
中

ソ

和

解

と

日

本

の

立

場

、－ ． 
．

東
京
外
国
語
大
学
教
授；

中

最
近
の
中
ソ
和
解
と
い
う
動
向
に
つ
い
て
は、
ニ、
三

年
前
ま
で
は
到
底
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
思
う。

そ
の
中
ソ
関
係
が
い
よ
い
よ
動
き
始
め
て
い
る
乙
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
が、
い
っ
た
い
乙
の
中
ソ
関
係
が
今

後
ど
の
程
度
ま
で
進
展
す
る
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
れ
に
伴

っ
て、
従
来
中
ソ
対
立
と
い
う
も
の
を
非
常
に
固
定
的
に

絶
対
変
佑
は
な
い
と
い
っ
た
限
定
の
下
で、
兎
角
考
え
て

き
た
西
側
諸
国、
ア
メ
リ
カ、
そ
し
て
日
本
に
と
っ
て

は、
安
全
保
陣
あ
る
い
は
外
交
上
に
も
い
ろ
い
ろ
な
問
題

の
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る。

私
は
従
来
か
ら
中
ソ
関
係
を
そ
の
よ
う
に
固
定
的
に
考

え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
乙
と
を
主
強
し
て
き
た。
そ
れ

は
何
故
か
と
い
う
と、
特
に
専
門
に
中
圏
内
政
の
乙
の
とU刻釧劉似刻制制阿到引制刻剖可引制劉似倒剣削

浮
ん
で
く
る
の
が
中
国
の
対
ソ
認
識
の
変
化
で
あっ
て、

従
来
の
毛
沢
東
時
代
と
根
本
的
に
違っ
た
見
方
が
出
て
き

て
お
り、
そ
れ
民
伴っ
て
い
ろ
い
ろ
な
人
事
的
変
化
も
起

． 、

・’

嶋

色 嶺

雄

つ
で
き
て
い
る。
そ
し
て
今
や
毛
沢
東
時
代
も
完
全
に
消

え
去
り、
中
ソ
対
立
の
要
因
も
基
本
的
に
消
え
て
し
ま
す

て
い
る。

乙
う
なっ
て
く
る
と、
当
面
は
や
は
り
共
に
社
会
主
義

国
家
と
し
て
あ
る
い
は
共
産
主
義
者
と
し
て
の
共
通
の
目↓

棋
が
だ
ん
だ
ん
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
わ
けで、
私
は
そ
の
こ
と
を
繰
り
返
え
し
て
言っ
て
き

た
わ
け
で
あ
る
が、、
な
か
な
か
納
得
し
て
ち
ら
え一な
か
っ

た。従
来
中
ソ
が
和
解
す
る
筈
は
な．
れ
と
い
う
雰
囲
気
が
非

常
に
強
か，っ
た
し、
わ
が
国
の
政
府・
外
務
省
は
今
日
に

至つ
で
も
あ
る
い
は
最
近
の
鈴
木
訪
中
に
際
し
℃
も
明
か

な
よ
う
に、．
中
ソ
和
解
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
基
本
的
な

立
場
を
依
然
と
し
て
固
持
し
続
け
て
き
て
い
る。
そ
し
て

最
近
乙
こ
ま
で
動
き
が
出
て
く
る
と、
今
度
は
仮
り
に
和鏑U引制対U吋引出附絹川均株引剖け引利引阿君

っ
て
い
る。

何
れ
に
し
て
も
中
ソ
の
和
解
と
い
う
将
来
の
問
題
は、

い
わ
ば
仮
定
の
問
題
で
あ
b、
展
望
の
問
題
で
あ
る
の

F側、

で、サ
中
ソ
和
解
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
定
畿
径

一
ゐ
る
程
度
明
確
に
し
て
お
か
な
い
と
水
か
け
輸
に
な
る
可

能
性
が
あ
るo

私
自
身
も
中
国
あ
る
い
は
ソ
速
を
研
究
し、
ロ
シ
ア
民

族
と
漢
民
族
が
永
遠
に
兄
弟
の
よ
う
な
友
好
を
誇
り
得
る

と
い
う
よ
う
な
乙
と
を
雷っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、
ソ

連
と
中
国
と
い
う
巨
大
な
民
族
国
家
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

に
お
互
に
対
侍
し
て
い
る
乙
と
自
体
を
と
っ
て
も、
な
か

な
か
両
国
の
関
係
と
い
う
も
の
は
難
し
い
と
思
う。

し
か
し
な
が
ら
共
に
社
会
主
義
国
家
と
し
て
あ
る
い
は

一
共
産
党
政
権
と
し
て
の
共
通
性
と
い
う
点
で
問
題
が
出
て

与
に
時、
例
え
ば
安
全
保
障
の
関
題
と
か、
あ
る
い
は
外

交
政
策、
あ
る
い
は
今
後
社
会
主
舗
の
中
で
起
る
で
あ
ろ・

う
と
乙
ろ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
化
現
象
と
称
す
る
よ
う
な
社
会

主
義
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
い
う
な
の
を
共
に

抑
え
て
い
ぐ
と
い
う
よ
う
な
乙
と
か
ら
共
通
巴
が
出
て
く

る
乙
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ。
仮
り
に
日
本
が
今
後

防
衛
力
を
増
強
レ
よ
弘
と
す
れ
ば、
中
ソ
両
国
が一
緒
に

な
っ
で
そ
れ
色
批
判
す
る
と
い
う
よ
う
に1
い
わ
ば
共
産

党
国
家
と
し
て
の
政
策
的
な
レ
ベ
ル
で
の－
体
感
と
い
う

も
の
が
出
て
き
た
時、
私
は
そ
れ
を
中
ソ
和
解
と
い
う
ふ

う
に
い
う
わ
け
で
あっ
て、
私
の
言っ
て
い
る
の
は
そ
う

い
っ
た
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
あ
る
し、
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
当

面
そ
の
こ
と
を
問
題
に
す
れ
ば
よ
い
し、
す
べ
き
で
あ
ろ

う
と
思
う。
い
わ
ば
何
百
年
来
の
ロ
シ
ア
民
族
と
漢
民
族

令2吋
EV

そ
し
て
当
然
な
が
ら
そ
う
い
う
共
産
党
国
家
で
あ
る
か

ら
党
と
党
と
の
聞
が
改
善
さ
れ
れ
ば、
そ
れ
は
政
府
間
の

外
交
関
係
ま
で
は
直
ち
に
変
化
し
得
る
と
い
う
ふ
う
に
考

1内

1,( 2 ) 

1983.04.01　「善隣」No.70　通巻337　中ソ和解と日本の立場



， ．， 

え
て
よい
わ
け
で
あ
る 。

・
そ
乙
で
私は
中ソ
和
解
とい
う
もの
が
只
今のべ
た
よ

う
な
極め
て
戦
略
的
なレベ
ル
花 、
中ソ
の
世
界
戦
略
あ

るい
は
共
産
党
国
家と
して
の
対
外
政
策
とい
うレベ
ル

に
おい
て
も 、
だ
ん
だ
ん一
致し
得る
側
面が
出て
く
る

の
で
は
ない
か
とい
う乙
と
を
言っ
て
い
る
わ
け
だ
あ
る

が 、
そ
の
根
拠
をζ
れ
か
らい
ろい
ろ
な
形で
お
話し
て

み
たい
と
思う。

2 

先
ず
もし
も
今の
中
国が
依
然
とし
て
毛
沢
東
時
代で

あっ
た
な
ら
ば九
あ
るい
は
毛
沢
東
路
線を
継
承
す
る
人

た
ち
が
権
力
を
取っ
て
い
た
な
ら
ば 、
絶
対に
中ソ
和
解

は
あ
り

得ない
と
思
う 。
と
こ
ろ
が
今は
毛
沢
東の
政
策

を
内
外に
亘っ
て
根
本
的に
否
定す
る
立
場の
人た
ち
が

天
下を
取っ
て
い
る 。
そ
れに
今の
郵
小
平、
胡
耀
邦
体

制が
直
ちに
転
覆
する
よ
うな
もの
で
あ
れ
ば、
ま
た
再

び
華
国
鋒の
よ
うに
毛
沢
東
思
想
を
継
承
す
る
リ
ー

ダ
ー

た
ち
が
出
て
く
れ
ば 、
中ソ
和
解
といっ
て
も
中
国
側に

はそ
の
よ
う
な
条
件は
ない
と
思
う
け
れ
ど
志 、
私の
見

る
限
りで
は
今日
の
郵
小
平 、
胡
輝
邦
型の
リ
ー

ダ
ーシ

ッ
プ
は
可
成
り

強い
の
で
は
ない
か 、
乙
乙
が
ポ
イン
ト

で
あ
ろ
う
と
思
うー
乙
の
強い
とい
うの
は
問
題
が
ない

とい
う乙
と
で
は
な
くて 、

少く
と
もそ
れ
を
覆
え
す
だ

けの
組
織
的
な
反
対
勢
力は 、
今の
中
国
共
産
党
内に
は

求め
得な
い
と
思
う 。

あ
れ
程の
激
動
を
繰
り返
え
し 、
そ
し
て
あ
る
意
味で

は
も
う二
度と
文
化
大
革
命の
よ
うな
激
動
を
操
り
返
え

ず乙
と
は
止
め
よ
う
とい
う
あ
る
種の
凝
集
力 、
あ
る
種 � 

の
合
意
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら 、
そ
れ
をは
ね
除け
て

まで
今の
郵
小
平 、
胡
耀
邦
型の
非
常に
組
織
的 、
制
度

的花
い
わ
ば
党
官
僚
独
裁
体
制
l

赤い
貴族の
独
裁
体制

が
強
化さ
れ
つつ
あ
る
リ
ー

ダ
ーシッ

プ
を
覆
え
す
と
い

う乙
とは
可
成
り困

難で
あ
ろ
う
と
恩
ちし 、
もし
そ
う

な
る
な
ら
ば
中
国は
滅
茶々
々
に
な
ら
ぎ
る
を
得ない 。

そ
うな
ら
ない
た
め
に
も
現
在の
中
国の
リ
ー

ダ
ー

た
ち

は
必
死に
なっ
て
い
る
といっ
て
もよい
と
思
う 。

今日
の
中
国の
リ
ー

ダ
ーシッ

プ
をみ
る
に
は 、
や
は

り
九
月の
中
国
共
産
党
第
十二
回
党
大
会
を
E
う
評
価
す

る
か
とい
う乙
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う。
日
本の
新
聞は
教
科
書
問
題で
い
ろい
ろ
賑
か
で
あ

