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共
産
圏
に
お
け
る
政
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決
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と
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7 

-

は

じ

め

に

<.I 

ハ
ロ
ル
ド
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
は、

そ
の
名
著
『
外
交』

第
三
版
に
増
補
し
た
一

九

六
一

年
執
筆
の
論
文
の
な
か
で、

現
代
に
お
け
る
外
交
が
共
産
陣
営
の
形
成
に
よ

っ
て
相
互
信
頼
を
基
盤
と
し
た
従
来
の
外
交
と
は
根
本
的
に
変
化
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
指
摘
し、

共
産
陣
営
の
メ
ン
バ
ー
は、

そ
の
目
的
達
成
の
た
め
な
ら

「
自
己
の
生
命、

慰
め、

将
来
の
幸
福
を
も
犠
牲
に
す
る
心
構
え
で
い
る。

彼
ら

に
従
え
ば、

彼
ら
の
目
的
を
促
進
す
る
も
の
は
す
べ
て
『
正
し
く
』、

邪
魔
立
て

す
る
も
の
は
す
べ
て
『
誤
っ
て
』
い
る。

従
来
の
道
徳
は、

信
頼
を
つ
く
り
出
す

（1）

 

こ
と
さ
え、

こ
の
図
式
で
は
な
ん
の
役
割
も
も
っ
て
い
な
い
」

と
語
っ
て
い
る。

こ
の
ニ
コ
ル
ソ
ン
の
見
方
は、

今
日
の
共
産
圏
諸
国
を
蔽
う
H
西
欧
化u
へ
の
潜

在
的
潮
流
や
中
ソ
対
立
以
降
の
新
し
い
分
極
化
・
多
様
化
傾
向
に
示
さ
れ
る
共
産

圏
内
部
の
一

種
の
弛
緩
現
象
に
照
し
て、

や
や
古
典
的
な
対
共
産
関
認
識
に
す
ぎ

る
か
も
し
れ
な
い
が、

少
な
く
と
も
対
外
政
策
の
遂
行
に
従
事
す
る
エ
リ
ー
ト
た

ち
に
か
ん
し
て
い
え
ば、

ニ
コ
ル
ソ
ン
の
右
の
指
摘
は
や
は
り
今
日
で
も
そ
の
ま

共
産
圏
の
情
報
環
境

日
本
国
内
が
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
で
沸
き
立
っ
て
い
た
去
る
二
月、

私
は
ツ
連
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
招
待
で
モ
ス
ク
ワ
に
滞
在
し
て
い
た。

折
し
も、

周
恩
来
亡
き

あ
と
の
中
間
で
は、

い
わ
ゆ
る
「
走
資
派」

批
判
が
激
発
し
た
こ
と
も
あ
っ
て、

（1）

 

流
動
す
る
中
国
情
勢
に
つ
い
て
の
ソ
連
の
関
心
は
著
し
く
高
ま
っ
て
い
た
け
れ
ど

も、

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
つ
い
て
は、

さ
し
た
る
関
心
が
な
い
よ
う
で
あ
っ
た。

最
近
の
ソ
連
は、

日
本
に
つ
い
て、
一

般
に
は
き
わ
め
て
関
心
が
高
い
の
で
あ
る

か
ら、

こ
の
こ
と
は
や
は
り
ソ
速
な
り
の
対
外
認
識
の
一
つ
の
あ
り
方
を
示
す
も

の
と
い
え
よ
う。

と
こ
ろ
が、

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で、

ニ
ク
ソ
ン
前
米
大
統
領
夫
妻
の
中

国
訪
問
（
二
月一一
一

l
二
九
日）

が
行
な
わ
れ
た。

こ
の
ニ
ク
ソ
ン
氏
一

行
の
北

京
訪
問
に
際
し
て
は、

毛
沢
東
主
席
が
親
し
く
会
談
し
た
の
み
な
ら
ず、

中
国
側

は
特
別
機
を
米
国
に
ま
で
さ
し
向
け
る
歓
待
ぶ
り
で
あ
っ
た。

つ
ま
り
ウ
ォ
ー
タ

ー
ゲ
l
ト
事
件
の
元
凶
と
し
て
ア
メ
リ
カ
国
民
か
ら
断
罪
さ
れ
た
ニ
ク
ソ
ン
氏
は

中
国
で
は
依
然
と
し
て
輝
け
る
英
雄
だ
っ
た
の
で
あ
る。

想
え
ば、

そ
の
中
国
は、

ウ
ォ
l
F
l
ゲ
l
ト
事
件
を
「
水
門
事
件」

と
し
て
報
道
し
は
し
た
が、

そ
の
報

道
ぶ
り
は
き
わ
め
て
淡
白
な
も
の
で
あ
っ
た。

ひ
る
が
え
っ
て、

田
中
金
脈
問
題

に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
し、

北
京
は
今
日、

ニ
ク
ソ
ン
氏
同
様、

田
中

前
首
相
に
た
い
し
て
も
き
わ
め
て
好
意
的
な
姿
勢
を
保
持
し
つe
つ
け
て
い
る。

そ

れ
か
あ
ら
ぬ
か
今
回
の
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
つ
い
て
は、

『
人
民
日
報』

な
ど
の

公
的
メ
デ
ィ
ア
に
は
い
ま
の
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
報
道
が
な
い。
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中：

嶋：

東

i 嶺；
語
大
学
助

豊雄お

ま
妥
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で、

共
産
圏
諸
国
に
お
け
る
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に

お
い
て、

情
報
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち、

ま
た、

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
情

報
収
集
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は、

き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る。

だ
が、

政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
も
と
よ
り、

外
交
文
書
に
類
す
る
も
の
の
存
在

さ
え
明
ら
か
で
な
い
の
が
共
産
圏
の
現
実
で
あ
り、

こ
の
よ
う
な
一

見
水
も
漏
ら

さ
ぬ
体
制
は、

ニ
コ
ル
ソ
ン
が
語
る
彼
ら
の
使
命
感
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
う。

こ
の
よ
う
な
現
実
が
存
す
る
か
ぎ
り、

私
に
求
め
ら
れ
た
よ
う
な

テ
I
マ
に
つ
い
て
執
筆
す
る
こ
と
自
体、

そ
も
そ
も
き
わ
め
て
閑
難
な
こ
と
で
あ

り、

も
し
可
能
で
あ
る
な
ら
ば、

こ
の
よ
う
な
テ
1
7
に
か
ん
し
て
は、

私
の
よ

う
な
個
人
の
研
究
者
に
お
い
て
で
は
な
く、

外
交
当
局
者
や
調
査
研
究
機
関
に
身

を
置
く
専
門
家
集
団
の
手
に
よ
っ
て
執
筆
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

今
回
は、

編
集
部
の
強
い
求
め
に
耐
え
き
れ
ず、

以
下、

中
国
を
主
対
象
に、

ソ

連
を
副
対
象
に
し
な
が
ら、

私
な
り
の
試
論
を
展
開
す
る
次
第
で
あ
る。

私
は、

以
上
の
一

連
の
現
象
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
べ
き
か
に
つ
い
て、

い
さ

さ
か
考
え
て
み
た。

今
回
の
ニ
ク
ソ
ン
招
待
を、

た
と
え
ば
『
フ
ァ
l
・
イ
l
ス

（2）

 

タ
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
レ
ヴ
ュ
l
』

誌
の
エ
デ
ィ
タ
ー
が
い
う
よ
う
に、

対
ソ

・
デ
タ
ン
ト
に
賭
け
る
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
と
ち
が
っ
て、
一

貫
し
て
好
戦
政
策
を

と
っ
た
ニ
ク
ソ
ン
氏
こ
そ、

毛
沢
東
に
と
っ
て
は、

対、
ソ
戦
略
上
き
わ
め
て
好
ま

し
い
人
物
で
あ
っ
た
と
見
倣
し
得
る
ほ
ど、

毛
沢
東
な
い
し
は
中
国
の
政
策
決
定

者
が
深
謀
遠
慮
を
め
ぐ
ら
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
ど
う
か。

私
は
む
し
ろ、

情
報
収
集
と
か
政
治
・
外
交
上
の
機
密
な
い
し
は
政
治
工
作
に

つ
い
て
の
認
識
が
ソ
連
や
と
く
に
中
国
に
お
い
て
は、

民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る

場
合
と
根
本
的
に
異
な
る
が
ゆ
え
に、

こ
れ
ら
一

連
の
事
件
に
つ
い
て
の
見
方
も

大
き
く
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た。

換
言
す
れ
ば、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
体

制
に
お
け
み
倫
理
や
道
徳
律
に
照
し
て
断
罪
さ
る
べ
き、

こ
れ
ら
一

連
の
事
件
は、

実
は
共
産
圏
諸
国
に
お
い
て
は、

恒
常
的
な
政
治
の
要
素
な
の
で
あ
っ
て、

権
力

の
維
持
・

拡
大
・

発
展
の
た
め
の
当
然
の
前
提
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る。

ソ
連

（3）

 

