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世
界
の
耳
R
を
集
中
さ
せ
た
世
紀
の
米
中
許
脳
会
談 、

予
想
を
上
回
る
快
テ
ン
ポ
で
笑
川出
し
た
円
中
国
交
回
復
に

集
約
さ
れ
る
よ
う
に 、
小
闘
に
とっ
て一
九
七
二
年
は 、

外
交
史
よ
の
歴
史
的
なス
テ
ッ
プ
を
相
次
い
で
刻
ん
で
い

っ
た一
年
で
あっ
た 。
そ
れ
は 、
七一
年
秩
の
中国
の
国

辿
復
帰
以
来
の
中
国
を
め
ぐ
る
閃
際
関
境
の
大
き
な
変
化

の
結
来
噂
き
出
さ
れ
た
当
然
の
歩
み
で
あっ
た
と
も
い
え

よ
う
が 、
し
か
し
ま
た 、
「
周
恩
来
外
交」
をい
や
が
う

え
に
も
全
世
界
に
印
象
づ
け
た
中
閣
外
交の
ζ
の
よ
う
な

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
そ
の
急ピ
ッ

チ
の
展
開
は 、
七一
年
九

月
の
グ

林
彪
異
変d
を
重
大
か
つ
深
刻
な
代
償
と
し
て
実

現
し
た
も
の
で
あ
る
ζ
と
は
疑い
な
く 、
と
の
点
で
深
く

中
国
内
政
の
動
向
と
相
互
に
結
び
あっ
て
い
る 。
あ
る
怠

味
で
は 、
ひ
と
た
び
転
換
し
た
路
糾
が 、
い
ま
や 、
そ
れ

を
徹
底
的
に
推
し
進
め
る
と
と
以
外
に
は
選
択
肢
の
な
い

方
向
を
走
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
り 、
ま
た 、
そ
の
と
と

に
よ
っ
て
の
み
今
日
の
周
恩
来
体
制
は
強
化
さ
れ
る
の
だ

と
も
い
え
よ
う 。

文
化
大
地
命
か
ら
グ

林
彪
異
変d
へ 、
米
中
接
近
か
ら

日
中国
交へ
と
動い
た
過
去一
年
半
の
中
国
の
大
転
換

は 、
そ
の
立
昧
で 、
・中
凶
が
も
は
や
後
民
り
の
で
き
ない
転

換
点
（
ポ
イ
ン
ト・

オ
プ・
ノ
i
リ
タ
ー
ン）
を
通
過
し

て
し
まっ
た
ζ
と
を
物
語っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

が 、
し
か
し
ま
た 、
最
近
の
中
国
の
公
式
論
調
の
な
か
に

し
ば
し
ば叫ん
ら
れ
る 、
た
と
え
ば
「一
つ
の
矛
盾
が
解
決

す
れ
ば 、
さ
ら
に
新
し
い
矛
盾
が
発
生
し 、
一
つ
の
戦
闘

に
勝
利
す
れ
ば 、
さ
ら
に
新
し
い
戦
闘
を
迎
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い」（
侃
志
福「
経
験
主
義
の
克
服
lliレ
lニ
ン

の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論』
を
学
習
し
て」 、
「
紅
旗」

一
九
七
二
年
第一
O
円さ
と
い
っ
た
見
解
が
附
示
し
て
い

る
よ
う
に 、
今
U
は 、
内
部
闘
争
の
休
戦
期
H

雌
伏
期
で

あ
り 、
ま
た
再
び
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
坂
上
回
に
お
け
る

深
刻
な
角
逐
が 一件
到
す
る
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い 。

今
年
中
の
十
全
大
会
開
催
は
困
難

以
上
の
よ
う
な
概
括
の
あ
と 、

jL 
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内
政・
外
交の
両
国
か
ら
展
望
し
て
み
る
と 、
そ
と
に
は 、

ま
だ
ま
だ
数
多
く
の
市
大
問
題
が
間制
さ
れ
て
い
る
と
と
に

気
づ
か
さ
れ
る 。

ま
ず
内
政
聞
で
あ
る
が 、
例
年 、
年
頭
の
脱
盟
を
詰
る
さ

い
に
必
ず
推
測
が
あ
り
な
が
ら 、
今
日
ま
で
実
到
し
て
い

な
い
全国
人
民
代
表
大
会
が
七
三
年
中
に
開
催
可
能
で
あ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は 、
い
ま
の
と
と
ろ
ま
だ
そ
の
見

