
は

じ

め

に

去
る
十一
月
下
旬
か
ら
十
二
月
初
句
ま
で
北
京
で
聞
か

れ
た
中
国
社
会
科
学
院
日
本
研
究
所
主
催
の
「
技
術
文
明

と
現
代
化」
と
題
す
る
中
日
北
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席

す
る
た
め
久
し
ぶ
り
に
訪
中
し
た。
ζ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
日

本
側
ス
ポ
ン
サ
ー
は
本
田
財
団
で
あ
っ
た
が、
中
国
側
は

き
わ
め
て
熱
心
な
対
応
ぷ
り
で
北
京
は
も
と
よ
り
全
国
各

地
か
ら
専
門
家
が
集
合
し
て
い
た。
会
場
が
た
ま
た
ま
人

中

嶋

嶺

雄

民
大
会
堂
だ
っ
た
ζ
と
も
あ
り、
ち
ょ
う
ど
二
十
年
前
の

一
九
六
六
年
十一
月、
同
じ
人
民
大
会
堂
の
孫
文
生
誕
百

周
年
記
念
大
会
に
出
席
し
た
と
き
に
は、
と
の
あ
た
り一

帯
が
文
化
大
革
命
の
紅
々
烈
烈
た
る
雰
囲
気
に
・お
お
わ
れ

て
い
た
と
と
を
想
い
起
と
し、
感
慨
を
禁
じ
得
な
か
っ
た。

そ
の
後、
中
国
へ
は
・た
び
た
び
訪
れ
て
い
る
が、
い
わ

ゆ
る
部
小
平
改
革
が
本
格
的
に
進
展
し
て
か
ら
は、
深
訓

の
経
済
特
別
区
を
二
度
訪
れ
た
以
外、
北
京
に
は
五
年
間

の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
っ
た
の
で、
し
ば
し
ば
伝
え
ら
れ
る
中

国
の
変
化
は
い
か
ば
か
り
か、
中
国
は
ど
と
ま
で
変
わ
っ

た
の
か、
と
い
う
点
に
私
の
最
大
の
関
心
が
あ
っ
た
と
と

は
い
う
ま
で
も
な
い。

た
し
か
に、
近
代
的
な
ホ
テ
ル
や
各
種
商
店
ピ
ル
は
か

な
り
多
く
な
り、
空
港
も
ず
い
ぶ
ん
締
麗
に
な
っ
た。
第

て
北
京
市
内
の
み
は
あ
の
自
動
車
の
す
さ
ま
じ
い
警

笛
が
二
年
前
か
ら
禁
じ
ら
れ、
夜
も
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
を
つ

け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で、
一
見、
普
通
の
外
国
の
都
市

並
み
に
な
っ
て
き
た
と
と
念
ど
は
大
き
な
変．
化
で
あ
ろ

う。
し
か
し、
短
期
間
の
訪
問
と
は
い
え、
中
国
を
三
十

年
余
に
わ
た
っ
て
見
つ
め
て
き
た
者
の
目
か
ら
す
る
と、

一
九
八
二
年
九
月
の
中
国
共
産
党
第
十
二
回
党
大
会
以
来

本
格
化
し
た
過
去
四
年
間
ば
か
り
の
改
革
に
よ
っ
て、
中

国
社
会
が
大
き
く、
根
本
的
に
変
わ
る
な
ど
と
い
う
と
と

は
あ
り
得
ず、
実
際、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
で
は

な
い
か、
と
い
う
の
が
率
直
な
印
象
で
あ
っ
た。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
私
は、
中
国
の
政
治
や
経
済、
そ
し

