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ど
う
変
わ
る
0・
周
恩
来
な
き
中
国

郵

小

平

氏

が

引

き

継

ぐ

？

新

実

権

派

主

導

の

新

中

国

劇

的

変

動

は

ま

ず

無

い

が

日

本

の

主

体

性

が

重

要

に

世

界

に

与

え

た

清

明

な

周

恩

来

像

周
思
来
中
国
首
相の
死
は
意
外
に
早
く

訪
れ
た 。
す
で
に
数
多
く
の

論
評が
出て
い
る
が 、
周
思
来
は 、
激
動の
続い
た
中
国
内
政の
調
停

者で
あっ
た
と
同
時
に 、
中
国
が
外
に
向っ
た
と
き
の
国
家の
顔
で
も

あっ
た 。
そ
の
周
恩
来の
外
交
手
腕
を 、
世
界の
人々
が
非
常に
新
鮮

なイ
メ
ー

ジ
の
な
か
で
感
じ
た
の
は
や
は
り

玉
C
年
代
前
半か
ら
中
ご

ろ
に
か
け
て
の 、
い
わ
ゆ
る
平
和
五
原
則
外
交の
時
期
だ
っ
た
と
思

テ円ノ 。

官
／

こ
の
こ
ろ
の
中
国
は 、
一
九
五
四
年
に
初
め
て
憲
法
を
制
定
し
た
の

で
あっ
た
が 、
そ
の
憲
法
は 、
い
わ
ゆ
る
「
過
渡
期の
総
路
線」
に
基

づ
く
長
期
的 、
漸
進
的
な
社
会
主
義
改
造の
ビ
ジョ
ン
を
定
着
さ
せ
た
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あ
る 。
さ
ら
に
五
四
年
に
は 、
ジュ
ネ
ー

ブ
協
定
を
中
心
と
す
る
第一

次
イ
ン
ド

シ
ナ
戦
争の
休
戦
に
も
中
国
は
大
き
な
努
力
を
払
う
の
で
あ

る
が 、
こ
う
し
た
な
か
で
見せ
た
中
国の
立
場
は 、
当
時の
ア
ジ
ア・

ア
フ
リ
カ
諸
国に
彰
群
と
起
こっ
て
い
た
民
族
独
立
の
潮
流 、
ア
ジ
ア

・
ア
フ
リ
カ・
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
の
明
る
い
ビ
ジョ
ン
に
よ
くマ
ッ

チ

し 、
中
国
自
身
を
そ
の
偉
大
な
指
導
者
と
し
て
イ
メ
ー

ジ・
ア
ッ

プ
す
る

こ
と
に
なっ
た
の
で
あ
る 。
と
く
に一
九
五
四
年
の
ネ
l

ル
首
相と
の

聞に
お
け
る
平
和
五
原
則の
合
意 、
翌
五
五
年
の
第一
回
ア
ジ
ア・
ア
フ

リ
カ
会
議
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「パ
ン
ド
ン
精
神」
の
クロ
ー

ズ・
ア

ッ
プ
等 、
周
恩
来
外
交は 、
非
常
に
大
き
な
歴
史
的
成
果
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ
る 。
こ
う
し
た
外
交
的
成
功
を
背
景に 、
一
九
五
六
年）
周
恩

来
が
台
湾の
平
和
解
放
を
「
台
湾
同
胞」
の
「
愛
国
心」
に
訴
え
て
強

調し 、
「
国
民
党

の
すべ
て
の
軍 、

政
府
関
係
者の
境

遇の
理
解」
と
い

う
驚
く
ほ
ど
柔
軟

なμ
微
笑
外
交H
に

出
た
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
る
ま
い 。

氏来思周故

こ
う
し
た
中
国

は 、
ま
さ
に
躍
進

中

嶋
嶺
雄

（東京外国語大学助教授〉

憲
法
で
あっ
た
わ
け
で 、
中
国の
こ
う
し
た
圏
内
的
体
制の
安
定
的
な

形
成に
関
し
て
も
周
思
来
は 、
中
国の
新し
い
行
政
的
な
指
導
者で
あ

っ
た 。
平
和
五
原
則
外
交は
こ
の
路
線の
対
外
的
な
現
わ
れ
で
あっ
た

わ
け
で 、
す
で
に一
九
五
三
年 、
朝
鮮
戦
争
を
休
戦
に
持っ
て
行っ
た

過
程
で
の
周
恩
来の
外
交
的
役
割は
非
常に
大
き
な
も
の
で
あっ
た 。

そ
も
そ
も
中
国
は
朝
鮮
戦
争に
関
し
て
は 、
ス
タ
ー
リ
ン
の
ア
ジ
ア

政
策 、
対
朝
鮮
半
島
政
策の
巻
き
添
え
を
食
う
よ
う
な
形で
参
戦
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
なっ
た
の
で
あ
る 。
と
こ
ろ
が
実
際に
参
戦
し

た
結
果 、
当
の
ソ
連
は
い
わ
ば
背
景
に
身
を
ひ
そ
め 、
事
態
を
あ
る
意

味
で
操っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か 、
と
い
う

認
識
を
中
国
側
が
持つ

よ
う
に
な
り 、
こ
の
認
識
が
中
国に
い
き
お
い
休
戦
を
志
向
さ
せ
る
こ

と
に
な
る 。
こ
う
し
て
五
三
年
に
朝
鮮
戦
争の
休
戦
が
実
現し
た
の
で
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途
上
の
め
ざ
ま
し
い
中
国の
イ
メ
ー