通
し
が
き
わ
め
て
薄い
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
もっ
と
も 、

中
国
は 、
す
で
に
文
化
大
革
命
の
さ
念
か
か
ら 、
全
国
人
民

代
表
大
会
に
つ
い
て
は 、
し
ば
し
ば
そ
の
開
催
を
公
式・

非
公
式
に
予
告
し 、
約
束
も
し
て
き
た
だ
け
に 、
全国
人

民
代
表
大
会
の
開
催
は
当
面
の
中
国
の
内
政
上
の
最
大
課

題で
あ
ろ
う
が 、
つ
い
に
ζ
れ
ま
で 、
同
家
体
制
の
W
悠

を
制
度
的
に
は
完
遂
し
ない
ま
ま 、
一
九
六
四
年
以
来 、

八
年
間
の
空
白
を
経
過
し
て
し
まっ
た
の
で
あ
る 。

し
た
がっ
て 、
厳
密
な
法
的
解
釈
か
ら
す
れ
ば 、
条
約

の
締
結
ゃ 、
国
交
安
砂
に
当
たっ
て
中
国
を
対
外
的
に
代

表
す
る
国
家
主
席
も
依
然
と
し
て
不
在
で
あ
る
と
と
は
周
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知
の
と
こ
ろ
で
あ
る 。
だ
が 、
も
し
も
全
国
人
民
代
表
大

会
に
よ
る
国
家
体
制
の
整
備
を
本
絡
的
に
実
行
す
る
た
め

に
は 、
ど
う
し
て
も
中国
共
産
党の
中
央
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ

