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中
国
を
め
ぐ
る
論
議が、
昨
今ま
す
ま
すか
ま
び

す
し
く
なっ
て
い
る。
だ
が、
様々
な
政
治
的
主
張

や
イ
デ
オロ
ギ
ー
性
向、
そ
し
て
ま
た
「
訪
中
記」

な
ど
が
氾
濫し
て
い
るの
に、
中
国に
つ
い
て
は
わ

か
ら
ない
こ
と、
不
可
解なこ
と
が
あ
ま
りに
も
多

い。
私
自
身の
さ
さ
や
か
な
体
験か
ら
し
て
も、
中

国
を
考
え
る
に
は、
ど
う
し
て
も、
中
国
人の
民
族

的
な
特
性
や
文
化
的
伝
統、
価
値
観
な
ど
を、
激
動

する
現
代
中
国
社
会の
諸
断
面に一
度は
重ね
あ
わ

せ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ない
よ
うに
思
う。
日
本
人

と
中
国
人は
「
同
文
同
種」
とい
う
言
葉が
示
すほ

どの
身
近
な
存
在
なの
に、
その
実、
両
者は
その

価
値
観、
康
史
観、
文
明
観
な
ど
が
あ
ま
り
に
も
異

質で
あ
る
よ
うに
思
う。
そ
れ
だ
けに、
わ
れ
わ
れ

に
とっ
て
は
右の
よ
う
な
「
迂
回
的ア
プ
ロ
ー
チ」

が
よ
り
多
く
必
要
なの
だ
と
もい
え
よ
う。

日
本
人の
伝
統
的
な
心
情
を一
つ
の
言
葉で
表
現

する
と
し
た
ら、
そ
れ
は
「
土」
とい
うこ
と
に
な

る
の
か
も
し
れ
ない。
中
国
人の
場
合は、
こ
れ
に

たい
する
に
「
文」
なの
で
は
ない
か。
陽
明
学
と

い
う
中
国の
実践
哲
学に
もっ
と
も
日
本
人
的に
体

け
つ
か
ん

当
り
し、
そ
し
て
「
士」
と
し
て
の
血
識に
殉
じ
た

三
島
由
紀
夫
を
中
国
人が
絶
対に
理
解で
き
ない
の

は、
こ
の
点で
当
然で
あ
ろ
う。

「
文」
を
民
族の
精
神
的
支
柱
と
する
中
国
人は、

「い
さ
ぎよ
し」
と
する
こ
と
よ
り
も
歴
史
的
時
間

に
耐
え
る
息の
長
さ
を
尊
重
する。
香
港で
体
験し

た
こ
と
だ
が、
香
港の
中
国
人は、
九
九
年
ない
し

は
九
九
九
年とい
う
契
約
期
間でマ
γ
ショ
γ
の
売

買
を
実
際に
やっ
て
い
る。
日
本
人の
感
覚か
ら
す

れ
ば、
まっ
た
く
理
解で
き
ない
こ
と
だ
が、
そ
れ

が
普
通
なの
で
あ
る。

こ
う
し
た
息の
長
さ
は、
当
然、
その
歴
史
観に

及
ば
ざ
る
を
得
ない。
日
本
人は、
お
お
む
ね、
同
時

代
史の
な
か
に
人の
評
価
を
ゆ
だ
ね
よ
う
と
する。

だ
が、
元
来、
中
国
人は、
同
時
代
史
を
歴
史
と
は

み
ない
し、
人の
評
価は
そ
れ
を
後
世に
ゆ
だ
ね
る

の
がつ
ね
で
あ
る。
中
国の
正
統
史で
あ
る
『二
十

四
史』
（
歴
代
王
朝の
正
統
史〉
を
とっ
て
み
て
も、

その
時
代の
歴
史
家は、
前
代、
ない
し
は
前々
代の

王
朝の
歴
史
を
記
述
するの
み
で、
同
時
代
史に
は

ふ
れ
ない。
ギ
リシ
ャ
のヘ
ロ
ド
ト
ス
と
と
もに
歴
’