ジ
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た 。
中
国

革
命の
勝
利
に
つ
ぐ 、
こ
の
よ
う
な
躍
進
中
国の
姿
が
日
本の
知
識
人

に
与
え
た
影
響
も
絶
大
で
あっ
た 。
と
く
に
ス
タ hl
リ
ン
の
ソ
連
が
持

っ
て
い
た
幾つ
か
の
マ
イ
ナ
ス・
イ
メ
ー

ジ 、
社
会
主
義の
暗い
イ
メ

ー
ジ
に
対
し
て
中
国
が
非
常に
新
鮮
な
明
る
い
イ
メ
ー

ジ
ど
定
着
さ
せ

た
わ
け
で
あ
る
が 、
そ
の
代
表
的
な
顔
こ
そ
周
思
来で
あっ
た
と
い
え

よ
う 。や

が
て
ソ
連で
は一
九
五
六
年
に
ソ
連
共
産
党
第二
十
回
大
会
が
聞

か
れ 、
衝
撃
的
な
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
が
お
こ
な
わ
れ 、
非ス
タ
ー
リ
ン

化の
過
程
が
始
まっ
た 。
こ
の
過
程
で
ポ
ー

ラ
ン
ド

の
ポ
ズ
ナ
ニ
暴

動 、
ハ
ン
ガ
リ
ー

事
件
が
起
こ
り 、
こ
れ
ら
東
欧の
動
乱
に
よっ
て
ソ

連の
威
信
が
著し
く

低
下
す
る 。
こ
の
と
き 、
周
恩
来
は
急
逮 、
東ヨ

ーロ
ッ

パ
に
飛
び 、
つ
い
で
ソ
連
を
訪
れ
て 、
東
欧の
動
乱
お
よ
び
ソ

連の
威
信の
低
下
を
防
止
す
る
の
に
懸
命の
努
力
を
払っ
た 。
こ
こ
に

も
う一
つ
の
周
恩
来の
顔
が
あっ
た
と
い
え
よ
う 。
つ
ま
り
ア
ジ
ア・

ア
フ
リ
カ
新
興
独
立
国の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ

と 、
戦
後の
社
会
主
義
世
界
体
制の
中
で 、
ソ
連
と
対
等に 、
あ
る
い

は
む
し
ろ
ソ
連
を
支
え
る
役
割
を
担
う
に
至っ
た
中
国と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
形
成
さ
れ
た 。
そ
し
て
周
恩
来の
外
交
的
努
力に
支
え
ら
れ
て
ソ

連
は 、
ハ
ン
ガ
リ
ー

事
件
以
後
大
き
く

揺
ら
い
だ
対
外
的
な
威
信
を
あ

る
程
度
ま
で
建
て
直
す
こ
と
が
出
来
た
と
いっ
て
も
よ
い 。

当
時の
ソ
連
は
フ
ル
シ
チョ
フ
時
代の
閉
幕
期
で
あっ
た
が 、
そ
の
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よ
う
な
ソ
連
と
周
恩
来の
立
場
と
は
か
な
り

接
近
し
た
と
こ
ろ
に
あっ

た
と
思
う 。
さ
も
な
け
れ
ば
周
恩
来
も 、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ソ
連
を
サ

ポ
ー
ト
し
な
かっ
た
に
違い
な
い 。
だ
が 、
こ
の
こ
と
は
同
時に 、
た

え
ず
中
国の
国
益
と
い
う
国
家
的
使
命
感に
立
脚
し
て
行
動し
た
政
治

家で
あっ
た
周
思
来
が 、
こ
の
と
き
陀
は 、
社
会
主
義
陣
営の
団
結
と

い
う
国
際
主
義
的
な
使
命
感に
立っ
て
精一
杯
努
力し
た
の
だ
と
も
い

え
よ
う 。

以
上
を
要
す
る
に
玉
0
年
代の
中
ご
ろ
ま
で
の
周
恩
来
は 、
一
つ
の

大
き
な
世
界
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
作っ
た
指
導
者で
あっ
た 。
新
興
中
国

の
外
交
を
代
表し 、
堅
実
な 、
明
る
い 、
し
か
も
の
柔
軟
な
問
題の
解
決

者 、
調
停
者と
し
て
の
立
場
を
打
ち
出し
た
よ
う
な
気
が
す
る 。
こ
れ

が 、
一
つ
の
周
思
来
外
交の
大
き
な
歴
史
的
な
成
果で
は
な
かっ
た
か

と
思
う 。

文

革

収

拾

と

対

米

接

近

で

路

線

確

立

さ
て 、
そ
の
後の
玉
O
年
後
半の
中
国
は 、
人
民
公
社
運
動
を
中
核

と
す
る 、
い
わ
ゆ
る
大
躍
進
攻
策の
時
期
に
入る 。
大
躍
進
政
策
と
表

裏し
て一
九
五
八
年
に
は
台
湾
海
峡の
危
機
が
発
生
し
て
い
る
が 、
こ

の
大
躍
進
攻
策の
時
期
を
内
政
的に
考
え
る
と 、
五
七
年
の
百
家
争
鳴

運
動 、
つ
ま
り
中
固
な
り
に
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
が
投
げ
か
け
た
問
題
を

克
服
し
よ
う
と
し
た
運
動
が 、
急
激
に
反
右
派
闘
争に
転
じ 、

社
会
主

義
改
造
が
非
常に
急
進
的
な
路
線で
推
進
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
期
で
あ