っ
た
だ
け
に 、
乙
の
党
大
会につ
い
て
もい
ろい
ろ
報
じ

ら
れ
た
け
れ
ど
も 、

私
と

は
基
本
的に
見
方が
違っ
て
お

り 、
私は
新
聞の
見
方
と
は
盲人
十
度
途・っ
た
見
方
をせ

ぎ
る
を
得な
かっ
た 。
何
故
な
ら
ば、
多く
の
新
聞は
今

回の
十二
金
大
会
を
見て 、
部
小
平
路
線に
は
大
き
な
抵

抗
が
あ
り 、

郵
小
平の
思い
通
りに
い
か
な
かhっ
た
とい

うふ
うな
書き
方
を
し
て
い
た 。
そ
して
例え
ば
葉
剣
英

といっ
た
長
老
が
留
任
し
た
乙
と
も 、
こ
れは
郵
小
平の

思
惑
が
外れ
た
ん
だ
と
か 、
ま
た
事
国
鋒や
在
東
興の
名

前が一
応
残っ
た
乙
と
も
文革
派の
抵
抗
が
ま
だ
強い
か

ら
だ
とい
うよ
うな
香
き

方
を
し
てい
た
と
思
う ob

果
して
そ
うで
あ
ろ
うかO

私は
そ
うは
見ない 。
寧

ろ
十二
全
大
会は
郵
小
平に
とっ
て
非
常に
満
足の
ゆ
く

大
会で
は
な
かっ
た
か 。
そ
れ
は
乙
の
十二
回
党
大
会 、

そ
れ
か
らつ
い
最
近
閉
幕し
た
ば
か
りの

全
国
人民
代
表

大
会をみ
て
も 、
寧
ろ
都
小
平に
とっ
て
は
着々
と
そ
の

政
治
的
敷
石が
施か
れ
た
重
要なス
テッ
プ
で
は
な
かっ

Fヘ
た
か
と
思
う 。

郵
小
平が
もし
も乙
の
九
月の
時
点で
すべ
て
目
的を

達
する
ん
だ
とい
う
見
方区
立て
ば 、
確
か
に
まWい
ま
だ

郵
小
平の
思い
通
りに
な
ら

な
かう
た
とい
うよ
うな
と

乙
ろ
も
あ
る
と
思
うが 、
郵
小
平
とい
う
人は 、
私がか

ね
が
ねい
うよ
うに 、
今か
ら
五
年
前の一
九七七
年に

あの
奇
跡
的
な二
度目
の
復
活
を
成
し
遂
げた
時－
自
分

の
身
体は
今
後入
年か
ら
十
年
位
まで
は
犬丈
夫だ
とい

っ
て
い
た 。
彼
が
少く
と
もそ
ういっ
た
時
聞に
つい
定

発
言
する
場
合は 、「チャ
ンス
は
二
度と
来ない」
と
い

っ
た
時間
的
感
覚で
み
て
自
分の
余
生 、
年
令な
ど
を
勘

案し
て 、
そ
の
聞に
為
さ
ね
ば
な
ら
ない
課
題
を
充
分
考

え
た
上で
言っ
た
こ
と
と
想
わ
れ
る 。
し
た
がっ
て 、
そ

れ
だ
け
の
使
命
感
を
持っ
て
い
る
か
ら乙
そ一
九入
五
年

か
ら
入
七
年
位
まで
が
彼
の
タ
ー

ゲッ
ト

だ
と
思
う 。
彼

は
そ
亡
まで
やっ
て
自
分が
引
退
する
な
り 、
天寿
を
全

う
す
る
とい
うふ
うに
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か 。
そ

う
する
と
ま
だ
後
三
年か
ら
五
年
位
ある1
乙
の
聞に
郵

小
平の
考
え
て
い
る
こ
と
は
恐
ちく
中
国
社
会
全
般の
非

毛
沢
東
化だ
と
思
う0

・

そ
し
て
先づ
考
え
ら
れ
る
ポ
イン
ト

は一
九
七
人
年の

三
中
全
会で
あっ
て 、
今で
も乙
の
三
中
全
会の
精
神が

強
調
さ
れ
る
の
は
何
故
か
とい
う
と 、

そ
れ
は
正
に
郵
小

平の
リ
ー

ダ
ー

シッ
プ
が
党
中
央に
お
い
で
ほ
ぼ
固
ま・っ

た
わ
け
で
あ
り 、
そ
れ
か
ら
入一
年の
六
中
全
会は
い
わ

ば
郵
小
平
型の
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
に
よ
る
非
毛
沢
東
化 月

毛
沢
東
批
判 、・
人民
会
社
批
判
等
を
含
ん
だ
問
題
を
歴
史

問
題の
決
議
と
し
て
党
中
央で
採
択］
つ
ま
り

文
章に
お

い
て
非
毛
沢
東
化を
実
現
し
た
わ
け
で
あ
る 。

それ
か
ら

…＇＇＇＇＇＇＇ ＜��·…l\.,,,IV <' …OMo叫…＇＂…一…OYYY
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今
度の
十二
全
大
会で
は
先づ
書
記
処とい
う
もの
を
非