プ
を
再
建
せ
ね
ば
念
ら
ず 、
隊
伯
達
失
脚
や 、
グ

林
彪
異

変d
に
よっ
て
党
中
央
政
治
局
・お
よ
び
岡
常
務
委
員
会
の

半
数
以
上
が
崩
れ
去
り 、
ガ
タ
ガ
タ
に
解
体
し
て
し
まっ

た
九
全
体
制
の
建
て
直
し
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い 。
そ

の
た
め
に
は 、
林
彪
を
党
副
主
席
と
定
め 、
毛
沢
東
主
席

の
後
継
者
と
規
定
し
た
九
全
大
会
の
基
本
路
線
と
新
党
規

約
の
改
定
が
必
要
で
あ
り 、

論
理
的・
制
度
的
に
は
新
し

い
党
大
会
を
召
集
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
が 、

一
九
七
三
年一
杯
の
別
段
階
で
十
全
大
会
開
催
に
い
た
る

だ
け
の
準
備
が
あ
る
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
ない 。
ま
た

軍
を
中
心
と
し
た
グ

林
彪
異
変d
で
あっ
た
だ
け
に 、
国

防
部
長
を
は
じ
め
総
参
謀
長 、
副
総
参
謀
長 、
海・
空
司

令
ら
軍
首
脳
は
い
ま
だ
に
すべ
て
空
席
で
あ
る
が 、
と
の

辺
の
人
事
も
容
易
な
と
と
で
は
ない
で
あ
ろ
う。

そ
れ
だ
け
に 、
周
恩
来
総
理
を
中
心
と
す
る
行
政
官
僚

が
今
日
の
中国
の
p
l

ダ
l
シ
ッ
プ
を
全
面
的
に
担
わ
ざ

る
を
得
ない
の
で
あ
る
が 、
周
恩
来
中
心
に
進
め
ら
れ
て

い
る
脱
文
革
化
↓
非
文
革
化
↓
「
毛
沢
東
体
制
下
の
非
毛

沢東
化」
と
い
う
方
向
に
対
し
て
は 、
一
方
で 、
根
強い

抵
抗
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
反
発
が
あ
る
と
と
は 、
最
近

の一
連
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

論
争
（
表
向
き
は
「
劉
少
脊
の

た
ぐ
い
の
ペ
テ
ン
師」
つ
ま
り

林
彪
を
批
判
す
る
形
を
と

り
な
が
ら 、
問
題
を
現
在
形
で
語っ
て
い
る
も
の
が
多

い）
の
な
か
に
も
現
わ
れ
て
い
る 。
文
革
初
期
の
よ
う
に

「
人
民日
報」
の
論
調
と
「
紅
旗」
の
そ
れ
と
の
あい
だ

に
微
妙
なニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
が
あ
り 、

前
者
は
周
恩
来
路

線
で
後
者
は
江
吋・
挑
文
元
路
線（
つ
ま
り

毛
沢
東
諮
線）

で
は
ない
か
と
見
る一
部
の
推
測
も
あ
な
が
ち
否
定
で
き

ない
で
あ
ろ
う。

と
も
あ
れ 、

グ
林
彪
異
変d
以
後
も
続い
て
い
る
イ
デ

主ー－－
湖

習
の

富
首
脳
吉事

P
A
N
A

 
オロ
ギ
1

論
争・
理
論
闘
争
は 、
最
近 、
む
し
ろ
さ
ら
に

根
深
く
活
発
化
し
つ
つ
あ
り 、

七
三
年
も
と
の
動
き
は
止

ま
ら
ない
で
あ
ろ
う 。
た
だ
現
段
階
は 、
あ
る
芯
味
で
は

六
0
年
代
前
期
の
文
化
大
革
命へ
の
雌
伏
期
に
似
て 、
理

論
的
な
対
立
点
が
ど
の
よ
う
念
政
治
的文
脈
に
基
づ
い
て

い
る
の
か 、
そ
の
行
間
を
読
み
と
り
に
く
い
時
別
で
あ
る

と
と
は
確
か
で
あ
る 。
し
か
し
最
近 、
毛
沢
東
の
著
作
以

外
に
マ
ル
ク
ス 、
エ
ン
ゲル
ス 、
レ
lニ
ン 、
ス
タ
ー
リ

ン
の
諸
著
作
が
随
続
と
大
誌
に
刊
行
さ
れ
始
め
て
い
る
ζ

と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に 、
林
彪
批
判
を
超
え
て
「
毛
沢
東