句、

,,• 

っ
た 。
周
恩
来
は 、
こ
の
期
間
に
は
政
治の
前
面
に
立つ
こ
と
を
避
け

た 。
毛
沢
東
が一
生
懸
命
に
三
面
紅
旗の
旗
を
振り 、
大
躍
進の
号
令

を
か
け 、
共
産
主
義へ
の
移
行と
い
う

夢
を一
挙に
実
現
す
る
の
だ
と

ハ
ッ

ス
ル
し
て
い
た
と
き 、
そ
れ
に
抵
抗し
た
人
た
ち
は
彰
徳
懐 、
あ

る
い
は
劉
少
奇
だっ
た
わ
け
で 、
周
恩
来
は
内
政
的に
は
是々
非々
の

立
場に
立っ
て
い
た 。
や
が
て一
九
六
0
年
代
前
半 、
大
躍
進
政
策の

挫
折
を
通
じ
て
実
権
派
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
が
台
頭
し 、

政
治の
中
枢

を
担っ
て
ゆ
く 。
劉
少
奇 、
郵
小
平 、
彰
真
ら
で
あっ
た 。

こ
の
時
期
は一
九
六
O
年
以
降
公
然
化
し
た
中ソ
論
争が
激
化
し 、

郵
小
平
あ
る
い
は
彰
真
な
ど
当
時の
実
権
派
指
導
者
が
中ソ
対
立
の
前

面
に
立つ
わ
け
で
あ
る
が 、
周
恩
来
は
外
交の
最
高
責
任
者で
あ
り
な

が
ら 、
す
で
に
陳
毅に
外
務
大
臣
を
譲
り 、
こ
の
点
で
も一
歩
退
い
て

い
る 。
こ
の
辺
が
周
思
来
ら
し
い
と
こ
ろ
で
あっ
て 、
国
内の
路
線
闘

争
が
激
し
く
なっ
た
と
き
に
は
外
交
を
担
う
こ
と
を
む
し
ろ
避
け
た
と

見
ら
れ
る 。

や
が
て
六
0
年
代
後
半の
文
化
大
革
命
に
な
り 、
当
時
ま
で
は一
歩

し
り

ぞ
き
な
が
ら 、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
実
権
派
の
立
場に
近
かっ
た

周
恩
来
は 、
急
逮 、
毛
沢
東の
側
に
賭
け 、
文
化
大
革
命
に
献
身
的
な
努

力
を
お
こ
なっ
た 。
こ
の
と
き
の
選
択が
周
恩
来に
とっ
て
の
大
き
な

岐
路で
あっ
た
同
時
に 、
毛
沢
東
政
治
そ
し
て
中
国
自
身に
とっ
て
も

大
き
な
岐
路で
あっ
た
と
い
え
よ
う 。
そ
し
て
奪
権
闘
争に
よっ
て
劉

少
奇
あ
る
い
は
部
小
平
ら
が
打
倒
さ
れ
た
あ
と 、
文
化
大
革
命の
行
き
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過
ぎ
が
問
題
に
なっ
た
と
き 、
例
え
ば
紅
衛
兵
運
動の
過
激
な
側
面
を

チェ
ッ
ク
す
る
と
い
う 、
い
わ
ば
文
革
収
拾の
時
期
が
始っ
た 。
こ
こ

で
周
恩
来
が
再
び
前
面
に
出
て 、
文
化
大
革
命の
マ
イ
ナ
ス
面
を
克
服

す
る
こ
と
に
大
き
な
力
を
そ
そ
い
で
行
く
こ
と
に
な
る 。

こ
れ
は
同
時に
中ソ
関
係の
過
度の
緊
張
を
回
避し
よ
う
と
す
る
側

面
に
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
り 、

一
九
六
九
年
に
中ソ
国
境
衝
突が
ピ
ー

ク
に
対
し
た
時 、
周
思
来
は 、
急
遁コ
ス
イ
ギ
ン
と
北
京
空
港で
会
談

し
て 、
中ソ
緊
張の
いっ
そ
うの

激
化
を
防
止
し
て
い
る 。
し
か
も一

方で
国
境の
緊
張
を
凍
結
し
て
お
き
な
が
ら 、
他
方で
は
こ
の
六
九
年

秋
か
ら
中
国
外
交の
大
き
な
性
格
的
転
換
を
は
か
り 、
い
わ
ば
あ
る
意

味
で
の「
国
家
外
交」
と
い
う
か 、
米
中
接
近
や
日
中
国
交
樹
立
に
典
型

的に
現
わ
れ
た
よ
う
に 、
い
わ
ゆ
る
草
命
原
則だ
け
を
掲
げ
た
世
界
革

命
戦
略の一
環と
し
て
の
外
交と
い
う
ワ
ク
を
超
え 、
国
家と
国
家の

関
係
を
重
視し
て
い
く
と
い
う

今
日
の
よ
う
な
中
国
外
交へ
の
転
換
を

推
進
し
て
き
た
の
で
あっ
た 。
こ
のへ
ん
の
推
移
が 、
周
恩
来
を
再
び

国
際
政
治の
舞
台に
大
き
く
クロ
ー

ズ
ア
ッ

プ
さ
せ
た
の
で
あ
る 。
そ

の
象
徴
的
な
現
れ
は 、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中の
立
役
者
と
なっ
た
と
き
の
周

思
来
で
あっ
た 。

ニ
ク
ソ
ン
訪
中は 、
あ
る
意
味
で 、
内
政
的に
は
林
彪
事
件
と
い
う

非
常に
大
き
な
代
価
を
伴っ
て 、
そ
の
代
償の
上
に
は
じ
め
て
可
能
と

なっ
た
外
交
的
成
果で
は
な
かっ
た
か 。
と
も
か
く 、
こ
こ
に
周
恩
来

外
交の
歴
史
的
成
果
が
あっ
た
と
い
う
こ
と
は
否
定で
き
な
い 。
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外

