
中
ソ

冷

戦

の

な

か

の

東

南

ア

中
ソ
対
立
は
ア
ジ
ア
の

国際
関
係
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
影
を
お
と
し
つ
つ
あ
る。
一
九
七

六
年
の

東南
ア
ジ
ア
は、
中
ソ
抗
争
の
激
化
と
ア
ジ
ア
に
内
在
す
る
地
域
的
な
課
題
の
な
か

に、
そ
の
将
来
の
方
向
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
ろ
う。

一
、

イ
ン
ド
シ
ナ
戦
後
の

ア
ジ
ア
の
方
向

一
九
七
五
年
恭
の
イ
ン
ドシ
ナ
情
勢の
急
旋
回
に
よっ

て 、
ア
ジ
ア
の
三
O
年
戦
争
と
い
わ
れ
た
イン
ド
シ
ナ
戦

争
は
終
結
し
た 。
と
の
戦
争
はベ
ト

ナ
ム
労
働
党
を
中
級

と
す
る
革
命
戦
争
で
あっ
た
が 、
川
時
に
凶
際
的
内
戦
と

し
て
の
性
絡
を
も
ち 、
五
0
年
代
初
期の
朝
鮮
戦
争
に
次

い
で 、
い
わ
ば
東
西
冷
戦の
熱
戦
化
を
も
た
ら
し
た
の
で

あっ
た 。
と
く
に
六
0
年
代
後
半
か
ら
イ
ン
ドシ
ナ
戦
争

の
終
結
に
至
る一
0
年
間
は 、
周
知
の
よ
う
に
イ
ン
ドシ

ナ
半
島
が
間
際
政
治の
最
大の
焦
点
だっ
た
の
で
あ
る 。

そ
れ
だ
け
に 、
イ
ン
ドシ
ナ
戦
争の
終
結
に
よっ
て 、

ア
ジ
ア
に
お
け
る
グ
ロ
ー

バ
ル
な
国
際
政
治の
時
代
は一

時
期
を
回
し 、
こ
れ
か
らの
ア
ジ
ア
は 、
国
民
形
成
と
統

合
をヨ
コ
軸
と
し 、

経
済
発
展
を
タ
テ
軸
と
し
て 、
ア
ジ

ア
諸
問
に
共
通の
と
うし
た
諜
題
を
本
絡
的
に
追
求
す
る

時
代へ
と
進
み 、
同
時
に
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
は 、
よ
り

リ1ジヨ＋ル

ローカル

地
域
的
ない
し
は
地
方
的
な
問
題
を
め
ぐっ
て
内
部
で
流

動
し 、
あ
るい
は
角
逐
す
る
時
代へ
と
移
行
す
る
の
で
は

ない
か
と
思
わ
れ
る 。

チモ
lル

の
内
乱 、
パ
プ
アニ
ュ
1

ギニ
ア
の
独
立
と

そ
の一
部
（
プ
1

ゲ
ン
ピ
ル
な
ど）
の
分
離
独
立へ
の
動

き 、
フ
ィ
リ
ピ
ン
南
部
の
回
教
徒
反
乱 、
南シ
ナ
海の
珊

瑚
礁
昨
向
群
（
東
沙
群
島 、
西
沙
群
島 、
中
沙
群
品 、
南

沙
群
島）
の
領
有
権
問
題 、
マ
レ
ーシ

ア
の
マ
レ
l

化
政

策
の
進
行
と
義
人
の
反
発 、
マ
レ
ー
シ
ア 、
タ
イ 、
ビ
ル

， 

ジ

ア
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中

嶋

雄

嶺

マ
・な
ど
で
の
現
地
共
産
主
義
勢
力の
抵
抗
運
動 、
革
命
勝

利
後
の
イ
ン
ドシ
ナ
三
国
の
国
際
関
係
と
政
治の
方
向
な

ど 、
七
五
年
後
半に
注
目
さ
れ
た
ア
ジ
ア
地
域の
諸
事
件

は 、
い
ず
れ
も
ア
ジ
ア
の
地
以
的
・ない
し
は
地
方
的
なレ

ベ
ル
の
問
題
で
あ
り 、
同
時
に 、
い
ず
れ
も
ア
ジ
ア
の
歴

史の
甚
側
に
隠れ
て
も
う一
つ
の
ア
ジ
ア
史
を
形
成
し
て

き
た
歴
史
的
ド
ラマ
の
連
続
的
な一
コ
マ・
で
あ
る
とい
え

よ
う 。
と
の
よ
う
な
出
来
事
が 、
イ
ン
ド
シ
ナ
峨
争の
終

結
に
よっ
て
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治の
従
来
の
ワ
ク
組み
が

大
き
く

崩
れ
た
の
ち
に 、
そ
れ
に
代
わ
る
新
し
い
国
際
秩

序
がい
ま
だ
に
未
形
成
で
あ
る
状
況
に
、お
い
て一
挙
に
噴

出
し
た
と
と
ろ
に 、
イ
ン
ドシ
ナ
戦
後の
ア
ジ
ア
の
今
日

的
方
向
を
十
分に
示
唆
す
る
も
の
が
あっ
た 。

と
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
は
大
き
な
転
換
期
に
あ
り 、

再
編

と
流
動の
た
だ
な
か
に
あ
る
の
だ
が 、
そ
う
し
た
な
か
で

状
況
を
さ
ら
に
錯
綜
さ
せ 、
ア
ジ
ア
を
再
び
グロ
ーバ

ル

な
国
際
政
治の
た
だ
・な
か
に
投
じ 、
そ
の
舞
台
に
し
か
ね

ない
要
因
乙
そ 、
中
ソ
対
立
の
新し
い
発
展
で
あ
る 。
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一一
、