体
制
下
の
非
毛
沢
東
化」
を
明
ら
か
に
志
向
し
た
含
蓄
の

多
い
愉文
（「
人
民
円
報」一
九
七
二
年一
月
二
十
八
n
付

け
の
王
徹
署
名
論
文
「エ
ン
ゲル
ス
は
ど
の
よ
うに
デュ

l
p
ン
グ
の
先
験
論
を
批
判
し
た
か」
は 、
そ
の
典
型
的

な
あ
ら
わ
れ
で
あっ
た）
が
出
さ
れ
て
以
来の
方
向
は
徐

1973�手新年特大号

徐
に
定
指
し
始
め
て
い
る
よ
う
だ 。

最
後
に
笑、
っ
人

と
の
点
で
注
円
さ
れ
る
も
う一
つ
の
重
要
問
題に 、
林

彪
な
き
あ
と
の
後
継
者
問
題
が
あ
る 。
も
と
よ
り 、

林
彪

な
き
あ
と
内
政・
外
交の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
たっ
て 、
周

思
来
総
理の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
が
著
し
く

日
まっ
て
い
る

ζ
と
は
事
実
で
あ
り 、
そ
の
点
で
は 、
周
恩
来
と
そ
す
で

に
実
質
的
な
後
継
者
だ
と
も
い
え
よ
う
が 、
今日
の
周
恩

来
の
政
治
力
か
ら
す
れ
ば 、
彼
は
現
代
中国
の
も
う一
人

の
領
袖
な
の
で
あ
り 、

周
恩
来
の
年
齢
と
い
う
点
を
除
外

し
て
考
え
て
も 、
後
継
者
問
題
は
や
は
り

別
の
角
・度
か
ら

世界週報65 



考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ない
で
あ
ろ
う 。

し
か
も 、
周
恩
来
総
理
に
つ
い
て
は 、
今
日 、
そ
の
最

終
的
評
側
を
く
だ
す
時
期
で
は
い
ま
だ
ない
の
で
あ
る 。

そ
れ
は 、
周
思
来
が
今
日 、
中
国
の
き
わ
め
て
広
範
な
レ

ベ
ル
の
民
衆
か
ら
（
た
と
え
ば 、
香
港へ
逃
亡
し
て
く
る

数
多
く
の
難
民
の
あい
だ
で
さ
え）
もっ
と
も
日
く

評
価

さ
れ 、
支
持
さ
れ
て
い
る
政
治
家
で
あ
り 、
そ
の
ζ
と
が 、

も
し
か
し
た
ら 、
グ

潜
在
的
な
毛
沢
東
批
判
者H
と
し
て

の
周
恩
来
の
立
場
を
や
が
て
明
白
に
さ
せ
る
器
撤
と
なっ

て 、
彼
の
遠
大
な
政
治
構
想
の
も
と
で 、
い
つ
の
日
に
か

「
非
毛
沢
東
化」
を
明
示
的
に
推
進
し 、
ζ
う
し
て
「
最

後
に
笑
う
の
は
周
思
来
だ」
と
い
う
推
測
を
現
実
化
さ
せ

る
か
も
し
れ
ない
と
い
う
可
能
性
を
依
然
と
し
て
も
つ
指

導
者
だ
か
ら
で
あ
る 。

劉
少
本川 、
林
彪
と
い
う
よ
う
に 、
中
国
の
ナ
ン

バ
ー－

ッ
ー

が
た
ど
っ
て
き
た 、
そ
れ
が
事
実
と
な
る
ま
で
は
予

測
し
が
た
かっ
た
運
命
か
ら
す
れ
ば 、
周
恩
来
の
将
来
に

つ
い
て
も
危
ぶ
む
向
き
が一
部
に
は
あ
る
が 、
周
恩
来
が

そ
の
よ
う
な
末
路
を
た
ど
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
滞
く 、

逆
に 、
彼
と
そ
が
「
門戸以
後
に
笑
う」
人
物
に
な
る
の
で
は

ない
か
と
考
え
得
る
蓋
然
性
が
向い
の
で
あ
る 。

だ
が 、
周
恩
来
は 、
一
方
で
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
・お
い
て 、

後
継
者
と
い
う
に
は
ス
ケ
ー

ル
が
大
き
す
ぎ
る
ば
か
り

か 、
他
方
で
は
「
彼
の
能
力
の
基
撒
は 、
そ
う

呼べ
る
と

す
れ
ば 、
政
府
官
僚
政
治に
あ
り 、

国
家
政
策
の
二
つ
の

独
裁
者
｜｜

劉
少
奇
が
こ
と
か
ら
毛
氏
に
挑
峨
し
た
党 、

お
よ
び
林
胞
か
権
力
を
ふ
るっ
た

軍ーーの
い
ず
れ
に
も

（
ジ
ョ
ン・ ・へ
イ
ト
ン・4ア
イ
ピ
ス
「
旧
敵
と
と

も
に
茶
を
飲
む」 、
『ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク・
タ
イ
ム
ズ・
マ
ガ

ジ
ン』
一
九
七
二
年
九
月二
十
四
日
号）
ζ
と
も
事
実
で

あ
る 。
と
ζ
に
今
日
の
中国
の
首
脳
者
が 、
後
継
者
問
題

を
真
剣
に
考
え
ざ
る
を
得
ない
大
き
念
原
因
が
あ
る
と
い

え
よ
う 。

－ない」
後
継
者
問
題
は
タ
ブ
ー

と
の
点
で 、
と
と一
年
来 、
集
団
指
噂
体
制
の
間
閣
が

し
ば
し
ば
中
圏
内
部
の
公
式
協
調
の
な
か
に
登
場
し
て
き

で
い
る
事
実
は
や
は
り

注
目
に
値
す
る 。
去
る
十
月
九
日

付
け
で
ア
メ
p
カ
の
「
ウ
ォ
l

ル・
ス
ト
リ
ー
ト・
ジ
ヤ

ー
ナ
ル」
が 、
ア
メ
p
カ
人
記
者
団
と
悶
恩
来
と
の
イ
ン

タ
ビュ
ー

の
と
き 、
周
恩
来
総
理
が
挑
文
元
を
後
継
者
の

一
人
に
挙
げ
た
旨
を
大
き
く
報
道
し
た
ζ
と
が
話
題
に
な

っ
た
が 、
も
し
も
そ
れ
が
事
実
だ
っ
た
と
し
て
も 、
そ
れ

は
周
恩
来
が
外
人
記
者
団
に
と
の
問
題
で
質
問
さ
れ
た
際

に
た
ま
た
ま
挑
文
元
の
よ
う
な
世
代
が
跡
を
継
ぐ
だ
ろ
う

と
示
唆
し
た
も
の
と
見
るべ
き
で
あ
り 、

今
日 、
も
し
も

一
人
だ
け
名
前
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
ない
と
す
れ
ば 、
ま
さ

に
毛
主
席
の
グ

嫡
子n
で
あ
る
挑
文
元
を
挙
げ
る
の
が
も

っ
と
も
無
難
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う 。
もっ
と
う
が
っ

た
見
方
を
す
る
な
ら
ば 、
と
の
発
言
は 、
毛
沢
東・

江背

グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
周
恩
来
の
リ
ッ
プ・
サ
ー
ビ
ス
だ
と

い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い 。

い
ず
れ
に
せ
よ 、
右
の
よ
う
な
米
紙
の
報
道
が
あっ
た

三
日
後
の
「
人
民
日
報」
は 、
そ
の一
面
を
つ
い
や
し
て
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出棺
誕
英
治