交

面

で

周

路

線

が

残

し

た

問

題

点

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と 、
今
後の
中
国
は 、
こ
う
し
た
周
恩
来
外

突の
成
果の
上
に 、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
乗っ
かつ
で

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
今
日
の
中
国
を
取

り
巻
く
国
際
環
境
を
考
え
る
と 、
六
九
年
か
ら
七一 、
二
年
に
か
け
て

形
成
さ
れ
た
中
国
外
交の
大
き
な
方
向
停 、
文
化
大
革
命
が
結
局
は
脱

文
革 、
失
脚
幹
部の
復
権
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
内
政
的
な
現
実

と
と
も
に 、
今
後い
ろ
い
ろ
な
曲
折
は
あっ
て
も
も
う

後
戻
り
の
で
き

な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
す
る 。
そ
う
い
う
大
き
な
路
隷
を

す
で
に
周
恩
来 、が
敷い
て
し
まっ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で 、
こ
こ
に
も

周
恩
来
外
交の
成
果
を
見
て
い
い
で
あ
ろ
う 。

し
か
し
こ
れ
は
原
則
的に
見
た
場
合で
あ
り 、

実
際に
は
い
くつ
か

の
問
題
が
あ
る 。
そ
の
第一
は
周
恩
来
外
交の
成
果
は 、
米
中
接
近
か

ら
日
中
国
交
樹
立
をへ
て 、
最
近
の
フ
ォ
ー
ド

大
統
領の
訪
中
と
「
新

太
平
洋
ド
ク
ト
リ
ン」
と
い
う

路
線に
つ
な
がっ
て
く
る
わ
け
で
あ
る

が 、
こ
れ
を
「
革
命
外
交」
の
立
場か
ら
見
る
と 、
幾つ
か
の
間
題
が

そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
た
と
え
ばベ
ト

グム
戦
争の
渦
中

に
あ
る
と
き
に
ニ
ク
ソ
ン
を
招
い
た
こ
と
は 、
ハ
ノ
イ
の
立
場か
ら
す

れ
ば
ど
う
で
あっ
た
か 。
い
ら
だ
た
し
い
思い
を
し
た
に
違い
な
い 。

ま
た 、
か
つ
て
中
国
は
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
戦
略 、
毛
沢
東
型
革
命
外

交の一
つ
の
手
本
と
し
て 、
キュ
ー

バ
を
非
常に
高
く
評
価し 、
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カ
ス



トロ
を
強
く
支
援し
た
の
で
あ
る
が 、
そ
の
キュ
ー

バ
は 、
ま
も
な
く

中
国
路
線か
ら
完
全
に
離
脱し
て
し
まっ
た 。
去
る
十二
月の
キュ
ー

バ
共
産
党
大
会
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に 、
キュ
ー

バ
は
い
ま
や
中
国に

対
し
て
非
常に
厳
し
い
態
度
を
とっ
て
お
る 。

七
0
年
代の
中
国
は 、
い
わ
ゆ
る
第三
世
界
外
交に
非
常に
カ
を
そ

そ
い
だ
が 、
こ
れ
も
第三
世
界の
側
か
ら
見る
と 、
中
国
自
身
が
大
国の

一
員と
なっ
て
パ
ワ
1・

ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
を
やっ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う

疑
念
に
な
る 。
ア
ラ
ブ
の
産
油
国
を
中
国
が
支
援
す
る
の

は
中
国
も
石
油
が
出る
か
ら
で
あ
り 、

石
油
を
武
器
に
し
た
資
源
外
交

を
あ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
す
る
こ
と
自
体 、
誤
り
で
は
な
い
か
と
い
う

批

判
が
非
産
油
国
と
し
て
の
第
四
世
界 、
あ
る
い
は
社
会
主
義の
キュ
ー

バ
あ
た
り
か
ら
も
出
て
き
て
い
る 。
そ
の
う
え
最
近
で
はハ
ノ
イ
と
の

関
係
が
う
ま
く

行っ
て
い
な
い 。
中
国
が
あ
れ
ほ
ど
支
援し
た
イ
ン
ド

シ
ナ
の
解
放
勢
力
が 、
中
国か
ら
離
脱し
つ
つ
あ
る
こ
と
は 、
中
国に
と

っ
て
も「
大
き
な
喪
失」
だ
と
言
え
る 。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
中
国
外
交

の
周
思
来
的
な
も
の
が
も
た
ら
し
た
成
果の
裏
側
と
し
て
こ
うい
う

厳

し
い
状
況
が
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か 。
こ
うい
う
中
国
外
交の

試
錬に
周
恩
来
な
き
あ
と
の
中
国
お
よ
び
中
国
外
交
が
ど
う

対
処
し
て

ゆ
く
の
か 、
中
国の
将
来
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
ろ
う 。

日

中
、

米

中

関

係

と

太

平

洋

戦

略

次は 、
対
米
対
ソ
関
係で
あ
る 。
対
米
関
係に
つ
い
て
は 、
米
中
接

" ' 
わ
ば
兵
器
と
小
麦が
取
引
き
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
出
て
い
る J
こ
れ

は
い
ま
の
新し
い
世
界の
外
交の
パ
タ
ー
ン
を
明
確に
示
し
て
い
る
と

思
う 。

今
日 、
外
交が
大
国
と
大
国
と
の
問 、
あ
る
い
は
各
国
間の
外

交
指
導
者の
掛
け
引
きで
あ
る
時
代で
は
な
く 、
そ
の
国の
存
在の
原

点
に
立
脚
し
た
政
治
と
経
済の
リ
ン
ケ
ー

ジ
な
い
し
は
総
合
体
系の
角

逐
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
様
相
が
出て
き
て
い
る 。
そ
れ
が
国
際
的
な