に
お
ける
秘
密警
察（K
GBu
国
家保
安委員会や
GR
UM
参
謀本
部
情報

（4）

 

管
理
部）、

中
国
に
お
け
る
公
安
組
織
と
い
っ
た
周
知
の
機
構
に
つ
い
て
は
も
と

よ
り、

た
と
え
ば
毛
沢
東
政
治
に
お
け
る
「
報
告
制
度」

や
「
指
示
要
請」

の
問

〈5）題お
よ
び
「
工
作」

と
い
う
中
国
語
の
広
範
な
合
意
を
と
っ
て
み
て
も、

情
報
工

作
や
政
治
工
作
は
共
産
圏
諸
国
の
政
治
社
会
に
お
け
る
当
然
の
前
提
措
置
と
し
て

容
認
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う。

こ
の
よ
う
な
状
況
は、

反
面
で、

政
治
権
力
者
に
集
中
し
た
情
報
や
外
交
機
密

が
内
部
告
発
的
な
「
リ
l
p
」
（
機
密
漏
洩）
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
介
入
に
よ
っ

て
露
呈
す
る
こ
と
は
一

般
に
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
情
報
と
機
密
の
厚
い
壁
を
形

成
し
て
し
ま
っ
て
い
る。
一

般
に
共
産
圏
諸
国
の
政
策
決
定
過
程
が
厚
い
ヴ
ェ
l

‘町
、－

ーへth
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ル
に
閉
ざ
さ
れ、

し
か
も
外
交
文
書
の
公
開
は
も
と
よ
り、

そ
の
存
在
さ
え
定
か

で
な
い
と
い
う
状
況
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り、

以
上
で
私
が
言
及
し
た
諸
点
は

共
産
圏
諸
国
の
情
報
環
境
を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う。

一

方、

西
側
の
民
主
主
義
諸
国
に
お
い
て
は、

た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
外
交
文

書
が
E
同
日
空
間
口
問符
F
r
o
g
c
ご
Z

Cロ
＝
a
ω
E
g－－
と
し
て
す
で
に
一

九
四
九

年
ま
で
公
刊
さ
れ、

N
S
C
ほ
か
の
機
密
文
書
も
相
次
い
で
公
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

今
日、

戦
後
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
の
形
成
過
程

が
一

挙
に
顕
在
化
し
つ
つ
あ
り、

そ
れ
と
と
も
に
従
来
の
冷
戦
研
究
な
い
し
は
戦

後
国
際
政
治
史
を
根
本
的
に
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
つ
つ
あ
る。

そ

れ
に
反
比
例
し
て、

同
様
の
問
題
に
が
ん
す
る
共
産
圏
の
研
究
が
き
わ
め
て
閤
難

で
あ
る
の
は、

そ
れ
ら
の
史
料
や
文
献
に
か
ん
す
る
情
報
量
に
決
定
的
な
落
差
が

あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ア
ン
ド
ル
1
・
マ
ッ
ク
や
永
井
陽
之
助
氏
ら
の
政

治
学
者
が
好
む
言
葉
を
借
り
れ
ば、

こ
の
著
し
い
「
非
対
称
性」

こ
そ、

現
代
卒

（6）

 

命
の
考
察
な
い
し
は
比
較
体
制
論
に
お
け
る
根
本
的
な
問
題
で
あ
ろ
う。

ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
外
交
文
書
の
公
開
に
伴
っ
て、

ま
す
ま
す
活
発
に
冷
戦
史
研
究
に
と

（7）

 

り
か
か
っ
た、

い
わ
ゆ
る
修
正
主
義
学
派
の
一

人
で、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
か
ん

し
て
は
精
力
的
な
政
府
告
発
者
で
も
あ
っ
た
デ
イ
ヴ
イ
ッ
ド
・
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で

さ
え
も、

た
と
え
ば
朝
鮮
戦
争
の
背
景
に
ふ
れ
て、

「
ワ
シ
ン
ト
ン
と
極
東
の
情

勢
が
ど
う
動
い
て
い
た
か
を
裏
ま
で
見
ぬ
く
こ
と
は、

比
較
的
資
料
が
得
ら
れ
る

の
で、

あ
る
程
度
わ
か
る
の
だ
が、

共
産
側
の
動
き
に
つ
い
て
は
そ
れ
だ
け
の
情

（8）

 

報
さ
え
な
い
の
で
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
」

と
歎
い
て
い
る。

こ
の
よ
う
にJ

共
産
圏
に
お
け
る
政
策
決
定
過
程
は、

そ
の
情
報
環
境
か
ら
し

て
も
依
然
と
し
て
濃
い
ヴ
ェ
ー
ル
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が、

し
か
し

一

方、

そ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
ル
を
透
か
し
て
徐
々
に
多
く
の
重
要
な
問
題
が
露
呈

\ 

、

‘ 
"' 

機関
にたいする
「
報
告制度」
と
恒常的な
「
指示
要請」
とい
う政
治

指導と
情報収集にかんす
る
厳しい
点
検装霞が
存在するこ
とにつ
い

て
詳し
くは 、
拙
著
『現代
中国論
｜｜イデ

オロ
ギー
と政
治の
内
的考

察
｜｜』
（増
補版、
一
九
七一
年、
青
木
書店）、
七四
七
七ペ
ー
ジ、

参照 。
ま
た
ω2』c
Z
当－r
g
Z5P
C
R寄与e
z
（U
SE
S
E

n
E．
E－
n
2
2一一
己ロ
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同》円
g
P
5
8w
向者・
芯
｜
呂・

（
6）

〉
E
3
2
ζ
R
F
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Z
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Z
50
5
F0
8
ω
E一一
巧
2・
叶
宮

同Mortnm
O同
〉
々
ヨ
5
22円
台。ロ
pnf
－
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え弘
、。九NR
R
F
』ωロ
E円可

お斗日

永井
陽之
助
「政
治的
資源としての
時
間

｜｜『ベ
ト

ナム
戦争』
再
考L

『中
一央公
論』
一
九七五
年七
月
号 。

（7）
修正主
義
学派
につ
いては 、
麻田
貞雄
「冷
戦の
起
源と
修正
主義

研究
｜｜アメ
リカの

場合
｜｜」『国

際問
題』一
九七四
年五
月
号 、
福

田
茂夫
「アメ
リ
カ
にお
ける
第二
次
世
界
大戦研
究の
推移」 、
同 、
参照 。

（
8）

巴ω〈
E
2
20
＝＝N・
、
さ
若
可
ミ
芯向。
て呂町
、言
書h
h
苦
ミ凡
E誌
、。
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富
町
宮
内。
ミ
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同M
gmc
E
回cc
－F
H申
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HH申・

邦
訳、

山口
房雄訳『超
大国
時代』 、
サ
イマ
ル
出
版
会 、
一
九六
八
年 、
七
九l

八
0ペ
ージ 。
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コミュニケーション構造と対外認識

私
は
か
つ
て、

現
代
中
国
の
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
論
じ、

中
国
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
き
わ
め
て
特
異
な
性
格
に
つ
い
て
指
摘
し

（1）

 

た
こ
と
が
あ
る。

そ
こ
で
は、
一

九
七
二
年
一
一

月
に
『
人
民
日
報』
の
陳
淡
H

国
際
部
主
任
が
ヒ
ュ
l
ム
英
外
相
訪
中
団
に
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
三
四
O
万
部

（2）

 

と
い
う
『
人
民
日
報』
の
発
行
部
数
（
当
時）
を
基
礎
に
し
て、
約
二
百
数
十
名

に一
部
と
い
う
『
人
民
日
報』
の
普
及
率
や
『
人
民
日
報』
の
報
道
内
容
の
問
題

に
ふ
れ
て
中
国
社
会
の
特
殊
な
非
情
報
的
性
格
に
つ
い
て
言
及
し、

中
国
の
情
報

環
境
（
実
生
活）

と
「
毛
沢
東
思
想」

を
絶
対
化
す
る
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
あ
え
て
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い。

ス
タ
ー
リ

ン
批
判
以
来、

今
日
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
回
想
録
の
国
外
出
版
に
い
た
る
ソ
連
の
側