「
後
継
者
問
題」
を
と
り
あ
げ 、
集
団
指
導
体
制
を
強
調

し
な
が
ら 、
暗
に
そ
し
て
公
式
に
挑
文
元
後
継
者
説
を
否

定
し
た
の
で
あっ
た 。
一
九
七
三
年
の
中
同
を
展
望
し
た

と
き
に 、
党
中
止〈
p
l

ダ
l
シ
ッ
プ
の
再
確
立
さ
え
依
然

と
し
て
困
難
で
あ
る
な
か
で 、
後
継
者
問
題
が一
挙
に
明

白
に
な
る
と
は
思
わ
れ
ず 、
と
の
問
題
は
当
分
タ
ブ
ー

に

な
る
の
で
あ
ろ
う 。

林
彪
を
後
継
者
と
し
て
党
規
約
に
ま

で
規
定
し
た
と
と
の
生々
し
い
傷
跡
が
癒
え
る
に
は 、
ま

だ
か
な
り
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
だ
け
に 、
な
お
さ
ら
と

の
問
題
は
タ
ブ
ー

に
な
ら
ざ
る
を
得
え
ない
の
で
あ
る 。

そ
う
し
た
な
か
で 、
七
三
年
の
中
国
は 、
文
部
に
挫
折
し

た
紅
術
兵
を
は
じ
め
と
す
る
刊
年
の
脱
政
治
化
の
問
題 、

そ
う
し
た
政
治
的
アパ
シ
ー

の
な
か
で 、
青
年
屈
が
恋
愛 、

結
婚 、
産
児
制
限 、
消
費
生
活 、
肉
体
労
働
な
ど
の
問
題

に
直
面
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
と
修
正
主
義
の
影
響で

魂
が
く
さっ
て
ゆ
く」
危
険
に
直
面
せ
ね
ば
な
ら
ず（「
人

民
日
報一
一
九
七
二
年
十一
月
二
十
日
付
け
特
集 、
参

照） 、
文
革
の

v
後
泊
症d
は
と
の
よ
う
な
形
で
も
社
会
1973年新年特大号



問
題
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う。

同
時
に 、
文
革
に
よ
る
唯一
の
制
度
的
変
革
と
み
な
さ

れ
て
き
た
教
育
改
革
（
大
学
改
革）
の
問
題
で
も 、
い
ま

そ
の
グ

ゆ
き
す
ぎd
が
教
育・
技
術
水
準
の
低
下
の
問
題

と
し
て
逆
に
批
判
さ
れ 、
再
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
と
を

指
摘
し
て
お
と
う。

も
と
よ
り 、
ζ
れ
ら
の
問
題
は 、
単
に
中
国
の
み
な
ら

ずい
わ
ば
全
世
界
的
な
問
題
で
あ
る
が 、
そ
の
よ
う
な
当

た
り

前
の
問
題
に
い
よ
い
よ
中
国
も
当
面
せ
ざ
る
を
得
な

く
なっ
て
い
る
と
と
に 、
わ
れ
わ
れ
も
注
目
すべ
き
で
は

・な
か
ろ
う
か 。
と
の
こ
と
は 、
今
日
の
中
国
が 、
国
際
交

流
の
活
発
化
に
伴っ
て 、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ

ら
ず 、
次
第
に
国
際
化
時
代へ
と
移
行
し
は
じ
め
て
い
る

と
と
を
示
す
も
の
で
あ
り 、
「
閉
ざ
さ
れ
た
中
国」
か
ら

「
闘
か
れ
た
中
国」
へ
の
歴
史
的
移
行
期
が
闘
始
さ
れ
つ

つ
あ
る
の
だ
と
も
い
え
よ
う。
そ
う
し
た
移
行
期
に
お
い

て 、
今
日
の
中
国
が
「
閉
ざ
さ
れ
た
中
国」
時
代
の
革
命

精
神
（「
毛
沢
東
思
想」）
を
い
か
に
堅
持
し
得
る
か
が 、

ま
さ
に
こ
れ
か
ら
の
グ

世
紀
の
実
験d
に
なっ
て
ゆ
く
の

で
は
念
か
ろ
う
か 。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で 、
当
面
の
中
固
に
とっ
て

