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正

と

中

ソ

関

係

「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判」
以
後
二
十
年

中
ソ
論
争
の
一

つ
の
重
要
な
契
機
は、

ソ
連
共
産
党
第
二
十
回
大
会

（
一

九
五
六
年
）

で
の
「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判」

で
あ
っ
た
が、

以
来、

は
や
く
も
二
十
年
が
過
ぎ
た。

こ
の
年、

ソ
連
共
産
党
第
二
十
回
大
会

に
出
席
し
て
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
の
洗
礼
を
受
け
た
郡
小
平
・

党
総
書
記

（
当
時〉

は、

非
ス
タ
ー
リ
ン
化
の
衝
撃
が
国
際
的
に
拡
が
り
つ
つ
あ

っ
た
と
き、

十
一

年
ぶ
り
に
聞
か
れ
た
中
国
共
産
党
第
八
回
大
会
で

「
党
規
約
改
正
報
告
」

を
お
こ
な
い
、

毛
沢
東
主
席
の
面
前
で、

個
人

崇
拝
な
い
し
は
個
人
の
神
格
化
の
弊
容
を
桁
摘
し、

「
わ
れ
わ
れ
の
任

務
は、

個
人
を
か
つ
ダ
あ
げ
た
り
個
人
の
功
制
や
徳
性
を
む
や
み
に
ほ

め
た
た
え
た
り
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
中
央
の
方
針
を
ひ
き
つ
づ
き
あ

中2

会｜！｜鳥；
Ill 

京

外

関 ． ．．

実 嶺；
学

助

号雄お

く
ま
で
も
実
行
し、

指
導
者
と
大
衆
の
つ
な
が
り
を
ほ
ん
と
う
に
か
た

め、

党
の
民
主
主
義
的
原
則
と
大
衆
路
線
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
徹
底
的
に

実
行
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
」

（
郵
小
平
「
党
規
約
改
正
に
つ
い

て
の
報
告
」
〉

と
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た。

以
来
二
十
年、

激
動
の
中

国
の
党
内
闘
争
史
に
お
け
る
郡
小
平
氏
の
浮
沈
に
は、

ま
こ
と
に
印
象

深
い
も
の
が
あ
っ
た
が、

つ
い
に
今
回
の
「
天
安
門
事
変」

に
よ
っ
て

彼
は
再
び
失
墜
し
て
い
っ
た。

そ
し
て、

毛
沢
東
時
代
末
期
の
今
日
の
中
国
で
は
、

ち
ょ
う
ど
ス
タ

ー
リ
ン
時
代
の
末
期
に
ス
タ
ー
リ
ン
と
同
郷
の
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
出
身

者
で
公
安
轡
務
（
N
K
V
D
）

を
握
っ
て
い
た
ベ
リ
ア
が
拾
頭
し
た
よ

う
に、

毛
沢
東
と
同
郷
の
湖
南
省
出
身
で
公
安
大
臣
（
公
安
部
長
）

で

あ
る
革
国
鈴
が
進
出
し
た
。

こ
の
事
実
は
た
ん
な
る
偶
然
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
か
も
し
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れ
な
い
（
革
国
鋒
は
、

山
西
説
り
の
言
誕
を
話
す
と
こ
ろ
か
ら
出
生
は

山
西
省
と
の
説
も
あ
る
が
湖
南
省
の
毛
沢
東
の
故
郷
・

甜
絹
地
区
で
工

作
し
て
き
た
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
）。

だ
と
す
れ
ば
、

毛
沢
東
以
後

の
時
代
の
務
国
鈴
の
政
治
的
地
位
に
は
不
安
が
多
く、

や
が
て
「
す
べ

て
の
こ
と
を
知
り、

す
べ
て
の
も
の
を
見、

す
べ
て
の
人
に
代
っ
て
考

え、

な
ん
で
も
す
る
こ
と
が
で
き、

彼
の
行
為
は
絶
対
に
誤
り
が
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
人
物
」

（
ス
タ
ー
リ
ン
に
か
ん
す
る
「
フ

ル
シ
チ
ョ
フ
秘
密
報
告
」
〉

が
中
国
で
も
断
罪
さ
れ
る
日
が
来
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
が
い
ま、

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
中
ソ
両
国
の
ア
ナ
ロ
ジ

ー
を
試
み
る
こ
と
は、

リ
ス
ク
の
大
き
い
ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
す

ぎ
る
で
あ
ろ
う。

だ
が、

歴
史
に
同
一

は
あ
り
得
な
い
と
し
て
も、

歴

史
は
く
り
か
え
さ
な
い
と
い
う
保
証
も
ま
た
な
い
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、