の
推
移、

紅
衛
兵
資
料
の
大
量
出
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に、

文
化
大
革
命
の
混
乱

と
社
会
的
流
動
化
が
も
た
ら
し
た
中
国
側
の
新
し
い
状
況、

深
刻
な
中
ソ
対
立
や

国
際
共
産
主
義
運
動
の
多
元
化
現
象
な
ど
が、

こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
ル
に
光
を
透

す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る。

（1）
この
点につ
いては、
拙
稿「
ソ
連の
中国学
界と中国
像」『
朝
日
新

聞』
一
九七六
年三
月一
六日夕
刊〈
文化
欄－
V、

および
同「
周恩
来以

後の
中
ソ
関係
」『アジア
・クオータ
リ
ー
』
第八巻第
二
号
（一
九
七六

年一二
｜四

月） 、
参
照 。

（
2）

何
《t
g門
（
りぬ円。r
己
主ニmm）
〆
n－
5
5
2f
』口a
nq
N凶
EH側、ミ
阿川円。誌。
遣
R

泊。陣、
な
EW
N叶
司
早）『己町民〕『
Hmw叶白・

（3）
ソ
連の
秘街
警
察にかんし
ては 、
話題を呼んだ
書物
とし
て 、

』c
E
F『円o
p

h同の
や－
HE偽
’同町内
ミ
司。
込
ミ
M
g
zh

’V円、。h
bh
gh
p

H坦寸ω
邦訳 、
リ
ー

ダ
ーズ・

ダイジェ
ス
ト

訳
『K
GB
ソ
連秘街
警

察の
全
貌』 、
（上・
下）、

リー
ダーズ
・ダ

イジェ
スト
社、
一
九七四

年 、
参照 。

（4）
中国の
公
安組織の
実態は
ほ
とんど
知
られて
い
ないが 、
さし
あ

たり
『
中国
総覧』
一
九七三
年版
（アジア－調査
会刊）
第二
編第六
章

「司
法検
察公
安組織」
の
項の
例「公
安組織」（向山
寛夫） 、
およ
び
北

原
健一
「中
共の
特務諜
報組織」
『問題と研
究』
一
九七六
年三
月
号 、

参照 。
な
お、
ソ
連側が
中国の
最
近の
海外に
おける
秘密工
作を
非難

し
た
もの
として 、
F－
ワシγ
「東
南アジア
での
中国の
地
下
工
作

員」
（A
P
N
特
約H邦訳 、
『週刊
中国
事
情研
究』
一
九七六
年三
月一

五
日）
が
最
近の
中国の
対外工
作の一
端を
興
味深
く

伝えてい
る
が 、

この
よ
うな
中国批判は 、
その
ま
まソ
連自身に
も
該当
するか
もし
れ

な
し

（5）
毛
沢
東政
治の
特質といわ
れた
「大衆路
線」
の
背景
に
は 、
上
級

的
な
教
化
（阿
見。円片岡
5
5
0ロ）

と
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
こ
そげ

文
化
大
革
命
に

象
徴
さ
れ
る
中
国
の
「
大
衆
国
家」
（
レ
l
デ
ラ
l）

的
な
政
治
的
爆
発
の
一
つ
の

源
泉
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た。

そ
し
て
毛
沢
東
政
治
が
こ
の
よ
う
な
中
国
社
会
の

情
報
環
境
と
特
質
を
き
わ
め
て
巧
み
に
利
用
し
得
た
こ
と
を
指
摘
し、

そ
の
よ
う

な
非
情
報
社
会
に
お
い
て
こ
そ
大
字
報
（
壁
新
聞）

が
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を

担
い
得
る
こ
と
を
考
え
て
み
た。

同
時
に
私
は、

中
国
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
二
章一
性
の
問
題
を
語
り、
『
人
民
日
報』
に
代
表
さ
れ
る
八
顕

教的メ
ディ
ア
〉
（それは
さら
に『人民日
報』
ゃいわ
ゆ
る北
京放送局〔中

（3）

 

央広
播篭
台〕
の
ラジ
オ
やテレピ
などの
公
式な〈
顕
教
的メ
ディア
〉
と
大

字報などの
非公
式な八
顕
教的メ
ディア
〉
に分けら
れる）
と『参考
消息』

に代
表
さ
れ
る八密
教
的メ
ディ
ア〉
（そ
れはさら
に
『参
考
消
息』
などの

公
式な〈
抱 B教的メ
ディア
〉
と
紅衛兵
資料などの
非公
式な〈
密教的メ
デ

ィア
〉
に
分けられる）
と
の
二
重
構
造
に
言
及し
て、

『
人
民
日
報』
の
よ
う

な
〈
顕
教
的
メ
デ
ィ
ア
ト、
に
あ
ら
わ
れ
る
中
国
の
諸
見
解
の
み
が
中
国
の
対
外
認

識
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と、
一

方、

こ
れ
ら
の
〈
密
教
的
メ
デ
ィ
ア
V
を
通
じ
て
（4）

 

中
国
の
幹
部
や
エ
リ
ー
ト
た
ち
は、

き
わ
め
て
リ
ア
ル
な
対
外
認
識
を
も
ち
得
る

こ
と
な
ど
に
触
れ、

い
く
つ
か
の
具
体
的
な
ケ
l
ス
を
例
示
し
た。

わ
れ
わ
れ
は、

共
産
闘
諸
国
の

対
外
認
識
を
把
握
す
る
場
合
に
は、

む
し
ろ

八
密
教
的
メ
デ
ィ
ア
〉
を
よ
り
以
上
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず、

た
と
え
ば
中

国
に
お
い
て
は、

幹
部
や
エ
リ
ー
ト
の
対
外
認
識
形
成
の
う
え
で
『
参
考
消
息
』

が
果
た
す
役
割
は、

今
日、

き
わ
め
て
大
き
い
と
い
え
よ
う。

『
参
考
消
息』

〈5）

（
正し
くは『参孜
消
息』）
に
つ
い
て
は、こ
れ
ま
でに
も
若干
の
指
摘
が
あ
り、

専
門
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
す
で
に
か
な
り
知
ら
れ
た
事
実
に
な
っ
て
は
い
る
が、

新
華
社
（
新
華
通
訊
社）

が
編
集
発
行
す
る
タ
ブ
ロ
イ
ド
判
四
ペ
ー
ジ
だ
て
の
こ
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の
新
聞
は、

「
内
部
刊
物
・

注
意
保
存」

と
書
か
れ
て
は
い
る
も
の
の、

す
で
に

（6）

 

か
な
り
広
範
囲
に
普
及
し
て
い
る
八
密
教
的
メ
デ
ィ
ア
V
で
あ
る。

私
自
身、

昨

冬
の
訪
中
時
に
北
京
の
新
僑
飯
店
に
投
宿
し
て
い
る
際、

ホ
テ
ル
の
服
務
員
が

『
参
考
消
息』

を
読
ん
で
い
る
場
面
を
目
撃
し
た
が、

私
自
身
が
得
た
情
報
で
は

（7）

 

推
定
発
行
部
数
は
今
日
七
O
O
万
部
以
上
に
も
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
お
り、

だ
と

す
る
と
『
人
民
日
報』

に
倍
す
る
部
数
を
も
つ
こ
と
に
な
る。

と
こ
ろ
で
私
は、
一

九
五
六
年
一
一

月
前
後、

つ
ま
り
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
で
東

欧
と
ソ
連
が
揺
ら
い
で
い
た
頃、

『
参
考
消
息』

が
創
刊
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い

（8〉るが、
そ
の
創
刊
直
後
と
恩
わ
れ
る
一

九
五
七
年
一

月
に
毛
沢
東
は、

次
の
よ
う

に
述
べ
た
こ
と
が
あ
るa

「
四
O
万
部
の
『
参
考
消
息』

の
発
行
を
準
備
し、

帝
国
主
義
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
の
も
の
を
も
っ
て
き
て、

帝
国
主
義
に
か
わ
っ
て
義
務
を
つ
く
す
の
で
す。

そ

の
目
的
は、

非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
も
の、

毒
草
を
同
士山
た
ち
と
党
外
人
士
の
ま

え
に
お
い
て、

み
ん
な
を
鍛
練
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す。

そ
う
で
な
け
れ
ば

た
だ
マ
ル
ク
ス
主
義
を
知
る
の
み
で
他
の
も
の
を
知
ら
ず、

よ
く
な
い。

だ
が
指

導
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

種
痘
の
よ
う
に、

人
の
身
体
の
内
部
に
闘
争

を
つ
く
り、

免
疫
力
を
う
み
だ
す。

『
参
考
消
怠』

を
み
て
ご
ら
ん
な
さ
い。

観

（9）

 