常に
茸
固に
し 、
党
規
約
も
改正
し、
主
席
制
も
止
め
て

総書
記制に
し
た乙
と
で
あ
る 。

ー引刈川削利引州制剛川剥叫倒鮒剖判別吋叫→A4

の
大
き
な
基
盤は
彼
が
十
五
年ぷ
りに

替
記
局に
入っ
た

こ
と
だっ
た
と
恩
う
け
れ
ど
も 、
中
国
共
産
党の
場
合 、

文革
前まで
は
郵
小
平が
総書
記で
あっ
た 。
文革
発
動

以
後
活
動
を
停
止 、
文革
終
束
後
再
建さ
れ 、
そ
し
て
今

回
胡
輝
邦
が
総
書
記に
なっ
て
文革
前まで
の
体制に
復

帰し
た
わ
け
で
あっ
て 、
正
に
そ
の
点で
も

党
機
構がソ

連共
産
党に
か
な
り

似て
き
た
わ
けで
あ
る 。

乙
の
よ
うに
制
度
的に
固め
る
と
同
時に 、
更に
人
事

的に
も郡
小
平の
息の
か
かっ
た
人た
ちゃ
郵小
平が
最

も信
頼
する
胡
耀
邦
系
列の
人た
ち 、
中
国
共
産
主
義
青

年
団
（共
育
団）
の
グル
ープ

等
を
全
部書
記
処花
入れ

た 。
今
回の
書
記
処の
人
事の
中で
特に
注
目
すぺ
き乙

とは 、
胡
輝
邦
を
総元
締と
し
て
長
老の
中で
は
万里
が

注目
さ
れ
る 。
そ
の
他
は
正記
文革
以
来
中
国で一
ば
ん

惑い
奴だ
とい

うふ
うに
批
判
さ
れ
た
四
家
店の一
人
楊

尚昆
と
か 、
上
海の
劉
少奇の
代理
人とい
われ
た
陳
歪

顕等
劉
少奇の
黒い一
味とい
われ
た
人た
ち
が
書
記
処

に
入っ
て
い
る
乙
とで
あ
る 。

曽て
共
産
党の
役
職に
就
く
た
め
に
は
長
征
を
体
験し

てい
る
か
ど
うか
とい
う乙
と
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ

て 、
長
征に
参
加し
た
とい
う乙
と
は
彼
等の
革
命
的
な

資産で
ある
と
同
時に
経
歴
上に
も
非
常に
有
利で
あつ

に
わ
けで
ある
が 、
現
在で
は
そ
ういっ
た
長
征に
参
加

し
た
人た
ちは
己に
七
O
l入

O
才とい
う

高
齢に
なっ

てい
る
の
で 、
や
は
り
中
国
共
産
党の
中で
は
建
国
後
共

－・ ． 

産
主
義
青
年
団の
幹
部で
あっ
た
人た
ち
がい
わ
ば
長
征

に
参
加し
た
人た
ち
と
同
様に
中
国
共
産
党のエ
リ
ー
ト

に
な
りつ
つ
あ
る
わ
け
で
あ
る 。
胡
輝
邦は
正
に
そ
の一

人で
あ
る 。

そ
れ
か
ら
私が
特に
注
目
すぺ
き
人
材と
し
て
挙
げて

い
る
人
物に
胡
啓
立
がい
る 。
彼
は一
九二
九
年
生
れ
の

五
三
歳で 、
書
記
処
書
記
中
と
ぴ
抜
け
て
若
年で
あ
る 。

彼
は
北
京
大
学の
機
械
系
を
卒
業し
て
お
り 、
中
国
全
学

連の
委
員
長で
あっ
た
り 、
また
プ
ラハ
に
本
部の
あっ

た
国
際
学速の
中
国
代
表で
あっ
た 。
ま
た
彼
は
新
民
主

主
義
青
年
団 、
中
国
共
産
主
義
青
年
団の
出
身
で
あ
る

が 、
その
後
劉
少
奇の一
味
と
し
て
徹
底
的に
批
判
さ
れ

て
消
息
を
絶っ
た
け
れ
ど
も 、
つ
い
最
近
復
活
する
と
同

時に
と
ん
と
ん
拍
子に
昇
進
し
て
今で
は
党
中
央の
書
記

に
なっ
て
い
る 。
少く
と
も

胡
啓
立に
関し
て
は
郵
小

平 、
胡
輝
邦
体制の
続
く

限
り 、
い
よい
よ
出
るべ
き
人

物が
出て
き
た
とい
う
感
じが
する 。

こ
うい
う
点か
らみ
る
と 、
仮
りに
彼
等
が
来日
し
て

経
済
界
あ
るい
は
外
務
省
あ
た
りに

接
待さ
れ
て
もそ
う

簡
単に
喜ぶ
よ
う
な
人で
は
な
く 、
や
は
り
極め
て
し
た

た
か
な
人
物で
社
会
主
義に
徹し
た
人た
ちで
あ
ろ
うと

思
う 。乙

うい
う
人た
ち
を
中
心に
書
記
処を
固め
た
わ
け
で

あ
る

か
ら
政
治
局は
特
定の
人
物以
外は
動か
す
必
要は

なかっ
た 。
つ
ま
り

書
記
処を
機
能
的に
強
化し 、
そ
こ

に
すべ
て
反
毛
沢
東
派の
人
物を
入れ
て
政
治
局
を
動か

さ
な
かっ
た
と乙
ろ
に
郵
小
平の
人
事の
妙が
あ
る
と
恩

』F内J 0
・

．

一
方 、
華
国
鋒 、
在
東
興
とい
う
文
革
派が
ま
だそ
の

f側、

名
を
残
し
て
い
る
け
れ
ど
も 、
乙
れ
は
と
て
も

文
革
派の

抵
抗
な
ど
とい
う
もの
で
は
ない 。
華
国
鋒に
し
て
み
れ

ば 、
曽てぬ・
ー
で
あっ
た
もの
が
こ
O
O
位
以
下の
平

の
中
央
委
員に
落さ
れ
た
の
だ
か
ら 、
乙
れ
は
日
本で
い

え
ば
切
腹
もの
で
あ
り 、
ま
た
在
東
興の
場
合に
し
て
も

曽て
は
政
治
局
常
務
委
員の
ぬ・
4
で
あっ
た
もの
が
中

．
央
委
員
候
補の
最
下
位に
ま
で
落
と
し
て
置
き
な
が
ら
尚

名
前
を
出
し
て
置
く
とい
うと
と
は
正
に
生
き
恥
をか
か

せ
る
とい
う乙
と
で
あっ
て 、
残
存
文
革
派に
対
す
る
み

せ
し
め
だ
と
思
う 。

と
い
うの
は
党
員三
千
九
百
万
人の

中の
半
分
位は
文革
時の
入
党
者で 、
彼
等は
文革
期間

「
造
反
有
理」
を
掲
げ 、
毛
沢
東
語
録
を
振
り
か
ざ
し

て 、
現
在
書
記
処
入
りし

て
い
る
よ
う
な
人た
ち
を
黒い

一
味と
し
て
打
倒
し
た 、
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
て
党
員

に
なっ
た
人た
ちで
あ
る 。

そ
うい
う
人た
ちは
も
ち
ろ
ん
党
中
央か
らは一
掃さ

れ
た
け
れ
ど
も 、
ま
だ
地
方レベ
ル
特に
末
端の
県
級に

は
沢
山い
る
わ
け
で
あ
る 。

そ
れ
か
ら
中
国
社
会に
お
け
る一
般
中
国
人は 、
こ
れ

まで
ずっ
と
激
動の
繰
り
返
え
し
を
見て
き
た
だ
け
に 、

郵
小
平が
死
去し
た
ら
また
崩
潰
する
の
で
は
ない
か
と

い
うふ
うに
感
ずる
の
も

当
然で
あ
る 。
郵
小
平
が
死ん

だ
ら
また
会お
う
とい
うよ
う
な
言
葉が
畷か
れ
て
い
る

とい
う乙
とで
あ
る
け
れ
ど
も 、
そ
れ
だ
けに
郵
小
平
と

し
て
も
あ
れ
だ
けの
激
動
を
かい
く
ヤっ
て
奇
跡
的
な
復

活
を
何
回
と
な
く

成し
遂
げて
きて
い
る
わ
け
で
あ
る
か

ら 、
自
分
亡
き
後ど
うな
る
か
分
ら
ない
とい
う
不
安が

や
は
り

非
常に
強い
と
思
う 。
あの
暗
黒の
毛沢
東
時
代

が
再
来し
ない
よ
うに
する
に
は 、
正
に
現
在尚
残
存し

（ 
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・ を

て
い
るい
わ
ば
文革
派を
根乙
そ
ぎ
追
放
する
とい
う乙

とに
な
ら
ざ
る
を
得
ない 。
そ
れ
を
今や
ろ
う
と
し
て
い

る
の
が
中
国
版の
行
政
改
革
｜庚申

改
革の
ア
イ
デ
ア
で

あ
り 、

そ
れ
を
最
近で
は
ま
た
整
風運
動
と
し
て
や
る
と

いっ
て
い
る
の
で
あ
る 。

こ
の
よ
うに
み
る
と 、
少く
と
も

現
在の
中
国
共
産
党

の
方
向
とい
う
もの
が
ほ
ぼ
分る
と
思
う
け
れ
ど
も 、
と

れ
を一
口
で
い
え
ば
赤い
貴
族の
独
裁
体制で
あっ
て 、

そ
うい
う
党
官
僚
独
裁
体制
が
ま
す
ま
す
強
化さ
れつ
つ

あ
る
とい
うの
が
今日
の
中
国で
は
ない
か
と
思
う 。

そ
し
て
恐
ら
く

今
後三
年
乃至
五
年
とい
う
時
聞の
中

で
や
り
遂
げて
ゆ
くの
で
は
ない
か
とい
う
気が
する
わ

け
で
あ
る 。
も
ち
ろ
ん
そ
の
問 、
四つ
の
現
代
化が
もし

う
ま
くゆ
か
な
け
れ
ば
そ
の
責任
を
と
ら
さ
れ
る
とい
う

問
題
も
あ
る
け
れ
ど
も 、
そ
の
結
果は