今
日、

中
ソ
関
係
は、

き
わ
め
て
深
刻
な
緊
張
を
は
ら

ん
で
い
る。

そ
し
て、

中
ソ
関
係
は
こ
の
二
十
年
間、

対
立
と
抗
争
に

充
ち
満
ち
て
い
た。

だ
が、

い
か
な
る
国
際
凶
係
に
も
変
化
の
な
い
も

の
は
な
い
の
で
あ
り、

し
か
も、

中
ソ
対
立
が
す
で
に
限
界
状
況
に
至

て
か
ら
久
し
い
だ
け
に、

そ
の
将
来
に
は、

む
し
ろ
変
化
の
可
能
性
を

見
る
方
が
自
然
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
天
安
門
事
変」

が

示

し
た
中
国
内
部
の
情
勢
の
流
動
化
は、

ソ
連
と
し
て、

そ
の
よ
う
な
変

化
の
可
能
性
へ
の
期
待
を
逆
に
高
め
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る。

そ
の

よ
う
な
状
況
の
な
か
で、

去
る
四
月
二
十
九
日、

北
京
で
は
ソ
述
大
使

鵡
川崎
破
事
件
と
い
う
怪
奇
な
事
件
が
発
生
し
た
の
で
あ
る。
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「
天
安
門
事
変」
と
ソ
連
大
使
館
爆
破
事
件

「天安門事変」と中ソ関係

こ
の
ソ
連
大
使
館
爆
破
事
件
に
た
い
し、

中
国
当
局
は、

「
こ
れ
は

反
事
命
分
子
の
破
壊
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」

（
北
京
四
月
三
十
日

ロ
イ
タ
ー
H
共
同
〉

と
語
っ
た
と
い
う。

だ
と
す
れ
ば
、

事
態
は、

な

お
深
刻
な
怠
味
を
も
た
ざ
る
を
符
な
い
が、

少
な
く
と
も、

こ
の
事
件

が
「
天
安
門
事
変」

以
降
の
中
国
内
部
に
お
け
る
不
透
明
な
政
治
状
況

に
お
い
て
は
じ
め
て
生
じ
得
た
事
件
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ

う。

そ
の
不
透
明
な
政
治
状
況
と
は、

換
言
す
れ
ば
、
「
天
安
門
事
変」

へ
の
党
中
央
の
処
置
に
た
い
す
る
大
衆
の
不
満
や
懐
疑
が
大
き
く
潜
行

し
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
少
し
ら
け
。

た
政
治
不
信
の
状
況
だ
と
い
っ

て
も
よ
い
。

そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か。

私
は
、

「
天
安
門
事
変
」

を
も
た
ら
し
た
潜
在
的
基
盤
が、

た
ん
に

北
京
の
み
な
ら
ず、

た
と
え
ば
河
南
省
の
鄭
州
市
で
も
同
様
の
事
件
が

消
明
節
に
生
じ
て
死
者
さ
え
出
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に、

き
わ
め
て
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る。

そ
れ
ゆ
え、

今
回

の
事
件
に
た
い
す
る
党
中
央
の
措
置
に
か
ん
し
て
は、

た
ん
に
郡
小
平

解
任
や
翠
国
鈴
昇
任
が、

現
行
窓
法
お
よ
び
党
規
約
よ
の
所
定
の
手
続

き
を
経
て
い
な
い
と
い
う
手
続
き
ょ
の
問
題
の
み
な
ら
ず、

も
っ
と
本

質
な
と
こ
ろ
で、

大
衆
の
あ
い
だ
に
不
満
や
懐
疑
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て

な

ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら、

党
中
央
は、

事
件
の
本
質
を
巧
み
に
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
問
題
の
核
心
を
論
理
上