念
主
義
あ
り、

蒋
介
石
全
集
あ
り、

ま
さ
に
種
痘
な
の
で
あ
り
ま
す」。

『
参
考
消
息』

が
今
日
の
よ
う
な
巨
大
部
数
を
も
つ
よ
う
に
な
、
ア
の
は、

右

の
毛
沢
東
の
発
言
を
基
本
的
な
前
提
に
し
つ
つ
も、

中
国
の
国
際
関
係
が
ぺ
在
き

わ
め
て
多
方
面
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り、

中
国
の
対
外
接
触
が
そ
れ
だ
け
活

発
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

そ
こ
で
は、

た
と
え
ば
ア
ポ
ロ
日
号
の
月
世
界
到

着（一
九六
九
年七月）
やベ
トナム

和平の
ためのパ
リ

会談（一
九六八
年

五
月）

な
ど、

中
国
の
〈
顕
教
的
メ
デ
ィ
ア
〉
で
は
す
ぐ
に
報
じ
ら
れ
な
か
っ
た

'..,( ' 
タ
イ
ム
ス
』

の
記
事
を
紹
介
し、

三
面
は、

ア
ジ
ア
L
ア
ラ
ブ
関
係
の
外
電、

そ

し
て
四
面
で
は
中
国
が
ソ
連
の
覇
権
主
義
に
対
抗
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
を
展
開

し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
の
記
事
が
目
立
っ
て
い
る。

『
参
考
消
息』

は
こ
の
よ
う
な
情
報
を
日
々
、

七
O
O
万
部
の
部
数
に
よ
っ
て

中
国
内
部
に
広
汎
に
伝
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
が、

こ
の
事
実
は
中
国
研
究
に
お

‘
い
て
も
一

般
に
は
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
い
る。

私
が
『
参
考
消
息』

を
重
視
せ

ざ
る
を
得
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る。

中
国
が
そ
の
硬
直
し
た
公
式
の
対
外
認
識
と
は

う
ら
は
ら
に、

き
わ
め
て
現
実
的
か
つ
柔
軟
な
対
外
政
策
を
し
ば
開
し
ば
展
し
得

る
秘
密
も、

あ
る
い
は
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い。

以
上
で
み
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ョ
γ
構
造
の
二
重
性
は、

た
ん
に
中
国
の
み
な

ら
ず、

ソ
速
に
か
ん
し
て
も
ほ
ぼ
該
当
す
る
こ
と
だ
と
恩
わ
れ、

『
参
考
消
息』

自
体、

ソ
連
の
タ
ス
通
信
が
発
行
す
る
〈
密
教
的
メ
デ
ィ
ア
V
を
モ
デ
ル
に
し
た

も
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る。

そ
し
て
私
自
身
は
最
近
の
訪
ソ
に
よ
っ
て
た
ま
た

附

ま
次
の
よ
う
な
体
験
を
し
た。

ムμ

私
が
今
回
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ、
l
学
術
情
報
研
究
所
の
招
待
で
訪
ソ
し、

モ
ス

決

ク
ワ
の
シ
ェ
レ
メ
チ
ェ
ヴ
ォ
空
港
に
降
り
立
っ
た
の
は
去
る
二
月
七
日
の
夕
方
七

蹴

時
頃（
現
地
時
間）
で
あ
っ
た。

そ
の
日
の
朝、

日
本
の
朝
刊
各
紙
は
中
国
で
筆
国

何

鋒
が
予
想
に
反
し
て
国
務
院
総
理
代
行
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
一

斉
に
報
じ
て
お

お

り、

私
自
身
は、

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
前
日
（
七
日）

の
夕
方、

あ
る
新
聞
社
か
ら

酢

の
連
絡
で
知
つ
た
の
で
あ
っ
た
が、

モ
ス
ク
ワ
の
空
港
に
着
く
と、

私
を
出
迎
え

持

て
くれた
旧知のソ
連科学ア
カ
デミ
ーの二

人の
研
究者（学術
情報研究
所

のF
ザ
ジ
ャ
ン
副所
長と
東
洋
学研
究所の
デリ
ュlシン

中国
部
長）
か
ら
は

幻

早
速、

筆
国
鋒
の
人
事
を
ど
う
思
う
か
と
い
う
質
問
を
受
け
た
の
で
あ
る。

の
ち

に
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が、

ソ
速
で
は
当
日
は
ま
だ
『
プ
ラ
ウ
ダ
』

も
タ
ス
通

ニ
ュ
ー
ズ
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず、

世
界
の
主
要
通
信
社
の
報
道
が
網

羅
さ
れ、

台
湾
の
中
央
通
信
社
や
タ
ス
通
信
が
伝
え
る、

中
国
に
と
っ
て
好
ま
し

く
な
い
ニ
ュ
ー
ズ
も
知
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る。

い
ま、

私
の
手
許
に
は、

ご
く
最
近
の
一

九
七
五
年
一

O
月
一

五、

二ハ
両
日

の
『
参
考
消
息』

の
コ
ピ
ー
が
あ
る
の
で、

こ
の
両
日
の
内
容
を
次
に
紹
介
し
て

み
よ
う。

ま
ず、
一

O
月
一

五
日
付
の
第
一

面
上
段
は
イ
ギ
リ
ス
の
ヒ
l
ス
前
首

相
が
『
サ
タ
デ
l
・
タ
イ
ム
ズ
』

紙
に
寄
せ
た
「
中
国
は
新
し
い
太
平
洋
世
界
で

カ
ギ
を
に
ぎ
る
作
用
を
な
す」

と
題
す
る
文
章
を
新
華
社
自
身
が
摘
要
し
た
記
事

が
出
て
お
り、

下
段
に
は
ア
メ
リ
カ
の
軍
需
工
業
に
か
ん

す
る
『
U
S
ニ
ュ
ー

ズ
・
ア
ン
ド
・
ワ
ー
ル
ド
リ
ポ
ー
ト
』

誌
の
文
章
が
要
約
さ
れ
て
い
る。

二
面
に

は、

『
東
京
新
聞』

の
ボ
ン
特
派
員
が
ソ
連
・
東
独
の
新
し
い
友
好
条
約
は
中
国

に
た
い
す
る
軍
事
条
約
の
性
質
を
も
っ
旨
を
報
じ
た
記
事
や
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の

年
次
大
会
に
か
ん
す
る
記
事
が
載
り、

三
面
に
は
タ
イ
・
マ
レ
ー
シ
ア
国
境
で
人

民
武
装
勢
力
が
タ
イ
の
保
安
寧
と
衝
突
し
た
事
件
を
報
ず
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
『
南

洋
商
報』

の
記
事
な
ど
の
外
電、

四
面
に
は、

日
本
の
北
方
領
土
問
題
が
中
ソ
対

立
の
た
め
に
複
雑
化
し
た
と
い
う『
日
本
経
済
新
聞』
の
記
事
が
上
段
に、

下
段
に

は
全
世
界
的
な
気
象
異
変
に
つ
い
て
の
『
東
京
新
聞』

の
記
事
が
転
載
さ
れ
て
い

る。

次
に
一

O
月
一
六
日
付
の
『
参
考
消
息』

は、

ま
ず
一

面
上
段
で
A
F
P
が

伝
え
る
ジ
ス
カ
ー
ル
デ
ス
タ
ン
仏
大
統
領
の
訪
ソ
に
よ
る
プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
と

の
会
談
の
模
様
を
伝
え、

下
段
で
は

つ
ア
タ
ン
ト
の
危
機」

と
題
す
る
『
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』

の
記
事
を
紹
介
し
て
い
る。

二
面
で
は、
一

面
の
仏
大
統

領
訪
ソ
の
印
象
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
る
意
図
か
ら
か
仏
ソ
関
係
が
う
ま
く
ゆ

か
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
外
電
を
い
く
つ
か
載
せ
て
い
る
ほ
か
に、

S
A
L
T
交
渉

で
フ
ォ
ー
ド
政
権
は
岐
路
に
立
っ
て
い
る
と
の
見
出
し
で
『
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
・

-j) 

信
も、

そ
し
て
ラ
ジ
オ、

テ
レ
ビ
も
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
て
お
ら
ず、

翌
九
日

に
な
っ
て
は
じ
め
て
外
電（『ニュ
ーヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ』）
を
紹
介
す
る
か
た