今
世
紀
末に
な
ら

ない
と
出
ない
わ
け
で
あ
る
か
ら 、
当
面
郵
小
平に
とっ

て
重
要な
の
は 、
長
期
的
国
家目
標と
し
て
の
四つ
の
現

代
化で
あっ
て
も 、
乙
乙
までや
り

始
め
た
非
毛
沢
東
化

を
中途
半
端で
終
ち
さ

れ
る
と
と
は
最
も
危
険だ
とい
う

ふ
うに
考
え
て
い
る
と
思
う 。

さ
て
こ
の
よ
うに
中
国の
政
治が
内
部
的に
転
換
し
て

く
る
と
只
今のべ
た
よ
うに
郵
小
平 、
胡
縄
邦 、
万旦
等

が
最
高の
実力
者で
あっ
て 、
私は
越
紫
陽
を
あ
ま
り

寓

く
評
価し
てい
ない 。
彼
は
御
祝
儀
外
交に
出て
く
る
人

材で
は
あっ
て
も 、
あ
ま
り
力
が
ない
と
思
う 。
先
般
鈴

木
総理
が
訪
中し
た
時は
越
紫
陽が
出て
き
た
げ
れ
ど F、

共
産
党のマ
ル
シェ
書
記
長が
訪
中し
た
場
合
もや
は
り

郵
小
平や
胡
縄
邦
が
出て
きて
「
従
来のや
り

方は
誤っ

て
い
た」
といっ
て
和
解し
た 。
恐
ら
く
日
本の
共
産
党

と
の
聞に
もそ
うい
う
形で
の
和
解がや
が
て
実
現
する

の
で
は
ない
か
とみ
ら
れ
る。

イ
ギ
リス
の
サッ
チャ
l

首
相が
北
京に
行っ
た
時
も

確
か
郵小
平や
胡
耀
邦
等が
非
常に
重
視し
た
が 、
サッ

チャ
l

女
史
も

大し
た
もの
で 、
あの
アヘ
ン
戦
争の
結

果
結ぼ
れ
た
南
京
条
約 、
北
京
条
約 、
そ
れ
か
らそ
の
後

の
香
港九竜
拡
張
条
約な
ど
を
今日
に
至
る
も
国
際
的に

は
有
効で
あ
る
と
言い
張っ
て
く
る
わ
けで
あ
る
か
ら 、

そ
の
度胸た
る
や
大し
た
もの
で
あ
る 。

とこ
ろ
が
わ
が
国の
リ
ー

ダ
ー

は
ど
うか 、
不
必
要な

まで
に
さ
ん
ぎ
ん
頭
を
下
げて 、
「
わが
国は
軍
国
主
義

で
は
ない」
とい
う
有
様で
あ
る
か
ら 、
そ
れに
は
越
紫

陽
を
出
し
て
ちょ
っ
と
御
祝
儀
外
交をやっ
て
お
げ
ば
よ

い
とい
うと
と
で 、
中
国
側
も
相
手
を
よ
く

見て
対
応し

て
い
る
と
思
う 。

3 

さ
て
そ
うい
う
中
国の
変
化の
中で 、
中ソ
和
解に
関

する
中
圏
内
部か
らの
条
件が
出て
きて
い
る
乙
と
を
明

被に
する
た
め 、
こ
れ
まで
の
中
国の
政
治
構
図を
も
う

一’
度考
え
て
み
たい
と
思
う 。

現
在
天
下
を
取っ
て
い
る
人た
ちは 、
もし
毛
沢
東
が

在
世し
て
い
る
な
ら
ば 、
絶
対に
表
面に
出
ら
れ
な
かっ

Fヘ
耀
邦に
し
て
も 、
今
頃は
北
京
郊
外の
監
獄にぶ
ち込
ま

れ
て
い
る
か 、
あ
るい
は
黒竜
江
省
あ
た
りの
労働
収
容

所で
働か
さ
れ
て
い
る
か
もし
れ
ない
立
場
の
人
で
あ

る 。
し
た
がっ
て 、
そ
れ
らの
人た
ち
が
現
在
全面
的に

リ
ー

ダ
ーシツ

プ
を
とっ
て
い
る
とい
う乙
と
は 、J
只
単

に
毛
沢
東
政
治の
否
定だ
け
で
は
済ま
さ
れ
ない
問題が

あ
る
わ
け
で
あっ
て 、
政
治
とい
う
もの
は
い
わば一
つ

の
弾み
とい
うか 、
反
動
を
伴
う
もの
で
あ
る 。

中ソ
関
係に
し
て
も
今日
まで
あ
ま
りに
も

悪過
ぎた

た
め
に
や
は
りそ
の
弾み
で 、
現
在
中
国で
はソ
速に
対

す
るパ
ラ
色の
論
調が
盛
ん
に
出
は
じめ
て
い
るl
例え

ばy
連に
は
イン
フ
レ
が
ない
と
か 、
物
価が
安
定し
て

い
る
と
か 、
あ
る
い
は
計画
経
済
が
非
常托
う
ま

くいっ

て
い
る
といっ
た
よ
うにソ
連の
人た
ち
が
聞い
た

ら
内

心
掛
惚
た
る
もの
が
あ
る
の
で
は
ない
か
と
さ
え
思
う評

価が
出は
じ
め
て
い
る
ほ
どで 、
最
近ソ
速に
対
する
評

価が
非
常に
高まっ
て
い
る 。
乙
れ
もや
は

り一
つ
の
反

動で
あ
ろ
う
と
思
う 。

そ
乙
で
今や
毛
沢
東は
否
定さ
れ 、一
結
局
曽て
の
劉
郵

実
権
派がい
ま
天
下
を
取っ
て
い
る
が 、
最
近
毛
沢
東
路

線と
劉
郵
実
権
派の
聞に
立っ
て
い
た
周
恩
来の
立
場が

微
妙に
揺れ
始
め 、6
圏
内で
は
あ
ま
り
周
恩
来とい
ろ乙

と
を
言
わ
な
く
なっ
て
い
る 。

私は
こ
れ
は
当
然
花
と
思
う 。
そ
れ
は
何故か 、
私
は

曽て
北
京で
挙
行
さ
れ
た
孫
文
生
誕
百
周
年
記
念式
典の

現
場に
出
た
乙
と
が
あ
る 。
周
思
来は
文
革
の
閉
幕に
当

，吋An
h伺F
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郵
小
平 、
胡
纏
邦
といっ
た
トッ
プ
ク
ラス
が
出て
きて

い
る 。
乙
れ
がい
わゆ
る
ラ
イン
だ
と
思
う 。
フ
ラン
ス

キト

‘

AM

るい
は
毛
沢
東
派の
華
国
鋒な
ど
が
全
面
的に
リ
ー

ダ
ー

シッ
プ
を
発揮
し
て
い
る
な
らば 、
部
小
平に
し
て
も

胡
い
た 。
「
孫
文
先
生
の
よ
うに 、
革
命
家に
とっ
て
大
事

な
乙
と
は
晩
節で
あ
る 。
そ
れ
に
引
き
か
え
わ
れ
わ
れ
の

. (; ·5 . ) 
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周
辺
に
は
晩
年に
なっ
て
毛
主
席に
叛
く

輩
がい
る 。
彼

等
に
は
末
路
が
ない
の
だ」
と
叫
んで
毛
沢
東
万
歳
を
称

ご。

乙、
こ
0・hu
ま一
白
と
ま
り 、

煙
に
も
拘
ら
ず
煙
草
を
吸い
始
め
た 。
まに
郵
小
平
は
今

に
み
て
い
ろ
とい
う
感
じで
周
思
来
を
硯み
つ
けて
い
た

の
を
はっ
き
り
目
撃
し
て
い
る 。
私は
周
恩
来
と
も
あ
ろ

う
者が
何
故に
あの
よ
うに
毛
沢
東
万
歳
を
称え
る
の
だ

ろ
うか 、
と
巷
聞の
評
価
と
は
可
成
り

違っ
た
印
象
を
受

け
た 。
も
ち
ろ
ん
周
恩
来に
は
彼
自
身の
深謀
遠
慮で
毛

沢
東
万
歳
を
称え
たの
か
も
知
れ
ない 。
結
局
晩
年に
な

っ
て
こ
れ
で
は
駄
目
だ
とい
う乙
とに
気づ
き 、
彼
もま

た
毛
沢
東
体制
下の
非
毛
沢
東
佑を
図っ
た
わ
け
で 、
そ

れ
が
露
見して
晩
年に
攻撃
を
受け
た
わけ
で
あ
る 。
あ

の
水詩
伝
批
判
な
ど
もそ
うで
あっ
た 。
乙
の
乙
とに
気

づ
い
た
民
衆
が
周
思
来の
死を
悼
む
献
花を
抑
圧
し
たの

が
あの
天
安
門
事
件で
あ
る 。

兎に
角
文革に
賭
け
た
とい
う乙
とに
か
ん
して
は 、

周
恩
来の
立
場に
は
決
定
的
な
汚
点が
あ
る 。
劉
郵
実
権

派か
らみ
れ
ば 、
文革に
よっ
て
あ
れ
ほ
どの
悲
劇
を
生

み 、
中
国を
誠
茶々
々
に
して
し
まっ
た
と
す
る
な
ら

ば 、
あの
時
周
恩
来
が
も
う
少し
毅
然たる
態
度を
とっ

て
い
た
な
ら
ば
中
国は
あの
よ
うな乙
とに
は
な
ら
な
か

っ
た
とい
う
批
判が
当
然
出て
く
る
わ
け
で
あ
る 。
し
た

がっ
て
周
恩
来に
対
する
過
信
とい
う乙
と
か
ら
評
価が

低
下
する
と
同
時に 、
周
恩
来
系
列の
リー
ダ
ー 、

葉
剣

英 、
李
先
念
等の
影
響
力
が
な
く
なっ
て
く
る
の
も
当
然

の
乙
とだ
と
思
う 。

そ
れ
か
ら乙
れ
もや
は
り反

動
とい
うか 、
も
う一
つ

の
グル
ー

プ
が
あ
る 。
実
権
派は
大
腿
進
政
策が
失
敗し
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て
か
ら
毛
沢
東
と
対
立
し
た
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も 、
そ

