジ
ア
に
お
け
る
ソ
迎の
原
市げ
的プ

レ
ゼ
ン
ス
が
増
大
し
てい
る
とい
う
現実と
なっ
て
あ
ら
わ
れ
て
い

る。
そ
うし
た
な
か
で
の
最
近のモ
ン
デlル
米
副
大
統
領の
訪
中や

近い
将
来に
予
定
さ
れ
てい
る
ブ
ラ
ウン
国
防
長
官の
中
国
訪
問に
見

司長

中

ii！鳥

嶺

雄

ら
れ
る
よ
うに、
そ
し
て
ま
た、
ζ
の一
O
月
中
旬
か
らモ
ス
ク
ワ
で

開
催
さ
れ
てい
る
中ソ
次
官
級
会
談の
開
催に
み
ら
れ
る
よ
うに、
ア

ジ
ア
社
会
全
体が
イ
ン
ドシ
ナ
情
勢を
中
心
と
し
て
極め
て
流
動
的
な

情
勢に
あ
る
反
面、
と
う
し
た
アジ
ア
の
流
動
化
を
巡
る
大
国の
国
際

政
治に
お
け
る
磁
執も
極め
て
織
烈
な
もの
が
あ
る
とい
え
よ
う。．
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て
戦
後
国
際
関
係と
八
0
年
代

一
九八
0
年
代
を
迎
え
る
に
当
たっ
て、
い
まとζ
で
戦
後
凶
際
関

係
を
振
り
返っ
て
み
る
と、
い
ず
れ
も
各
年
代
ボに
は
その
次
の
年
代

を
主
噂
する
よ
う
な
国
際
的
都
件
が
起と
っ
てい
ると
と
に
気
が
つ

く。
と
れ
は
単
な
る
偶
然と
はい
え
ない
よ
うに
思
わ
れ
る。
そ
れ
は、

国
際
関
係の
変動
が、
ほ
ぼ一
O
年
単
位と
やっ
尺
度
を
とっ
た
時に、
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一
つ
の
新しい
国
際
関
係の
形
成
か
ら、
その
次
に
必
ずで
て
く
る
矛

盾・
札
帳、
そ
れ
を
調
整し
よ
うと
す
る
動
き、
そ
し
て
その
破
滅あ

るい
は
決
定
的
変
化とい
うサ
イ
クル
が、
ほ
ぼ一
O
年
単
位の
時
間

的
成
熟の
な
か
で
完
成さ
れ
得る
とい
うあ
る
陪の
H
宿
命H
に
白
米

す
る
の
か
も
し
れ
ない。
と
も
か
くと
と
で
振り
返っ
て
み
る
と、
第

二
次
大
戦
前の
と
と
はさ
て
お
い
て、
第a目
次
大
峨
後
も一
九四
八、

九
年とい
う
年
代
末に
は、
次の
五
0
年
代
を
9
1
ド
す
る
よ
う
な
重

要
な
国
際的
事
件
が
起と
っ
てい
る。
す
なわ
ち、
ヨ
ーロ
ッパ
を
中

心
と
す
る
冷
戦の
深
化
は、
四
八
年の
N
A
T
O
の
形
成、
そ
し
て
四

九
年の
アジ
ア
に
お
け
る
中裕人
民
共
和
国の
成
立、
や
が
てと
れ
ら

の
問
題
を
巡っ
て
東
西
冷
戦は
さ
らに
激
化
し、
五
0
年
代
初
頭の
朝

鮮
戦
争に
示
さ
れ
る
よ
うに、
い
わ
ば
冷
戦
体
制
が
本
格
的に
幕
開け

し
てい
っ
たの
で
あっ
た。

と
うし
て
戦
後
冷
戦と
し
て
位
置づ
け
ら
れ
る五
0
年
代も、
し
か

b
な
が
ら
年
代
末に
な
る
と
そと
に
重
要
な
変
動
が
生じ
て
き
た。
一

枚
岩
と
思わ
れ
た
中ソ
問に
は
すで
に
潜在
的に
中ソ
対
立
が
発
生し

てい
たの
で
あ
り、
そ
れ
は一
九五
八
年の
中
間の
人
民
公
社、
「
大

躍
進」
政
策の
よ
う
な
急
進
的
な
社
会
主
策
路
線へ
の
低
換に
伴っ
て

すで
に
中ソ
の
認
事
防
衛
抗
争と
も
な
り、
一
九五
八
年の
台
湾
海
峡

の
危
機を
巡
る
中ソ
の
戦
略
よの
対
立
は、
や
が
て五
九
年の
ソ
週に

よ
る
中ソ
新
軍
事
協
定
破
棄とい
う
深
刻
な
事
態
を
も
た
ら
し、
そ
れ

以
後、
中
国
は
自
力
吏
生の
核
開
発へ
の
衝
動
を
強めつ
つ
ソ
連と
の

対
立
を
深め
てい
っ
たの
で
あ
る。

と
の
と
と
は、
現
象
的に
は
すで
に
五
九
年の
中
印
国
境
紛
争に
お

け
る
中ソ
の
池
袋
と
なっ
てい衣に
も
除々
に、
そのべ
lル
を
透か
し

て
見え
てい
たの
で
あ
る
が
iー
もっ
と
も、
わ
が
国の
革
新
努
力
は

お
し
なべ
て
中ソ一
枚
岩の
問
結とい
う
神
話に
と
ら
わ
れ
てお
り、

と
う
し
た
兆
候
を
認め
よ
う
と
し
な
かっ
た
111一
方ソ
連は、
そ
う

し
た
中ソ
関
係の
恋
化
を
尻
同に、
い
わ
ば
平
和
共
存
路
線の
象
徴
的

なハ
プニ
ン
グ
と
し
ての
米ソ
キャ
ン
プ
デ
1ピ
ッ
ド
首
脳
会
談（五

九年九月）
へ
と
進
ん
でい
っ
た。
と
う
し
て
京
商
冷
戦は
そ
の
内
部

に
中ソ
対
立
とい
う
新しい
問
題
を
は
ら
みつ
つ、
や
が
て
六
0
年
代

の
国
際
政

治
を
多
傾
化の
時
代と
し
て
展
望
し
う
る
と
と
を
可
能に
し

た
わ
けで
あ
る。

と
う
し
て
米
中ソ
の
三
固に
よ
る
多
極
化と
そ
し
て
特に
五
八、
九

年に
は、
ヨ
ーロ
ッ
パ
が
ドゴ
lル
の
フ
ラン
ス
の
政
治
的
台
頭
を
主

軸にヨ
ーロ
ッ
パ
共
岡
市
場（EEC）
を
形
成
し、
米
中ソ
そ
し
てヨ

ーロ
ッ
パ
とい
う
多
掩
的
な
国
際
政
治の
展
開が
六
0
年
代
を
主
導
す

る
の
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら、
六
0
年
代
末に
は、
ア
メ
p
カ
は
そ

う
し
た
国
際
環
境の
中で
自
らの
位
界政
策の
破
綻
を
認め
ざ
る
を
え

－な
く
なっ
た。
す
な
わ
ち
六
八
年の
ジョ
ン
ソ
ン
大
統
領に
よ
る
イン

ドシ
ナ
北
爆
停
止
声
明に、
そ
れ
は
や
が
て
六
九
年のニ
クソ
シ
大
統

領に
よ
る
グ
アム・
ド
クト
Pン（
ニ
クyy・
ドクトpy）
と
なっ

て
アジ
ア
の
国
際
関
係に
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
す
契
機と
なっ
た。

ニ
クソ
ン・
ド
ク
ト
py
は、
い
わ
ば
ア
メ
リ
カ
の
アジ
ア
か
らの

撤
退
を
規
定
しつ
つ、
同
時に
六
0
年
代に
経
済
成
長
を
遂
げ
た
日
本
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の
アジ
ア
に
お
け
るコ
ミッ
ト
メン
ト、
日
本の
地
位の
増
大
を
国
際

的に
も
クロ
ーズ
アッ
プ
させ
た
の
で
あ
る
が、
と
の
と
と
は
六
九
年

の
佐
藤
lニ
ク
ソン
声
明（日
米共同
声明）
に
よっ
て
示さ
れ
てい
た

と
お
り
で
あ
るJ
そ
し
て、
佐
藤
lニ
クソ
ン
声
明にい
わ
ゆ
る
極
東

条
項
が
取
り
入
れ
ら
れ
たと
と
に
よっ
て、
ア
メ
リカ
の
アジ
ア
か
ら

の
撤
退へ
の
い
わ
ば
政
治
的・
経
済
的
川
代
り
を、
日
本が
針む
と
好

ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず、
せ
ざ
る
を
得ない
状
況
が
そζ
に
存
花し