ち
で
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
一

般
に
伝
え
た
の
で
あ
っ
た。

こ
の
小
さ
な
事
実
は、
一

般
に
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
ニ
ュ
ー
ズ
で
も、

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
幹
部
級
の
研

究
者
な
い
し
は
専
門
家
に
は、

い
ち
は
や
く
伝
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る。

そ
の
煤
体
が
は
た
し
て
『
参
考
消
息』

の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
と
も
か
く、

ソ
連
に
お
け
る
海
外
情
報
の
流
れ
を
知
る
う
え
で、

き
わ

め
て
興
味
深
い
経
験
を
私
は
得
た
の
で
あ
っ
た。

（l）
拙
稿
「
現代中
国の
社会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケー
ショ
ン

ll
政
治
指
導と

コ
ミュ
ニ
ケーショ
ン
構造

｜｜l」『放送
文化』
一
九七四
年六
月
号 、

およびe向
「『人
民日
報』
と『参考消
息』」『諸君ノ・』
一
九七四
年一一

月
号 。

（2）
この
と
きの
訪中
間には 、
現イ
ギリス
労
働党の
国
会
議
員
で
元

『チャ
イ
ナ・
クオ
ータ
リー』編

集
長のロ
デリッ
p・
マ
ッ
クフ
7
lカ

l
氏が
加わり 、
彼は
『人民
日

報』
論として
も
きわめ
て
興味深いレ

ポー
ト

を具
体的なデ
lF

を
示し
て
書い
てい
る。
ω2
列aa－nr
冨将

司
君』cr
Ew
〉
〈
E門
S
F仰
のr
3
8命
可H
E
P

M3b。

内、立SAN
C
RUQ
之内、hhe

zc
日ωw
］
E
Eミ
｜玄白同門7
53・
な
お
『人民日
報』
につ
い
て
書か

れ
た
もの
として
は、
ほか
に
一
峯「人民日
報与
呉
冷
西
」
『
展
望
』（
香

港）
一
九七三
年一
月一
日号、
銭
熊「
新
華
社
・

人
民
日

報・
呉
冷
西」

『
問
題
と
研
究』
一
九七三
年六
月
号、
参
照。

（3）
最
近よ
うや
く

実用
的な
意味
を
もつ
よ
うになっ

た
中国の
テレ
ピ

の
宣伝
・
教
育的な
機
能につ
い
て
は 、
さし
あ
た
り

∞2
叶内一255ロ5

（ur
g
p
n
ミ
語
、之
的円。芯
F
〉己問乙伊丹
HUJ可ω・

（4）
中
国のマ
ス・
メ
ディア
の
幹部た
ちが
きわめ
て
高度の
情報収
集

能力を
有すると
と
もに
党の一
元化
指導を
貫
徹する
うえでつ
ね
に
重
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要な
役割
を
演じ 、
同
時に、
し
ばし
ば
路線闘
争の
重
要な
担い
手で
も

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は、

ω2・
rzJ何回
。・
Jヘ－
nr
F
H，rm
可
児（リ
］cc
g
守

一
広円
S
M凶
（U釦門凶『
p
h
室、
ZWNN
M
2x
p
z。〈巾
5r
2
H由、可日・
な
お、

ア
ラ
ン－

p
・L
・
リ
ュ
l

（
カリ
フ

ォ

ル
ニ

ア
大学〈
サン
タパ
lメ
ラ
〉）

は、

新
華社につ
い
て
書い
た
貴
重な
論
文の
なかで 、
「新
華社の
報
道
員は

エ
リート
の
なか
のエ
リ
ート

を構
成してい
る。・：・
新華社のJジャ
ー

ナリ
ス
ト
は
共産
党の他の
幹部以上
に、
イ
デ

オロ
ギー
と
情報、
宣伝

と
現実 、
エ
リ
ート
と
大衆の
あい
だの
緊張の
試
練に
毎日当
面しな
け

ればなら
ない 。
この
ため
党は
物
質的
褒賞 、
イ
デオロ
ギー
教育 、
高

い
地位の
付与によっ
て
新華
社のメγパ
lの

心をつ
か
むこ
とに全
力

を尽し
たの
で
ある」
と
述べ
てい
る。
〉－SHU
F
HLP
Eg－cm可
自牛

円
コ『
CH
ヨ
巳
5
口一

n
c円
高山
間）
口
口牛
2
3

0同
門
ym

Z
2廷

の
「
5何回

〉
町内
ロ円
可
岱
コ門｝

（υ
7－
5
2

3
3
関
口
可
c
r
q

y白
浜
吉
岡・

・、
2
3
ミ

ミ

？
な
ミ
ミ
S
E～
b
h可
平

民、
F

Z
0・
M．

5
ロ・

（
5）

エ
ヨ
ミ
。・

ω円7
5
F
、］，
Z
叫，mw
gr
ざ

ま口
？
r
r

E
2

巧作一一

rr
sa
2
25mm命
O
FE－
；rcz
：
z
ogω
存
者
三
戸
己内

向宣言。Eミ電7zcN〆rqlωめ百円。ョ『耳
52・
池井俊「中国

の
対外理解
｜｜『参

孜
消
息』を手
掛り
と
して
｜｜」『法学研

究』第四

三
巻第一
O号
（一
九七
O
年一
O
月） 。
なお
『参
考消
息』
に
言
及
し

た
もの
と
しては 、
さ
らに阿部
達味『
現代中
国の
対外政策』 、
東
京

大学出版
会、
一
九
七一
年、
二一
四
ペー
ジ、

およ
び閉山色ヨ円ry由岱門

司
自
』
己
｝dmw
p

〉

〈
日
ユ

5

5ゅ
の
7
5
2ゆ

同J
g
p
。
礼vnth－

（
6）
、
な
お、
中
国
に
は、
『
参
考
消
息』
よ
り
も
限
定
さ
れ
た
サ
l
キ
ュ
レ
l

ショ
γ
を
も
っ

〈

密教的メ
デ
ィ

ア
〉
と
して、
さ
ら
に
『参
考資料
』

が

あ
り、
もっ
と
も
限
定
さ
れ
たも
の

と
して
は
『
極秘
』

が

あ
る。

（7）
R
・マ
ッ

ク
フ

ァl
カ

l
氏は
前
掲論
文の
な
かで、
『参
考
消
息
』の

発行部
数を六
O
O万
部
と
指摘してい
る。

HfL
3qT
Y向2
32c
Zア

〉

〈
2
z

g

吾作
。
r
5
2。
司
耳
目・
。
hv
円
ご・

（8
）

錨稿
「『人民日
報』
と
『参
考
消
息』
」、

前
掲 、
参照 。

(', 

に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
で、

次
に、

そ
の
よ
う
に
し
て
収
集
さ
れ
た
情
報
が
い

か
に
政
策
決
定
に
活
用
さ
れ
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が、

そ
の
ま

え
に、
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ー
ク
（
円
2
5
」

の
問
題
を
考
え
て
お
こ
う。

い
わ
ゆ
る

外
交
機
密
と
「
知
る
権
利」
の
問
題
は、

先
年
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
国
防
総

省
秘
密
文
書
事
件」

か
ら
わ
が
国
の
「
外
務
省
機
密
公
電
漏
洩
事
件」

を
は
じ
め、

最
近
の
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
い
た
る
一

連
の
こ
の
種
の
事
件
に
関
連
し
て
多
く
の

（2）

 

こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
た。
「
リ
l
p
」
が
な
け
れ
ば
報
道
も
あ
り
得
な
い、

と
い
わ
れ

る
よ
う
な
今
日
の
情
報
社
会
に
お
い
て、
一

般
に
「
秘
密」

外
交
と
「
公
開」

外

交
と
の
関
連
は、
ま
さ
に
H
－
ニ
コ
ル
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に、
「
国
民
が、

予
め
完

全
に
知
る
こ
と
な
く、

自
国
政
府
に
よ
っ
て
条
約
上
ま
た
は
協
約
上
の
義
務
を
負

わ
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は、

対
外
政
策
は

け
っ
し
て
秘
密
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し、

交
渉
そ
の
も
の
は、

つ
ね
に

（3）

 

秘
密
裡
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
原
理
的
に
は
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う。

し
た
が
っ
て、

こ
の
よ
う
な
原
理
を
超
え
て
「
知
る
権
利」

が
乱
用
さ
る
べ
き
で

は
な
い
と
い
え
よ
う
が、

た
だ
し、

共
産
圏
諸
国
に
お
い
て
は、

そ
う
し
た
「
知

る
権
利」

は
そ
も
そ
も
一

般
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら、

「
リ
l
ク
」

が

い
わ
ば
内
部
告
発
的
な
動
機
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
一

般
に
は
あ
り
得
な

い。

ソ
速
に
お
け
る
サ
ミ
ズ
ダ
l
ト
（
地
下
文
書）

や
中
閏
の
紅
衛
兵
文
書
な
ど

ぽ、

あ
る
点
で
内
部
告
発
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
が、

そ
の
よ
う
な
文
書
の
流

通
は、

い
わ
ゆ
る
「
リ
I
ク
」
の
問
題
と
は
性
格
を
異
に
す
る。

ま
た
一

般
に
共
産
圏
に
お
い
て
は、

政
治
権
力
者
が
情
報
操
作
の
手
段
と
し
て

「
リ
ー
ク
」

を
必
要
と
す
る
ケ
l
ス
も
少
な
く、

し
た
が
っ
て、

「
リ
l
p
」

は

も
っ
ぱ
ら
外
交
戦
略
な
い
し
は
重
要
事
態
を
外
部
世
界
へ
伝
達
す
る
場
合
に
際
し

て
の
シ
ョ
ッ
ク
・
ア
プ
ソ
l
バ
（
衝
撃
緩
和
装
置）

と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
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主セ
写r
R