もそ
も
以
前か
ら
人
民
会
社と
か
大
躍
進
な
ど
をや
れ
ば沖固め陵肘民臓除ドドド除防W比レhk

院仲快K

意
見
書
を
突
きつ
け 、
同
じ湖
南
省出
身で
同
郷
人
と
し

て
毛
沢
東に
切々
と
訴え
た
手
紙
を
出
し
たの
が
彰
徳
懐

で
あ
る 。
彼は一
九
五
九
年の
直
山
会
議に
おい
て
も
毛

沢
東
と
痛
烈に
罵
り

合っ
て
い
る 。
そ
の
彰
徳
懐が
今や

中
国で
は
非
常
な
人
気を
博
し
て
い
る 。

最
近
毛
沢
東
撰
集
を
出
し
て
い
る
最
も

権
威の
あ
る
人

民
出
版
社か
ら
『
彰
徳
懐
自
伝』
が
出
版
さ
れ 、
そ
の
付

録
と
し
て
毛
沢
東に
宛て
た
手
紙
がつ
い
て
お
り 、
し
か

も
今乙
れ
が
中
国で
はベ
ス
トセ
ラ
ー

に
なっ
て
い
る 。

今や
旧
実
権
派が
天
下
を
取っ
て
い
る
だ
けに
彰
徳
懐

が
評
価
さ
れ
る
の
は
当
然で
あ
る 。
そ
し
て
そ
れ
は
毛
沢

東に
対
する
アン
チ
テ
ーゼ
とい
う
意
味
も
あ
る
が 、
周

思
来
と
比べ
る
と
彰
徳
懐は
非
常に
不
幸な
死に
方
を
し

て
い
る 。
即
ち
彼は
文革
中に
紅
衛
兵に
殴
殺さ
れ
る
よ

うな
形で
死んで
いっ
た
わ
け
で
あ
り 、
し
か
も
彼は
根

本
的に
毛
沢
東
批
判
者で
あっ
た
とい
う乙
と
か
ら 、
毛

沢
東
を
否
定し
た
今日
で
は
乙
の
彰
徳
懐
路
線が
評
価
さ

れ 、
し
か
も

彰
徳
懐
勢
力の
人た
ち
が
殆ど
復
活して
い

る
の
も乙
れ
ま
た
当
然で
あ
ろ
う 。

きて
も
う一
つ
の
反
動
と
して
寓闘
グル
ー

プ
の
復
活

が
あ
る 。
高闘は一
九四
九
年の
建
国の
時に
は
党
内地

．
4
の
序
列で
天
安
門の
楼
上に
姿を
現
わ
し
て
い
る

が 、
彼は
当
時の
中
央
人民
政
府の
副
主
席で
あっ
た
け

れ
ど
も一

方で
は
その
後の
人
事に
不
満を
持っ
て
い
た

よ
うで
あ
る 。

し
か
し
彼
は
東
北で
は
非
常に
極
力
を
持っ
て
お
り

東

〈

北
玉
と
もい
わ
れ
た 。
建
国
前の
四
九
年
七
月は
己
に
北

京は
共
産
党
支
配
下に
あっ
た
わ
け
で
あ
る
が 、
彼
は
党

とま
く
u
乙

l
リン

易
協
定を
結
ん
で
い
た 。
そ
れ
はソ
連
と
中
国
との
通
商

貿
易
協
定で
は
な
く 、
ソ
連
と
東
北
との
通
商
協
定で
あ

っ
た 。
フル
シ
チョ
フ
の
回
想
録の
中に
も

高閥
とス
タ

ー
リン
との
親
密
な
関
係で
あっ
た
こ
と
が
出
て
い
る

が 、
結
論
と
し
て
言え
る
乙
と
は 、
高闘
が
人
事
的に
も

不
満が
あっ
た
が
故に
彼
は
中
国に
とっ
て
ひ
と
き
わ
経

済
的
基
盤の
高い
東
北 、
重
工
業
地
帯の
東
北
を
基
盤と

し
て
自己
の
権
力
を
輩
固に
し
よ
う
と
し
た 。
そ
の
高闘

の
胸
中に
気づ
い
たス
タ
ー
リン

が
乙
れ
ま
た
高闘
を
大

い
に
利
用し
よ
う
と
し
た
と
思
われ
る 。
そ
もそ
もス
タ

ー
リン
の
考
え
た
乙
と
は 、
ヤル
タ
体制
後 、
東欧
諸
国

はい
わゆ
る
人
民々
主々
義
とい
う
名の
下に
値
観
政
権

を
作っ
て
いっ
た
乙
とに
現
われて
い
る 。
だ
か
ら乙
そ

ス
タ
ー
リン

批
判
後記ハ
ン
ガ
リ
ー

事
件や
ポ
ー
ラン
ド

事
件が
起き
た
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も 、

一
方
極
東に
対

して
も
同
様
な乙
と
を
考
え
た 。
そ
して
北
朝
鮮に
金日

成
を
送
り

込み 、
中
国に
も
李
立
三
を
恰
爾
浜に
送
り

込

ん
だ 。
李
立
三は
李
立
三
路
線とい
われ
た
ほ
ど
の
指
導

者で
あっ
た
が 、
彼
はや
は
り

土
着で
ない
の
で
現
地に

基
盤が
ない 。
さ
らに一
九
七
四
年にモ
ス
クワ
で
客
死

し
た
王
明に
も
期待し
た
が
そ
れ
も

駄
目
で
あっ
た 。
そ

乙
でス
タ
ー
リン
は
すで
に
東
北に
基
盤
を
築い
て
い
た

商闘に
着目
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら 、
乙
れ
は
大
変な
出

来
事で
あっ
た
と
思
う 。

後に
毛
沢
東は
『
毛沢
東
思
想
万
歳』
の
中で
「
寓闘

事
件は
中
国
共
産
党に
とっ
て
震
度8
の
大
地
震で
あっ

Fヘ
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た」
と
の
べ
て
い
る。

－
九
五
四
年
に
乙
の
商
閥
事
件
が
摘
発
さ
れ、
翌
五
五

年
に
は
「
高
閥、
鏡
激
石
の
反
党
同
盟
に
関
す
る
決
議
「

が
採
択
さ
れ
た。
高
闘
は
獄
中
で
自
殺
し
た
と
い
う
ふ
う

に
『
人
民
日
報』
に
も
出
て
い
る。
彼
等
の
罪
状
は
独
立

王
国
を
作
ろ
う
と
し
た
反
党
反
革
命
分
子
と
い
う
こ
と
で

あっ
た
け
れ
ど
も、
そ
乙
に
は
い
ま
の
べ
た
よ
う
な
隠
さ

れ
た
背
景
の
あっ
た
事
件
で
あ
る
だ
け
に
非
常
に
深
刻
で

あっ
た
と
思
う。
当
時
の
中
国
共
産
党
東
北
ピ
ュ
l
ロ
l

の
重
鎮、
東
北
人
民
政
府
の
重
要
幹
部
は
高
闘
事
件
の
発

覚
と
同
時
に
悉
く
芋
蔓
式
に
連
座
摘
発
さ
れ
て
党
を
追
わ

れ
た
が、
意
外
に
も一
昨
年
の
秋
頃
か
ら
そ
れ
ら
の
幹
部

た
ち
が
次々
復
活
し
て
東
北
の
要
衝
を
握っ
て
い
る。
例

え
ば
遼
寧
省
の
最
高
権
力
者
は
曽
て
高
闘
の
側
近
で
あっ

・
た
郭
峰
で
あ
り、
ソ
速
に
接
す
る
黒
竜
江
省
の
省
長
は
越

徳
尊、
十
二
全
大
会
に
出
て
き
た
張
香
山、
胡
番
木
に
代

っ
て
社
会
科
学
院
長
に
な
っ
た
馬
洪
等、
こ
れ
ら
の
人
は

曽
て
は
同
じ
釜
の
飯
を
食
べ、
芋
蔓
式
に
摘
発
さ
れ
て
同

様
に
失
脚
し
た
人
た
ち
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
が
全

部
出
て
き
た
だ
け
で
な
く、
再
ぴ
東
北
の
要
衡
の
リ
ー
ダ

ー
に
な
っ
て
い
る
乙
と
の
意
味
は
極
め
て
重
要
ピ
と
思

』FqJO

x
x
x

x
x
x

B
B
D
D
B

 

以
上
か
ら
今
で
は
毛
沢
東
と
周
思
来
l
劉
少
奇
と
郡
小

平
と
胡
輝
邦
l
彰
徳
懐
l
商
闘
と
い
っ
た
ν
フ
ト
が
生
ま

れ
て
き
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る。

現
在
の
郵
小
平
は、
少
く
と
も
毛
沢
東
の
よ
う
に
ソ
連副剣画制削刻洲引引刈矧U州叶汁川引刑制闘剖劃

を
打
倒
す
る
た
め
に
は
先
づ
ソ
速
を
打
倒
すべ
き
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
考
え
方
と
は
根
本
的
に
違
う
わ
け
で、
乙 Fヘ

れ
が
先
づ
最
近
の
中
ソ
和
解
と
い
う
も
の
が
単
に
ア
メ
リ

カ
を
臨
ん
で
カ
l
ド
を
弄
ぷ
と
い
う
乙
と
だ
け
で
な
く、

寧
ろ
内
部
的
に
そ
う
い
っ
た
変
化
が
出
て
き
て
い
る
点
を

もっ
と
掘
り
下
げ
て
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
う。

4 

乙
れ
に
加
え
て
も
う－
つ
最
近
の
変
化
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
こ
と
は、

｜｜
私
は
そ
れ
を
寸
知
ソ
派」
と
い
っ
て

い
る
が、
ソ
連
体
験
者、
ロ
シ
ア
語
サ
ー
ビ
ス、
ロ
シ
ア

語
世
代
の
人
び
と
の
著
し
い
拾
顕
で
あ
る。
例
え
ば
郵
小

平
自
身
も
周
思
来
と

プ緒
に
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
そ
の

帰
り
に
モ
ス
ク
ワ
に
留
まっ
て
孫
逸
仙
大
学
に
入っ
て
お

り、
ソ
連
留
学
の
体
験
が
あ
る。
勿
論
ソ
速
に
留
学
し
た

か
ら
と
い
っ
て
ソ
速
が
好
き
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
け
れ

ど
も、
少
く
と
も
毛
沢
東
な
ど
と
は
対
ソ
認
識
が
違
い、

い
わ
ば
知
ソ
派
で
あ
る。
そ
し
て
ソ
連
の
歴
史
に
新
し
い

時
代
が
始
まっ
た
頃
の
水
を
飲
ん
で
育っ
て
き
て
い
る
の

で
あ
る。

今
度
の
外
交
部
長
は
黄
撃
に
代っ
て
呉
学
識
が
な
っ
た

け
れ
ど
も、
貨
準
は
燕
京
大
学
の
出
身
で、
曽
て
の
米
駐

華
大
使
ジ
ョ
ン・
レ
ー
ト
ン
－
Z
チュ
ワ
l
ト
の
教
え
子

で、
一
九
四
九
年
に
南
京
を
舞
台
に
ア
メ
リ
カ
と
の
接
衡

に
当っ
て
い
た
そ
の
時
の
中
国
共
産
党
外
事
系
の
責
任
者

で
あっ
た。
つ
ま
り
黄
撃
は
正
に
米
中
接
近
時
代
の
外
交

部
長
と
し
て
は
最
適
任
者
で
あ
る。
と
こ
ろ
が
今
や
中
ソ

和
解
の
方
向
が
い
ろ
い
ろ
出
て
き
た
の
で
黄
華
に
代っ
て

共
育
国
際
派
の
呉
学
謙
が
外
交
部
長
に
な
っ
た。
呉
学
謙

の
英
語
は
ア
メ
リ
カ
で
習
得
し
た
も
の
で
は
な
く、
正
に

プ
ラ
ハ
の
国
際
学
連
と
か、
中
ソ
友
好
時
代
の
民
主
青
年

戸時、
運
動
の
た
め
必
要
な
限
り
に
お
い
て
習っ
た
英
語
で
あっ

て、
そ
う
い
っ
た
タ
イ
フ
の
人
た
ち
が
最
近
出
て
き
た
乙

と
も
印
象
的
で
あ
る。

そ
れ
か
ら
国
防
部
長
は
対
米
接
近
派
の
歌
騰
に
代っ
て

援
愛
梓
が
な
っ
た。
彼
は
曽
て
彰
徳
懐
の
部
下
で
元
副
総

怠
謀
長
で
あっ
た。

こ
の
よ
う
に
知
ソ
派
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち、
ロ
シ
ア
語
サ