す
り
か
え、

す
べ
て
を
部
小
平
の
。
反
革
命
陰
謀
。

に
帰
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る。

す
で
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
に、

「
天
安
門
事
変
」

に
つ
い

て
は、

『
人
民
日
報
』

も
そ
の
概
要
を
報
じ
（
四
月
八
日
付
『
人
民
臼
報』

の

労
政
兵
通
信
員
と
同
紙
記
者
の
共
同
執
筆〉、

ま
た、

相
次
い
で
社
説

を
発
表
し
て、

今
回
の
事
件
の
性
格
を
「
走
資
派
」

の
総
帥
・

部
小
平

が
策
動
し
た
。
反
革
命
事
件
。

だ
と
断
じ
た。

つ
ま
り、

今
回
の
事
件

は、

毛
主
席
と
党
中
央
に
た
て
っ
き、

部
小
平
擁
護
を
企
図
し
た
「
一

握
り
の
階
級
敵
」

の
陰
謀
だ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る。

だ
が、

多
く
の
在
北
京
特
派
口
の
報
道
に
加
え
て
、

各
国
の
在
外
公

館
筋
の
情
報
や
日
中
関
係
に
従
事
し
て
い
る
在
北
京
の
日
本
人
の
非
公

式
報
告
な
ど
を
総
合
す
る
な
ら
ば
、

事
件
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
単
純

な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ば
か
り
か、

ま
さ
に
驚
天
動
地
の
大
衆

反
乱
な
の
で
あ
っ
て、

毛
沢
東
政
治
へ
の
批
判
と
抵
抗
の
根
強
さ
を
示

し
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
回
の
事
件
の
参
加
者
た
ち
は、

四
月
に
は
い
る
や、

た
だ
ち
に
消

明
節
に
備
え
て
準
備
を
す
す
め
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り、

事
件
は
決

し
て
自
然
発
生
的
な
い
し
は
偶
発
的
な
も
の
で
は
な
か
っ

た。

そ
し

て、

日
常
的
な
治
安
上
の
警
備
体
制
を
み
て
も、

公
安
警
察、

首
都
暫

術
団、

首
都
民
兵
の
三
重
の
組
織
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
て
い
る
北
京
に

お
い
て
（
し
か
も、

こ
れ
ら
の
三
系
統
の
組
織
の
責
任
を
負
っ
て
い
る

の
が、

そ
れ
ぞ
れ、

華
国
鋒、

在
来
興、

玉
洪
文
・

江
菅
ら
文
革
派
指

導
者
で
あ
る
〉、

百

万
を
越
え
る
大
衆
が
党
・

政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
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を
脱
し
て
行
動
し、

最
後
に
は、

う
ち
数
万
が
ク
反
乱
。

を
試
み
た
こ

と
は
、

ま
さ
に
中
国
と
い
う
図
柄
を
考
え
れ
ば
尋
常
で
は
あ
り
仰
な
い

事
件
だ
っ
た
の
で
あ
り、

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、

毛
沢
東
政
治
へ
の
批
判

と
抵
抗
の
底
流
が
強
く
流
れ
て
い
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う。