（9）
一

毛
沢東
「省 、
市
委
員会書記
会議
総結」
『毛
沢東思
想万
歳』 、一

九

ポネ牛44 、
所収 。
邦訳 、
東
京
大学近代
中国史研
究
会訳
『毛
沢

東思
想万
歳』（上）、
三一
書
房、
一
九
七四
年、
二三二
ペー
ジ。

情
報
収
集
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
「
リ
l
ク
」

前
節
で
み
た
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
二
重
性
は
同
時
に、

共
産

圏
に
お
け
る
情
報
収
集
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
二
重
性
と
も
相
関
的
で
あ
ろ
う。

つ
ま
り、

ソ
連
に
お
い
て
は
タ
ス
通
信
や
ノ
l
ボ
ス
チ
通
信
社
お
よ
び
『
プ
ラ
ウ
ダ
』

や

『
イ
ズ
グ
ェ
ス
チ
ャ
』

の
海
外
特
派
員
網
な
ど
が
〈
顕
教
的
な
情
報
収
集
機
構
〉

で
あ
る
な
ら
ば、

K
G
B
や
G
R
U
は
〈
密
教
的
な
情
報
収
集
機
構
〉
だ
と
恩
わ

れ、

中
国
に
お
い
て
は、

新
華
社
や
『
人
民
日
報』

の
そ
れ
が
〈
顕
教
的
な
情
報

収
集
機
構
〉
で
あ
る
の
に
た
い
し
て、

そ
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い

が
や
は
り
八
街
教
的
な
情
報
収
集
機
構
V
が
存
在
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

こ
の
場
合、

各
在
外
公
館
や
通
商
代
表
部
な
ど
の
公
的
機
関
が
情
報
収
集
に
お
い

て
果
た
す
役
割
は、

当
然、

き
わ
め
て
大
き
い
が、

共
産
圏
諸
国
の
場
合、

こ
れ

ら
の
公
的
機
関
は
顕
教
的
な
部
分
と
密
教
的
な
部
分
と
が
西
側
諸
国
に
く
ら
べ
て

よ
り
重
層
的
に
一

体
化
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う。

（I）

 

と
こ
ろ
で、

中
国
の
場
合、

新
華
社
は
独
占
的
な
情
報
収
集
機
構
と
し
て、

中

国
外
交
機
関
の
必
須
の
一

部
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
が、

し
か

し、

ソ
連
と
比
較
し
た
場
合、

〈
密
教
的
な
情
報
収
集
機
構
V
に
は
決
定
的
な
落

差
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ、

こ
の
落
差
が、

最
近
の
複
雑
な
国
際
関
係
の
な
か
で、e

イ
ン
ド
シ
ナ
諸
国
や
7
ン
ゴ
ラ
な
ど
に
お
け
る
中
国
外
交
の
H
敗
北“

を
も
た
ら

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
こ
れ
ま
で、

共
産
圏
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
と
情
報
収
集

多
い
。

ま
ず
前
者
の
例
を
中
国
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば、

次
の
よ
う
な
こ
み
入
っ

た
ケ
l
ス
が
あ
っ
た。

新
彊
地
方
で
の
中
ソ
国
境
衝
突
直
後
の
一

九
六
九
年
九
月

一
一

日、

突
如
と
し
て
コ
ス
イ
ギ
ン
H
周
思
来
会
談
が
北
京
空
港
で
行
な
わ
れ
て

世
界
を
驚
か
し
た
が、

こ
の
会
談
の
結
果、
一

O
月
二
O
日
か
ら
北
京
で
関
か
れ

た
中
ソ
国
境
会
談
に
つ
い
て
は
全
世
界
が
そ
の
成
り
行
き
を
注
目
し
て
い
た。

と

こ
ろ
が
中
国
側
は、

香
港
の
中
国
系
紙
『
大
公
報』

に
会
談
の

内
容
を
「
リ
ー

ク
」

し、

香
港
『
大
公
報』

は
一
一

月
六
臼
に
そ
れ
を
「
広
州
特
電」

と
し
て
報

（4）

 

道
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

こ
の
会
談
が
は
や
く
も
ソ
連
側
の
非
に
よ
っ
て
難
航
し

て
い
る
こ
と
を
ほ
の
め
仇
し、

こ
の
会
談
に
臨
ん
で
い
る
ソ
連
の
態
度
を
非
難
し

（5）

 

た
の
で
あ
る。

こ
の
ケ
l
ス
は、

中
国
の
公
式
紙
が
対
ソ
非
難
を
行
な
う
こ
と
に

よ
っ
て
継
続
中
の
会
談
を
決
裂
さ
せ
る
リ
ス
ク
を
避
け
つ
つ、

実
質
的
に
は
対
ソ

非
難
を
行
な
う
と
い
う
二
重
の
利
点
を
活
か
し
た
ケ
l
ス
で
あ
っ
た
し、

お
そ
ら

く
中
国
と
し
て
は、

園
内
的
に
は
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
ふ
せ
て
お
き
た
い
け
れ
ど
も

対
外
的
に
は
お
お
い
に
流
布
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

次
に
後
者
の
ケ
i
ス
と

し
て
は、

林
彪
異
変
の
深
刻
な
内
容
を
外
部
に
伝
え
る
に
際
し
て、

た
と
え
ば
日

中
関
係
の
日
本
側
有
力
者
に
は、

の
ち
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
な
林
彪
異
変
に
つ
い

（6）

 

て
の
情
報
が
中
国
側
の
公
表
以
前
に
漏
ら
さ
れ
て
い
た
事
実
が
あ
る。

ま
た、

去

る
二
月
の
華
国
鋒
の
総
理
代
行
任
命
問
題
を、

ま
ず
香
港
の
遠
東
情
報
社
か
ら
情

報
を
得
た
香
港
の
中
立
右
派
系
紙
『
明
報』

（
二
月
七
日
朝
刊）

と
香
港
の
英
字

紙
『
サ
ウ
ス
・
チ
ャ
イ
ナ
・
モ
l
エ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
』

（
二
月
七
日）

が
報
じ
て、

そ
の
香
港
情
報
を
北
京
の
外
国
記
者
が
や
国
当
局
に
確
か
め
て
中
国
側
が
は
じ
め

て
こ
の
事
実
を
認
め
た
経
総
に
も
中
国
側
が
「
リ
l
グ
」

し
た
形
跡
が
あ
り、

こ

こ
に
も
「
リ
l
ク
」
の
一
つ
の
事
例
が
示
唆
さ
れ
て
い
る。

こ
う
し
て、

共
産
圏

諸
国
も、

外
交
的
に
は
「
リ
l
ク
」

を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る。

中
国
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（7）

 

の
み
な
ら
ず、

中
ソ
戦
争
の
危
機
を
伝
え
た
「
サ
モ
ヒ
ン
文
書」

が
ソ
連
側
か
ら

流
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
わ
れ
る
問
題
や
ソ
連
当
局
が
西
側
へ
情
報
を
流
す
際
に
重

（8）

 