て
く
る。
ニ
ク
ソン・
ド
ク
ト
pン
は、
や
が
て
中
国へ
の
接
近
を
そ

の
延
長
線上
に
も
た
ら
し
た。

と
う
し
て
アジ
アの
国
際
関
係
が
流
動
化
する
反
面、
ソ
辿はい
わ

ゆ
る
アジ
ア
柴
田
安
保
拙怨
を
六
九
年に
打
ち
出
し、
い
わ
ば
中
国
封

じ
込め
体
制と
し
ての
ソ
辿の
対アジ
ア
戦
略
を
制
極
化
さ
せ
て
く

る
その
と
ろ
中
国
は、
文
化
大
革
命の
激
励
を一
応
収
拾し
た
中
間

共
産
党
九
全
大
会
を
転
機（六
九年四月）
に
外の
世
界と
の
関
係
を
大

い
に
発
反さ
せ
る
方
向を
辿り
始め
る。
す
な
わ
ち、
文
化
大
革
命と

い
う
強
烈
な
自己
運
動
を
展
開し
てい
た
中
国に
よ
う
や
く
外の
世
界

を
視る
余
絡
がで
き
て
き
た
と
もい
え
るの
で
あ
る。
ζ
う
し
た
六

八、
九
年の
国
際
関
係の
諸
事
件は、
や
が
て
七
0
年
代のい
わ
ゆ
る

緊張
縄
和の
時
代
を
主
導し
てい
っ
た
と
思わ
れ
る。

ニ
ク
ソン
大
統
領の
中
国
訪
問に
よ
る
米
中
接
近
は、
まさ
に
緊
張

緩
和の
象
徴
的
な
出
来
事と
し
て
アジ
ア
を
吹
き
抜
けてい
っ
た
感
が

あっ
た。
一
方、
米
中
接
近
を
受
け
入
れ
る
中
間の
変
化は、
い
う
ま

で
も
な
く
中ソ
冷
戦と
も
思わ
れ
る
中ソ
対
立の
深
刻
な
発
肢
を
背
景

l 

に
し
てい
た
の
で
あっ
て、
ζ
う
し
た
中で
七
0
年
代の
国
際
関
係
が

規
定
さ
れ
て
き
た
とい
え
よ
う。

し
か
し、
与
え
て
み
る
と、
い
わ
ゆ
る
緊張
緩
和の
図
式
は、
は
た

し
て
アジ
ア
に
お
い
て
妥
当
し
得
る
もの
で
あ
ろ
うか
？
そ
も
そ
も

緊張
緩
和とい
う
概
念
自
体
が、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
発
生し
たス
マ
ー
ト

な
同
際
関
係の
概
念で
あ
ると
と
に
み
ら
れる
よ
うに、
均
質
的
なヨ

ーロ
ッ
パ
的
国
際
秩
序
開
5
8
2ロ・ωg芯・ω
35g
の
国
防
体
系

が、
国
家と
社
会の
ほ
ぼ
均
質
的
な
発展、
社
会
的
な
安
定、
現
状
維

持と
平
和
共
存の
制
度
化
など
の
内
節
要
閣に
よっ
て
支
え
ら
れ
てい

るヨ
ーロ
ッ
パ
と
は
遮っ
て、
アジ
ア
は
今
日
なお
あ
ま
り
に
も
流
動

的
な
状
況
に
置
か
れ
てい
る。
そ
れ
は、
民
族、
宗
教、
言
語、
文
化

等身
の
社
会
的
民
線
的
問
嗣に、
イ
デ
オロ
ギ
ー
的
対
立
が
加
わ
り、

あ
るい
は
本
命
路
線
をめ
ぐ
る
角
逐に
よっ
て
も
状
況
が
た
ち
ま
ち
流

動
化
する
よ
うに、
アジ
ア
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
緊張
緩
和
を
長
期

的に
成
り
立
た
せ
る
条
件
が
存
在
し
てい
なかっ
た
よ
うに
思わ
れ
る

の
で
あ
る。

そ
う
し
た
状
況の
中で
の
大
国
聞の
緊張
緩
和
は、
遂に
アジ
ア
に

お
け
る
大
国の
向
辺
諸
嗣や
各
地
岐に
か
えっ
て
緊張
を
し
わ
寄せ
さ

せ
た
の
で
あっ
た。
今日の
中
岡と
イ
ン
ド
シ
ナ
半ぬの
関
係
は
その

典
型
で
あ
ろ
う。
考え
て
み
る
と、
七
0
年
代
初
頭の
緊張
緩
和とい

う
もの
は、
中ソ
冷
峨
とい
う
中ソ
関
係の
深
刻
化に
よっ
て、
かつ

ての
五
O
午
代の
点
阿
冷
戦の一
方の
何で
あ
る
中ソ
関
係、
す
な
わ

ち
東
西の
ポ
側
の一
つ
の
サ
プ
シ
ス
テム
で
あ
る
中
国
が
ア
メ
リカ
側
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,, に
接
近
し
たと
と、
つ
ま
り
冷
戦
構
造の
サ
ブシ
ス
テム
の
転
移で
あ

っ
て、
そ
の
と
と
に
よっ
て
遂に
ソ
迎の
アジ
ア
戦
略、
つ
ま
り
中
国

封
じ
込め
戦
略
ない
し
はソ
速の
対
米
戦
略
は、
よ
り
大
き
く
刺
激
さ

れ
活
発
化
し
て
き
たの
で
は
な
かっ
た
か。

と
の
よ
う
な
状
況の
な
か
で一
九七
八、
七
九
年と
は、
非
常に
刺

激
的
な
国
際
関
係の
土
壊の
中に
あっ
た
とい
うζ
と
がい
え
る
よ
う

に
思わ
れ
る。
そ
うし
た
中で
た
ま
た
ま、
日
中
関
係
は、
日
中
平
和

友
好
条
約の
締
結を、
ま
さに
日
中
間の
戦後
処
理
案
件と
し
て、
七

九
年八
月に
最
後
的に
結
泊さ
せ
たの
で
あ
る。
思えば、
日
中
関
係

の
改
仙台
がと
れ
ほ
ど
に
も
遅
れ
て
し
まっ
たと
と
は
大
変
残
念
なと
と

で
あっ
て、
私
など
の
よ
うに、
一
貫
し
て
日
中
関
係の
正
常
化を
提

唱
し
てい
た
者か
ら
すれば、
その
日
中
関
係の
最
後の
仕
上
げ
が
非

常に
起
れ
て
し
まっ
た
ため
に、
遂に
そ
れ
は
単に
日
中二
国
聞の
戦

後処
到
案
件と
し
ての
み
で
は
済
ま
さ
れ
ない
立
味を
もっ
て、
ζ
の

流
品川
的
なアジ
ア
情
勢の
中で
の
き
わ
め
て
現
状
変
更的
な
問
題と
し

て
提唱
さ
れ
ると
と
に
なっ
たとい
わ
ざ
る
を
得
ない。
つ
ま
り
日
中

平
和
友
好
条
約
は
日
中二
国
間の
関
係と
し
て
は、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
戦後処
理
案
件で
あっ
た
け
れ
ど
も、
し
か
し
な
が
ら、
今
日の
ア

ジ
アの
同
際環
境の
中で
考え
れば、
そ
れ
は
位
界の
第二
の
経
済
大

同とい
わ
れ
る
日
本が、
アジ
ア
の
最
大の
叙
事
大
聞で
あ
る
中
間と

反
覇
権条
項
とい
う、
つ
ま
りソ
連の
世
界
戦
略に
と
っ
て
最
も
刺
激

的
な条
項
を
容
れ
て
関
係を一
挙に
強
化し
よ
うと
し
たと
と
なの
で

あっ
て、
そ
れ
は
も
は
や
戦後
処
理
案
件と
し
ての
意
味以
上
の
間
際

k外交�f聖中国の1吐界甥

的
影
響
を
もっ
た
問
題に
なっ
てい
た
とい
わ
な
け
れば
な
ら
ない
の

で
あ
る。

そ
の
と
と
が、
中
国の
周
辺
諸
国、
た
と
え
ば
すで
に
北
方の
脅
威に

曝
さ
れ
中
国
か
らの
援
助
を
凍
結
さ
れ
てい
たベ
ト
ナム
に
たい
し、

そ
し
て
社
会
主
持
革
命を
述
成し
たば
か
り
で、
園
内
的に
峨々
な
深

刻
な
問
題
を
もっベ
ト
ナム
に
たい
し
て
如
何
な
る
イシパ
ク
ト
を
与

え
た
で
あ
ろ
う
か
？
お
そ
ら
く、
ベ
ト
ナム
は
中ソ
等
距
離
を
志
向

bつ
つ
も、
昨
年の一
一
月とい
う
時
点で、
ソ
越
友
好
条
約
を
結
ぶ

と
と
に
よっ
て、
当
面ソ
辿の
戦
略
的
市
門に
下
る
次官制労
を
示し
た
ζ

’
Jh
t
カ
ツ
iv
’
y

と
は、
日
中
関
係の一
つ
の
屯
安
なハ
ネ
返
りで
あっ
た
とい
わ
な
け

れば
な
ら
ない。
ま
た、
ソ
述は、
反
制
概
条
項
を
受
けい
れ
た
わ
が

国に
たい
す
る
w
対
日
報
復H
を、
あ
る
意
味で
は
極め
て
長
期
的・

戦
略
的に、
アジ
ア
全
体の
戦
略
構
図の
中で
考え
た
と
もい
え
る
わ

けで、
む
近のエ
トロ
フ、
ク
ナ
シ
リ
岡
山同
か
らハ
ポマ
イ
ぬに
．奇心
る

ソ
迎の
軍hw
必
地
化、
あ
るい
はベ
ト
ナム
の
カ
ム
ラ
ン
内や
ダガ
ン

港
そ
れ
か
ら
北
朝
鮮の
続
休
港に
至
る
よ
う
念ソ
連の
海
洋
軍
事戦
略

の
鉱
火、
そ
し
て
矯
母、、、
ン
ス
クの
川
本
悔
北上
に
示
さ
れ
る
よ
う
な

ソ
述の
ア
ジ
アへ
の
関
心の
尚
ま
りと
川
本
示
威
行
動
は、
と
うし
た

門
中以
後の
ア
ジ
ア
的
努の
大
き
な
比
置の
変
化と
無
関
係で
は
ない

よ
うに
思
わ
れ
る。

さてョ
そ
う
し
た
中で、
中
越
戦
争が
起と
り、
そ
し
て一
方、
米

中
国
交正
常
化が
進
ん
だ。
ζ
のζ
と
は、
つ
ま
り、
七八、
七
九
年

に
起と
っ
たと
れ
らの
出
米
市
は、
や
が
て八
0
年
代の
間
際
関
係
を
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非
常に
流
動
的
な、
まさ
に
新しい
冷
戦と
し
ての
クlル・
ウォ
l