緊
急
の
重
要
課
題
が 、
本
格
的
な
経
済
建
設
に
あ
る
と
と

は
疑い
な
く 、

国
際
化
時
代
に
耐
え
得
る
中
国
の
経
済
的

再
建
に
は 、
七
三
年
の
中
国
も
全
力
を
傾
け
て
適
進
す
る

で
あ
ろ
う。
日
中
国
交
回
復
は 、
と
の
点
で
も 、
日
本
の

経
済
力
を
当
面
は
必
要
と
す
る
中
国
側
に
とっ
て 、
む
し

ろ
緊
要
な
課
題
で
あっ
た
と
恩
わ
れ
る 。

国
連
外
交
に
異
常
な
熱
意

以
上
の
よ
う
な
内
政
上
の
諸
問
題
を
も
っ
七
三
年
の
中

国
は 、
外
交
面
で
は
ど
の
よ
う
多課
題
に
当
面
す
る
の
で

あ
ろ
う
か 。

ま
ず
中
国
外
交
の
基
本
方
向
と
し
て 、
い
わ
ゆ
る
「
革

命
外
交」
か
ら「
国
家
外
交」へ
の
転
換
と
い
う
中
国
の
新

外
交
を
さ
ら
に
推
進
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
うと
と
は
疑い
な

い 。
そ
の
際 、
中
国
は 、
二
国
間
の
国
家
外
交
を
重
視
す

る
と
と
も
に 、
国
連
外
交に
さ
ら
に
積
極
的
に
取
り

組
む

の
で
は
－な
か
ろ
う
か 。
最
近
の
中
国
は 、
従
来
の
国
連
批

判
の
時
代
と
は
ち
が
っ
て 、
国
連
怨
寧
に
つ
い
て
も 、
と

れ
を
き
わ
め
て
尚
く

評
価
し
始
め
て
お
り 、

国
辿
の
諸
機

能
に
つ
い
て
も
す
と
ぷ
る
評
価
が
高い 。
あ
る
意
味
で
は 、

ア
メ
リ
カ
や
y
連
が 、
国
連
外
交に
熱
が
さ
め 、
そ
れ
に

あ
き
て
き
て
い
る
の
に
対
し
て 、
中
国
は
い
ま
や 、
国
連

の
もっ
と
も
熱
心
な
担い
手
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ

う
だ
が
同
時
に 、
中
国
の
と
の
よ
う
な
外
交
的
転
換
の
過

程
に
は 、
と
う
し
た
転
換
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
も
表
出

す
る 。
そ
の
ジ
レ
ン
マ
の
念
か
で
顕
著
な
問
題
は 、
従
来

の
中
国
外
交
の
革
命
性
の
ゆ
え
に 、
中
国
へ
の
親
近
性
を

示
し
て
き
た
ア
ル
パ
ニ
ア
や
北ベ
ト
ナ
ム
の
離
反
・な
い
し

は
反
発 、
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
の
民
族
解
放
勢
力・
革
命

勢
力
の
中
国へ
の
懐
疑
と
反
発
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う

が 、
中
国
は
当
面 、
そ
の
よ
う
な
代
償
に
耐
え
て
も 、
「
国

家
外
交」
を
中
心
と
す
る
周
思
来
外
交
の
道
を
さ
ら
に
踏

み
固
め
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う。

そ
う
し
た
前
提
の
な
か
で
次
に
個
別
的
に
問
題
を
見て

い
く
と 、
ま
ずベ
ト

ナ
ム
和
平
・お
よ
び
ポ
ス
ト・
ベ
ト

ナ
ム

の
イ
ン
ド
シ
ナ
半
品
の
安
定
化
に
か
か
わ
る
問
題
で
は 、

米
中
接
近
以
後
のρ
ノ
イ
と
北
京
の
関
係
か
ら
し
で
も 、

中
国
が
と
の
問
題
に
関
与
し
影
響
力
を
行
使
す
る
余
地
は

か
な
り

狭
まっ
て
し
まっ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る 。

1973年新年特大号

中
国
に
とっ
て
残
さ
れ
たル
1
ト
と
し
て
は 、
北
京
の

「
シ
ア
ヌ
1
ク
政
権」
を
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
が 、
カ

ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
解
放
戦
線
の
最
近
の
努
力
拡
大
に
も

か
か
わ
ら
ず 、
ベ
ト
ナ
ム
和
平
以
後
は 、
カ
ン
ボ
ジ
ア
情

勢
も
大
き
く

変
化
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
さ
ら
に 、

カ
ン
ボ
ジ
ア
解
放
戦
線
の
担い
手
で
あ
る
「
ク
メ
1

ル・

ル
ー
ジュ」
を 、
そ
の
ま
ま
北
京
の「
シ
アヌ
l

ク
政
権」

の
全
面
的
な
影
響
下
に
あ
る
勢
力
だ
と
し
て
短
絡
的
に
み

な
す
と
と
に
も
問
題
が
あ
ろ
う。

と
う
し
て
見
て
く
る
と 、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島の
安
定
化

に
は 、
y
迎
の
方
が
は
る
か
に
大
き
な
影
響
力
を
もっ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
だ
け
に 、
と
の
問
題
を
め
ぐっ
て
も
中