用
し
て
い
る
ヴ
ィ
ク
タ
1
・
ル
イ
ス
記
者
の
存
在
な
ど、

共
産
簡
に
お
け
る
情
報

の
管
理
と
「
リ
l
ク
」
に
は、

き
わ
め
て
複
雑
な
諸
類
型
が
存
在
す
る
と
い
え
よ

〉「ノ（1）
新華
社につ
い
て
詳論し
た
貴重
な論
稿として
は
次の
もの
が
ある。

〉一EM
H》－
F
F
E－
－ι句。一口問可
ωロ門回
目ロ『白同口百円】O口一
（リ0円H
g旬。ロL
adz
－同

門ym
Z何言
。－ピコω
〉m
g
q
gL
（U7
5
20
司
22m山口
】UO一
5、
宮
島
Em－
毛・

円九h・
邦訳 、
「イデ
オロ
ギー
と
情報収
集の
担い
手
｜｜新華

社の
中
国

外
交
に気
ける
役割り

｜｜」 、
内
外
情勢調査
会編『国
際
情勢
資料』
第

一
八六
九
／七
O合併
号（一
九七二
年一一
月三
O日）
および
nz
s ．m

z
ヲ話
〉m
g
SJ
nP
3a
吋。bt円ア
。20『内H
HU叶印・

（2）
この
問題
につ
いて
は 、
永井
陽
之
助「外交
機密と
約報操作」『国

際
問題』
一
九七四
年一一
月号 、
山口
光「アメ
リカ

外交と
情報操作」

同一 、
が
とく
に有益で
ある。

（
3）

Z
RC
5
25）一
g
p
b
g
E
苦
RHw
凶，
Z
ω
三
色
Eo
p
毛・
ミ・
邦

訳、
前掲書、
二
四
五ページ。

（4）
本
報
康州五日
専電
「中
蘇辺
界談
判迄無
進展
跡象」 、
『
大公報』

（香港）一
九六
九
年一
一
月六
日 。

（5）
こ
の
と
きの
中y
国
境
会談につい
て
は 、
さし
あた
り
拙稿
「中y

国
境会談の
重
大な
背景」
『アジア・
Fォ
IF
Hl』

第二
巻
第一
号

（一
九七
O
年一
月） 、
参照 。

（6）
この
点につ
い
ては 、
拙
著『中国
像の
検
証』 、
中央公
論
社 、
一
九

七二
年 、
九九ペ
ー
ジ 、
参照 。

（
7）

〉
邑円
2
V
EE
5
5・
巧－
q
r
t弓
官
者二r
2
2
2
R
3
3
7

な
お
「サモ
ニ
γ
文書」
につ
い
ては 、
さし
あた
り
イ
リ
ヤ－
M－
F

ル
ツ
「中
国
との
戦争は
なぜ
必
要か」
『諸君／・』一
九七四
年四
月
号 、

<'l 
共産閣における政策決定と情報

（3） 

そ
し
て、

第
三
の
ケ
l
ス
と
し
て
は、

最
近
の
中
国
外
交
を
め
ぐ
る
江
菅
講
話

（4）

 

や
喬
冠
華
演
説
な
ど
の
よ
う
に、

い
わ
ゆ
る
内
部
文
献
を
通
じ
て、

中
国
の
政
策

決
定
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
で
あ
ろ
う。

と
く
に
最
近
の
中
国
の
対
「
第一一一

世
界」

外
交、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
後
の
対
イ
ン
ド
シ
ナ
政
策
お
よ
び、

い
わ
ゆ
る

「
革
命
外
交」

と
「
国
家
外
交」

と
の
関
連
な
ど
を
知
る
う
え
で、

右
の
二
つ
の

内
部
文
献
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た。

と
こ
ろ
で、

新
華
社
と
中
国
外
交
部
と
の
あ
い
だ
の
緊
密
な
関
係
に
つ
い
て
は、

先
に
も
ふ
れ
た
が、

そ
う
し
た
な
か
で、

喬
冠
華
H
外
交
部
長
は、

第
二
次
大
戦

中、

新
華
社
を
そ
の
一

部
に
包
含
し
て
い
た
『
新
華
日
報』

の
外
信
部
長
で
あ
っ

た
し、
一

九
四
六
年
か
ら
四
九
年
ま
で
は
新
華
社
の
香
港
支
社
長
で
あ
っ
た。

中

ソ
関
係
が
潜
在
的
に
悪
化
し
は
じ
め
た
一

九
五
0
年
代
後
半
か
ら
六
0
年
代
初
頭

に
か
け
て、

『
人
民
日
報』

や
『
紅
旗』

に
は、

子
兆
カ
署
名
の
重
要
論
文
が
し

ば
し
ば
発
表
さ
れ、

「
子
兆
力
」

と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
中
国
が
国
際
情
勢
に
つ

い
て
公
式
見
解
を
公
表
す
る
場
合
の
共
通
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
と
か、
ペロ
（U
FO－

Z

と
い
う
発
音、
か
「ロ
ω
E
？
n
E

に
似
て
い
る
こ
と
か
ら、

子
兆
力
は
劉
少
奇

で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
あ
っ
た
が、

ア
ラ
ン
・
p
・
L
・
リ
ュ
ー
に
よ
る
と、

「
一

九
六
八
年
の
紅
衛
兵
資
料
は、

喬
お
よ
び
他
の
二
人
の
党
幹
部
が
党
中
央
委

員
会
の
二
つ
の
機
関
誌
紙
『
紅
旗』

と
『
人
民
日
報』

に
子
兆
力
の
仮
名
の
も
と

（5）

 

に
共
同
で
解
説
を
書
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
た
」

と
の
こ
と
で
あ
る。

右
の
事
例
か
ら
も
導
か
れ
る
よ
う
に
共
産
圏
諸
国
に
お
い
て
は、

情
報
収
集
機

構
の
幹
部
が
同
時
に
政
策
決
定
過
程
へ
の
重
要
な
参
加
者
で
あ
る
ヶ
！
ス
が
多
い

よ
う
に
恩
わ
れ
る。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て、

き
わ
め
て
透
視
困
難
な
共
産
閣
の
政
策
決
定
過
程
を

知
る
こ
と
は、

十
分
な
量
の
資
料
的
裏
付
け
に
お
い
て
で
は
な
く、

少
な
い
資
料

25 

参照 。

（8）
モ
ス
クワ
郊外に豪壮な
邸宅を
構えるソ
連市民で
本
名
を
ピ
タ

リ・
エ
プ
ゲニエ
ウイッ
チ
とい
うヴィFF
I・

ル
イス
記
者およ
び
同

記
者の
台湾訪問にか
ん
する
中国
側の
非
難
につ
いて
は 、
「柑阿
匪
賊一

味との
反革命的結
託に
拍車をか
ける
ソ
修」
『北
京周報』
一
九六
九

年
第一一
号（一一一
月一
八
日） 、
参照 。

四

共
産
園
に
お
け
る
政
策
決
定

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に、

共
産
圏
諸
国
に
お
い
て
は
外
交
文
書
の
存
在
の
有
無

も
定
か
で
な
い
し、

た
と
え
存
在
し
た
と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
文
書
が
公
開
さ
れ

る
可
能
性
は
お
そ
ら
く
絶
無
だ
と
い
え
よ
う。

で
は、

共
産
圏
諸
国
の
政
策
決
定

過
程
に
つ
い
て
は、

ま
っ
た
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
い
え
ば、

必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る。

こ
の
点
で
は
ま
ず
第
一
に、

重
要
な
非
公
式
文
献
な
い
し
は
未
公
開
資
料
の
存

（1）

 

在
が
指
摘
で
き
よ
う。

最
近
の
例
で
は、

ソ
連
の
側
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
回
想
録、

（2）

 

中
国
の
側
の
『
毛
沢
東
思
想
万
歳』

は、

い
ず
れ
も
戦
後
の
中
ソ
両
国
の
対
外
政

策
決
定
の
推
移
を
知
る
う
え
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
資

料
は
い
ず
れ
も
非
公
式
な
も
の
で
あ
る
の
で、

そ
の
利
用
に
当
た
っ
て
は、

厳
密

な
「
資
料
批
判
（
叶
ZH

C－
5
5）
」

を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
が、
こ
れ
ら
の
資

料
の
重
要
性
に
つ
い
て
は、

す
で
に
異
論
の
余
地
な
き
と
こ
ろ
で
あ
る。

第
こ
に
は、

「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判」

を
敢
行
し
た
ソ
連
共
産
党
第
二
O
回
大
会

で
の
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
秘
密
報K
E

や
中
国
に
お
け
る
林
彪
異
変
の
〈
罪
状
〉
と

し
て
の
「
八
五
七
一
工
程
V
紀
要」

な
ど
は
も
と
よ
り、

最
近
の
「
走
資
派」

批

判
や
か
つ
て
の
実
権
派
批
判
な
ど、

党
内
闘
争
の
副
産
物
と
し
て
露
出
す
る
諸
文

献
に
よ
っ
て、

政
策
決
定
過
程
の
輪
郭
が
明
ら
か
に
な
る
ケ
1
ス
で
あ
ろ
う。

を
有
効
に
用
い、

多
く
の
状
況
証
拠
と
綿
密
に
つ
き
あ
わ
せ
る
作
業
を
経
る
こ
と

に
よ
っ
τ
は
じ
め
て
可
能
な
の
だ
と
い
え
よ
う。

私
は、

今
回
の
訪
ソ
に
際
し、

ソ
連
の
中
国
学
界
に
お
け
る
中
ソ
関
係
史
の
第

一

人
者
で
あ
る
と
同
時
に
現
在
は
ソ
連
外
務
省
極
東
第
一

部
長
と
し
て
グ
ロ
ム
イ

コ
外
相
の
も
と
で
中
国
問
題
を
担
っ
て
い
る
エ
ム
・
エ
ス
・
カ
l
ピ
ツ
ア
教
授

（
モ
ス
ク
ワ
大
学）
に
招
宴
さ
れ
た
と
き、

話
が
は
ず
ん
だ
つ
い
で
に、

思
い
き
っ

て
次
の
よ
う
な
質
問
を
試
み
て
み
た。

「
ヵ
l
ピ
ツ
ア
さ
ん
ほ
ど
の
中
国
問
題
の
権
威
が
ソ
連
外
務
省
の
中
国
政
策
の

責
任
者
な
の
だ
か
ら、

ソ
連
の
中
国
政
策
は
カ
l
ピ
ツ
ア
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
決
ま