（生ぬるい
殺争）
と
も
思わ
れ
る
よ
う
な
状
況へ
と
導ぴ
きつ
つ
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
うか。
し
か
も、
そ
うし
た
情
勢の
中で、
米
中ソ
の

三
大
国
は、
そ
れ
ぞ
れの
戦
略
的
意
図
を
もっ
て
活
発
な
外
交
攻
勢を

展
開し
てい
る。
すで
に
事
態
はと
ζ
ま
で
き
てい
るの
で
あ
り、
わ

れ
わ
れの
アジ
ア
認
品、
国
際
情
勢認
識の一
つ
の
試
練
もと
の
点に

あ
る
の
で
あ
る
が、
その
よ
う
な
摩
擦
糊に
お
い
て八
0
年
代
を
展
望

し
な
け
れば
な
ら
ない
ほ
ど
今
日の
国
際
的
努は
厳しい
展
開
を
遂
げ

てい
る
とい
え
るの
で
は
ない
か。

さ
て、
そ
う
し
た
状
況の
中で
八
0
年
代
初．政に
わ
が
闘に
とっ
て

最も
深
刻
な
問
題に
な
る
か
も
し
れ
ない
と
と
の一
つ
は、
最
近の
ア

メ
p
カ
社
会の
著しい
危
機で
あ
る。
つ
ま
り
公
定
歩
合
を一
二
%に

ま
で
引
きk
げ
な
け
れば
イン
フレ
を
防
止
で
き
ない
よ
う
な
状
況、

そ
れ
は
ま
た
同
時
に
ア
メ
リ
カ
の
アジ
ア
に
お
け
る
敗
北以
来の
ア
メ

P
カ
の
内
外に
お
ける
リ
ー
ダ
ー
シッ
プ
の
樹立
失、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ

社
会
内
部に
お
け
るい
わ
ゆ
る
東
部エ
ス
タブ
pッ
シュ
メン
ト
の
崩

按と
も
思わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
解体
現象の
中で、
ア
メ
p
カ
が
社
会

的
に
危
機に
陥
れば
陥
る
ほ
ど、
ア
メ
リ
カ
の
中に
対ソ
者
威
論
が、

かつ
て
の
五
0
年
代の
冷
戦
時
代の
亡
霊の
よ
うに
再
び
増
大
し
てい

る
と
と
で
あ
る。
私
はつ
い
最
近
もワシ
ン
ト
ン
で
の
アジ
ア
の
安
全

M
V

 

．
．

 

，
，

，．，
，
イザ
－y
・
＆司
，
シ
シ

保
障に
関
する
会
議（大
西
洋評議会の
会
滋）
に
出
席し
た
が、
そと
で

の
論
争
点
！
私の
意
見と
最
も
進っ
た
所は、
ア
メ
p
カ
がソ
述の
脅

威
を
非
常に
強
調
する
半
面、
－m・
開
を
箪
市的
に
も
脊成
し
よ
うとい

、

う
姿
勢を
ア
メ
リ
カ
の
政
策
決
定
者た
ち
や
その
周
辺にい
る
ブレ
ー

ン
ト
ラス
ト
が
強
く
保持
し
てい
ると
と
に
関
する
問
題で
あっ
た。

ア
メ
p
カ
は、
た
と
え
ば、
最
近の
キュ
ーバ
に
必
ける
ソ
連
部
隊の

駐
留
問
題に
対
する
ア
メ
P
カ
議
会の
反
応に一木さ
れ
る
よ
う
に、
自

らの
内
外に
お
け
る
リ
ー
ダ
ーシ
ッ
プ
の
喪
失の
反
作
用と
し
て、
ま

さ
に
ソ
迎の
迫
り
来る
軍
事
的・
戦
略
的
脅
威の
増
大と
い
う
点に
彼

ら
の
最
大の
関
心
が
あ
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
の
であっ
て、
そ
う

し
た
状
況
か
ら
で
て
く
る
選
択
は
米・
日・
中とい
う
太
平
洋
横
断
的

な
連
携を
削に
政
治的の
み
な
ら
ず
軍
事
的
に
も
強め
よ
うとい
う
衝

動
で
あ
る
よ
うに
思
わ
札
た。
た
ま
た
ま、
私
が
州
国
後の一
O
月三

吋
－d
－
P

J
2

日
付
『ニ
ュ
ー
ヨー
ク・
タイ
ム
ズ』
は、
国
防総
省
が
今
日の
中
国

を
軍
事
的に
文
按し
よ
うと
する
秘
密
計
画
を
作
成
中で
あ
る
とい
う

衝
撃
的
な
暴
露
を
行
なっ
た
わ
け
で
あ
る
が、
近い
将
来の
プ
ラ
ウ
シ

国
防
長
官の
訪
中、
や
が
て
次
期
大
統
領の
訪
中とい
う
状
況
の
中

で、
と
うし
た
衝
動
が
当
面さ
ら
に
強
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
だ

と
す
れ
ば、
その
問
に
挟
ま
れ
てい
る
わ
が
国
が
とっ
た
外
交
的
選
択

は、
日
本
が
中
国と一
緒に
なっ
て
ソ
連に
対
抗
する
た
め
に
反
覇
権

連
合
l反ソ
寧
帯
同
盟と
し
ての
日
中
平
和
友
好
条
約
を
締
結
し
た
わ

けで
は
ない
の
で
あ
る
か
ら、
と
う
し
て
日
米
聞
で
の
非
常に
深
刻
な

新しい
矛
店と
し
て
拙
か
れ
る
よ
うに
思わ
れ
る。

h
Mさ
念

さ
て、
と
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
誘い
を
中
国
は
ど
の
よ
うに
受
け
止

め
よ
うと
し
てい
る
の
で
あ
ろ
う
か。
中
国
自
身、
そ
うし
た
ア
メ
9

カ
か
らの
術
事
提
携へ
の
辺に
たい
へ
ん
強い
関
心
を
示
し
てい
る
よ
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� 
中国のl吐界d宮践と外交路線

うに
恩わ
れ
ると
と
は、
す
で
に
米
中
接
触の
数
多くの
断
聞
か
そ
れ

を
証
明
し
てい
る
とと
ろ
で
あ
る。
し
か
も
中
国
は
過
般の
中
越
戦
争

に
よっ
て、
中
国の
通
常
兵
力
がベ
ト
ナム
側
よ
り
も
遥
かに
劣っ
て

い
たと
と
を
非
常に
深
刻
な
教
訓と
し
て
感じ
てい
る。
今
日の
「
四

つ
の
現
代
化」
が、
特に
軍
事
技
術、
国
防の
増強とい
う
点に
主
眼

が
置か
れ、
そ
し
て
世
界の
最
新
武
誌
を
購
入
すると
と
に
中
国の
当

面の
関
心
が
あ
る
ζ
と
はい
う
ま
で
も
ない。
そ
れ
は一
つ
に
は、
戦

後の
冷
戦
時
代つ
ま
り
中ソ
の
友
好
時
代に、
中
国
がソ
迎か
ら
供
給

さ
れ
た
武
器
体
系が、
今日の
国
際的
な
軍
事力に
立
ち
遅
れ
て
し
ま

っ
た
とい
う
問
題、
そ
し
て
た
と
えば、
ミ
グ
ロ、
ミ
グ
凶
に
し
て
も

そ
うで
あ
る
が、
と
れ
らの
ソ
辿型の、
つ
まりワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
型

の
兵
総
体
系を
更
新し
な
け
れば
な
ら
ない
とい
う
時
期に、
今、
中

国
が
き
てい
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
ア
メ
pカ
は、
中
国の
そ
う
し
た