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、

『
人
民
日
報
』

社
説
（
四
月
十
日
付
社
説
「
偉

大
な

勝

利」
〉

自
身
が、

今
回
の
事
件
の
深
刻
さ
を
認
め
て、

「

て

そ
れ
は

首
都
北
京
で
起
こ
っ
た。

二
、

そ
れ
は
天
安
門
前
広
場
で
起
こ
っ
た。

三
、
：
：
：
な
ん
と
す
さ
ま
じ
い
反
革
命
の
情
勢
で
あ
る
こ
と
か
」

と
三

点
を
指
摘
し
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
な
か
で
大
衆
は、

毛
主
席
以
外
に
た
い
し
て
は
万
裁
を

唱
え
て
は
な
ら
な
い
タ
ブ
ー
を
破
っ
て
、

「
周
思
来
万
歳、

万
々
歳
」

を
叫
ぴ
、

「
江
流」、

「
妖
夙
」

な
ど
の
言
葉
が
頻
出
す
る
様
々
な
形
式

の
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

明
白
に
文
化
大
革
命
の
旗
手
・
銚
文
之

と
江
菅
夫
人
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た。

『
人
民
日
報
』

が
今
回
の
事

件
の
背
後
に
「
反
動
的
文
人
」

の
参
加
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
と

お
り、

文
革
以
後
も
残
っ
て
い
た
北
京
の
知
識
人
が
き
わ
め
て
秘
極
的

に
事
件
に
関
与
し
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る。

と
く
に
、

毛
沢
東
の

前
々
夫
人
・

場
開
悲
へ
の
哀
悼
が
表
示
さ
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、

江
菅
女
史
へ
の
批
判
が
も
っ
と
も
明
白
に
噴
出
し
た
の
で

あ
り、

今
回
の
事
件
は
、

こ
の
よ
う
な
毛
沢
東
側
近
の
文
革
派
リ
ー
ダ

ー
へ
の
批
判
に
根
ざ
し
た
ク
反
文
化
大
革
命
。

で
あ
る
と
同
時
に
文
革

派
が
亡
き
周
恩
来
へ
の
追
慕
の
惜
の
発
露
を
抑
え、

さ
ら
に
は
今
回
の

「
走
資
派
」

批
判
迎
動
を
周
恩
来
批
判
へ
と
導
び
き
か
ね
な
い
こ
と
へ

の
激
し
い
抵
抗
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
の
核

心
的
な
ポ
イ
ン
ト
こ
そ、

周
恩
来
対
挑
文
之
・

江
す
と
い
う
構
図
の
う

え
に
あ
っ
た
こ
と
を、

郡
小
平
擁
護
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が、

き
わ
め
て
少

な
か
っ
た
こ
と
と
と
も
に
、

お
そ
ら
く
中
国
民
衆
は
い
ち
は
や
く
認
識

し
て
い
る
も
の
と
忠
わ
れ
、

そ
れ
だ
け
に
、

こ
の
よ
う
な
核
心
的
な
論

点
を
す
り
か
え
た
党
中
央
へ
の
不
信
感
は
さ
ら
に
高
ま
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
。

私
が
、

ソ
連
大
使
館
爆
破
事
件
の
起
り
得
ぺ
き
状

況
を
最
初
に
述
べ
た
の
は、

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
え
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
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毛
沢
東
以
後
へ
の
ソ
連
の
期
待

「
天
安
門
事
変」

に
揺
れ
る
中
国
の
内
政
不
安
は
、
一

方
で
台
湾
政

権
を
興
奮
さ
せ
て
い
る
が
、

同
時
に
ソ
辿
を
大
い
に
勇
気
づ
け
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る。

私
は
去
る
二
月
の
二
週
間、

た
ま
た
ま
中
国
で

「
走
資
派
」

批
判
が
激
発
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き、

ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ

ー
に
招
か
れ
て
モ
ス
ク
ワ
に
滞
在
し
て
い
た
が、

周
恩
来
死
後
の
中
国

政
情
の
疏
動
化
に
直
面
し
た
ソ
連
は
、

「
毛
沢
東
思
想」

と
毛
沢
東
体

制
は
将
来、

必
ず
や
中
国
内
部
か
ら
転
波
さ
れ
得
る
と
み
な
す
ソ
述
の

中
国
認
識
の
正
し
さ
が
実
証
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
考
え
て
お
り、

従
来
以

上
に
強
気
に
ソ
連
の
対
中
国
強
硬
策
を
堅
持
す
る
気
構
え
で
あ
っ
た。

ソ
速
の
「
覇
権
主
義
」

を
非
難
し
て
や
ま
な
い
中
国
の
対
外
姿
勢
に
か

ん
し
て
も、

逆
に
中
国
こ
そ、

歴
史
的
に
も
現
状
に
お
い
て
も、

ま
さ



、．

「天安門事変」と中ソ関係

し
く
「
覇
権
主
義
」

だ
と
し
て、

中
華
帝
国
の
累
代
の
「
覇
権
主
義
」

に
言
及
し、

今
日
で
は、

南
シ
ナ
海
の
群
島
群
（
西
河
群
島、

南
河
群

島
）

ま
で
自
己
の
領
域
だ
と
い
い
は
っ
て、

社
会
主
義
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

と
さ
え
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
で
は
な
い
か、

こ
れ
こ
そ
中
国
が
「
覇

権
主
義
」

で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る。

ソ
連
の
中

国
研
究
の
大
御
所
で
現
在
は
ソ
述
外
務
省
の
史
料
調
査
局
長
も
兼
ね、

一

九
六
九
年
の
中
ソ
国
境
会
談
に
も
参
加
し
た
テ
ィ
フ
ヴ
ン
ス
キ
l
教

授
は、

右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
「
中
国
の
覇
権
主
義
」

に
つ
い
て、

最

近、

大
論
文
を
往
い
て
い
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
ソ
述
の
中
国
認
識
は、