る
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
」

と
私
は、

い
さ
さ
か
相
手
に
敬
意
を
表
す
る

気
持
も
含
め
て
質
問
し
て
み
た。

カ
1
ピ
ツ
ア
氏
は、

こ
の
質
問
に
た
い
し
次
の

よ
う
に
答
え
た。

「
社
会
主
義
国
家
の
政
策
決
定
過
程
は
西
側
諸
国
と
は
異
な
っ
て
い
て、

最
後

的
に
は
ポ
リ
ト
ピ
ュ
ロ
l
（
党
中
央
政
治
局）

が
決
め
る。

し
か
し、

私
の
と
こ

ろ
で、

多
く
の
政
策
を
立
案
し
て
政
治
局
に
提
案
し、

そ
の
大
部
分
は
採
用
さ
れ

ま
す。

と
き
に
は、

上
か
ら
の
指
令
（
F
2
2
え
5ロ）

も
あ
り
ま
す」。

そ
こ
で、

私
は
さ
ら
に、

「
し
か
し、

ポ
リ
ト
ピ
ュ
ロ
ー
で
は
誰
が
中
国
に
詳

し
い
の
で
す
か
」

と
質
問
す
る
と、

か
つ
て
一

九
六
九
年
の
コ
ス
イ
ギ
ン
H
周
恩

来
の
北
京
空
港
会
談
に
も
同
席
し
た
カ
い
ピ
ツ
ア
氏
は
一

瞬、

た
め
ら
っ
た
の
ち、

「
そ
れ
は、

み
ん
な
が
よ
く
知
っ
て
い
ま
す。

な
か
で
も
プ
レ
ジ
ネ
フ
さ
ん、

コ

ス
イ
ギ
γ
さ
ん、

ス
l
ス
ロ
フ
さ
ん、

グ
ロ
ム
イ
コ
さ
ん
が
詳
し
い
」

と、

こ
の

順
序
で
答
え
た
こ
と
が
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
っ
た。

そ
の
カ
l
ピ
ツ
ア
氏
に
と
っ
て、

中
国
で
は
は
た
し
て、

ど
の
よ
う
な
か
た
ち

で
政
策
決
定
が
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
こ
そ、

や
は
り
最
大
の
関
心
事
で
あ



26 
る
よ
う
で
あ
っ
た。

つ
ね
に
実
権
派
や
「
走
資
派」
の
壁
が
毛
沢
東
主
席
の
周
囲
に

形
成
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
し
て、

現
在
の
中
国
で
ニ
ク
ソ
ン
氏
を

あ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
招
聴
し
た
り、

去
る
一
二
月
二
七
日
に
は
ス
パ
イ
容
疑
で

抑
留
さ
れ
て
い
た
ソ
連
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
乗
員
三
名
を
突
然
釈
放
し
た
ば
か
り
か、

わ
ざ
わ
ざ
中
国
の
非
を
認
め
る
よ
う
な
か
た
ち
の
声
明
を
発
表
し
た
う
え、

三
名

を
手
厚
く
招
宴
す
る
と
い
う
H
外
交
芸
術H

を、

他
方
で
は
ソ
連
を
フ
ァ
シ
ス
ト

（6）

 

呼
ば
わ
り
し
て
い
る
と
き
に
あ
え
て
行
な
っ
た
の
は、

は
た
し
て
誰
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
プ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か。

カ
l
ピ
ツ
ア
氏
は、

そ
の
答
え
を、

や
は
り、

毛
沢
東
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に

よ
る
も
の
だ
と
強
く
断
定
し
て
い
た。

同
じ
共
産
圏
諸
国
の
政
策
決
定
過
程
に
身

を
置
く
専
門
研
究
者
の
見
方
と
し
て、

ま
た、

か
つ
て
ス
タ
ー
リ
ン
独
裁
の
時
代

を
経
過
し
て
き
た
ソ
連
側
の
見
方
と
し
て、

こ
の
点
は
や
は
り
注
目
す
べ
き
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら、

そ
の
よ
う
な
断
定
の
背
景
に
は、

わ
れ
わ
れ

に
は
あ
ず
か
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

宮内
5
5
円
吉
認
が、

共
産
圏
と
い
う
共

通
項
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る。

（
1）

ω
g
B
Z
、H，m
FC円円
（
52ω一－
b
a・）w
h内』F
3
2E円
Ze
河内
宮内
書F
雪句”
門戸
寸

H－
p
切
さ
者コ
ω口内田
の0・w
H由叶0・
邦
訳、
タ
イ
ム
ラ
イ
フ
ブ
ッ
ク
ス
編
集
部
訳

『
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
回
想録』、
タ
イ
ム・
ラ
イ
フ・
イ
ン
ター
ナ
シ
ョ
ナ
ル、

一
九
七
二
年、

お
よ
び
ω
g
s
g

叶
色ro
立
（円
Eロω一－
b
包・）・
民
マ
SFi

hE
E、
河
sa
S苫守
主hw－

U－baw
トむ
た
叫4
2ha
苦
雪之w
FF円同一
P
回同白玉、口
。ロι
（UD
J

52．
邦
訳、

佐
藤亮一
訳
『
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
最
後の
遺言』
（上、
下）、

河出書房
新社、
一
九七
五
年。

（2）
『
毛沢東思
想万
歳』
には 、
その
編印が一
九六七
年四
月の
もの
が

二
種類 、
一
九六七
年とだ
けなっ
てい
る
もの
が一
種類 、
さら
に一
九

六
九
年八
月の
もの
が一
種類の
計四
種類が
ある。
前
掲
邦訳
は一
九
六

t
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永井陽之助・神谷不二共編

日
米
経
済
関
係
の
政
治
的
構
造

繊
維
製
品
の

輸
出
規
制
問
題
を
め
ぐ
っ

て
浮
彫
り
に
さ
れ

た
日
米
経
済
関
係
の

問
題
点
は
、

こ
れ
か
ら
の

両
国
関
係

の

困
難
性
を
我
々
に
認
識
さ
せ
た
。

本
書
は
、

繊
維
交
渉

か
ら
ニ

ク
ソ
ン
の

新
経
済
政
策
発
表
ま
で
を
と
ら
え、

米

国
の

社
会
構
造、

ニ

ク
ソ
ン
の

内
政
・

外
交
・

対
日
イ
メ

ー
ジ
、

同
盟
外
交
の

も
つ

脆
弱
性
な
ど、

日
米
経
済
交
渉

を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
多
面
的
な
分
析
を
ふ
ま、
え
て
解
明
し、

こ
れ
か
ら
の

展
望
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

A（国際研究
叢害情
二五六ページ》

定
価

一五OO円

九
年八
月
の
もの
で
あ
る
が、一
九六
七
年四
月
の
込
の
に
つ
いて
は、
拙

編
訳
「毛沢
東
未公
開重
要
資料」（正、
続）、
『中央公
論』
一
九
六
九
年

七
月
号
お
よ
び
八
月
号、

参
照。

（
3
）

「
江
青
対
外
交
幹
部
的
講
話」
（一
九
七
五
年
三
月
中
旬、

在
北
京
呑
山

招
待所）
。

邦訳
お
よ
び
解説、
拙
稿、
『正
論』一
九七
六
年二
月
号。

（4）
「喬冠
華外交
部
長
所作関於当
前世
界形
勢及対
外政
策
的
談
話」

（一
九
七
五
年
五
月
二
O
日
在
天
津
警
備
区
司
令
部
政
治
部
礼
堂）。

邦
訳
お

よ
び
解
説、
拙
稿、
『正
論
』一
九
七六
年一
月
号。

（5）
〉一S
HV・
h
rF
ミ－
a－
邦訳 、
前
掲『国
際
情
勢
資料』
第一
八

六
九
／
七
O
合
併
号。

（6）
この
問
題
につ
いては 、
拙
稿
「『新太
平洋ドク
トリγ』
と中ソ
冷

戦
」『中央公論』
一
九
七六
年
三
月
号、

参照。

／ 

政府秘密文書とパブリック・アクセスl 泉 昌一

共産圏における政策決定と情報 中嶋嶺雄

外 交記録の管理と公開 藤本芳男
〈シンポジウム〉 外交政策決定 と外交文 書

永井陽之助 入江昭 秦郁彦

国際問題月表国際問題文献・資料月報

日本国際問題研究所財団
法人
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