状
況
を、
開
防
総
行も
ア
メ
uy
カ
のピ
ッ
グ・ピ
ジ
ネス
も
院
みつ
つ、

と
の
際中
国
が
両側の
武
線
休
系つ
ま
りN
A
T
O
タ
イ
プ
の
武
獄
体

系に
入
ると
と
を
欲
し
てい
る
の
で
あっ
て、
当
面ア
メ
リカ
は
中
国

に、
い
わばρ
1
ド
な
武
球
体
系
｜
職
事や
戦
闘
機や
戦
艦
を
瓜
媛
売

却し
た
り
援
助
し
た
り
すると
と
は
ない
に
せ
よ、
い
わば、
ソ
フ
ト

念
形
で
の
沼
市
的・
技
術
的
な
援
助に
よっ
て
iー
た
と
えば、
海
底

油
田
探
索
装
置へ
の
ア
メ
Pカ
の
技
術
的
念
援
助が、
その
ま
ま
対
滋

水
艦
探
索
装
胞に
転
移で
きる
とい
うよ
う
な
形
｜！と
うい
う
形
で

の
ア
メ
pカ
の
中
国へ
と
その
触
手
が
動い
てい
ると
と
を
否
定で
き

ない。

ζ
の
ζ
と
はい
う
ま
で
も
な
く、
今
日の
ア
メ
pカ
に
とっ
て
最
大

の
悪
夢
で
あ
る
中ソ
の
和
解へ
の
懸
念
が
強い
だ
けに、
武
器
体
系を

も
ア
メ
リカ
の
側に
結びつ
け
て
お
けば、
中
国
は
中ソ
和
解へ
と
動

きに
くい
で
あ
ろ
うとい
うア
メ
Pカ
の
狙い
で
あ
る
よ
うに
恩わ
れ

る。
すで
に
ア
メ
pカ
は、
ニ
ク
ソン
訪
中の
時に
中
固に
通
信
衛星

施
設
を
置い
て
きて
お
り、
そ
し
て、
中
国
は
国
際商
業
通
信
衛
星
機

構に
加
入し
たと
と
に
よっ
て、
中
国の
情
報
空
間
を
ア
メ
Hカ
は
す

で
にコ
γ
トロ
ール
し
うる
態
勢に
なっ
てい
る
だ
けに、
さ
ら
に
そ

う
し
た
武
援
体
系を
も、
ア
メ
uyカ
が
自
らのコ
ン
トロ
ール
の
下に

置
き
たい
とい
う
狙い
を
もっ
てい
る
ζ
と
を
否
定で
き
ない
の
で
は

ない
か。

一
方
中
国
は、
最
近の
菜
園鋒のヨ
ーロ
ッ
パ
訪
問
が
示
し
てい
る

よ
うに、
イ
ギ
リス、
フ
ラ
ン
ス
あ
るい
はユ
ーゴ
ス
ラ
ビ
ア
か
らの

兵
探の
購
入
を
も
ωロ
ん
でい
る
わ
け
で
あっ
て、
た
と
え
ば
垂
直
離
泊

陸
戦
闘
機ハ
リ
ヤ
l
の
附
人
を
イ
ギ
リス
か
ら
希
望
し
て
い
る
よ
う

に、
ζ
れ
らの
危
険
な
情
勢が
今
日の
わ
が
国
を
と
り
ま
く
国
際環
境

の
中で
進
ん
でい
る
が
態
を
私
た
ち
は
十
分に
見つ
め
てい
か
な
け
れ

ば
な
ら
ない
の
で
あ
る。

つ
ま
り、
米・
日・
中の
反ソ
軍
事
同
盟
形
成へ
の
危
険
な
選
択
を

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず、
わ
が
国
が
迫
ら
れつ
つ
あ
る
と

い
う
大
き
な
潮
流の
科在
をい
ま
や
否
定
する
と
と
は
で
き
ない
の
で

あ
る。
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ニ、
中
国の
世
界
認
識の
変
遷

と
う
し
た
刺
激
的
国
際関
係に
当
面し
て、
従
来
中
固に
まつ
わっ

てい
たあ
る
積の
神
話は
大
き
く
崩れつ
つ
あ
る
よ
うに
恩わ
れ
る。

そ
れ
は、
文
化
大
革
命
が
まさに
大い
な
る
虚
妄で
あっ
たと
と、
そ

し
て
今円
中
国
は、
文
化
大
革
命
ない
し
は
毛
沢
東
路
線
を
決
定
的に

転
換
しよ
うと
してい
る
ζ
と
に
も
明
ら
か
な
よ
うに、
中
国に
対
す

る
問
定
観
念
は
今
や
音
を
た
て
て
崩
壊し
て
し
まっ
た。
し
か
も
過
般

の
中
越
戦
争
に
み
ら
れ
る
よ
うに、
中
国
自
身
が
自
らの
国
際秩
序
が

脅か
さ
れ
る
と
考え
た
時に
は、
社
会
主
義の
同
胞
を
も
軍
事
的に
制

陀
する
とい
うと
の
中
国の
対
外
認
臓は、
一
体ど
の
よ
う
な
巾
国の

惟
界
観か
ら
噂か
れ
るの
で
あ
ろ
う
か？
と
の
と
と
を
理
解す
る
た

め
に
は、
や
は
り
戦後
中
国の
世
界
認
臓の
変
遷
を
た
ど
る
必
要
があ

ろ
う。その

前
提と
し
てい
え
るζ
と
は、
中
国の
対
外政
策
は、
ほ
ぽ一

況して
中
国の
対
内
却
鴻つ
ま
り
国
内
政
策と
非
常に
筋
接
な
相
関
関

係
を
もっ
てい
る
ζ
と
で
あ
る。
そ
し
て、
今
日に
至
る
建
国一こ
O
年

の
中
国の
対
内
政
策
を
考え
て
み
る
と、
そ
れ
は
ほ
ぼ
五
年
間
隔
を
も

っ
て
グ
穏
歩H
と
グ
急
進d
の
サ
イ
クル
を
描い
て
き
た
と
い
え
よ

。Aノま
ず、
四
九
年の
建
国
か
ら五
五
年
後
半の
急
激
な
農
業
集
団
化に

至
る
まで
1！と
の
時
期除、
革
命と
内戦に
疲
弊
し
た
中
国
を
復
興

し、
そ
して
中
国
が
朝
鮮
戦
争
に
当
面し
な
が
ら
も、
や
が
て
朝
鮮
戦

争
で
民
族の
団
結
を
固め、
そ
し
て
朝
鮮
戦
争の
終
結と
と
も
に、
第

一
次五ヵ
年
計
画
を
中
心
と
する
社
会
主
義
改
造に
乗
り
出
し
てい
っ

た
時
期で
あ
る。

と
の
時
期
は、
w
詰
歩H
と
HAA
進H
の
サ
イ
クル
か
ら
する
と
非

常に
穏
か
な、
い
わ
ば
中
国
革
命の
論
理の
延
長
線
上
に
最
も
安
定
し

た
形
で
中
国
が
国
内
建
設
を
始め
よ
うと
し
た
時
期
で
あ
る。
そ
し

て、
その
反
映と
し
て、
アジ
ア
1ア
フ
リ
カ
新
興
独
立
諸
国の
チャ

ン
ピ
オ
ン
と
し
て
の
中
国
は、
制
極
的
中
立
主
義、
そ
し
て
平
和
原
則

外
交
を
掲
げ、
バ
ン
ド
シ
粕
神κ
示さ
れ
る
よ
う
な、
あ
る
意
味で
は

非
常に
認
健
な
対
外
路
線
を
歩ん
で
き
た。
と
の
時
期
はい
わ
ゆ
る
中

ソ
の一
枚
岩
的
友
好の
時
期で
も
あっ
た。
と
の一
枚
治
的
友
好の
時

期の
内
部
に
おい
て、
突
は
深
刻
な
中ソ
時の
亀
裂
がさ
ま
ざ
ま
な
局

面に
おい
て
生
じ
てい
たと
と
につ
い
て、
私
も
最
近、
歴
史
的
な
検

討
を
加
え
たば
か
りで
あ
る
が
（捌
務『中ソ
対立
と現代i戦後ア
ジア

の
湾民句集a、
中央公治社一
九七八
年、
参
照）、
し
か
し
念
が
ら、
と
も

か
く
も
国
際政
治の
上
で
は、
中ソ
の一
枚
岩
的
な
団
結
が
図
ら
れ、

中
国に
とっ
て
ソ
述に
兄
事
す
ると
と
が
円以
大の
国
家
自
様
で
あっ

た。同
時に、
第一
次
五ヵ
年
計
画
に一ホさ
れ
る
よ
う
な
ソ
連
型の
社
会

主
義
盛
設のモ
デル
を、
基
本
的
に
も
中
国
は
踏
襲
し
てい
たの
で
あ

る。
ζ
の
時
期
が、
特に一
九五
四、
五
年に
見ら
れ
る
平
和
共
存
外

交の
時
期といっ
てい
い
わ
け
で、
日
中
関
係に
・お
い
て
も、
い
わ
ば

積み
上
げ
方
式に
よっ
て
日
本と
の
国
交の
正
常
化
を
中
国
自
身
望
ん
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的に
修
徳
拙聞
は、
総
参
謀
長の
黄
克
誠など
と
と
もに
失
脚
し
たの
で

あ
る。
し
か
し
ま
た
同
時に
「
大
胆
進」
政
策
は、
その
あ
ま
りに
も

急
激
な
政
策の
無
理
が、
た
ち
ま
ちに
し
て、
中
国
農
村
社
会
を
疲
弊

させ、
一
年
後の
五
九
年に
は、
その
挫
折
が
明
ら
か
に
なっ
た。
当

初の
計
画
目
標を
ウ
ナ
ギ
の
ぼ
りに
増
大
さ
せ
て
き
た
「
大
躍
進」
政

策
は、
と
う
し
て一
転
し
て
当
初の
計
画の
半
分
以
下の
政
策
目
標に

縮
小せ
ざ
る
を
え
ない
とい
う
状
況
に
な
り、
そ
れ
以
後
中
国
がい
か

念る
経
済
数
字
も
最
近に
至
る
ま
で
発表
し
な
く
なっ
たζ
と
は
胤
知

の
通
りで
あ
る。

ζ
う
し
た
中
国の
政
策
的
転
換の
中で、
「
大
躍
進」
政
策に
お
け

る
影
徳
懐
らの、
い
わ
ば
「
反
主
流」
派
は
失
脚
さ
せ
ら
れ
た
反
師、

毛
沢
東
自
身の
立任
も
問わ
れ
たの
で
あ
り、
毛
沢
東
は
国
家
主
席
辞

任
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ、
劉
少
脊、
郵
小
平
らい
わ
ゆ
る
実
権派
指
導
者