中
ソ
対
立
の
ア
ジ
ア
へ
の

投
影

中
国
の
毛
沢
東
体
制 、
ソ
連の
プ
レ
ジ、不フ
体
制
は 、

と
も
に
い
わ
ゆ
る
後
継
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ

プへ
の
継
承
問
題

を
内
在
さ
せ
て
い
る
が 、
少
な
く
と
も
と
の
問
題
で
の
変

化
が
明
白
な
も
の
に
な
る
ま
で 、
中ソ
対
立
は
さ
ら
に
深

まっ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う 。
中ソ
双
方
が
対
立
を
公
然
化
さ

せ
た一
九
六
O
年
か
ら
数
え
て
も 、
す
で
に一
五
年の
歳

E量産重�沼長蓮華l!fi虚ヨ

サ
イ
ゴ
ン
解
放
の
官官
び
に
あ
ふ
れ
で
メ
ー
デ
ー
を
祝
う

ハ
ノ
イ
の
人
々
l
均
年
5
月
1
日

P
A
N
A

月
を
経 、
中
固
に
とっ
て
は 、
対ソ
抗
争の
歴
史
は
戦
後

の
冷
戦
期
に
対
米
対
決
の
意
識
を
保
持
し
た
年
月
よ
り
も

長
期
に
わ
たっ
て
い
る 。
と
う
し
て
中ソ
対
立
が
歴
史
的

過
程
と
し
て
ビ
ル
ト

イン
さ
れ
て
し
まっ
て
い
る
以
上 、

後
継
者
が
中ソ
両
国
の
現
体
制
を
継
承
す
る
と
と
に
なっ

て
も 、
中ソ
両
国
の
根
本
的
な
和
解
は一
朝一
夕
に
成
る

も
の
で
は
－な
か
ろ
う 。

わ
れ
わ
れ
は 、
当
面
の
中ソ
対
立
に
つ
い
て 、
ζ
の
よ

う
に
展
望
し
得
る
の
だ
が 、
そ
れ
だ
け
に
中ソ
対
立
は
今

日
の
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
あ
ら
ゆ
る
領
域 、
あ
ら
ゆ
る

場
聞
に
影
を
お
と
し
つ
つ
あ
り 、

激
し
い
中ソ
の
抗
争・

角
逐
と
なっ
て 、
ま
さ
に
新
し
い
冷
戦
H
中ソ
冷
戦
と
し

て
の
様
相
を
呈
し
つ
つ
あ
る
とい
え
よ
う 。
と
の
よ
う
な

中ソ
冷
戦
は 、
イ
ン
ド
シ
ナ
革
命
を
成
し

遂
げ
た
ば
か
り

の
イ
ン
ド
シ
ナ
半
μ
に
対
し
て
は 、
と
れ
ま
で
の
経
過
か

ら
し
て
も 、
ま
た 、
ア
ジ
ア
の
第
三
の
社
会
主
義 ，フ
ロ
ッ

ク
が
そ
こ
に
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
状
か
ら
も 、

と
く
に
著
し
く
そ
の
波
紋
が
及
ん
で
き
て
い
る 。
と
の
点

で 、
サ
イゴ
ン
陥
落の
直
後 、
一
部
の
評
論
家
が
強
調
し

た 、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
を
遂
行
し
た
労
働
党
の
そ
の
主
体
性