史の
父
とい
わ
れ
る
前
慌の
司
馬
語、
身を
宮
刑

務

に
辱し
め
な
が
ら
も、
類
ま
れ
な
る
使
命
観同
ょっ
一

て
『史
記』
百
三
十
巻の
大
著
作
を
完
成
し
た
が、

ロ

彼がつ
か
え
た
波
淵
万
丈の
帝
王・
武
帝の
治
績に
一

つ
い
て
は
も
と
よ
り、
み
ずか
らの
同
時
代
史
的
な

論
述に
つ
い
て
は、
こ
れ
をほ
と
ん
ど
避
け、
後
漢

の
班
闘が
『
漢
書』
を
撰
する
ま
で
記
述
さ
れ
る
こ

と
は
なかっ
た。

こ
の
よ
う
な
中
国
人の
伝
統
的
な
歴
史
観か
ら
す

れ
ば、
で
は、
今日の
中
国は、
どの
よ
う
な
位
相

に
置か
れ
る
の
だ
ろ
うか。
「
毛
沢
東
思
想」
で
す

べ
て
を
統
率
するの
み
な
ら
ず、
毛
沢
東
生
存
中
に

その
功
績
を
最
大
限に
た
た
え、
党
規
約
や
「
憲
法

草
案」
の
な
か
に
ま
で
毛
沢
東の
偉
大
さ
を
明
文
化

し、
そ
う
し
た
潮
流
に
批
判
的
な
同
志
や
知
識
人（
文
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人）
を
根こ
そ
ぎ
打
倒
する
今日
の
中
園、
『
毛
主

席
語
録』
が
すべ
て
の
生
活
と
思
考の
絶
対
的
基
準

に
な
る
今日
の
中
国は、
は
た
し
て
中
国の
悠
久の

歴
史の
評
価
に
お
い
て
は
どの
よ
う
な
もの
に
な
る

の
だ
ろ
うか。
も
と
よ
り
性
急な
結
論は
く
だせ
な

い
が、
こ
の
よ
う
な
「
毛
沢
東
中
国」
を
象
徴し
て

い
る
準
国
歌
『
東
方
紅』
の
有
名
な一
節
をこ
こ
に

ま
ず
引い
て
み
よ
う。

〈
れ
な
い

東は
相、
陽は
口升
る

中
国に
あ
ら
わ
れ
出た
り
毛
沢
束、

彼は
人
民に
幸せ
を
も
た
ら
す、

あ
あ、
彼は
人
民の
偉
大
な
救い
の
星。

こ
こ
で
時
代は
湖
る。
その
むか
し、
戦
問
時
代

の
尭
帝の
こ
ろの
こ
と
で
あ
る
が、
今日
の
『
東
方

か
い
し
宇

紅』の
よ
う
な
讃
歌
が
広
く
人口
に
勝
策し
て
い
た。

む
よ
号
み
ん

わ
が
魚
民
を
立つ
る、

な
ん
じ
み
も

繭の
極
に
あ
ら
ざ
る
な
し、

識
ら
ず
知
ら
ず、

の
り

L
た
が

帝の
則
に
順
う。

尭
帝は、
子
供
た
ち
ま
で
が
帝の
政
治
と
その
偉

大
さ
をこ
の
よ
うに
た
た
え
て
い
る
の
を
知っ
て、

当
初は
や
は
り
満
足
げで
あっ
た
が、
さ
すが
は
聖

天
子
とい
わ
れ
た
だ
け
あっ
て、
こ
れ
で
は
あ
ま
り

で
き
す
ぎて
い
る
とい
ぶ
か
り、
次
第に
心の
不
安

がつ
のっ
て
きた。
有
名
な
『
十
八
史
略』
に
よ
る

、> ， 

と、
その
と
き、
一
介の
田
夫
が
次の
よ
う
な
歌
を

う
たっ
て
い
る
の
を
聞い
て、
発
帝は
か
えっ
て
心

が
お
さ
まっ
た
と
さ
えい
う。
その
う
た
と
は

日
出で
て
作り

日
入
り
て
息
う

臆

井
を
盤り
て
飲
み

回
を
耕
し
て
食
う

帝
力
我に
何
ぞ
あ
らん
や。

「
鼓
腹
撃
壌」
の
故
事
ない
し
は
「
撃
壊
歌」
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
詩の一
編こ
そ、
実は、
中