の
台
頭
を
も
た
ら
し
たの
で
あっ
た。

と
う
し
て
六
0
年
代
前
半は、
国
内
的
な
「
経
済
調
整」
期
で
あ

る。
「
緩
済
調
整」
期の
基
本
的
政
策は
「
大
関
進」
時
代の
急
激
な

農
業
政
策の
符
き
過
ぎ
を
是
正
し、
い
わ
ゆ
る
コニ
自一
包」
政
策に

象
徴
さ
れ
る
政
策
を
実
行し
た。
わ
か
り
や
す
く
言
えば、
農
民に
物

質
的
刺激
を
与
え
ると
と
に
よっ
て、
あ
ま
りに
も
ハ
ー
ド
な
急
激
な

盛
業
政
策に
潤
滑
油
を
も
た
ら
す、
つ
ま
り一
息つ
け
さ
せ
る
とい
う

政
策で
あっ
た。

と
う
し
た
状
況の
中で
注
目
すべ
きと
と
は、
圏
内
政
策の
P
1
ダ

I
シッ
プ
が
再び
題
健
化
し
な
が
ら
も、と
と
対ソ
関
係につ
い
て
は、

さ
ら
に
対
立
が
激
化し、
い
わ
ば、
「
経
済
調
整」
期の
リ
ー
ダ
ー
で

あっ
た
劉
少
本町、
郵
小
平、
彰
点、
あ
るい
は、
目
本の
労
働
運
動・

平
和
運
動
と
の
関
係
か
ら
す
れば、
劉
寧一、
劉
長
勝とい
う
よ
う
な

人
び
と、
こ
れ
らの
宍
統
派の
指
務
者が、
む
し
ろ
中ソ
論
争の
前
面

に
立っ
て
ソ
連と
対
立
し
たと
と
で
あ
る。
つ
ま
り、
と
と
中ソ
関
係

に
関
し
て
は、
中
国
共
産
党の
実
権
派
も、
あ
るい
は
毛
沢
東
を
中
心

と
する
急
進
派
も
と
も
に
同じ
立
織に
立
ち
え
てい
た
と
言わ
な
け
れ

ば
な
ら
ない。
一
九六
三
年の
中ソ
共
産
党
会
践に
出
席し
た
部
小
平

は、
ス
1
スロ
フ・
ソ
連
共
産
党
政
治
局
員と
の
会
談
を
決
裂
さ
せ
て

帰
同し、
以
後
巾ソ
両
党
は、
党
関
係に
おい
て
も
決
定
的に
決
裂
す

るの
で
あ
る

ζ
う
し
た
状
況の
中で
中
国の
世
界
認
識
は、
反
米、
反ソ
の
両
面

の
政
策に
なっ
た
わ
けで
あっ
て、
その
と
と
を
中
国
は、
すで
に
当

時、
「
中
間
地
帯」
論と
し
て
那．論
化
し
てい
る。
「
中
間
地
帯」
と

は、
飲
界
をaニつ
の
地
域に
分
け、
第一
一地酔怖が、
ア
メ
P
ヵ、
ソ
巡

とい
う
超
大
圏、
そ
れ
と
アジ
ア、
ア
フ
pヵ、
ラ
テン
ア
メ
リカ
の

今
日い
うと
ζ
ろの
「
第三
世
界」
と
の
問に
は
広
範
な
「
中
岡
地

帯」
が
あ
る、
そ
し
て、
日
本の
よ
う
な
西
側の
先
進工
業
国
も、
と

の
「
中
岡
地
帯」
に
入
る
わ
け
で、
と
の
「
中
間
地
帯」
の
攻
防と
そ

中
国に
とっ
て、
重
要
な
世
界
戦
略
で
あ
り、
そ
れ
は
同
時
に
ア
ジ

ア、
ラ
テシ
ア
メ
uyカ
諸
国の
反
帝反
植
民
地の
革
命
戦
線と
も
統一

する
もの
だ
とい
う
立
場
を
とっ
た
もの
で
あっ
た。

し
か
しと
う
し
た
「
経
済
調
整」
政
策の
過
程で、
内
政
的に
は
政
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宅治の

第一
線を
退い
てい
た
毛
沢
京
は、
と
う
し
た
「経
済
調
整」
政

策は、
中
国
を
資
本主
義に
逆
戻りさ
せ
る
もの
だ
とい
う
危
機
意
織

に
と
りつ
か
れ、
そ
し
て
党
内で
自
ら
孤
立
し
てい
たと
と
の
ゆ
えに

や
が
て
権
力
議回へ
の
執念
を
燃
や
し
てい
くの
で
あ
る。
一
九
六
五

年
後
半
か
らの
文
化
大
革
命が
そ
れ
で
あ
り、
と
う
し
て
中
国
は
再び

対
外
的に
も
急
進
的
な
強
硬政
策に
移っ
てい
く
わ
け
で
あ
る。

そ
れ
は、
かつ
ての
紅
衛
兵
など
の
造反
外
交に
も
示
さ
れ
たの
で

あ
る
が、
同
時に
反
米
統一
戦
線の
形
成
を
呼び
か
け、
そ
し
てベ
ト

ナム
支
援の一
O
O
万
人の
大
デモ
ン
ス
トレ
ーショ
ン
が
北
京に
う

ず
まい
たと
と
もあっ
た。
と
う
し
た
中で一
つ
の
問
題
点は、
同じ

くソ
迎と
対
抗
す
る
と
言い
なが
ら
も、
毛
沢
栄の
よ
うに
全
面
的に

国
際反
米
統一
戦線を
志
向し、
ソ
連と
の
共
同
戦
線の
形
成
を
拒
谷

する
立
場とベ
ト
ナム
戦
争の
激
化とい
う
状
況の
中で、
や
は
りソ

迎と
の
統一
戦
線を
形
成
すべ
き
だ
とい
うい
わ
ゆ
る
実
権
派
的
な
世

界認
識と
の
問の
分
裂
が
起とっ
たと
と
で
あ
り、
そ
れ
は、
国
防
部

長
林
彪の
「人
民
戦
争
論」
と
軍の
総
参
謀
長、
羅瑞
卿の
「
統一
戦

線
論」
と
が
中
国
内
部
で
角
逐し、
や
が
て
羅
瑞
卿が
失
脚
し
たと
と

に
も
表
わ
れ
てい
たの
で
あ
る。

以
後、
文
化大
革
命の
熱
狂が
中
国
を
う
ず
巻
き、
そ
れ
は
や
が

て、
紅
衛
兵
運
動
か
ら
奪
機
闘
争へ、
森
権
闘
争
か
らさ
ら
に
奪
柑
闘

争
に
全
面
的に
協
力
し
た
軍の
台
頭
を
も
た
ら
し、
巾・
問
自
体がい
ち

じ
る
し
く
兵
営国
家
化、
彼
事化
し
た
時
期に
はい
る。

と
の
時
期の
中
国
は、
日
本に
対し
て
も
日
本
軍
国
主
義
復
活
を
激

中閣の1世界関絵と外受路線

し
く
批
判
す
る
立
場
を
とっ
てい
た
わ
け
で
あ
る
が、
と
う
し
た
中
国

の
路
線
は
七一
年の
林
彪
失
脚、
林
雌
事
件及
び
林彪
を
中
心
と
す
る

軍
首
脳の
大
量
失
脚に
よっ
て一
応
終
結
を
遂
げ
た
とい
っ
て
よい。

そ
し
て、
と
の
時
期か
ら
中
国
は、
ソ
連
を
ア
メ
リ
カ
以
上
に
主
敵と

す
る
考え
方
を
よ
り
明
白
に
し
て
き
た。
い
わ
ゆ
る
ソ
連
「
社
会
帝国

主
義
論」
は、
一
九
六
八
年の
チェ
コ
事
件
以
降、
中
国
が
唱
え
て
き

た
考え
点で
あ
る
が、
や
が
て、
七
0
年
代に
入
る
と
「
覇
権」
ない

し
は
「
制
権主
義」
とい
う
言
葉
を
中
国
が
唱
え
る
よ
うに
なっ
た。

ち
な
みに
「
覇
権」
とい
う
言
葉は
非
常に
新しい
政
治
的
な
タ
lム

で
あっ
て、
ムハ
0
年
代の
中
国の
公
式
論
調に
は一
切
で
てい
ない
も

の
で
あ
る。

こ
う
し
た
状
況
は、
すで
に
反
米
反ソ
の
路
線が、
反ソ
を
第一
優

先
順
位に
置く
路
線へ
と
転
換し
たと
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
あ
る