か
ら
し
て 、
イン
ドシ
ナ
半
島
への
中ソ
対
立
の
影
響
は

十
分
に
防
止
で
き
る
だ
ろ
う
と
の
観
測
は 、
か
な
り

甘い

期
待
だっ
た
と
い
え
よ
う 。

一
方 、
香
港
の
「
フ
7
1
・イ
ー

ス
タン・
エ
コ
ノ
ミ

ッ
ク・
レ
ビュ
ー」

誌
でハ
lベ

イ
・ス
トッ
ク
ウ
ィ
ン

が
早
く
か
ら
「
反
チュ
l 、

反ロ
ン
・
ノ
ル 、
反
米
の
戦

争
は
終
わっ
た
が 、
と
の
地
域
を
舞
台
と
す
る
中ソ
の
競

争
は
当
面
終
わ
り
そ
う
も
ない」
と
述べ
て
い
た
見
方 、

そ
し
て
私
自
身
も
本
誌
上
で
し
ば
し
ば
強
調
し
て
き
た
見

方の
方
が 、
よ
り

多
く
の
り
ア
P
テ
ィ
ー
を
獲
得
し
つ
つ

あ
る
と
い
え
よ
う 。

1976�手新年特大号

軍
事
的
対
時
か
ら
国
際
的
対
立
へ

イ
ン
ド
シ
ナ
を
め
ぐ
る
中ソ
対
立
に
つ
い
て
は 、
の
ち

に
改
め
て
触
れ
る
が 、
今
日 、
東
南
ア
ジ
ア
全
域
に
中ソ

対
立
の
影
が
投
影
さ
れ
る
に
至っ
た
背
景
と
し
て 、
わ
れ

わ
れ
は
中
ソ
対
立
の
現
段
階
的
性
格
に
注
目
し
・な
け
れ
ば

な
ら
ない 。
中ソ
対
立
は
今
日 、
一
九
六
九
J

七
三
年と

ろ
ま
で
中ソ
国
境
を
は
さ
む
軍
事
的
な
対
崎
段
階
か
ら
転

じ
て 、
よ
り
グロ
ー

バ
ル
な
国
際
的
対
立へ
と
進
展
し
て

い
る
と
い
え
よ
う 。
と
の
点
で 、
中ソ
国
境
に
の
み
焦
点

が
当
て
ら
れ
て
い
た
数
年
前
の
状
況
と
は
異
な
り 、
国
境

を
は
さ
む
中ソ
峨
争の
不
可
能
性
を
中ソ
双
方
が
暗
黙
の

う
ち
に
確
認
し
て
し
まっ
た
の
ち
に 、
今
日
の
中ソ
対
立

が
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
も
い
え
る
わ
け
で 、
そ
れ
だ
け

に
中ソ
対
立
は
い
ま
や
ソ
連の
側
か、り
す
る
中
国
封
じ

込

め
政
策 、
中
国
の
側
か
ら
す
る
反
ソ
・
グ
ロ
1

パ
リ
ズ
ム

と
なっ
て
全
世
界
的
に
拡
大

し
て
お
り 、
と
く
に
イ
ン
ド

シ
ナ
戦
後
の
国
際
秩
序
がい
ま
だ
未
形
成
で
流
動
的
な
東

南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中ソ
の
角
逐
が
七
五
年
後
半
以
来 、

一
挙
に
蟻
烈
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る 。

と
の
場
合 、
イン
ド
シ
ナ
革
命の
中
核
で
あ
る
北ベ
ト

ナ
ム
H

ベ
ト

ナ
ム
労
働
党
の
強
力
な
存
在 、
す
な
わ
ちハ

ノ
イ
の
威
信
と
影
響
力の
増
大
は 、
い
や
が
う
え
で
も
中
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ソ
抗
争
を
削
幅
さ
せ
ず
に
は
お
か
ない 。
い
う
ま
で
も
な

く 、
ハ
ノ
イ
の
背
景
に
「
ソ
連の
影」
が
ち
ら
つ
く
か
ら

で
あ
り 、
そ
れ
だ
け
に
中
国
の
苛
立
ち
は

大
き
く 、
い
き

お
い
中ソ
抗
争
は
激
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る 。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
中ソ
の
角
逐
は
激
し
い
が 、
と
う
し

た
な
か
で
ソ
連
は 、
一
方
で 、
従
来
か
ら
の
主
張
で
あ
る

ア
ジ
ア
集
団
安
保
附
恕
を
再
び
力
説
し

始
め 、
そ
の
ト
l

y
は
七
五
年
夏の
金一
欧
安
保・
協
力
会
議
以
降
さ
ら
に
強

まっ
て
い
る 。
例
え
ば 、
全
欧
安
保・
協
力
会
議
直
後に

迎
え
た
ア
印
平
和
友
好
協
力
条
約
締
結四
周
年
を
記
念
す

る
「プ
ラ
ウ
ダ」
紙
（
八
月
九
日
付）
は
「
最
近の
緊
張

緩
和
の
強官

り 、
全
欧
安
保
・
協
力
会
議の
輝
か
し
い
成

功・お
よ
びベ
ト

ナ
ム 、
カ
シ
ポ
ジ
ア 、
ラ
オ
ス
各
同
人
民

に
よ
る
帝
国
主
義
制
圧
と
い
う
事
態
か
ら 、
い
ま
や
こ
う

し
た
安
保
体
制
の
創
設
に
好
ま
し
い
条
件
が
生
ま
れ
て
い

る」
と
力
説
し
た
の
で
あっ
た 。

い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア
集
団
安
保
問
想
と
は 、
要
す
る
に 、

ソ
連
を
扇の
カ
ナ
メ
と
し
た
ソ
印
条
約
型
の
「
協
議
条

項」
（い
っ
た
ん
緩
急
あ
ら
ば 、
両
国
が
軍
事
と
政
治の

両
面
で
協
議
す
る）
入
り
平
和
友
好
条
約の
ネッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
す
る
ζ
と
だ
と
す
る
な
ら
ば
（
な
ぜ
ア
ジ
ア
柴