相
互
依
存
関
係の
高い

現
在の
世
界の
外
交
な

の
だ
け
れ
ど
も 、

どう変わる？周恩来なき中医

訪中した田中前首相と会談する故周思来氏

い
う
中
で
ア
メ
リ
カ
は

ソ
連
と
掛
け
引
き
し
な

が
ら ー、
当
面 、
米
ソ
デ

タ
ン
ト
をヨ
ーロ
ッ

パ

を
舞
台
に
実
現
さ
せ
よ

う
と
い
う
方
向
を
基
本

的に
は
さ
ら
に
進
め
て

い
く
で
あ
ろ
う 。

す
る
と
中
国
は
そ
う

し
た
米ソ
聞の
間
隙
を

繕
う
よ
う
に
し
て
ア
メ

リ
カ
と
の
関
係
を
強
化

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

近
以
来の
中
国
路
線
は 、
前
述の
よ
う
に
基
本
的
に
は
変
化
が
な
い
と

思
わ
れ
る 。
し
か
し 、
こ
の
場
合
中
ソ
対
立
の
将
来
こ
そ 、
米
中
関
係

を
左
右
す
る
大
き
な
要
素
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い 。
そ
こ
で

中ソ
関
係
を
見
る
と 、
周
思
来
は
確か
に
あ
る一
時
期
そ
の
改
善
を
志

向
し
よ
う
と
し
た
が 、
長
期
化
し
た
中ソ
対
立
は 、
い
ま
や
個
人
の
指

導
者の
意
向
だ
け
で
変
え
ら
れ
る
と
い
う

範
囲
を
超
え 、
状
況
は
もっ

と
グロ
ー

バ
ル
な
国
際
政
治の
舞
台
で
の
対
立
に
なっ
て
き
て
い
る 。

最
近の
ア
ン
ゴ
ラ
問
題
を
とっ
て
み
て
も
こ
の
こ
と
は
明
瞭で
あ
る 。

将
来 、
毛
沢
東
な
き
後 、
中ソ
関
係
改
善の
可
能
性は
い
ろ
い
ろ
あ
る 舗

と
思
わ
れ
る
が 、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
拡
大
し
た
中ソ
聞

の
亀
裂
が 、
毛
沢
東の
死
を
契
機に
し
た
と
こ
ろ
で
急
激
に
転
換
す
る

と
は
思
え
な
い 。

そ
う
考
え
る
と 、
そ
の
裏
側
に
あ
る
米
中
関
係に
も
急
速
な
変
化
は

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る 。
む
し
ろ
今
後
は
ア
メ
リ
カ
の
側
と

し
て
も 、
米
中
関
係
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
路
線
が
もっ
と
もっ
と
出

て
く
る
と
思
う 。
ア
メ
リ
カ
に
とっ
て
は 、
ソ
連
が
や
は
り

最
大の
敵

対
者で
あ
る
か
ら 、
ソ
連
と
対
抗
す
る
た
め
に 、
二
元
的
な
政
策
を
と

っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る 。

つ
ま
り

米
ソ
関
係の
中に
ヨ
ーロ
ッ

パ
と
い
う
舞
台
を
入
れ
て
考
え

る
と 、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ・
大
西
洋
地
域
で
は
デ
タ
ン

ト
を
基
調と
せ
ざ
る
を
え
な
い 。
そ
し
て
S
A
L
T
E
の
交
渉
再
開に

見
ら
れ
る
よ
う
に 、
食
糧
不
定
に
な
や
む
ソ
連の
立
場に
着
目
し
て 、
い
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そ
う

ら
な
い 。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
を
十
分
知っ
た
上
で 、
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
に
つ
い
て
は 、
い
わ
ば
日
米
関
係
を
か
け
橋
と
し
て 、
さ
ら

に
日
本
か
ら
中
固
ま
で
橋
を
の
ば
し
た
米・
日・
中の
太
平
洋
横
断
的

連
携 、
い
う
な
れ
ば
ト
ラ
ン
ス・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク・
コ
ア
リッ
ショ
ン

を
今
後
強
化
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う 。
こ
れ
が
フ
ォ
ー
ド

大
統

領の
新
太
平
洋
ド
ク
ト
リ
ン
の
精
神
で
あ
り 、

路
線で
あ
る 。
中
国に

とっ
て
こ
の
路
線
は
ヨ
ーロ
ッ

パ
の
デ
タ
ン
ト
に
は
反
対
だ
と
は
い
え

（中国はたとえば全欧安保会議を危険会議だと激しく非難している〉

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
関
し
て
は
反
ソ
連
合 、
反
覇
権
連
合
と
い
う

形

で
そ
れ
に
組
す
る
こ
と 、が
出
来
る
も
の
に
な
る 。
つ
ま
り
そ
うい
う

状

況の
中で
の
米・
日・
中の
コ
ア
リッ
ショ
ン
は
中
国
自
身
も
大い
に

歓
迎
すべ
き
も
の
な
の
で
あ
る 。
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そ
う
な
る
と
台
湾
問
題
は
米・
日・
中の
新し
い
関
係の
中で
は 、