ソ
聞
に
は
新
し
い
角
逐
が
つ
け
加
わ
ら
ざ
る
を
得
念
い
で

あ
ろ
う。米

中
関
係
の
劇
的
発
展
は
な
い

ζ
の
点
で 、
そ
も
そ
も
米
中
接
近
を
も
た
ら
し
た
最
大

の
要
因
と
し
て 、
中
y
対
立
の
深
刻
化
と
い
う
問
題
が
あ

っ
た
ζ
と
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
ない
が 、
七
三
年
に
は
米

中
関
係
が
さ
ら
に
急
速
に
展
開
す
る
か
ど
う
か 、
わ
れ
わ
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れ
と
し
て
も
大い
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い 。
し
か
し 、

と
の
点
で
は 、
第
二
期
の
ニ
ク
ソ
ン
H

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー

政
権
に
とっ
て 、
米
中
関
係
の
改
普
は 、

本来 、
第一
期

の
外
交
懸
案
で
あ
るベ
ト

ナ
ム
和
平
に
次
ぐ
大
問
題
で
あ

っ
た
が 、
そ
の
懸
案
の
第一
ラ
ウ
ン
ド
は
す
で
に
過
般
の

米
中
首
脳
会
談
で
済
ん
で
し
まっ
た
の
で
あ
り 、
し
か
も

米
中
関
係
改
普
の
効
果
が
米
中
双
方
の
外
交
政
策
の
な
か

に
すっ
か
り

織
り

込
ま
れ
て
し
まっ
た
だ
け
に 、
七
三
年

中
に
そ
の
第
二
ラ
少
ン
ド
と
し
て
の
米
中
国
交
樹
立
に
ま

で
都
態
が
発
展
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は 、
ベ
ト

ナ
ム

和
平
の
実
現
を
競
み
と
ん
だ
う
え
で
も 、
な
お
問
題
が
多

い 。
む
し
ろ 、
台
湾
問
題
お
よ
び
米
翠
防
術
条
約
（
米
台

条
約）
の
現
状
維
持
をワ
シ
ン
ト
ン
も
北
京
も
諒
解
し
合

っ
て
い
る
今
日 、
台
湾
問
題
に
大
き
な
変
更
を
も
た
ら
さ

ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
米
中
関
係
の
ド一フ
ス
チ
ッ
ク
な
変

化
は 、
当
面 、
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

た
だ 、
米
中
関
係
は
基
本
的
に
中
ソ
闘
係
に
依
存
し
て

い
る
の
で 、
と
と
で
も
中
y
対
立
が
ク
ロ
ー
ズ・
ア
ッ
プ

さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
が 、
当
面 、
中
y
闘
係
が
改
善
さ
れ