が、
そ
れ
は、
い
わ
ば
主
要
矛
盾
を
探し、
その
主
要
矛
盾の
ため
に

他の
矛
盾
は
第二
義
的
な
もの
に
な
る
とい
う
中
国
的
矛
盾
論に
よっ

て
もソ
連
を
主
敵と
す
る
ため
に、
ア
メ
p
カ
と
接
近
す
る、
あ
るい

は
円
本に
接
近
す
る
とい
う
今
日の
中
国の
外交
路
線の
転
換
を
も
た

ら
す
わ
け
で
あ
る。

内
政
的に
は、
や
が
て
文
革の
終
結と
と
もに、
文
革
的
な
潮
流
を

離
脱
し
よ
うと
す
る
潮
流、
つ
ま
り
周
恩
来を
中
心
と
す
る
P
ア
M
ス

ト
グル
ー
プ
の
潮
流と、
毛
沢
東
を
中
心
に
文
背中
的
な
価
値
観を
獲
得

し
よ
うと
す
るい
わ
ゆ
る
「
反
潮
流」
と
の
角
逐
と
なっ
た。
つ
ま

り、
戦後
建
国
後、
グ種
歩、
急
進d
w
穏
歩、
急
進H
とい
う、
ほ
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ぼ
五
年
間の
サ
イ
クル
を
遂げ
て
き
た
中
国
内
政
は、
七
0
年
代
初
頭

の
小
聞に
とっ
ての一
つ
の
転
換
「
林彪
都
件
か
ら
米
中
接
近へ」
と

い
う
転換
を
契
機と
し
て、
H
穏
歩d
と
H
急
進d
が
内
政
的に
角
逐

す
る
時
代が
あっ
た
わ
け
で、
そ
れ
は、
七
三
年の
中
国
共
産
党
十
全

大
会
が、
周
恩
来の
政
治報
告と
と
もに
他
方、
王
洪
文の
台
頭
を
も

た
ら
し
11王
洪
文
が
党
規
約
改
正
報
告
を
やっ
て
「
反
潮
流」
を
鼓

吹
し
た
よ
うに
｜｜一
つ
の
党
大
会の
路
線が二
つ
の
全
く
相
反
する

潮
流に
よっ
て
争
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る。

そ
うし
た
状
況の
中で、
全
体
的に
文
化
大
革
命が
も
た
ら
し
た
中

間
社
会に
対
す
る、
い
くつ
かのマ
イ
ナス
そ
し
て
毛
沢
点
晩
年の
政

治
的
な
末
期
液状、
家
父
長
体
制の
総立
とい
う
さま
ざ
ま
なマ
イ
ナ

ス
要
悶
か
ら、
い
わば
毛
沢
東
路
線は
すで
に
毛
沢
東
体
制
内
部で
転

換
を
余
儀
な
く
さ
れ
てい
た。
そ
し
てと
の
過
程で
周
恩
来ら
は、
毛

沢
東
体
制
下の
非
毛
沢
東
化
を志
向し
た
わ
けで、
そ
れ
が
七五
年一

月の
周
恩
来に
よ
る
「四つ
の
現
代
化」
の
提
案で
あ
る。

と
うし
た
時
期
を
経
て、
周
知の
よ
うに
七
六
年一
月の
周
恩
来の

死、
四
月の
天
安
門
都
件、
九
月の
毛
沢
東の
死、一
O
月の
四
人
組
失

脚に
よ
る
北
京
政
変
を
経
て、
中
国
は、
グ
租
歩u
と
グ
急
進H
の
均

衡
を
保っ
た
状
況
か
ら、
その
状
況
はバ
ラ
ン
ス
を
失し、
再
び
H
穏

歩H
の
時
代に
なっ
て
今日
に
至っ
てい
る
とい
え
よ
う。

，
b
か
し
な
が
ら、
今日の
中
国の
転
換とい
うの
は、
単
な
る
そ
う

ら
た
循
環の一
サ
イ
クル
と
し
ての
転
換で
は
な
く、
そ
し
て
ま
さに

一再び
毛
沢
東
時
代とい
うの
は
も
は
や
あ
り
え
ない
よ
うに、
再び
文

. 
・－

革
的
な
中
国の
出
現
は
あ
り
え
ない
よ
うに、
七五、
六
年の
大
き
な

転
換
を
契
僚に
中
国
自
・井
が、
線
本
的
な
転
換、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
の

「
閉
ざ
さ
れ
た
中
間」
か
ら
「
聞
か
れ
た
中
国」
へ
の
根
本
的
な
転
換

を
遂げつ
つ
あ
る
とい
え
よ
う。

す
な
わ
ち、
七五、
七
六
年の
中
国の
転
換
とい
う
もの
は、
も
は

や二
度
と
後へ
戻れ
ない
不
可
逆
的
な
転
換
（ポ
イシ
ト・
オ
プ・
ノ

1・
リ
タ
ー
ン）
と
し
て
の
窓
味
を
もつ
もの
で
あっ
て、
そ
れ
以
後

の
中
国
は、
む
し
ろ
「
聞か
れ
た
中
国」
へ
の
転
換
を
求め、
そ
し
て

同
時に
「四つ
の
現
代
化」
の
達
成の
ため
に、
そ
し
て
ま
た、
中
国

の
当
面の
位
界
戦
略
で
あ
る
「
反
樹
栴」
迎
合の
国
際的
形
成の
ため

に、
非
常に
明
向
な
世
界
戦
略
と
国
家
目
標
を
もっ
て
その
外
交
政
策

を
遂
行し
よ
うと
し
てい
る
わ
け
で
あ
る。

ζ
れ
を一
口
に
推
理
す
る
と、
z
軸は、
「
反
朝
榔」
つ
ま
り
反ソ

とい
う
世
界
戦
略、
uu
軸は「四つ
の
現
代
化」、
つ
ま
り
中
国の
当
面

の
国
家
目様で
あっ
て、
と
の
こ
つ
の
座
標
軸に
おい
て、
中
国の
国

益に
利
す
る
もの
は
すべ
て
取
り
入
れ
てい
と
うとい
う、
そ
の
二
つ

の
座
標
軸の
相
関
山間
糾と
し
て
で
て
く
る
の
が
中
国の
出
方で
あ
る
か

ら、
そ
うい
う
巾
同の
外
交
的
な
出
方
1
中
国の
外
交
路
線とい
う
も

の
に
有
利
な
もの
で
あ
れば、
も
は
や
イ
デ
オロ
ギ
ー
やと
れ
ま
で
の

ゆ
き
が
か
り
を
間わ
ず
辿
繋
し
よ
うと
い
う
次官
鈴が
明
門に
なっ
て
き

てい
る
とい
うと
と
で
あ
る。

そ
う
し
た
中で、
中
国
は
今
や一
方に
おい
て
ア
メ
リ
カ
の
中
国へ

の
軍
事
的
提
携へ
の
道
を
も
受
け
入
れ
よ
うと
し
始め
て
お
り、
そ
し
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て
わ
が
悶と
の
問で
も、
日
米
安
保
体
制
を
許容し
てい
る
の
み
な
ら