田
安
保
構
想
を
ζ
の
よ
う
に
み
る
か
に
つ
い
て
は 、
拙
稿

「
『
覇
権』
の
政
治
カ
学」
『
自
由』
一
九
七
五
年
七
月

号
参
照
て
こ
の
よ
う
な
ソ
連の
外
交
攻
勢
は
中
固
に
と

っ
て
い
さ
さ
か
も
座
視
し

得
ない
も
の
で
あ
り 、
日
中
平

和
友
好
条
約
交
渉
や 、
中
間
とマ
レ
ー
シ
ア 、
フ
ィ
リ
ピ

ン 、
タ
イ
と
の
国
交
樹
立
時の
声
明
（
そ
れ
ぞ
れ
七
五
年

五
月 、
六
月 、
七
月）
に
い
ず
れ
も
「
朝
権」
条
項の
挿

入
を
中
国
側
が
希
望
し
た
事
前
も 、
そ
れ
な
り
に
理
解
す

る
と
と
が
で
き
よ
う 。

ア
ジ
ア
へ
進
出
す
る
ソ
連
海
軍

他
方
で
は 、
ソ
連の
海
軍
力の
増
強
と
そ
の
ア
ジ
ア
全

域へ
の
進
出
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ない 。
私
自
身
は 、

軍
事
専
門
家
で
は
ない
の
で 、
そ
の
詳
細
は
例
え
ば
本
誌

臨
時
哨
刊の
国
際
戦
時
研
究
所
編
「
軍
部
カバ
ラ
ン
ス
布

j
苅」
（
久
住
忠
男
監
修 、
世
界
週
報
編
集
部
訳）
に
委

ね
ね
ば
な
ら
ない
が 、
例
え
ば
香
港 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル 、

・へ
ナ
シ 、
チッ
タ
ゴ
ン
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の
主
要
港
湾
に

は
常
時
ソ
迎
船
が
入
港
し
て
い
る
と
と
は
も
と
よ
り 、
イ

ン
ド
洋 、
マ
ラ
ッ

カ
海
峡 、
南シ
ナ
海 、
台
湾
海
峡 、
日

本
潟
な
ど
に
ソ
連
軍
艦
が
常
時
航
行
し
て
い
る
ζ
と
に
つ・

い
て
は 、
私
も
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
例
え
ば
拙
稿
「マ
レ
1

半
向
縦
断
記」
『
中
央
公
論』

一
九
七
五
年
十
二
月
号） 。
中
国
は
と
の
と
と
ろ 、
と
う

し
た
ソ
連の
海
洋
・
軍
事
進
出
に
対
し
て
し
き
り
に
警
告

を
発
し
て
お
り 、

例
え
ば 、
前
記
の
国
際
戦
略
研
究
所の

資
料
に
依
拠
し
て
「
ソ
迎の
海
軍
艦
艇の
ト
ン
数
は一
0

年
間
に
二
倍
に
なっ
た」
と
述べ 、
き
わ
め
て
警
戒
的
な

姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る
（
「
軍
備
鉱
充
と
戦
争
準
備に

狂
奔
す
る
新
ツ
ア
1」

『
北
京
周
報』
一
九
七
五
年
十
二

月二
日
号） 。

と
う
し
た
中
国
の
論
調
は 、
ア
ジ
ア・
戊
平
洋
地
域へ

の
ソ
連の
政
治
的 、
軍
事
的
進
出
を
「
覇
権
主
義」
と
み

な
し 、

紛
争

と
戦
争の
挑

発
者
と
み
な

す
ト
1ン

で

負
か
れ
て
お

り 、
と
の
よ

う
な
ソ
連の

ア
ジ
ア
進
出

に
対
し
て 、

「
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
は 、

ア
メ
リ
カ
に

とっ
て
代
わ

っ
て
東
南
ア

ジ
ア
で
硝
栂

を
打
ち
立
て

よ
う
と
企
図

す
る
社
会
帝

国
主
義の
陰

謀
を
早
く
見

抜
き 、
彼
ら

は
高
度の
警

戒
心
を
保
持

し
て
グ

前
門

の
狼
を
拒
ん

で
後
門の
虎

が
入っ
て
く

手且田千百株式会社

正

新潟市一番堀通町3番地1
新 潟（大代表） 66 - 9 1 1 1 

田福取締役社長

所在地

世話番号

東京・名古屋・大阪 営業所 仙台・千葉
金沢・上越・小出・長岡・村上・佐渡・秋田 ・弘前

支 店

出張所
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るH
とい
うい
か
な
る
事
態の
発
生
を
も
防
止
し
よ
う
と