国
人の、
そ
れ
も一
般
庶
民
大
衆の
心
情
と
特
性
を

もっ
と
もよ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
とい
え
よ
う。
こ

こ
に
は、
中
国
人の
「
自
然
と
人
生」、
自
然へ
の

適応
力が
す
な
お
に
表
現
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か、

その
よ
う
な
自
然の
懐
に
抱か
れ
た
中
国
的
な
共
同

体
（
農
村〉
に
お
い
て
は
政
治
と
か
帝
力
と
か
が
い

か
に
虚
な
る
もの
で
あり、
無
力で
あ
る
か
を
示
し

て
い
る。
だ
が
同
時に、
そ
れ
は
中
国
人
大
衆の
強

烈
な
権
力
批
判、
政
治
不
信の
表
明に
もほ
か
な
ら

ない。
「
帝
力
於
我
何
有
哉」
の一
句は
その
こ
と

を
痛
烈に
意
味
し
て
い
よ
う。

私は、
こ
の一
旬こ
そ、
中
国
人
本
来の
八
政
治

の
言
葉
〉で
あ
る
と
と
もに
〈
歴
史の
言
葉
Vで
も

あ
る
と
思
う。
も
と
よ
り、
毛
沢
東は、
その
よ
う

な
中
国
人の
伝
統
的
体
質
を
拒
否
す
る
た
めに
革
命

を
志
向
し、
強
大
な
イ
デ
オロ
ギ
ー
的
権
力
を
打
ち

立
て、
そ
し
て
今
回の
文
化
大
革
命に
及ん
で
「
政

治第一
」
「
政
治
優
先」
の
社
会をつ
くろ
う
と
し

たの
で
あっ
た。
し
か
し、
こ
の
場
合の
毛
沢
東の

〈
政
治の
言
葉
〉は
ーーその
集
約が
『
毛
主
席
語

録』
で
ある
｜｜
中
国
人の
〈
歴
史の
言
葉
〉
を
真

につ
つ
み
こ
むこ
と
が
で
きる
もの
か
ど
うか。
私

は
今日の
よ
う
な
「
毛
沢
東
思
想」
の
統
率が
可
能

で
ある
こ
と
その
もの
が、
中
国
人の
伝
統
的
な
政

治
不
信の
逆
説
的
な
証
明で
あり
は
し
ない
か
と
疑

う。
そ
し
て、
その
よ
う
な
政
治
不
信の
う
えに
こ

そ、
あの
よ
う
な
毛
沢
東
体
制は
存
在
し
得るの
で

は
ない
か
と
も
思
うが、
だ
と
す
れ
ば、
毛
沢
東は

〈
政
治の
言
葉
〉で
の
み
諮り
す
ぎた
が
ゆ
え
に、

〈
歴
史の
言
葉
〉
を
そこ
じ
包
括
し
得
なかっ
た
こ

と
に
将
来な
るの
か
もし
れ
ない。

文
化
大
革
命に
よっ
て
確
立
し
た
と
思わ
れ
た
毛

・
林
体
制の
う
ち
か
ら、
ま
た
も
や
林
彪が
失
脚し

て
ゆ
くの
だ
と
し
た
ら、
こ
の
よ
う
な
事
実が
中
国

人
大
衆に
や
が
て
知
ら
さ
れ
た
と
き、
彼
ら
は
「
帝

力
我に
何
ぞ
あ
らん
や」
とつ
ぶ
や
く
以
外に、
ど

の
よ
う
な
言
葉
を
もっ
て、
こ
れ
に
応
え
る
こ
と
が

で
きる
の
だ
ろ
うか。
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