も
は
や
小
さ
い
問
題
な
い
し
は
優
先
順
位の
低い
問
題
に
な
りつ
つ
あ

る
わ
け
で 、
い
ず
れ
に
し
て
も
台
湾
は
現
状
維
持し
か
な
い
と
い
う
こ

と
を
含め
て 、
周
思
来
亡
き
後の
中
国
を
取
り

巻
く
国
際
関
係
は
基
本

的に 、
以
上
の
よ
う
な
方
向
を
維
持し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る 。日

中
関
係に
つ
い
て
も 、
基
本
的に
は
従
来の
立
場
が
維
持
さ
れ
よ 、

ぅ 。
中
国
は
す
で
に
日
本
軍
国
主
義
批
判
を
や
め
て
久
し
く 、
今
日
で

は
日
米
安
保
体
制
を
許
容し
て
い
る 。
日
本の
革
新
勢
力か
ら
見
れ
ば

中
国の
立
場に
戸
惑
う
で
あ
ろ
う
が 、
最
近
は
日
本の
自
衛
隊
や
防
衛



力に
対
し
て
も
非
常に
高い
評
価
を
与
え
て
い
る 。
こ
う
い
う

路
線

は 、
今
後
も
や
は
り

続
く
で
あ
ろ
う 。
た
だ
問
題
は
日
本
の
側
に
あ

る 。
日
本
が 、
米・
日・
中の
コ
ア
リ
ッ

ショ
ン
に
す
ん
な
り

参
与
出

来る
か
と
い
う
と 、
日
本の
ア
メ
リ
カ
と
は
こ
の
点
で
ソ
連に
対
す
る

対
応
の
角
度
が
全
く
ち
がっ
て
い
る 。
そ
れ
だ
け
に 、
こ
う
い
う

外
交

政
策
に
お
け
る
日
本の
主
体
性
が
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

圏

内

体

制

は

新

実

権

派

の

主

導

に

つ
ぎ
は
中
国の
圏
内
体
制で
あ
る
が 、
周
恩
来の
死
が
内
政
上
も
中

国に
とっ
て
大
き
な
損
失で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い 。
し
か

し 、
私は 、
ど
う
も
中
国の
国
内
体
制
は 、
す
で
に
こ
こ一
年
く
ら
い

の
問 、
い
ろ
い
ろ
と
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る 。
二
年

く
ら
い
前 、
周
恩
来
が
外
交
的に
も
内
政
的に
も
非
常に
大
き
な
意
味

を
持
ち 、
第一
線に
立っ
て
活
躍
し
て
い
た
と
き
に
は 、
来
た
るべ
き

毛
沢
東の
死
よ
り
も
周
思
来の
死の
ほ
う
が
中
国に
とっ
て
非
常
に
困

難
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

展
望
が
あっ
た 。
こ
れ
は
多
く
の

人
が
指
摘し
て
い
る
し 、

私
も
そ
う

思っ
て
い
た 。
し
か
し 、
そ
の
後

去
年
の
全
国
人
民
代
表
大
会
を
契
機
に
し
て 、
中
国
は
新し
い
政
治
体

制の
形
成に
向
かっ
て
来
た
の
で
は
な
い
か 。
あ
る
意
味
で
は
周
恩
来

の
死
に
備
え
る
よ
う
な
形
で
郵
小
平 、
あ
る
い
は
張
春
橋と
い
う

新
旧

の
実
権
派
幹
部
が
前
面
に
立つ
こ
と
に
な
弘 、
中
国の
周
思
来
亡
き

後 、
あ
る
い
は
毛
沢
東
亡
き
あ
と
の
時
代へ
の
体
制の
整
備
を
行っ
て

’t’ 

－ ‘1 

ショ
ン
（
教化〉
が
あっ
た
以
主 、
急
激
に 、
イ
デ
オロ
ギ
ー

的
に
も

脱
文
革と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い 。
そ
の
点
で
は 、
毛
沢
東
路
線
と

い
う
も
の
を
堅
持
す
る
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い 。
と
な
る
と 、

そ
の
両
者の
立
場
を
兼
ね
合
わ
せ
た
よ
う
な
是々
非々
の
立
場に
立つ

新
旧
実
権
派
が 、
今
後の
中
国
を
か
な
り
の
程
度
担っ
て
ゆ
く
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る 。

世

界

の

中

の

H

劇

的

中

国
H

は

終
っ

た

どう変わる？周恩来なき中国

そ
う
考
え
る
と 、
具
体
的に
は
郵
小
平の
外
交
路
線
は
ど
う
か
と
い

う
こ
と
に
な
る 。
彼
は
周
恩
来の
よ
う
な 、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
外
交
的

展
開
を
し
な
い
か
わ
り 、
か
な
り

原
則
的
な
点
を
守っ
て
着
実
な
か
ま

え
で
進
む
で
あ
ろ
う 。
た
と
え
ば
部
小
平
は
中ソ
関
係に
つ
い
て
も
論

争の
前
面
に
立っ
て
闘っ
た
実
績
が
あ
る
が 、
し
か
し 、
毛
沢
東の
対

ソ
観と
決
定
的に
ち
が
う
と
こ
ろ
は 、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
闘
う

場

合に
は
ソ
連
と
統一
戦
線
を
組
も
う
と
い
う
か
つ
て
の
羅
瑞
卿
路
線に

つ
な
がっ
て
い
た
こ
と
で
あ
る 。
こ
のヘ
ル
を一
つ
の
境
界
点
と
し
な

が
ら 、
意
外に
堅
実
な
外
交
を
やっ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
同

時
に
毛
沢
東
的
な
考
え
方
も
か
な
り

組
み
入
れ
な
が
ら
進
む
わ
け
で 、

現
実
的に
は
周
思
来
的
な
幅の
広い
発
想か
ら
は
か
な
り

狭
め
ら
れ
て

行
く
と
考
え
て
よ
か
ろ
う 。

同じ
こ
と
は
国
内
経
済
体
制で
も
い
え
る
わ
け
で 、
郵
小
平の
中
国

の
経
済に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
発
言
を
見
て
い
る
と 、
非
常に
現
実