決
心
し
て
い
る」
と
述べ
て
い
る（
新
華
社
記
者
論
評
「
白

を
黒
と
い
い
く
る
め
る
心
の
い
や
し
さ
｜｜

ソ
修
が
東
南

アジ
アに
売
り
と
ん
で
い
る
『
アジ
ア
集
団
安
保』
を
評

す」
『
人
民
日
報』
一
九
七
五
年
七
月
三
十
日
付） 。

と
うし
て
中
国
は 、
東
南
アジ
ア
に
お
い
て
も 、
ソ
連

と
の
対
決
を
もっ
と
も
優
先
順
位の
高い
戦
略
的
課
題
と

E孟重盗遜蓮華図鑑ヨ

ぷ由

ウラジオストク港に停泊するソ連太平洋艦隊

し
て
位
置づ
け
て
い
る
の
で
あ
り 、
ζ
の
よ
う
な
対
ソ
戦

略
に
関
し
て
は
去
る
五
月二
十
日 、
喬
冠
議
外
相
が
天
津

で
行っ
た
と
さ
れ
る
非
公
開
重
要
請
話に
お
い
て
き
わ
め

て
明
白
に
位
置づ
け
ら
れ
て
い
た 。
喬
外
相
は
「い
う
ま

で
も
な
く 、
わ
れ
わ
れ
は
すべ
て
の
団
結
で
き
る
勢
力
と

団
結
し
て 、
共
同
の
敵・
米
ソ
両
国
に
対
抗
し
・な
け
れ
ば

な
ら
念い
が 、
米
ソ
両
覇
権
固
に
も
区
別
を
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
ず 、
彼
ら
を一
つ
に
結
束
さ
せ
ない
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
ない 。
と
れ
を
各
個
胸中
破
とい
う」

（
「
喬

冠
議
外
交
部
長
の
当
面の
世
界
情
勢 、
対
外
政
策
に
関
す

る
講
話
｜｜

五
月
二
十
日 、
天
津
市
各
部
門
幹
部へ
の
l

｜」 、
な
お
喬
冠
議
演
説に
関
し
て
は
『
正
論』
一
九
七

六
年一
月
号の
拙
稿
「
衝
樫
の
喬
冠
議
演
説」
参
照）
と

述べ
て 、
当
面
は
対
ソ
戦
略
に
集
中
すべ
き
と
と
を
力
説

し
て
い
る
の
で
あ
る 。

と
う
し
た
中ソ
冷
戦
の
な
か
に
今
日
の
東
南
アジ
ア
は

お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が 、
ζ
の
よ
う
に
激
し
い
中ソ

の
角
逐
は 、
で
は
イン
ドシ
ナ
半
島
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か 。

一一一
、

イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
将
来
と

中
ソ
対
立

七
五
年四
月
中
旬
の
プ
ノ
ン
ペ
ン
陥
落 、
同
下
旬
の
サ

イゴ
シ
陥
落
に
よっ
て 、
イ
ン
ド
シ
ナ
革
命
の
重
要
念
第

一
段
階
が
達
成
さ
れ
て
以
来 、
イン
ド
シ
ナ
半
島
に
急
速

な
Hρ

ノ
イ
化H
が
進
む
で
あ
ろ
う
兆
候
は 、
い
ち
早
く

現
れ
て
い
た 。
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
の
基
本
的
性
格
を
反
米
民

族
解
放
戦
争
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
き
た一
般
の
惰
性
か

ら
す
れ
ぼ 、
あ
ら
ゆ
る
面
でベ
ト

ナ
ム
労
働
党
と
そ
の
正

規
軍
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ

プ
が
目
立
ち
始
め
た
解
放
後
の一

連の
事
態
は 、
確
か
に
予
想
外
の
も
の
で
あっ
た
が 、
と

れ
を
「
北
部に
お
け
る
社
会
主
義
建
設
と
南
部に
お
け
る

人
民
民
族
民
主
革
命」
（レ
・ジ
ュ
アン
第一
書
記
のベ

ト
ナ
ム
労
働
総
同
盟
第
三
回
大
会
で
の
演
説）
と
い
う
こ

段
階
革
命
戦
略
の
第一
段
階
の
達
成
と
見
る
な
ら 、
つ
ま

り 、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
を
イン
ド
シ
ナ
革
命
戦
争
と
い
う
視