中
国
で
は
当
面
文
革
派
が

拾
顕
す
る
け
れ
ど
も、

や
が
て
毛
沢
東
以
後
の
時
代
に
は、

中
国
民
衆

の
カ
に
よ
っ
て
毛
沢
来
の
ク
悪
政
φ

が
終
結
す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
点

も
含
め
て、

皮
肉
に
も、

今
日
の
台
湾
政
権
の
見
方
と
あ
ま
り
に
も
近

似
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か、

香
港
の
あ

る
専
門
家
は、

毛
沢
京
死
後
の
中
国
に
生
ず
る
政
乱
に
際
し、

ソ
迎、

台
湾、

イ
ン
ド
が
中
国
を
爽
撃
す
る
と
途
方
も
な
い
こ
と
ま
で
椛
測
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
（
岳
中
石
「
毛
沢
東
死
後
の
大
陸
は

ど

う
な
る

か
」、

『
中
部
月
報』
｝

九
七
五
年
九
月
号〉、

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋

学
研
究
所
で
の
私
の
講
演
の
あ
と
ソ
連
の
中
国
研
究
者
と

懇
談
し
た

際、

こ
の
よ
う
な
見
解
を
ど
う
見
る
か
と
私
が
質
問
し
て

み

た
と
こ

ろ、

（
私
自
身
は、

そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
て

い
る
〉

さ
す
が
に、

そ
の
よ
う
な
可
能
性
に
つ
い
て
は
一

笑
に
付
し
て

い
た。

し
か
し、

毛
束
沢
以
後
の
中
国
に
や
が
て
親
ソ
的
な
政
権
も
し

く
は
少
な
く
と
も
毛
沢
東
政
権
よ
り
は
ソ
連
に
と
う
て
好
ま
し
い
政
権

が
出
現
す
る
可
能
性
へ
の
期
待
は、

中
国
の
内
政
が
疏
動
的
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
目
地
し
に
－M
ま
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
た。