き
た
と
考
え
て
い
い
と
思
う 。

こ
の
場
合
に 、
毛
沢
東 、
周
恩
来 、
郵
小
平
と
い
う
関
係
を
見
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い 。
毛
沢
東 、
江
青
夫
人 、
王
洪
文 、
挑
文
元
と

い
う
人
た
ち
は
い
う
ま
で
も
な
く

文
革
派
で
あ
る
が 、
こ
れ
に
対し
て

周
思
来
を
代
表
と
す
る
行
政
系
統の
国
務
院の
指
導
者
た
ち
が
広
範
に

存
在
す
る 。
こ
の
間
に
路
線の
闘
争
が
あ
る
の
は
事
実で
あ
る 。
た
だ

中
国の
最
近
の
路
線
闘
争
は二
元
的に
見
る
よ
り
は 、
む
し
ろ
三
次
元

で
見
た
ほ
う 、が
い
い
の
で
は
な
い
か 。

つ
ま
り

郵
小
平
は
い
わ
ば
旧
実
権
派
で
あ
る 。
彼
は
周
恩
来の
立
場

と
も
ち
が
う 。
同
時
に
毛
沢
東の
立
場
と
も
ち
が
う 。
そ
う
い
う
旧
実

，
権
派
と 、
張
春
橋の
よ
う
に
か
つ
て
は
文
革
派
で
あっ
た
け
れ
ど
も 、

実
務
的
な
体
験
を
積
む
こ
と
に
よっ
て
か
な
り
ビへ
イ
ビ
ア
が
変
わっ

て
き
た
グ
ル
ー

プ 、
こ
れ
を
新
実
権
派
と
いっ
て
い
い
が 、
こ
う
い
う

新
旧
実
権
派の
コ
ア
リッ
シ
ョ

ン
が
あ
る 。
む
し
ろ
部
小
平 、
張
春
橋

に
代
表
さ
れ
る
新
旧
実
権
派
が
中
核に
な
り
な
が
ら 、
こ
れ
が
文
革
派

と
い
わ
ゆ
る
実
務
派
と
の
聞に
立っ
て 、
い
わ
ば
第三
の
勢
力の
よ
う

な
も
の
が
出
来
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る 。
し
か
も
こ
の
勢
力
が
実

は 、
中
国の
今
後の
後
継
体
制の
中
心
に
なっ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る 。
や
が
て
毛
沢
東
亡
き
後の
中
国と
い
う
こ
と
を
考
え
る

と 、
い
ず
れ
に
し
て
も
文
革
派
的
な
路
線
と
い
う
も
の
は 、
か
な
り

歴

史の
流
れ
に
逆
ら
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う

面
が
生
じ
よ
う 。
そ
う
か

と
いっ
て 、
あ
れ
ほ
ど
毛
沢
東
に
よ
る
思
想
的
な
イ
ン
ド
ク
ト

ヌネ
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的
な
認
識に
立
脚
し
て
い
る 。
中
国
は
ま
だ
ま
だ
大
変
立
ち
遅
れ
て
い

る
と
か ブ
中
国の
場
合 、
農
業
生
産
の
向
上
に
は
本
当
に
長い
間
か
け

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か 、
ま
だ
ま
だ
国
民の
生
活
水
準が
低い
と
か

い
う
こ
と
を
はっ
き
り

言っ
て
い
る 。
つ
ま
り 、

毛
沢
東の
よ
う
に 、

人
間の
主
観
的
能
動
性に
依
拠
す
れ
ば
な
ん
で
も
出
来る
と
い
う
ふ
う

に 、
主
観
的
な
認
識
だ
け
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
く
て 、
意
外
に
堅

実に
中
国の
現
実
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る 。

結
局
中
国
は
こ
う
い
う
勢
力が
中
心
と
な
り
な
が
ら 、
あ
る
意
味
で

の
集
団
型
指
導
体
制
をつ
くっ
て
い
く

以
外
な
い
と
思
う 。
し
か
も
周

恩
来
を
失っ
た
上
に
も
う
ひ
と
つ 、
毛
沢
東
亡
き
後
を
ど
う
す
る
か
と

い
う
重
大
な
転
機
を
控
え
て
当
面
は
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で 、
少
な
く
と
も
そ
の
転
機
が
到
来
す
る
ま
で
は 、
「
批
林
批
孔」
運

動
か
ら 、
「
水
瀞
伝」
批
判
に
至
る
過
程
で
出
き
た
よ
う
な
国
内
政
治

の
葛
藤
も
出
来る
だ
け
ほ
ぐ
さ
れ 、
凍
結
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い

か 。
圏
内
政
治の
葛
藤が
決
定
的
な
起
爆
カに
な
る
と
い
う
時
代は 、

も
う
当
分
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
ど
う
も
今
後の
中
国は 、

、ド
ラ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
対
象
で
は
な
く
な
り 、
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
ほ
ど
個
人

の
役
割が
重
視
さ
れ
な
く
て
も
い
い
時
代に
なっ
て
い
く
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る 。