点
か
ら
見
れ
ば 、
そ
れ
はい
わ
ば
当
然の
成
り

行
き
で
あ

っ
・た。

1976年新年特大号

と
う
し
た
見
方の
延
長
線
上
に
は 、
イ
ン
ドシ
ナ
の
解

放
諸
勢
力
を
グ

イ
シ
ドシ
ナ
共
産
党d
（
I
C
P）
と一

括
し
て
み
な
し 、
「い
ま
や
I
C
P
は 、
東
南
アジ
ア
地

域
で
か
つ
て
み
な
かっ
た
最
強の
軍
事
力
を
保
持
し
て
お

り 、
共
産
世
界
以
外
の
い
か
な
る
国
も
I
C
P
の
行
動
に

挑
戦
す
る
と
と
は
で
き
ない」
と

考
え
る
デニ
ス
・
J－

ダ
シ
カン
ソ
ン
の
よ
う
な
展
望
さ
え
出
て
い
る
の
で
あ
る

（
デニ
ス
・
J・
ダy
カ
ン
ソ
シ「
イシ
ドシ
ナ
の
征
服」

『
ザ
・ワ
ー

ル
ド・
ツ
デ
l』

一
九
七
五
年六
月
号） 。

と
の
よ
う
な
状
況
は 、
七
六
年
前
半にベ
ト

ナ
ム
全
土

で
総
選
挙
が
行
わ
れ
る
ζ
と
と
なっ
た 、
去
る
七
五
年
十

一
月
中
伺の
南
北ベ
ト

ナ
ム
政
治
協
議
に
よっ
て
さ
ら
に

促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う 。
同
時
に 、
去
る
十二
月
初
旬 、

王
制
に
終
止
符
を
打っ
て
革
命
ラ
オ
ス
が
つ
い
に
発
足
し

た
と
と
は 、
ラ
オ
ス
革
命の
担い
手
で
あ
る
ラ
オ
ス
人
民

世界週報57 



革
命
党
が
従
来
か
ら
H

イ
ン
ド
シ
ナ
共
産
党H
の一
分
派

と
自
認
し
て
い
る
と
と
も
あっ
て 、
と
の
よ
う
な
イ
ン
ド

シ
ナ
半
ぬ
全
体
の
グ

ハ
ノ
イ
化H
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る

要
素
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る 。

と
う
し
た
イ
ン
ド
シ
ナ
情
勢の
新
し
い
展
開
は 、
カ
ン

ボ
ジ
ア
に
お
い
て 、
シ
ア
ヌ
l

ク
殿
下
の
影
響
力
が
ほ
と

ん
ど
排
除
さ
れ 、
キュ
1

・サ
ム
フ
ァ
ン
路
線
か
ら
転
じ

て 、
イエ
ン
・サ
リ 、
ソ
ン
・セ
ン
両
副
首
相
の
台
頭
が

目
立
つ
と
と
と
と
も
に 、
ソ
迎
lハ
ノ
イ
路
線に
苛
立
つ

中
国
の
立
場
を
さ
ら
に
苦
し
い
も
の
に
し
つ
つ
あ
る 。
と

ζ
で
イ
ン
ド
シ
ナ
を
め
ぐ
る
中ソ
対
立
に
つ
い
て
ζ
れ
以

上
立
ち
入っ
て
言
及
す
る
紙
数
は
ない
が
（
詳
し
く
は
拙

稿
「
イ
ン
ド
シ
ナ
を
め
ぐ
る
中ソ
対
立」
『
国
際
問
題』

一
九
七
五
年
十
月
号
参
照） 、
中
国
は
従
来
か
ら 、
南
北

ベ
ト

ナ
ム
に
つ
い
て
は 、
ハ
ノ
イ
よ
り
も
P
R
G
（
南ベ

ト
ナ
ム
共
和
臨
時
革
命
政
府）
に
親
近
感
を
示
し 、
し
た

がっ
て
Hハ

ノ
イ
化H
に
よ
る
南
北ベ
ト

ナ
ム
の
早
期
統

一
を
望
ま
ない
姿
勢
を
示
し
て
い
た
だ
け
に
（
今
回の
南

北
政
治
協
議
で
北
の
代
表と
な
り 、

ベ
ト

ナ
ム
労
働
党
最

高
指
導
者
間の
な
か
で一
般
に
中
国
派
と
み
な
さ
れ
て
き

た
チュ
オ
ン・
チン
国
会
常
任
委
員
会
議
長
も 、

従
来
は

早
期
統一
に
消
極
的
念
発
言
を
行っ
て
い
た） 、
今
回
の

事
態
は一
つ
の
街
携
で
あ
ろ
う 。

ハ
ノイ化するインドシナ

し
か
も 、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
ぬ
で
の
「
ソ
巡
の
影」
は 、