て
日
中
合
弁
企
業
や
技
術
移
転
の
問
題
に
つ
い
て、
従
来

の
私
の
所
説
を
率
直
に
述べ
た。
中
国
の
現
代
化
は、

「
穏
歩
前
進」
し
か
あ
り
得
な
い
と
と、
今
日
の
中
国
は

清
朝
末
期
以
来
の
近
代
化
の
出
発
点
に
お
け
る
「
中
華
思

想」
の
呪
縛、
日
本
や
ア
ジ
ア
の
周
辺
諸
国
が
も
っ
と
も

急
速
に
発
展
し
た
第
二
次
大
戦
後
の
三
十
年
聞
に
わ
た
っ

て
「
毛
沢
東
思
想」
を
絶
対
化
し
て
き
た
と
と
の
ツ
ケ、

工
業
化
や
経
済
運
営
に
適
し
た
資
本
主
義
体
制
で
は
な
く

社
会
主
義
体
制
で
あ
る
と
と
の
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
コニ
霊

の
苦
悩」
（
ト
p
レ
ン
マ）
に
悩
ん
で
お
り、
と
と
か
ら

解
放
さ
れ、
脱
却
す
る
道
は、
決
し
て
た
や
す
い
と
と
で

は
な
い
旨
を
述べ
た
と
と
ろ、
中
国
側
の
反
応
は、
む
し

48 世界遇報1由7年新年特別号

修正迫られるバラ色の鄧小平改革　『世界週報』新年特別号-1987.01.00



告

©87j手の世界情畿を展望する一一中富

ろ
私
の
意
見
を
大
い
に
評
価
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た。
ζ
の
よ
う
な
態
度
が、
い
わ
ゆ
る
当
面
の
重
要
課
題

で
あ
る
「
民
主
化」
に
本
格
的
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
な
ら

ば、
中
国
の
将
来
に
も
明
る
い
展
望
が
も
て
る
よ
う
に
な

る
か
も
し
れ
な
い。

毛

沢

東

政

治

の

代

価

い
ま
私
は
「
毛
沢
東
思
想」
絶
対
化
の
ツ
ケ
と
い
っ
た

が、
毛
沢
東
政
治
の
四
半
世
紀、
あ
る
い
は
文
化
大
革
命

の
十
年
間
と
い
う、
社
会
主
義
中
国
に
と
っ
て、
ま
た
本

命
後
の
国
家
に
と
っ
て
最
も
品川
要
な
時
期
に、
中
国
は

大
変
な
ロ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
を
制
み
重
ね
て
き
た。
と
れ
が

他
の
ア
ジ
ア
の
中
国
周
辺
諸
国
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ

で
あ
り、
他
の
ア
ジ
ア
の
国
々
は、
台
湾
に
せ
よ
韓
国
に

せ
よ、
あ
る
い
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
せ
よ

｜｜
そ
れ
ら
は

い
わ
ば
独
裁
体
制
で
あ
り、
独
裁
体
制
と
い
う
言
葉
が
悪

け
れ
ば、
最
近
の
政
治
学
用
語
で
い
う
権
威
主
義
体
制

（
g
poH広島同一
gu
B）
で
あ
る
け
れ
ど
も

ーー
と
う
い
う

権
威
主
義
体
制
を
必
要
悪
と
し
て
近
代
化、
工
業
化へ
の

基
礎
を、
と
の
問
に
か
な
り
強
固
に
形
成
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る。

し
か
し
中
国
の
揚
合、
ま
さ
に
毛
沢
東
権
威
主
義
体
制

で
あ
り、
カ
リノ
ス
マ
的
な
独
裁
体
制
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず、
そ
れ
が
崩
援
し、
批
判
さ
れ
て
の
ち、
そ
の
よ

う
な
マ
イ
ナ
ス
遺
産
を
差
し
引
い
た
あ
と
に、
実
は
何
も

残っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
大
き
な
進
い
が
あ
る。
し
か

も
「
毛
沢
東
思
想」
へ
の
全
般
的
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら

ず、
「
生
産
力
の
水
準
か
ら
見
て
も、
あ
る
い
は
労
働
生

産
性
か
ら
見
て
も、
社
会
主
義
国
は
発
達
し
た
資
本
主
義

国
に
比べ
て
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る」
と
率
直
に
認
め、

「
彼
（
毛
沢
東）
の
重
大
な
欠
点
は
社
会
の
生
産
力
の
発

展
を
な
お
ざ
り
に
し
た
と
と
で
あ
る」
（
「
社
会
主
義
のA

 

N

 