ー
ビ
ス、
曽
て
は
ロ
シ
ア
語
が
で
き
る
と
い
う
と
白
い
目

で
み
ら
れ
た
五、
六
O
代
の
人
た
ち
が

一斉
に
出
て
き
た

感
じ
で
あ
る。

乙
う
い
う
情
況
の
中
で
呉
学
謙
が
外
交
部
長
に
な
る
と

と
も
に
次
官
級
に
は
銭
其
深
と
い
う
人
が
い
る。
彼
は
現

在
五
O
代
で、
曽
て
モ
ス
ク
ワ
中
国
大
使
館
の
政
務
担
当

書
記
官
を
長
く
つ
と
め
た
乙
と
の
あ
る
ロ
シ
ア
語
に
堪
能

な
人
物
で
あ
る。
彼
は
去
年
の
三
月、
プ
レ
ジ
ネ
フ
が
タ

シ
ケ
ン
ト
で
中
ソ
和
解
の
呼
び
か
け
を
行っ
た
時、
そ
れ

を
中
国
側
で
受
け
と
め
た
新
聞
局
長
い
わ
ゆ
る
ス
ポ
ー
ク

ス
マ
ン
で
あっ
た。

そ
の
プ
レ
ジ
ネ
フ
の
呼
び
か
け
を
新
華
社
を
通
じ
て
全

中
国
民
読
し
た
責
任
者
は
彼
で
あっ
た。
ま
た
『
参
考
消

息』
と
い
う
内
部
刊
行
物
の
新
聞
を
通
じ
て
プ
レ
ジ
ネ
フ

演
説
の
全
文
を
幹
部
記
回
し
て
い
る。

私
は
そ
の
時
プ
レ
ジ、不
フ
演
説
に
非
常
に
注
目
し
て
そ

の
内
容
を
み
た
が
実
に
よ
く
で
き
て
い
る
と
思っ
た。
例

え
ば
「
中
ソ
聞
に
は
友
好
の
幹
に
結
ぼ
れ
た
時
代
が
あっ

た
で
は
な
い
か。
わ
れ
わ
れ
は
ニ
つ
の
中
国
と
い
う
陰
謀

に一
度
も
加
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
r。
わ
れ
わ
れ
は
同

じ
社
会
主
義
者
の
粋
で
も
う一
度
世
界
を
作
り
宜
そ
う
で

は
な
い
か」
と
い
う
よ
う
な
乙
と
を
言っ
てい
る？
ま
花

( 7 ) 
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そ
の
中で
非
常に
満足
し
て
い
る
感
じ
の
出
て
い
る
の

は 、
都
小
平
指
導
部に
向っ
て
「
よ
く
やっ
て
く
れ
た 、

よ
く
毛
沢
東
路
線か
ら
離
脱
し
て
く
れ
た」
とい
うよ
う矧44．η刈刈料刻引刻引剖刷

甘川刻TIll－
－

さ
らに
特にソ
連
側
を
満
足
させ
た
で
あ
ろ
う
乙
と

は 、
そ
の
問 、
中
国が
ポ
ー
ラン
ドの

連
帯運
動
を
完
全

に
冷た
く

見放
し
た
こ
とで
あ
る 。
ソ
速に
とっ
て
ポ
ー

ラン
ド

の
連
帯を
認め
る
か
ど
うか
は
正
に
自己
の
レ
ゾ

ン・
デl
トル
に
関
わる
根
本
問
題で
あ
る
だ
けに
非
常

に
重
要な
踏
絵だ
と
思
う 。
と
承
知の
よ
うに
ポ
ー
ラン

ド
の
連
帯は
日
本やレ
ー

ガン
政
権に
もシェ
ア
を
求め

て
きた
わ
け
で
あ
る
か
ら 、
あ
れ
程ソ
速
を
悪
くいっ
て

いれた
中
国
共
産
党に
も
当
然
支
援
を
求め
た
け
れ
ど
も 、

中国
共
産
党は
そ
れ
を
冷た
く

見放
し
た
の
み
な
ら
ず 、

ヤル
ゼ
ル
ス
キ
1

軍
事
政
権と
通
商
協
定を
結ん
だ
り
し

て 、
連
帯つ
ぷ
しに
加
担し
た
わ
け
で
あ
る 。
そ
し
て

「ポ
ー
ラン
ド

問
題につ
い
て」
とい
う
中
国の
内
部
文

献に
は 、
ポ
ー
ラン
ドの

二
の
舞
を
踏
むべ
きで
は
ない

とい
う
形で 、
西
側に
お
だて
ら
れ
て
外
資を
ど
ん
ど
ん

導入
し 、
借款
を
受け
入れ
て
し
まっ
た
が
故に
ポ
ー
ラ

ン
ド

経
済は
破
綻
し
た
の
だ
とい
う乙
と
が
普か
れ
て
い

る 。
こ
うい
う乙
とはソ
速
が
当
然
知っ
て
い
る
わ
け
で

ある
か
ら 、
演説の
中に
もそ
の
満足
感
が
非
常に
よ
く

出てい
る 。

乙
れ
は
今
年の－
月に
日ソ
定
期
協
議
が
事
務レベ
ル

で
行
われ
た
時に
もソ
連
側は
そ
うい
う乙
と
を
言っ
て

い
た
け
れ
ど
も 、

残
念な
が
ら
わが
外
務
省は
そ
の
辺の

セ
ン
ス
を
読み
取れ
な
くて一
蹴し
た
よ
うで
あ
る 。
し

か
し
プレ
ジ
ネフ
の
内
容を
虚
心
坦
懐に
読
んで
み
る
と

実に
よ
く
出
来て
い
る
と
思
う 。
こ
れ
で
は
中
国
も
動か

ざ
る
を
得ない
よ
う
な
文
面に
なっ
て
い
る
の
で
あ
る 。

そ
乙
で
銭
其
深は
五
月の
国
務
院の
改
革
で
外
交
部
副

ロ

t
、

寸ロ
イ
リチ
フ
と

官
会
談に
出て
きた
わ
け
で
あ
る 。
そ
し
て
九
月の
十二

全
大
会で
は
早く
も
中
央
委
員候
補に
列せ
ら
れ
る
とい

う
実に
著
しい
拾
頭ぷ
りで
あ
る 。

乙
の
銭
其
深の
直
ャ
下に
い
た
の
が
子
洪
亮
とい
う
人

で 、
外
交
部のソ
連・
東
欧
局
長
だっ
た 。
彼は
乙
の
入

月に
ひ
そ
か
にモ
ス
クワ
を
訪れ
て
い
る 。
私は
そ
れ
に

注
目
し
て
直
ャ
『
中
央
公
論』
の
論
文の
中に
彼のモ
ス

クワ
訪
問は
非
常に
重
要で
あ
る
と
書い
た
け
れ
ど
も 、

当
時の
日
本の
新
聞
も
外
務
省
も

全く
気づ
か
な
かっ
た

よ
うで
あ
る 。

丁
度そ
の
頃日
本は
ど
うで
あっ
た
ろ
うか 。
日
本の

マ
スコ
ミ
は
挙げて
教
科
書
問
題で
大
騒
ぎ 、
そ
し
て
文

部 、
外
務の
両
局
長が
汗
を
拭き
拭き
北
京
詣で
漸
く

面

会で
きた
の
が
宵向
前で
あっ
た 。
彼は
日
中
関
係で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
人
物で
あ
る
が 、
残
念な
が
ら
中
国に

お
け
る
政
治
的
地
位は
あ
ま
り

商く
ない 。
彼の
最
高ポ

ス
ト

は
外
交
部の
ア
ジ
ア
第－
局
長で
あ
る 。
同
じ
外
交

部の
局
長で
もソ
連・
東
欧
局
長
と
比
較
す
る
と 、
ソ
連

・
東
欧
局
長は
党
中
央に
結びつ
く

人
物が
な
る 。
そ
乙

が
や
り

共
産
国
家の
特徴
で
あ
る 。

そ
の
頃
漸
く
宵向
前に
会っ
た
両
局
長が 、
「
日
本は

軍
国
主
義に
は
な
り
ませ
ん」
といっ
て
釈
明し
て
い
た

時 、
中
国は
密か
に
ソ
連・
東
欧
局
長の
子
洪
亮
をモ
ス

クワ
に
送っ
て
い
た
の
で
あ
る 。

そ
もそ
も

「
日
本
軍
国
主
義」
批
判は－
九七
O
年に

f畑、

周
恩
来
が
十二
年ぷ
りに
ピョ
ン
ヤ
ン
に
行
っ
た
時 、

「
日
本
軍
国
主
義
が
復
活
し
た」
と
言っ
た
の
が
始
ま
り

で
わっ
と
広
がっ
た
わ
け
で 、
従
来ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義例制倒剖叫例制州引川副削国州叶刻刷劉剖
剖川引