ベ
ト

ナ
ム
の
み
な
ら
ず 、
ラ
オ
ス
に
お
い
て
す
で
に
圧
倒

的
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る 。
乙
の
よ
う
な
情
勢
に
直
面

し
て 、
中
国
と
し
て
は
去
る
三
月
・中
初 、
江HH
女
史
が
北

京
で
の
外
交
部
幹
部へ
の
講
話の
な
か
で
毛
沢
東
主
席
の

言
葉
と
し
て 、
ベ
ト

ナ
ム
が
今
後
と
も
「
反
帝で
は
あっ

て
も 、
反
修
で
な
い
な
ら 、
最
後
に
は
も
う一
度 、
第
二

次
革
命
が
必
要
で
あ
ろ
う」
と
述べ 、
と
の
点
に
つ
い
て

ベ
ト

ナ
ム
の
現
指
導
者
が
分
かっ
て
い
る
か
ど
う
か
は

「
な
ん
と
もい
い
が
たい」
と
述べ
て
い
た
よ
う
な
見
方

を
さ
ら
に
同め
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
以
上
の
江

市
秘
話に
つ
い
て
は
「
毛
沢
点
夫
人
江
吋の
外
交
幹
部

〈
領
事
級
以
上〉
に
対
す
る
講
話
｜｜一

九
七
五
年
三
月

中
旬 、
北
京
市
香
山
招
待
問
に
お
い
て
il」

を
参
照） 。

と
の
点
で
去
る
九
J

十
月の
レ
・ジ
ュ

ア
ン
第一
書
記

の
中
国
品
開と 、
ソ
連
・
東
欧
諸
国
訪
問の

4？
に
見

ら
れ
た
よ
う
に 、
ハ
ノ
イ
の
親ソ
的
な
立
場
の
表
明
は
い

ま
や
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
が 、
中
国
と
し
て
は
差
し
当

た
り 、
タ
イ
と
の
親
密
な
凶
係の
形
成
を一
つ
の
テコ
と

し 、
タ
イ
・カ
ン
ボ
ジ
ア
の
凶
交
樹
立
（
七
五
年
十
月
三

十一
円）
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
立
場
を
土
台κ 、
去
る
十一

月
中
旬
の
ネ・
ウ
ィ
ン

大
統
領
訪
中に
よ
るビ
ル
マ
と
の

関
係
改
抗日
を
他
方
の
テコ
と
し
て 、
東
南
ア
ジ
アへ
の
ソ

辿
の
と
れ
以
k

の
進
出
を
阻
止
し 、
イ
ン
ド
シ
ナ
的
勢の

今
後の
展
開
を
み
つ
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ない
とい
う

受

動
的
な
致
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。

と
う
し
た
到
実
は 、
や
は
りハ
ノ
イ
の
符
布
と
そ
の
東

南
ア
ジ
アへ
の
影
響
力
の
増

大
と
い
う
方
向の
な
か
で
現

れ
て
き
た
も
の
で
あ
り 、
そ
れ
だ
け
に 、
と
れ
ま
でベ
ト

ナム
戦
争
i

イン
ドシ
ナ
民
族
解
放
戦
争
を
支
控
し
て
き

た
中
国
と
し
て
は 、
ま
さ
に
「
虎
を
挫っ
て
忠と
な
る」

の
心
境
で
あ
ろ
う 。

と
う
し
た
な
か
で 、
従
来
か
ら
チュ
l

政
権
と
の
問
で

領
土
紛
争の
種
に
なっ
て
い
た
西
沙
鮮
品 、
南
沙
問叶
ぬ
な

ど
南
海
諸
μの
制
有
権
問
題
が
注
目
さ
れ
る
が 、
中
国
側

は
ζ
の
と
と
ろ
し
き
り
に
南
海
諸
島の
領
有
権に
つ
い
て

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
て
お
り 、

去
る
十一
月二
十
五

日
付
「
人
民
日
報」
は
前
日
の
「
光
明
日
報」
の
史
棋
祖

署
名
論
文「
南
海
諸
島
は
古
来
よ
り
中
国
の
領
上
で
あ
る」

を
大
き
く

掲
載
し
て
い
た 。
西
沙
群
島 、
南
沙
群
島
の
問

題
は 、
今
日
の
北
京
と
ハ
ノ
イ
の
関
係
を
占
う
リ
トマ

ス

紙の
意
味
を
もつ
で
あ
ろ
う 。
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四

A
S
E
A
N
諸
国
と

中
ソ
対
立

ζ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で 、
ハ
ノ
イ
は
早
く
か
ら

独
自
的
に
東
南
アジ
ア
の
中
立
化
構
想
を
掲げ 、
去
る
六

月
中
旬
に
は
A
S
E
A
N
と
の
協
調
を
示
し
た
「
東
南
ア

ジ
ア
共
同
市
場」
附
想
さ
え
提
唱
し
て
注
目
さ
れ
た
が

（
「ニ
ヤ
ン
ザン」
一
九
七
五
年
六
月
十
二
日
付） 、
中

ソ
対
立
の
影
響
下
で
ζ
れ
以
上
ソ
辿
に
傾
く
と
と
を
避
け

よ
う
と
す
るハ
ノ
イ
の
H

自
主
性H
回
帰へ
の
志
向
が 、

と
う
し
た
対
外
政
策
と
・なっ
て
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る 。
と
の
点
は 、
日
本と
の
関
係の
強
化
をρ
ノ
イ

が
望
ん
で
い
る
ζ
と
と
と
も
に
注
目
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
1976年新年特大号



ない 。
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一
方 、
A
S
E
A
N
諸
国
の
側
に
も 、
ハ
ノ
イ
の
ζ
の