ず、
円
本の
自
衛力、
防
衛力の
増
強
を、
対ソ
抵
抗
勢
力
と
し
て

沼
価し、
そ
し
て
さ
ら
に
は、
新しい
東
方の
N
A
T
O
を、
米
日
中

とい
うヨ
ア
Pショ
ン
（
同
盟
関
係、
辿
繋
関
係）
の
下
に
形
成し
よ

うと
さ
え
亘い
始め
てい
る
わ
けで
あっ
て、
と
と
に
小
国
をめ
ぐ
る

国
際
情
勢の
大
き
な
変
化が
あ
る
とい
え
る
の
で
は
ない
か
と
思
う。

そ
し
て、
と
うし
た
中
国の
世
界
戦
略
を
批判か
すもの
に
対
し
て

は、
まさに
制
裁
を
し
よ
うと
する
衝
動
を
強め
る
わ
けで、
ベ
ト
ナ

ムへ
の
中
国の
制
裁
は、
と
の
点で
そ
うし
た
中
国の
意
図
を
明
白に

示し
た
もの
で
も
あっ
た。

と
の
問、
中
国
は一
九
七四
年の
石
油
危
機、
国
際
的
な
石
油
危

機、
そ
し
て
その
直
前の
中
国の
国
連へ
の
登
場とい
う
状
況
の
中

で、
中
国
自・此の
世
界
認
識
を
国
際的に
も
示さ
ざ
る
を
え
な
く
な

り、
「
小
闘は
超
大
固に
な
ら
ない。
そ
し
て
小
国
は
第三
世
界の
側

に
立つ」
とい
う
立
場か
ら
コニつ
の
世
界」
論
を
提
起し
たの
で
あ

る。
そ
れ
は
郵
小
平の
国
連
演
説に
も
示さ
れ
る
よ
うに、
米ソ
の
超

大
圏、
そ
し
て、
と
れ
は、
かつ
ての
「
中
間
地
帯」
論の
変
形
で
あ

る
が
11
第三
世
界、
そ
し
て
日
本
や
西側
諸
国の
よ
う
な
第二
世
界

とい
う
批
界恕
織
を
示し
た
が、
し
か
し
なが
ら、
今日の
（
七
五、

六
年の
転換
以
降）
の
中
国
は、
も
は
や
コ一一つ
の
世
界」
論を
あま

り
強
調し
な
く
なっ
た。
そ
れ
は、
あ
た
か
も
内
政
的に、
日
本の
中

で一
部
非
常に
高く
評
価さ
れ
たと
と
の
あ
る
「
農
業は
大
築に、
工

業は
大
使に」
とい
うスロ
ー
ガ
ン
が、
中
国で
は
も
は
や
使わ
れ
な

中国のf吐界怒践と外交路線

く
な
り、
今
や
そ
れ
らの
画一
的
な
品
業
政
策、
工
業
政
策のマ
イ
ナ

ス
商が
諮
ら
れ
てい
て、
彼
ら
に
とっ
て
は
否
定
すべ
きと
と
に
なっ

て
し
まっ
てい
る
の
と
同じ
よ
うに、
中
国
は、
対
外
的に
も、
と
う

じ
た
「三つ
の
世
界」
論
を
昌
わ
な
く
なっ
たの
で
あ
る。

そ
れ
は、
まさ
に
七
五、
六
年の
転
換
以
降、
「
三つ
の
世
界」
論

で
あ
る
よ
り
は、
中
国
自
身
が
国
際政
治の
領
域に
おい
て
は、
自
ら

や
は
り、
超
大
闘の一
員と
し
ての
衝
動
を
強め
て
い
る
か
ら
で
あ

り、
「三つ
の
世
界」
論の
立
場か
ら
す
れ
ば、
い
わ
ば
「
第
三
世

界」
の一
円以で
あ
るベ
ト
ナム
が
社
会
主
義
務
命
を
達
成し
た
後、
そ

れ
を
筑
前P
的に
制
裁
する
とい
う
中
国の
論
理
が
で
てと
ない
か
ら
で

あ
る。
ま
た、
先
頃ρ
パ
ナ
で
行
な
わ
れ
た
非
同
盟
会
識
を
み
て
も
明

ら
か
な
よ
うに、
む
し
ろ
中
国
は
キュ
ーバ
など
が
中心
と
なっ
てい

る
非同
盟
会
議に
も
冷
たい
限でと
れ
を
見てい
る
わ
け
で
あっ
て、

と
れ
は
般
に
中ソ
論
争の
反
映とい
うよ
り
は、
中
国
自
身
が、
い
わ

ゆ
る
「
民
族
解成
闘
争」
の
論
理
を
失っ
たと
と
だ
とい
わ
ざ
る
を
え

ない。
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ニ、
中
国
現
代
化へ
の
道と
そ
の
対
外
政
策

州民
主、
工
業、
国
防、
科
学
技
術とい
う
「四つ
の
現
代
化」
は
中

岡に
とっ
て
も
は
や二
度
と
後に
戻る
と
と
の
で
き
ない
大
き
な
重
点

的
な
国
家
目
標と
なっ
た
わ
け
で
あ
る
が、
その
前
途
は
決し
て
楽
観

が
許さ
れ
念い
と
思わ
れ
る。

そ
れ
は、
R
本の
大
企
業が
見
誤っ
た
よ
うに、
い
わば
中
国
式
高



度
成
長
が
中
国に
始
ま
るζ
と
で
は
な
く
し
て、
こ
れ
ま
で
の
文
革
的

な
路
線か
らの
離
脱の
ため
の
政
治
戦
略
で
あっ
て、
そ
し
て、
その

政
治
戦
略
が、
七
八
年
ご一
月の
中
国
共
産
党一
一
期三
中
全
会
で
国

家
目
標と
し
て
合
意さ
れ
た
か
ら
に
は、
その
国
家
目
標は、
実
行
可

能
な
経
済
計画に
転
化し
な
け
れば
な
ら
な
く
な
り、
ζ
ζ
で
「四つ

の
現
代
化」
の
縮
小が
図
ら
れ
た
わ
けで
あ
る。

た
ま
た
ま、
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結後の一
砲の
中
国ム
l
ド
の

中で、
その
頃
日
本の
ピ
ッ
グビ
ジ
ネス
が、
中
国に
ラッ
シュ
し
た

と
と
と
は
裏
腹に、
中
国
は
・まさに
規
模
を
縮
小
し
始め
てい
た
わ
け

で、
と
と
に
は
日
中
関
係の一
つ
の
行
き
違い
が
あっ
た。
そ
の
結

果、
中
国
側
はこ
の
ぷプ
ラン
ト
頒の
愉
入
を
キャ
ン
セ
ル
す
る
とい

う
挙に
出
た
わ
け
で
あ
る
が、
ζ
と
に
も
・中
国とい
う
非
常に
近い
相

手の
国
を、
日
中
関
係とい
う
近い
国
際関
係で
あ
り
な
が
ら、
中
間

自
身の
本
質を
理
解し
え
な
かっ
た
とい
う
問
題
が
あっ
た
と
思
う

が、
や
は
り
中
国の
「四つ
の
現
代
化」
の
道
は、
か
た
り
長
期
的
な

展
望と
し
て、
と
れ
を
考え
な
け
れば
な
ら
ない。

特に、
「
現
代
化」
が
機
械
化を
意
味
すあ
な
ら、
そ
れ
は
省
力
化

を
意
味
する
わ
けで
あっ
て、
今円の
小凶
は、
膨
大
な
余
剰
労
働

力、
す
な
わ
ち
潜
夜
的
な
失
業
おを
もっ
てい
る
わ
け
で
あ
る
か
ら、

そ
うい
う
中
国
が、
単
純に
機
械
化を
進め
た
場
合に、
周
期の
創
出

を
ど
う
する
か
とい
う
問
題に
なっ
て川
ネ
返っ
て
く
ると
と
は、
す

で
に
中
国の
指
噂
者た
ち
が
よ
く
知っ
てい
ると
と
で
あ
る。

ま
た、
すで
に一
O
僚に
な
ん
な
ん
と
する
膨
大
な人
口
圧
力
は、

主－
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今
後
中
間
が
聞か
れ
た
社
会に
な
れば
な
る
ほ
ど、
よ
り
強
く
な
ら
ざ

る
を
え
ない
の
で
あっ
て、
当
面の
中
国
は、
文
革の
後
遺
症と
し
て

の
「
下
放
知
識
宵
年」
ゃ、
い
わば
広
範
な
農
村
社
会の
末
端に
存
在

する
ドロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
照と
し
て
の
「
上
訪
問M
民」、
と
れ
らの
人
た

ち
が、
北
ぷに
む
し
ろ
旗
を
掲
げ、
あ
るい
は
デモ
を
行
ない、
あ
る

い
は
必
近の
枠
－m
チ
弟の
特
縮
化に
反
対
し
た
り
する
学
生の
動
き
な

ど
に
見
ら
れ
る
よ
うに、
非
毛
沢
東
化を
どと
ま
で
制
度
的に
も
組
織

的に
も
推し
進め
てい
くの
か
とい
う
大
き
な
課
題に
直
面し
てい
る

の
だ
とい
え
よ
う。

ζ
の
六、
七
円の
全
国人
民
代
表
大
会
で、
かつ
ての
北
京の
実
権

派の
9
1
ダ
l
MW
点が
中心
と
なっ
てい
わ
ゆ
る
「
法
制
化
運
動」
を

行
ない、
そ
し
て、
刑
法
や
刑
恨
鴨川
訟
法
を
制
定
し
て、
い
わば
巾・
同

の
民
ド．
化に、
社
会
主
持
的
民主
主
義の
制度
化に、
一
つ
の
大
き
な

ス
テッ
プ
を
繭
し
た。
そ
し
て
党
内で
は、
「
如
何
な
る
偉
大
な
革
命

家、
如
何
な
る
指
噂
者で
あっ
て
も、
法の
前
で
は
平
等で
あ
る。
超

法
規
的
存
在
た
り
え
ない」
とい
うと
と
を
言っ
た
わ
け
で、
と
れ
は

ま
さ
に
毛
沢
東
品
目
指
示
が
全
て
を
決め
てい
た
中
国の、
い
わ
ば
家

父
長
休
制
を
制度
的に
も
否
定
し
たと
と
に
な
る
と
思
う。
し
か
し
な

が
ら、
k
に
対
し
て
は、
つ
ま
り
独
政
的
な
家
父
長に
対
し
て
は
制
度

的
否
定
を
行
ない
な
が
ら、
今
日の
巾
闘
は、
下
か
らの
民主
化
要
求

を、
し
ば
し
ば
押
え
ざ
る
を
え
ない
わ
け
で
あっ
て、
つ
い
最
近
も、

反
体
制
雑
誌
『
探
索』
の
指
導
者、
説
京
生
が、
反
体
制
誌の
発行
を

もっ
て一
五
年の
禁
銅
刑に
処
せ
ら
れ
た
よ
うに、
い
わ
ば
ζ
う
し
た
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下
か
らの
民主
化
要
求
をい
かに
制
度
化し
てい
く
か
とい
う
大
き
な