手の
裏
を
返
す
よ
う
な
転
換
を
す
る
に
は
日
本を
叩
く

必

要
が
あっ
た
の
で
あ
る 。
そ
の
こ
とに
よっ
て
中
国
外
交

の
革
命
性を
内
外に
誇
示
す
る
乙
と
が
必
要で
あっ
た 。

－
方 、
最
近は
中ソ
接
近へ
の
動
き
と
と
もに
も
うソ
速

を
覇
権
主
義
だ
と
もい
わ
な
く
なっ
て
きて
い
る 。
今回

の
全
人
代で
採
択さ
れ
た
新
憲
法で
も
覇
権
主
義
とい
う

言
葉は
出て
い
ない 。
勿
論
最
も

重
要な
規
定で
あっ
た

「
社
会
帝
国
主
義」
とい
う

言
葉
も
消
え
て
い
る 。
乙
の

よ
うに
い
わ
ば
手の
哀を
返
すよ
う
な
転
換
を
平
気で
や

っ
て
の
げ
るの
が
共
産
国
家で
あ
る 。
そ
うい
う
転
換の

際に
必
要な
の
は
外
交の
革
命
性を
誇
示
す ．る
乙
と
で
あ

っ
て 、
日
本の
教
科
書が
侵
略で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う

が 、
そ
れ
は
中
国に
とっ
て
は
基
本
的に
ど
うで
も
よい

こ
と
で
あ
ろ
う 。

要は
日
本を
叩
く乙
と
が
必
要だっ
た
の
だ 。
そ
し
て

日
本が
今
後
すこ
し
で
も

防
衛
力
を
増強す
れ
ば 、
そ
れ

右
傾
化だ
とい
う
非
難を
浴
びせ
る
の
で
は
ない
か 。
そ

の
こ
と
が
今の
中
国に
とっ
て
必
要な
の
で
あ
るl
EK

子
洪
亮
とい
う

人
物が
密かにモ
ス
クワ
を
訪れ
て
い
た

乙
と
が
重
要な
の
で
あっ
て 、
そ
れ
は
単な
る
隠密
外
交

と
し
て
お
わっ
た
の
で
は
な
く 、
中ソ
次
官
級
会
談
と
な

っ
て
表
面に
現
われ
た 。

きて
他
方ソ
連
側は
ど
うか 、
ソ
連
側
も

止に
中
国
側

に
相
当
する
人
物が
着々
と
地
位
を
高め
て
きて
い
る
と

いっ
て
もよい
と
思
う 。
そ
の一
人はソ
連
外
務
省
極
東

F、
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第｝
部
長の
カ
lピ
ッ

ツ・ア
l

で 、
彼
は
今
度イ
リチョ

フ
に
代っ
て
外
務
次
官に
なっ
た 。
彼
は
元
来
党
中央に

結びつ
い
た
グロ
ム
イコ
外
相
芭
属の
極
東
第－
部
長

で 、
極
東
第二
部
長は
日
本
担
当で
あ
る 。
私は一
九七

O
年に
科
学ア
カ
デミ
ー

で
招
待
さ
れ
た
時 、
モ
ス
クワ

のレ
ス
ト
ラン・
プ
ラハ
で
カ
lピッ

ツ
ァ
l
と
さ
し
で

話し
合っ
た
乙
と
が
あ
る
が 、
彼は
実に
し
た
た
か
な
人

物で
ある 。
彼はモ
ス
クワ
大
学の
教
授で 、
中
国の
政

治
と
中ソ
関
係の
専
門
家で
あっ
て 、
中
国
語
もよ
くで

き
る
し 、
もの

すご
くタ
フ
な
人
物で
あ
る 。
彼はジョ

バ
ロ
ン
の
『K
G
B』
とい
う

本に
よ
る
と 、
パ
キス
タ

ン
大
使の
時に
追
放
さ
れ
て
い
る 。
とい
う乙
とに
な
る

と 、
アン
ドロ

ポ
フ
政
権
下で
彼が
外
務
次
官に
な
り 、

し
か
も
ずっ
と
中ソ
関
係を
や
って
きて
い
る
人
物で
あ

る
だ
けに
極め
て
注
目
さ
れ
る
人
物で
あ
る 。
中
国側は

黄
華か
ら
呉
学謙に
代
り 、
ソ
連
側は
イ
リチョ
フ
か
ら

カ
iピ
ッ

ツ
ァ
ー

に
代る
とい
う正
に
好
対
照
と
い
え

る 。そ
れか
ら
も
う一

人は
チ
フピ
ン
ス
キ
ー
とい
う

人
物

で 、
彼
はソ
連の
中
国
学
界の
大
御
所で
あ
るρ
彼
もモ

ス
クワ
大
学の
教
授で
あ
る
と
同
時に
外
務
省の
顧
問で

あ
り 、
中ソ
国
墳の
メ
ンバ
ー

で
も
あっ
た 。
乙
の
チ
フ

ピ
ン
ス
キ
ー

は
こ
の一
月に
三
週
間に
亙っ
て
密か
に
北

京を
訪
れ 、
曽て
ジュ
ネー
ブ
で
の
ワ
ル
シ
ャ

ワ
で
始
め

て
ア
メ
リカ

側
と
接
触し
た
とい
う
中
国
人民
対
外
友
好

協
会
長の
王
嫡
南
と
会っ
た
りし
て
い
る
乙
と
が
ま
た
印製附廿割引q剥同副倒判対同刈刈剖川剖

剖斜可制

乙
と
が
あ
り 、

一
九七
O
年にモ
ス
クワ
大
学で
国
際
歴

史
学
会
第
十四
国
会
議
が
聞か
れ
た
時 、
壇
上で
彼
と
論 � 

争し
た乙
と
が
あ
る
が 、
彼
もや
は
り

普通の
学
者で
は

ない 。
何れに
し
て
も乙
の
二
人に
対
する
私の
印
象で

は 、
当
時
毛
沢
東
時
代で
あっ
た
とい
うこ
と
も
あっ
て

か 、
劉
郵
実
権派に
対
し
て
は
非
常に
同
情
的
で
あ
っ

た 。
チ
フピ
ン
ス
キ
ー

が
三
週
間 、
カ
lピ
ッ

ツ
ァ
が一

年
半の
聞に
三
回ほ
ど
北
京を
訪れ
て
い
る
と乙
ろ
か
ら

み
て 、
恐
ら
くこ

れ
らの
人がプレ
ジ
ネ
フ
の
タ
シ
ケン

ト
提
案の
原
案
を
書い
た乙
と
は
ま
ず
間
違い
ない
と
思

う 。
そ
れ
だ
けに
中ソ
関
係が
そ
うい
うと乙
ろ
か
ら
出

て
きて
い
る
と
する
な
ら
ば 、
私は
来
年は
可
成
りの

発

展
が
あ
る
の
で
は
ない
か
と
思
う 。

そ
れ
か
ら
例え
ば
中ソ
友
好
同
盟
条
約が
廃
棄
さ
れ
た

け
れ
ど
も 、
－
九五
O
年か
ら
五二
年
まで
に
沢
山の
協

定が
結ぼ
れ
て
い
る
が 、
そ
うい
う
もの
は
ま
だ
全
部
生

きて
い
る 。
ま
た 、
中
国の
機
械
設
備の
約六
O% 、
兵

器
の
約八
O%
は
ソ
連モ
デル
だ
とい
われ
る
よ
うに 、

何といっ
て
も
相互
に
共
通
性が
ある 。
私は一
九
七
五

年
と
今
年の
二
度、
ソ
連の
裏側
か
らモ
ン
ゴ
ル
を
経て

北
京に
入っ
た
が 、
哀
側
か
らみ
る
と
社
会
主
義の
実
態

に
は
そ
れ
ぞ
れ
民
族
が
違
う
け
れ
ど
も
突に
多くの
共
通

性が
ある 。
例え
ばホ
テル
の
サ
ービ

ス
の
仕
方 、
汽
車

や
飛
行
機に－
度
乗りそ
こ
ね
た
ら
何の
情報
もな
く

何

時
間で
も放
置
さ
れ
る
とい
う

状
態 、
社
会の
あ
らゆ
る

断
面の
効
率の
惑さ 、
そ
れ
か
ら
度
し
が
た
い
官
僚
主

義 、
等々

、
何れ
も
非
常に
よ
く

似て
い
る 。
そ
うい
う

意
味で
最
近ソ
連に
行っ
て
そ
の
類
似
性に
安
堵
する
中

国
入が
増
え
始
め
て
い
る 。

中
国側が
そ
うい
う
共
通
性に
気づ
き
始
め
た
とい
う

乙
と
は
や
は
り

重
大で
あっ
て 、
中ソ
関係は
可
成
りの

F「
とこ
ろ
までゆ
くで
あ
ろ
うと
思
われ
る 。
ま
た
中ソ
国

墳の
軍
事
力に
し
て
も 、
お
互い
に
無
駄で
ある
とい
う

こ
と
が
分っ
て
い
る
わ
け
で
ある
か
ら 、
よ
くい
われ
る

よ
うにモ
ンゴ
ル
の
国
境に
あ
れ
ほ
ど
多くのソ
連兵が

長
期駐
屯
し
て
お
れ
ばモ
ンゴ
ル
の
反ソ
感
情
も
出て
く

る
で
あ
ろ
う
し 、
将
来
大
幅に
減
ら
す
可
能
性
も
出て
く

る
で
あ
ろ
う 。

．

中
国の
全
人
代で
も
明
か
な
よ
うに
国
防
費を
削
減し

つ
つ
あ
り 、
国
家
予
算
も
赤
字で
あ
る
し 、
現
在の
四二

O
万の
総
兵
員
数を
三
O
O
万
体制応
し
よ
う
とい
うの

が
郵
小
平の
狙い
で
あ
ろ
う 。
こ
うし
た
中ソ
関
係の
変

化に
よっ
て
中越
関
係な
ど
もい
ろい
ろ
変っ
て
くるで

あ
ろ
う 。

－
方ア
フ
ガニ
ス
タ
ン
問
題
な
ど
もソ
連
と
して
は
早

く
片
付
け
たい
とい
う
気
持が
強い
よ
うで
ある
し 、
そ

れ
よ
り
もっ
と
緊
要な
ポ
ー
ラ
ン
ド

問
題
も
安
定させ
た

い
とい
う乙
と
で
あっ
て 、
や
は
りア
ン
ドロ
ポ
フ
とい

う
人は ．大
変な
人
物で 、
ワ
レ
サ
の
釈
放
ほ
ど
とい
うこ

と
は
ヤル
ゼ
ス
キ
l

政
権だ
け
で
で
き
る
と
は
思
え
な

い 。
従っ
て
来
年は
可
成
りの
中γ
和
解
を
契
機に
共
産

主
義運
動
を
含め
て
い
ろい
ろ
な
展
開が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う 。5 