こ
の
点
で
注
目
さ
れ
た
の
は、

ソ
連
外
務
省
極
東
第
一

部
長
の
カ
l

ピ
ッ
ア
氏
の
見
解
で
あ
っ
た。

ヵ
l
ピ
ッ
ア
氏
は、

ソ
述
中
国
学
界
の

実
力
者
で
あ
り、

中
ソ
関
係
史
を
専
門
と
す
る
が、

モ
ス
ク
ワ
大
学
で

教
鞭
を
と
る
か
た
わ
ら、

ソ
連
外
務
省
に
籍
を
お
い
て、

ソ
速
の
中
国

政
策
を
立
案
し
て
い
る
責
任
者
で
あ
る。
一

九
六
九
年
の
歴
史
的
な
北

京
空
港
で
の
コ
ス
イ
ギ
ン
H
周
恩
来
会
談
に
も
同
席
し
て
い
る
の
で
あ

る
が、

ソ
連
の
ア
ジ
ア
政
策
に
関
し
て
は、

今
回、

ト
ロ
ヤ
ノ
ア
ス
キ

ー
前
駐
日
大
使
が
新
任
し
た
極
東
第
二
部
長
の
ポ
ス
ト
よ
り
も、

高
い

地
位
を
担
当
し
て
い
る。

そ
の
カ
l
ピ
ッ
ア
氏
が
一

夜
私
を
招
宴
し
て

く
れ
て、

中
国
の
将
来
や
中
ソ
関
係
な
ど、

同
学
の
研
究
者
の
立
場
で

深
夜
ま
で
語
り
あ
っ
た。

そ
の
会
話
の
な
か
で、

中
国
の
現
状
認
識
で

は
ソ
連
の
見
方
と
台
湾
の
見
方
が
近
似
し
て
い
る
け
れ
ど
も、

台
湾
も

勝
経
国
政
権
に
な
っ
た
今
日、

二口
汚
共
和
国
。
へ
の
可
能
性
が
あ
る

と
考
え
る
か、

と
の
私
の
質
問
に
た
い
し、

カ
ー
ピ
ッ
ア
氏
が
「
五
年

前
な
ら
そ
の
可
能
性
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が、

現
在
は
も
は
や
そ
の
可
能

性
は
な
い
も
の
と
考
え
る
」

と
述
べ
た
の
は、

き
わ
め
て
意
味
深
長
で

あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る。

五
年
前
と
い
え
ば
、

中
国
側
も
そ
の
事
実

を
察
知
し
て
激
し
く
非
難
し
て
い
た
よ
う
に、

ソ
速
が
ヴ
ィ
ク
タ
1
・

ル
イ
ス
記
者
を
台
湾
に
派
遣
し
て、

ソ
台
関
係
の
微
妙
な
先
行
き
が
注

目
さ
れ
た
時
期
で
あ
り、

中
国
の
国
連
加
盟
以
前
で
も
あ
っ
た
が、

今
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日
の
ソ
辿
と
し
て
は、

毛
沢
京
以
後
の
中
国
へ
の
期
待
が

大
き

け

れ

ば
大
き
い
ほ
ど、

台
湾
と
の
関
係
に
つ
い
て
は、

慎
重
か
つ
消
極
的
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り、

や
は
り
ソ
辿
に
と
っ
て
中
国
の
存
在
が
あ

ま
り
に
も
巨
大
で
あ
る
の
に
た
い
し、

台
湾
の
存
在
は
や
は
り
小
さ
い

も
の
で
し
か
な
く、

こ
の
事
実
が
ソ
台
関
係
に
越
え
て
は
な
ら
な
い
一

線
を
画
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る。

カ
ー
ピ
γ
ア
氏
と
の
会
談
で
も
確
認
で
き
た
こ
と
だ
が、

日
中
平
和

友
好
条
約
の
締
結
と
い
う
懸
案
を
も
つ
わ
が
国
と
し
て
も
決
し
て
無
視

で
き
な
い
問
題
に
、

中
ソ
友
好
同
盟
条
約
の
将
来
に
つ
い
て
の
問
題
が

あ
る
。

私
は
か
ね
が
ね、

日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
に
際
し
て
は、

中

ソ
友
好
同
盟
条
約
の
将
来
を
十
分
に
見
極
め
る
ま
で
待
つ
べ
き
だ
と
の

意
見
を
発
表
し
て
き
た
が、

周
知
の
よ
う
に
中
ソ
友
好
同
盟
条
約
は
、

日
本
を
い
わ
ば
ク
仮
想
敵
因
。

に
し
て
一

九
五
O
年
に
締
結
さ
れ
た
軍

事
条
約
で
あ
り、

・中
ソ
友
好
時
代
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た

も
の

で

あ

る。

そ
の
条
約
が、

こ
の
一

九
八
O
年
四
川
に
三
十
年
間
の
期
限
を
満

了
す
る
の
で
あ
る。

し
か
し
条
項
に
よ
れ
ば、

双
方
か
ら
一

年
前
に
な

ん
ら
か
の
通
告
が
な
い
か
ぎ
り
こ
の
条
約
は
自
動
延
長
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り、

従
っ
て
一

九
七
九
年
四
月
に
は
中
ソ
双
方
は
こ
の
条
約

に
つ
い
て
の
態
度
決
定
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

こ
う
し

た
背
景
を
ふ
ま
え
て
の
私
の
質
問
に
た
い
し、

カ
l
ピ
ッ
ア
氏
は、

中

ソ
友
好
同
盟
条
約
締
結
時
と
は
国
際
環
境
が
大
き
く
変
っ
た
の
で
「
条

約
の
内
容
の
改
訂
」

が
あ
り
得
る
と
の
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
見
解
を

語
っ
て
い
た。

こ
の
場
合
に
も
一

九
七
九
年
四
月、

つ
ま
り
あ
と
三
年

弱
の
期
間
し
か
猶
予
は
な
い
の
で
あ
る。

そ
し
て、

こ
の
三
年
弱
の
猶

予
期
間
こ
そ、

ソ
述
に
と
っ
て
も、

中
国
に
と
っ
て
も、

毛
沢
東
以
後

の
時
代
へ
の
宜
大
な
移
行
期
と
し
て
注
目
す
べ
き
時
期
な
の
で
あ
る
。

こ
の
涜
動
的
か
っ
切
迫
し
た
時
聞
が
ど
の
よ
う
に
経
過
す
る
か
を
十
分

に
見
つ
め
た
う
え
で、

は
じ
め
て
わ
が
国
は
国
家
百
年
の
計
と
し
て
の

条
約
交
渉
を
す
す
め
る
べ
き
こ
と
は
も
は
や
論
議
の
余
地
な
き
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
が、

今
回
の
訪
ソ
を
通
じ
て、

ソ
辿
の
政
策
決
定
者
や
専
門

研
究
者
の
な
か
に、

中
ソ
友
好
同
盟
条
約
は
不
必
要
だ
と
か、

廃
棄
す

べ
き
だ
と
の
意
見
を
述
べ
た
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
こ
と
は、

私
に
と

っ
て
も
き
わ
め
て
印
象
深
い
事
実
で
あ
っ
た。
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