た
だ
そ
こ
で
問
題
は 、
か
つ
て
ス
タ
ー
リ
ン
の
ソ
連
が
そ
う
で
あっ

た
よ
う
に 、
中
国
社
会
の
中に
も
徐々
に
新し
い
社
会
的
な
集
団
が
形

成
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
労
働
者の
中に
も
階
層
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分
化
が
起こ
り 、

社
会
的
成
員の
中に
も
知
識
人 、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト 、

ピュ
オ
ク
ラ
！
ト
と
い
う
よ
う
な 、
社
会
的
な
階
層
分
化
が
す
す
み 、

い
わ
ば
あ
る
種の
市
民
社
会
的
な
状
況が
徐々
に
中
国
社
会
の
中に
も

生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
当
然
予
測
さ
れ
る 。
ソ
連
で
か
つ
て
ス
タ
ー
リ

ン
体
制
を
桂
桔
と

感
じ 、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
打
ち
出し
た
の
は 、
こ

うい
う
人
た
ち
で
あ
り 、

徐々
に
中
国に
お
い
て
も
類
似の
状
況の
中

で 、
毛
沢
東
的
な
個
人
崇
拝 、
あ
る
い
は
農
民
社
会
主
義
的
と
で
も
言

え
る
今
日
の
体
制
を
許
容
し
な
い
よ
う
な
状
況が
内
部
的に
成
熟し
て

く
る
の
で
は
な
い
か 。
部
小
平
は
ま
さ
に
そ
う
い
う

隷
に
徐々
に
乗っ

て
行
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

毛

体

制

下

で

非

毛

沢

東

化

が

始

ま

る

部
小
平
は
か
つ
て
は 、
毛
沢
東
個
人
崇
拝
を
八
全
大
会〈一
九五六
年〉

で
盛
ん
に
批
判
し 、
そ
れ
が
文
革の
と
き
に
罪
状
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る 。
去
年
の
夏の
抗
州
事
件
は 、
毛
沢
東
思想の
堅
持
が
叫
ば
れ
て
い

な
が
ら 、
中
国
社
会の
内
部に 、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
な
り 、

批
判
と

い
う
も
の
が
社
会の
基
礎
部
分
に
か
な
り
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
かっ

た
わ
け
で 、
今
後の
中
国に
は
こ
う
い
う
問
題
が
幾っ
か
出て
く
る
も

の
と
思
わ
れ
る 。
今
後の
指
導
者
は 、
こ
う
い
う

動
き
を
か
な
り

意
識

し
て
圏
内の
矛
盾の
処
理
に
当っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

文
革と
い
い 、
そ
の
前の
大
躍
進
政
策
と
い
い 、
今
回の
水
溌
伝
批

判
と
い
い 、
毛
沢
東
政
治へ
の
批
判
と
い
う
も
の
は 、
中
国の
場
合に

;<(I 

I,,' 

／ 

常
に
あ
る
意
味
で
は
あ
ち
こ
ち
で
小
出
し
に
出
さ
れ
て
き
た 。

党
内
闘
争
が
常
態
と
し
て
起
こっ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は 、
毛
沢
東
体

制
下の
非
毛
沢
東
化
が
徐々
に
は
か
ら
れつ
つ
あっ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る 。
従っ
て 、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
の
よ
う
な
偶
像
破
壊
的
な
ド
ラマ

チ
ッ
ク
な
批
判
が
毛
沢
東
に
た
い
し
て
起る
と
は
い
ま
の
と
こ
ろ
思
わ

れ
な
い 。
毛
沢
東
絶
対
化
は 、
む
し
ろ
徐々
に
相
対
化へ
と
向っ
て
ゆ

く
で
あ
ろ
う 。

つ
ま
り

そ
う
い
う

今
後の
中
国に
対
し
て
もっ
と
も
適
し
た
指
導
体
制
が 、

郵
小
平 、
張
春
橋
ら
の
新
田
実
権
派
的
な
指
導
体
制で
は
な
か
ろ
う

か 。
当
面
の
中
国
は一
九
八
O
年
に
向
かっ
て
の
第
五
次
五
カ
年
計
画

の
中に
あ
る 。
そ
し
て
や
が
て
今
世
紀
最
後の
二
十
年
間
に
整
備
さ
れ

た
工
業
体
系
を
完
結
さ
せ
て 、
世
界の
先
進
工
業
国に
なっ
て
ゆ
く
ん

だ
と
い
う

周
恩
来
演
説
の
意
味
は 、
今
後
さ
ら
に
大
き
く
な
る
で
あ
ろ

う 。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
衝
撃
的
な 、ド
ラマ
性に
お
い
て
で
は

な
く 、
当
た
り

前の
中
園 、
あ
る
意
味
で
は
つ
ま
ら
な
い
中
国へ
と
転

換し
て
い
く
の
か
も
知
れ
な
い 。
思
え
ば 、
二
十
世
紀
最
後の
四
半
世

紀
が
い
よ
い
よ
閉
幕し 、
二
十一
世
紀へ
向
う
こ
の
転
換
期
に
お
い

て 、
毛
沢
東 、
周
思
来
に
代
表
さ
れ
た
よ
う
な
天
才
的
な
個
性の
強い

偉
大
な
指
導
者の
時
代
は
全
世
界
的に
も
終っ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い

る 。
最
近
で
も
蒋
介
石
が
死
に 、
ブ
ラ
ンコ
が
逝っ
た 。
毛
沢
東
は二

十
世
紀の
世
界
を／ひっ
か
き
ま
わ
し
た
政
治
家で
あ
り
な
が
ら 、
い
ま

‘
や二
十
世
紀
最
後の
巨
人
に
なっ
て
し
まっ
た 。

文責
編集
部〉
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