さ
て
そ
乙
で
最
後に
日
中
関
係は
ど
うか
とい
う乙
と

で
あ
るι
私は
や
は
りこ
の
十
年
間の
日
中
関
係は
虚
像

の
上に
踊
ち
さ
れ
て
い
た
関
係
だ
と
思
う 。
わ
れ
わ
れ
は

中
国民
行
け
ば
中
国の
文
物K ，接
し
て
感
銘
を
受け
る 。

そ
れ
は
そ
れ
で
よい
と
思
う 。
し
か
し
万里
の
長
械に
登

一一；�＇＇＇＇＂＂＇＂＇＇＂＇＇＇�·＂＇＂＂＇＇··＇＇＇l…＂·－·＂·＂＇＂＇＂＇＂＇＝＇＂＂＂＂ ···• ···••• • 
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っ
た
り 、

秦の
始
皇
帝の
御
陵
を
見
物し
た
り
し
て
も 、

そ
れ
は
すべ
て
紀
元
前とい
う
古い
時
代の
文
物で
あっ

て 、
現
在の
中
国
共
産
党
政
権
と
は
全く
関
係が
ない 。

そ
れ
を
同
じ
中
国とい
うこ
と
で
錯
覚
し
て
し
ま
う
わ
け

で
あ
る
か
ら 、
や
は
り
中
国とい
う
もの
と
中
共
政
権
と

い
う
もの
を
もっ
と
峻
別
し
て
考
え
て
い
くべ
きで
あっ

て 、
現
在
中
国を
リl
ド 、

指
導し
て
い
る
の
は
正
に
共

産
主
義
者で
あ
る
とい
う乙
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ない
と

思
う 。中ソ

対
立
とい
うの
は
何
もア
メ
リ
カ
が
伝
統
的に
中

ソ
離
間
策を
採っ
た乙
とに
よっ
て
起っ
た
の
で
は
な

く 、
い
わば
共
産
圏の
内
輪
喧
嘩で
あ
る 。
もし
中
国が

ア
メ
リカ
の
武器
援
助
を
受け
入
れ
て
F
X
戦
闘
機を
導

入
する
とい
うな
ら
ば
そ
れ
で
もよ
か
ろ
う 。
ポ
ー
ラン

ド
の
連
帯
も

認
め
る
し 、
中
国
共
産
党の
規
約を
根
本
的

に
改正
し
て
資
本
主
義
的な
体
制に
な
る
とい
うな
ら
ば

と
もか
く 。
そ
うで
は
ない 。
劉
郵
実
権
派は
今回の
党

規
約の
よ
うに
ま
す
ま
す
強
面の
社
会
主
義
政
権に
なっ

て
い
く
わ
け
で 、
正
に
赤い
貴
族で
あ
る
乙
とに
変りは

ない 。
従っ
て
内
輪
喧
嘩で
夫
婦別
れ
を
し
て
い
た
け
れ

ど
も
籍は
抜け
て
い
ない
か
ら 、
や
は
り
よ
りが

戻
り

得

る
と
と
を
考
え
て
お
くべ
きで
あ
る 。
や
は
り
中
国は
極

め
て
戦略
的
なコ
ミュ
ニ
ス
ト

の
国
家で
あ
る
とい
う乙

と
を
充
分
弁
え
た
上で
そ
れ
な
りのつ
き
合い
を
し
て
い

く
必
要が
ある 。
今考
え
て
み
る
と 、
われ
われ
は
敵の

内
輪
喧
嘩に
よっ
て
時
聞を
稼い
で
き
た
とい
え
る 。

だが
お
互い
に
社
会
主
義
者で
共
産
主
義
者で
あ
る
か

ら
将
来一
体
化し
て
い
くの
は
寧ろ
当
然で
あっ
て 、
今

後
恐
ら
く
そ
うい
う
時
代が
く
る
の
で
は
ない
か 。
私は

そ
うい
う
意
味で
は
社
会
主
義
諸
国は
今
後い
わ
ば
対
立

し
て
い
ら
れ
ない
よ
うな

情
況が
出て
く
る
と
思
う 。
そ

れ
ほ
どソ
連
も
中
国
も
先
行が
暗い
だ
け
に
お
互い
に
国

境に
兵
力
を
集
結し
て
内
輪
喧
嘩
を
し
て
い
る
余
裕が
な

く
な
る 。
余
裕が
な
く
な
れ
ば
な
く
な
る
ほ
ど
彼
等は一

体
観
を
取
房
すの
で
は
ない
か 、
寧ろ
長
期
的に
は
ポ
ー

ラ
ン
ド

化現
象の
社
会
主
義は
内
部か
ら
崩
接
する
と
思

λ1J O

 

従っ
て
二
十一
世
紀
位に
な
れ
ば
恐
ら
く
中
国で
も
期

待
さ
れ
る
よ
うにや
は
りコ
ミュ
ニ
ズ
ム
は
駄目
だ
とい

う
時
代が
来る
だ
ろ
う
と
私は
確
信
し
て
い
る 。
し
か
し

そ
乙
ま
で
行
くに
は
ま
だ
ま
だ
中
国
もこ
れ
か
ら
漸
く
毛

沢
東
時
代
是
脱
し
て 、
も
う－
度
共
産
主
義
者に
よ
る
再

編
成
を
し
よ
う
と
する
時
代で
あ
る
か
ら 、
早
急に
そ
れ

を
期
待
する
乙
と
は
無
理で
あっ
て 、
い
わ
ばコ
ミュ
ニ

ス
トが

最
後の
悪
足
掻
き
を
する
時
代が
こ
れ
か
ら
今
世

紀
末に
か
け
進
んで
い
く
と
思
う 。
そ
し
て
よ
り

成
熟
し

た
社
会
主
義
国
家か
ら
だ
ん
だ
ん
離
脱
し 、
つ
ま
り

時
計

が
も
う一
度
繰
り返
し
て
逆の
方
向に
回っ
て
い
くで
あ

ろ
う
と 、
そ
し
て
二
十－
世
紀
頃に
な
れ
ばマ
ル
キシ
ズ

ム
は
十
九
世
紀の
思想
と
し
て
思
想
史の
テ
lマ

に
す
ぎ

な
く
な
る
か
も
知
れ
ない 。
現
実の
二
十
世
紀の
国民
国

家とい
う
体
験
を
経て 、
結
局は
無
理で
あっ
た
とい
う

と乙
ろ
に
行
きつ
くで
あ
ろ
う
と
思
う 。
そ
れ
を
今
直
ヤ

中
国に
二
重
写
し
に
期
待し
てみ
て
も
無
理で
あ
り 、

友

好々
々
だ
け
で
考
え
て
いっ
て
よい
か
とい
う
問
題が
あ

る
の
で
は
ない
か
と
考
え
る
次
第で
あ
る 。
（昭
和
五
七

・
－
二・
－
七
講
演
要旨）

Fヘ

二
O
世
紀
末
ま
で
に

中
国は
二
O
O
O
年に
対
する
遠
大
な
規
函
を
立

て
て
① 、J
工
農
業
総
生
産
額
を－
九入－
年の
四
倍

｜二
兆
八
千
億
元に
到
達
させ
る 。
②一
九八二
年

か
ら二
O
世
紀
末
ま
で
に
工
農
業
生
産
額の
増
加
率

を
年平
均
百
分の
七・
こ
に
到
達
さ
せる 。
③
人口

は
十二
億
以
内に
抑制
す
る 。
一
九
八二
年
以
後の

人口
増
加
量
を一
億
九
千
百
万
以
内に
抑制 、
年
平

均一
千三
十
七
万の
増
加
を
可
能
と
し 、
人口
の
自

然
増
加
率を
年平
均
千
分の
九・
五
と
する 、
とい

う
包
括
的目
標
を
提
起し
て
い
る
が 、
本
世
紀
末
ま

で
に
工
農
業
生
産
の
四
倍
化を
実現
し 、
国民
所
得

を
平
均一
千ドル
と
し
得る
か
否か
につ
い
て
は
多

く
の
人が
楽
観
視し
て
い
る
よ
うだ
け
れ
ど
も 、
乙

れに
懐
疑
的な一
部の
経
済
学
者
もい
る 。
最
近
北

京の
月
刊
誌
「
経
済
研
究」
に
経
済
学
者
呉
敬
現が

論
文を
発
表し 、
「一
九五
三
年か
ら八一
年
ま
で

の
工
農
業
総
生
産
額は
毎
年
百
分の
入・一
増
加
し

たが 、
そ
の
裏
面に
は
水
増しが
多い
の
で 、
今
後

十八
年の
平
均
増
加
率と
比
較
する
こ
と
は
で
き
な

い」
と
指
摘
し
て
い
る 白
事
突入二
年の
工
農
業
生

産は
僅かに
百
分の
四・
五
前
後
増
加し
た
だ
け
で

あ
る
と乙
ろ
か
らみ
て
も 、

今
後
十八
年
間 、
毎
年

平
均
七・
二
%
増
加
する
乙
とは
困
難の
よ
うで
あ

る 。
〈
広
瀬）

内
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