る
兆
候
は
さ
ら
さ
ら
な
い 。
ソ
辿
は 、
米
中
接
近
に
次
ぐ

日
中
接
近
と
い
う

事
態
に
対
し
て 、
き
わ
め
て
瞥
戒
的
に

なっ
て
お
り 、
ま
た 、
「
林
彪
奥
変」
以
後
の
中
国
内
政

の
方
向
に
も 、
さ
ら
に
懐
疑
を
深
め
て
い
て 、
中
国
非
難

の
論
調
も
依
然
と
し
て
相
次
い
で
い
る 。
北
京
の
狙い
が

「
反
y
主
義 、
国
際
共
産
主
義
迎
動
の
分
裂
と
破
壊 、
反

術
努
力
分
離
に
あ
る」
と
し
て 、
「
北
京
指
噂
部
の
陰
柑怖

に
断
固
反
監
を
与
え
る」
と
い
う
主
強
（一
九
七
二
年
十

一
月
六
日
の
y
連
革
命
記
念
日
前
夜
祭
に
お
け
る
マ
ズ
ロ

フ－
Y
迎
共
産
党
政
治
局
員
の
演
説）
を
重
ね
て
打
ち
出

し
て
い
る
と
と
で
も 、
ζ
の
点
は
明
白
で
あ
る 。

と
れ
に
対
し
て
中
国
側
は 、
去
る
十
月一
日
の
国
慶
節

に
お
け
る
「
人
民
日
報」
「
紅
旗」
「
解
放
軍
報」
の
三
紙

詑
共
同
社
説
以
来 、
「
社
会
帝
国
主
義
は
古
い
マ
I
ク
の

帝
凪
主
義
よ
り
も
欺
附
性
が
大
き
く 、
よ
り

危
険
性
も
大

きい」
と
い
う
主
張
さ
え
展
開
す
る
よ
う
に
なっ
て
き
て

お
り

（一
九
七
二
年
十一
月
二
十
八
日
付
け
の
ア
ル
バ
ニ

ア
解
放
問
念
口
に
あ
たっ
て
の
「
人
民
日
報」
社
説） 、

明
ら
か
に
中国
の
第一
の
敵
は
ア
メ
p
カ
で
は
な
く
て
y

迎
で
あ
る
と
と
を
と
の
よ
う
に
示
し
始
め
て
い
て 、
・中
y

関
係
は
さ
ら
に
険
題
化
し
つ
つ
あ
る 。
最
近 、
新
旧制
の
中

y
国
境
地
帯
で
両
国
の
武
力
衝
突
が
再
燃
し
た
ら
し
い
と

い
う
西
側
の
推
測
報
道
に
対
し
て
は 、
中
ソ
双
方
と
も
そ

の
よ
う
な
事
実
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
だ
が 、
中
y
関
係

の
現
段
階
を
p
ア
ル
に
分
析
し
て
み
れ
ば 、
そ
の
よ
う
な

衝
突
の
可
能
性
も一
概に
否
定
で
き
な
い
よ
う
な
有
様
で

あ
る 。

ソ
連
の
弱
い
環
を
衝
く

と
う
し
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
だ
け
に 、
中
国
は 、
依

然
と
し
て
台
湾
問
題
を
含
ん
で
い
る
米
中
凶
係
以
上
に 、

も
は
や
台
湾
問
題
に
は一
応
の
「
結
泊一
が
つ
い
た
日
中

関
係
の
発
展
K
さ
ら
に
制
栂
的
に
な
る
で
あ
ろ
う 。
そ
れ

も 、
中
国
の
経
済
建
設
と
凶
防
力
の
増
強
に
つ
な
が
る
日

本
か
ら
の
経
済・
技
術
の
埠
入
に
よ
り

税
極
的
に
な
る
で

あ
ろ
う
が 、
日
中
関
係
は 、
大
使
館
の
設
ぼ
を
初
め
と
す

る
実
務
凶
係
の
発
展
を
近
く
見
る
と
と
は
周
知
の
と
と
ろ

で
あ
る 。

だ
が 、
過
般
の
日
中
国
交
安
捗
で
も
将
来
の
課
題
と
し

て
残
さ
れ
た
日
中
平
和
友
好
条
約
の
締
結
が
七
三
年
中
に

実
現
す
る
と
い
う
確
た
る
見
通
し
は 、
い
ま
の
と
と
ろ
な

さ
そ
う
で
あ
る 。
円
中
接
近
に
よ
っ
て 、
北
方
領
土
問
題

を
含
む
日
y
平
和
条
約
交
渉
が
今
後
き
わ
め
て
難
し
い
問

題
に
な
り

つ
つ
あ
る
今
日 、
日
中
双
方
と
も 、
平
和
条
約

の
早
期
実
現
に
は
さ
し
て
熱
意
を
示
さ
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か 。

68 世界週報

と
も
か
く 、
米
中
関
係 、
中
ソ
闘
係 、
日
中
関
係
が
右

の
よ
う
な
問
題
を
は
ら
み
つ
つ
あ
る
な
か
で 、
中
国
は
当

面 、
個
別
的
な
二
国
間
外
交
を
東
南
ア
ジ
ア
の
国
交
未
成

立
国
（
と
く
にマ
レ
ー
シ
ア 、
フ
ィ
リ
ピ
ン
念
ど）
に
対

し
て
よ
り

積
極
的
に
展
開
し 、
ま
た 、
東ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸

国
と
の
個
別
外
交に
よ
り

大
き
な
力
を
注
ぐ
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る 。
と
う
し
て 、
七
三
年
の
中国
は 、
米
中

接
近 、
臼
中
国
交
と
い
っ
た
華
麗
な
外
交
上
の
シ
ョ
ー

を

崩
ず
る
と
と
よ
り
も 、
む
し
ろ 、
「
弱
き
却
を
突
破
し 、

外
濠
を
埋
め
る」
外
交に
進
む
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
七

一
年
後
半
以
来 、
ソ
迎
の
対
中
国
包
囲
網
が
外
交
戦
略
的

に
も 、
ま
た 、
沼
市・
海
洋
服
略
よ
か
ら
も
諮K
と
進
－腿

し
つ
つ
あ
る
だ
け
に 、
中
国
に
とっ
て
は 、
「
弱
き
環
を

突
破
し 、
外
法
を
埋
め
る」
外
交
が4な
に
よ
り
も
必
要
と

さ
れ
る
の
で
あ
る 。
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