よ
う
な
提
案
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
ζ
と

は
事
笑
だ
が 、
中
国
や
ρ
ノ
イ
と
の
関
係
に
関し
て
は 、

A
S
E
A
N
五ヵ
国
は
決
し
て
足
並
み
が
そ
ろっ
て
い
な

い
だ
け
に 、
イ
ン
ド
シ
ナ
以
後の
新
し
い
東
南
ア
ジ
ア
情

勢
に
対
し 、
A
S
E
A
N
自
身
が
ど
の
よ
う
な
外
交
的
選

択
を
行っ
て
ゆ
く
の
か
と
い
う

課
題
は 、
七
六
年の
東
南

ア
ジ
ア
の
最
重
要課
題
の一
つ
で
あ
ろ
う 。

周
知
の
よ
う
に 、
イン
ド
シ
ナ
以
後 、一
連の

H
ア
メ
リ

カ
離
れH
を
演
じ
た
タ
イ
は 、
対
中
国
交の
実
現
に
も
か

か
わ
ら
ず 、
自
国
の
安
全
保
障
上
の
最
大
の
懸
案
で
あ
る

ハ
ノ
イ
と
の
国
交
交
渉
が
中
断し
た
ま
ま
で
あ
り 、
と
の

点
は 、
北
京
とρ
ノ
イ
の
関
係
を
十
分に
見
極
め
得
な
か

っ
たバ
ン
コ
ク
の
外
交
的
な
幼
さ
か
も
し
れ
な
い
が 、
ハ

ノ
イ
は
去
る
八
月
十
日 、
フ
ィ
ロ
ピ
ン
と
は
国
交
を
樹
立

し
て 、
バ
ン
コ
ク
に
衝
撃
を
与
え
た
の
で
あっ
た 。
タ
イ

と
し
て
は 、
革
命ラ
オ
ス
の
誕
生
に
よっ
てハ
ノ
イ
1
ピ

エ
ン
チャ
ン
・ラ
イ
ン
が
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
だ
け
に 、

メコ
ン
川
国
境一
帯
で
の
衝
突
な
ど 、
ラ
オ
ス
と
の
最
近

の
関
係
の
悪
化
も
気
に
な
る
と
と
ろ
で
あ
ろ
う 。

と
の
よ
う
な
タ
イ
は 、
当
面
中
国
と
の
関
係
を
もっ
と

も
前
視
せ
ね
ば
な
ら
ない
が 、
そ
の
と
と
は 、
今
日
で
さ

え
激
し
い
攻
防の
続い
て
い
る
タ
イ
で
の
中ソ
冷
戦
を
さ

ら
に
激
化
さ
せ
る
と
い
う
リ
ス
ク
を
伴
う
ζ
と
で
あ
り 、

や
は
り

米・
日・
欧
な
ど
従
来
か
ら
親
密
で
あっ
た
諸
国

と
の
関
係
の
疋
要
性
を
再
認
撤
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
りつ

つ
あ
る
の
で
は
4な
か
ろ
う
か 。

A
S
E
A
N
の
外
交的
選
択

マ
レ
ー
シ
ア
は
中
同
と
の
阿
交
樹
立
に
も
か
か
わ
ら

ず 、
囲
内
の
治
安
は
悪
化
し
て
お
り 、
マ
ラ
ヤ
共
産
党
の

ゲ
リ
ラ
活
動
も
鎮
静
化
し
て
い
ない 。
そ
れ
だ
け
に 、
強

引
なマ
レ
l

化
政
策
を
進め
る
ラ
ザ
ク
政
権へ
の
護
人
の

反
発
も

綴
強
く 、
一
方
議
人
は 、
と
れ
以
上
の
ゲ
uy
ラ
活

動の
激
化
が 、
人
桶
対
立
の
火
種
を
再
燃
さ
せ
る
の
で
は

ない
か
と

恐
れ
て
い
る 。
ζ
の
よ
う
に 、
対
中
国
交
の
正

常
化
が
必
ず
し
も
園
内の
安
定
に
直
結
す
る
もの
で
は
な

い
とい
う
認
織の
深
化
は 、
他
の
A
S
E
A
N
諸
国 、
シ

ン
ガ
ポ
ー

ル
や
イ
ン
ド

ネシ
ア
の
H

中
国
と
の
国
交急
が

ずd
の
態
・肢
を
さ
ら
に
維
持
さ
せ
る
で
あ
ろ
う 。
七
六
年

中に
と
の
二
ヵ

国
が
中
国
と
国
交
を
樹
立
す
る
と
と
に
よ

っ
て
A
S
E
A
N
の
全
加
盟
国
が
対
中
正
常
化
に
至
る
と

い
う
展
望
は
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か 。

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
は
そ
の
海
峡
都
市
国
家
と
し
て
の
本
米

的
な
性
格
か
ら
し
て
も 、
当
面 、
イン
ド、不シ
ア 、
フ
ィ

リ
ピ
ン 、
台
湾 、
日
本 、
そ
れ
に
豪
州 、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
とい
う
太
平
洋
地
域
と
の
連
携
を
深
め
る
で
あ
ろ
う

し 、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
関
心
は 、
ζ
の
よ
う
・な
新し
い
よ

平
洋
時
代
の
枢
要の
地
位
に
自
国
を
適
切
に
位
世
づ
け
よ

う
と
す
る
と
ζ
ろ
に
あ
ろ
う 。
と
の
点
で 、
フ
ォ
ー
ド

米

大
統
領
が
訪
中の
帰
途 、
イ
ン
ド

ネシ
ア
と
フ
ィ
リ
ピン

に
立
ち
寄っ
た
ζ
と
の
意
味
は
き
わ
め
て
象
徴
的
だ
が 、

と
れ
ら
太
平
洋
諸
国
に
とっ
て 、
当
面
ま
す
ま
す
混
沌
と

し
つ
つ
あ
る
チモ
lル

問
題
の
行
方
は
あ
ま
り
に
も
電
要

で
あ
ろ
う 。
し
か
も 、
チモ
l

ル
内
戦
が
さ
ら
に
複
雑
化

し 、
凪
際
化
し 、

長
期
化
す
れ
ば 、
そ
ζ
に
も
当
然 、
中

ソ
抗
争の
波
紋
が
投
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う 。

と
も
か
く一
九
七
六
年の
東
南
ア
ジ
ア
は 、
中ソ
抗
争

’E32ナル

の
激
化
と 、
ア
ジ
ア
に
内
在
す
る
地
域
的
・な 、
あ
るい
は

01aHん
地
方
的
な
課
題
の
噴
出
の
・な
か
に 、
そ
の
将
来の
方
向
を

模
索せ
ざ
る
を
得
ない
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

（東京外語大助教授）
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