問
題に
ぶつ
かっ
てい
る
わ
けで
あ
る。

と
の
点に
・おい
て
は、
依
然と
し
て
反
革
命
罪の
適
用
が
なさ
れ
る。

し
か
し、
その
弁
論
は
法
廷に
おい
て
も
なさ
れ
ない
とい
う
問
題

が
あ
る
わ
けで
あっ
て、
と
と
に
も
今
日の
中国
が
もっ
「
過
渡
期」

と
し
て
の
側
面が
あ
る
とい
え
よ
う。

そ
し
て
ね
は、
中
国
「
現
代
化」
へ
の
道
が
成
功
する
ため
に
は、

な
ん
とい
っ
て
も
農
業
政
策、
農
民の
生
陸意欲の
上
持以
外に
は
あ

り
え
ない
わ
けで、
そ
れ
は、
あ
る
意
味で、
五
五
年後
半以
来の
急

激
な
岱
業
保
問
化の
も
た
ら
し
た
後
遺
症を
ど
の
よ
うに
直し
てい
く

の
か、
そ
し
て
すで
に
地
主の
存
在
し
ない
社
会
主
義
社
会
に
お
い

て、
は
た
し
て
あの
よ
う
な
急
激
な
操
業
集
団
化
が正
し
かっ
たの
か

ど
う
か
とい
う、
い
わば
毛
沢
東
型
社
会
主
義
路
線の
根
本
的
批
判
を

も
含む
再
検
討
が
迫
ら
れ
る
の
で
は
ない
か
と
患
う。
現に、
その
よ

う
な
潮
流は、
陳
虫、
純一
波、
山併
恐
橋
ら、
五
0
年
代
初．商の
毛
沢

東
型
政
葉
集
団
化に
抵
抗
し
た人
た
ちの
復
活に
も
み
ら
れ
る
よ
う

に、
中
国
向
山間その
よ
う
な
傾
向を
示し
てい
る
が、
い
ず
れ
に
し
て

も、
か
な
り
長
期
的
な展
望
で、
徐々
に
中
国
自
身
が
「
現
代
化」
す

る
以
外に
は
あ
り
え
ない
と
思
う。

そ
し
て、
最
近の
中
国
をめ
ぐる
国
際
情
勢の
中で、
中
国
が、
軍

事力の
増
強
を
図
りつ
つ
あ
る
とい
うと
と
は、
ζ
の
点で
も、
中
国

の
「
現
代
化」
即
中
国の
民
衆の
生
活水
単の
向
上
に
は
繋
が
り
え
な

い
とい
う
問
題
が
あ
る
わ
けで、
と
うし
た
中で
中
閣は、
ど
の
よ
う

な
対
外
関
係
を
作
り
出し
てい
くの
か？

’c。

重
大
な
問
題
だ
と
思わ
れ

その
点で
最後に
述べ
たい
と
と
は、
中
国
自
身、
最
近
非
常に、

ソ
速
を
意
識し
て
行
動
し
始め
てい
る
とい
うと
と
で
あっ
て、
ア
メ

uy
カ
が
中
国
をソ
迎と
復
縁さ
せ
ない
た
め
に、
い
わ
ば
中ソ
離
間
政

策
を
行
使し
てい
ると
と
を
充
分
読み
と
り
・な
が
ら、
ソ
連カ
l
ド
を

ア
メ
uy
カ
あ
るい
は
日
本、
両
側に
チ
ラっ
か
せ
よ
うと
し
てい
る
と

と
で
あ
る。

すで
に
述Aへ
た
よ
うに
ア
メ
uy
カ
に
とっ
て
最
大の
悪
夢
は
中ソ
の

和
解で
あ
る
だ
けに、
去る
八
月のモ
ン
デlル
必
・巾を
前に
し
て、

中
国
は、
何と一
九一一一
0
年
代の
指
噂
者、
張
問
天の
名
誉
回
復
を
図

り、
その
名
誉
回
復の
儀
式に
部
小
平
や
禁
固
錦
が
列
席し
て、
盛
大

に
そ
れ
を
行
なっ
た
わ
け
で
あ
る。

張
闘
天
は、
かつ
て
の
J一
八人の
ボル
シェ
ビ
キH
の一
人
で、

留ソ
派、
コ
ミ
シ
テル
ン
と
の
関
係
が
非
常に
深い
人
物
で、
そ
れ
が

故に
老
沢
東
路
線の
台
頭と
と
も
に
失
脚し
た
わ
け
で
あ
る
が、
解
放

後
は
長
くソ
連大
使
を
勤め
た
人
物
で
あっ
て、
彼
は、
四
人
組の
犠

牲
者で
も
文
革の
犠
牲
者で
も
・ない
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
れ
らの
人

を
復
活
させ
て、
そ
れに
郵
小
平
や
肇国
鋒
が
列
席し
た
とい
うζ
と

は、
明
ら
かにそ
ン
デlル
訪
中に
備
え
て
グソ
連カ
ー
ドu
を
ア
メ

9
カ
側に
も
チラ
っ
か
せ、
そ
し
て
同
時に
その
カ
1
ド
の
も
う一
つ

の
効
果と
し
て、
来るべ
き
中ソ
次
官
級
会
談へ
の
中
国のゼ
ス
チュ

ア
を
示
そ
うと
し
たζ
と
で
あ
ろ
う。
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と
うし
た
中
国の
外
交
政
策
が、
ま
す
ま
す、
い
わばパ
ワ
l
ポ
リ

ティ
ッ
クス
の一
環と
し
て、
そ
れ
を
任
うよ
うに
変
化
しつ
つ
あ
る

だ
けに、
わ
が
国と
し
て
は、
中ソ
闘
係の
変
化に
対
し
て
も、
あ
る

い
は、
米
日
中の
寧
耶的
連
繋
関
係
形
成へ
の
衝
動に
対
し
て
も、
そ

れに
主
体
的に
対
応
し
うる、
そ
し
て
そ
う
し
た
状
況
に
安
易に
巻
き

込
ま
れ
ない
だ
けの
外
交
政
策の
鹿
望
を
もっ
と
と
が
必
要
だ
と
思わ

れ
る。政I

問、
日
ソ
関
係の
改
訴
ゃ
あ
るい
は
日
本の
外交
政
策
の
多
元

化、
流
動
す
る
アジ
ア、
特に
イン
ド
シ
ナ
半島と
の
関
係
を
ど
の
よ

うに
規
定
し
てい
く
か
とい
う
問
題
など、
ど
れ一
つ
を
とっ
て
も、

わ
が
国
を
め
ぐ
る
国
隈
環
境は
毘
大な
局
面に
あ
る
だ
けに、
わ
が
閣

の
姿
勢が
厳し
く
問わ
れ
てい
くと
と
に
な
るの
で
は
な
い
か
と
思

。Aノ
四、
お
わ
り
に
ll
社
会
党へ
の
注
文

最後に、
社
会
党の
中
国
政
策
ない
し
は
中
国
認
践は
率
直にい
っ

てζ
れ
ま
で、
中
国
自
身の
動
きに
従っ
て、
あ
るい
は
社
会
党
内
部

の
党
内
事
情に
よっ
て
大
き
く
動
掃し、
複
雑
な
変
濯
を
た
どっ
て
き

た。
し
か
も
結
果
的に
は
文
化
大
革
命の
虚
妄や
中
国の
き
わめ
て
戦

略
戦
術
的
な
「
日
本
軍
国
主
義」
批
判に、
社
会
党も
附
け
て
き
た
と

い
わ
ざ
る
を
得
ない
の
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら、
中
国
自
身
が
政
治
的に
も
イ
デ
オロ
ギ
ー
的に
も

大
き
く
揺れ
動
き、
被
維
な
変
濯
を
た
どっ
てい
る
だ
けに、
中
国の

． 
. a ・

主

変
化に
よっ
て、
その一
挙
手一
投
足に
と
ら
わ
れ、
その
揚
勾に
足

を
す
く
わ
れ
る
とい
うの
で
は
ない
主
体
的
な
中
国
政
策、
中
国
認

識、
ひい
て
は
外
交
盗
勢の
確
立ζ
そ、
わ
が
国の
代
表
的
な
革
新
勢

力の
軍
要
な
任
務
だ
と
思わ
れる。
そ
し
て
従
来、
社
会
党に
は、
特

に
わ
が
同
に
とっ
て
位
要
なアジ
ア
政
策につ
い
て
の
湾くべ
き
無
知

が
目
立
ち、
アジ
ア
的
勢に
対
す
る
分
析の
欠
如が
目
立つ
わ
け
で、

従っ
て、
制
徴刀kg
追
却
す
る
の
が
制一
杯で
あ
り、
わ
が
凶
に
とっ
て

もっ
と
も
丑
安
なアジ
ア
の
的
勢を
ど
の
よ
うに
分
析
し、
そ
し
て、

そ
う
し
た
流
動
的
なアジ
ア
に
ど
の
よ
うに
対
応
し
てゆ
くべ
き
か
と

い
う
制
限
的
な
政
策
を
革
新
勢刀と
し
て
大
胆
に
提
起
す
る
ζ
と
が
ほ

と
ん
ど
な
かっ
た。
だ
が、
今円の
アジ
ア
に
は、
問
題
が
山
制み
し

てい
る3

そ
う
し
た
アジ
ア
の
現
実に
誌に
対
応
す
る
ため
に
は、
ま
ず
情
勢

を
リ
アル
に
分
析
しつ
つ、
き
ち
ん
と
し
た
理
論
的
な
枠
組み
を
提
示

す
る
ζ
と
がい
今と
そ
求め
ら
れ
てい
る
の
で
あ
り、
と
の
点に
と
そ

社
会
党の
新しい
使
命が
あ
る
とい
え
よ
う。

かつ
て
五
0
年
代に、
外
交
問
題に
か
ん
し
て
胸の
す
く
よ
う
な
見

事
な
論
戦
を
巌
閲し
た
あの
社
会
党の
み
ずみ
ず
しい
国
際感
覚を、

八
0
年
代の
社
会
党
が
果
た
し
て
再
生し
仰る
か
ど
う
か
を
私
は
や
は

り
注
討
し
て
ゆ
き
たい
と
思
う。
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