A

 

P＆

 

一人っ子政策も、 もはや限界が。 それでも人口糧は防げない

特
徴
を
再
認
職」、

『
北
京
周
報』
一
九
八
六
年
十
二
月

十一
日
号）
と
い
っ
た
決
定
的
な
批
判
を
中
国
が
試
み
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は、
ど
く
最
近
の
ζ
と
な
の
で
あ
る。

と
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
下
の
ソ
述
と
も
根
本
的
に
異

な
る
と
と
ろ
で
あ
り、
ス
タ
l
p
ン
独
哉
体
制
下
で
ソ
連

は、
重
工
業
化へ
の
基
礎
を
か
な
り
形
成
し
た
の
で
あ
っ

た。
中
国
社
会
は
本
来、
柔
構
造
社
会、
隙
間
社
会
で
あ

り、
非
常
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な、不
ッ
ト
ワ
1
ク
社
会
で
血

緑
地
縁
の
ヨ
コ
社
会
で
も
あ
る
の
だ
が、
そ
ζ
を
「
毛
沢

東
思
想」
で
す
べ
て
埋
め
つ
く
そ
う
と
し
た
と
ζ
ろ
に
根

本
的
な
無
理
が
あ
っ
た。
「
毛
沢
東
思
想」
と
い
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
な
い
し
は
精
神
革
命
の
方
法
だ
け
で
社
会
主
義
社

会
を
建
設
し
よ
う
と
試
み
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
経
済
の

基
礎
は
全
く
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
そ
し
て
あ

ら
ゆ
る
分
野

｜｜
私
生
活
も、
公
的
な
生
活
も

｜｜
あ
ら

ゆ
る
隙
聞
を
「
毛
沢
東
思
想」
で
埋
め
よ
う
と
し
た。
だ

が、
そ
の
「
毛
沢
東
思
想」
が、
否
定
さ
れ
て
消
し
去
ら

れ
て
し
ま
っ
た
あ
と
に
残っ
て
い
る
の
は、
さ
ら
に
深
刻

な
マ
イ
ナ
ス
の
遺
産
ば
か
り
だ
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ

う。
と
の
マ
イ
ナ
ス
泊
産
の
解
消
に、
今
後
の
中
国
は
や

は
り
長
い
間
苦
悩
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う。

例
え
ば、
人
口
問
題
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
そ
う
で
あ

り、
既
に
中
国
の
人
口
は、
公
式
発
表
で
も
十一
億
に
な

ろ
う
と
し
て
い
る。
し
か
も
日
本
の
よ
う
に
緑
地
が
多
い

国
土
と
は
違
い、
一
二
%
の
森
林
被
蔽
率
し
か
な
く、
実

際
に
人
聞
が
住
め
る
空
聞
は、
日
本
列
島
の
三
・
七
倍
程

度
し
か
な
い。
そ
と
に
巨
大
な
人
口
を
抱
え
た
ま
ま、
し
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か
も
産
業
構
造
の
転
換
は
依
然
と
し
て
基
本
的
に
は
全
く

出
来
て
い
な
い
の
で
あ
り、
人
口
の
八
O
M
が
農
民
で
あ

る
と
い
う
農
業
社
会
で
あ
る。

そ
う
し
た
・客
観
的
な
状
況
の
も
と
で、
産
業
構
造
の
転

換
を
ど
う
や
っ
て
実
現
し
て
ゆ
く
の
か
が
中
国
現
代
化
に

と
っ
て
の
根
本
問
題
で
あ
ろ
う。
と
う
し
た
マ
イ
ナ
ス
も

言
っ
て
み
れ
ば
毛
沢
東
型
「
人
間
資
本
論」、

毛
沢
東
型

「
農
業
基
礎
論」
の
ツ
ケ
だ
と
い
え
よ
う。
人
聞
は
多
け

れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
く、
社
会
の
基
礎
は
設
業
で
あ
り、
長

民
だ
と
い
っ
た
あ
の
「
毛
沢
東
思
想」
を
絶
対
化
し
て
き

た
過
去
の
ツ
ケ
が、
今
後
の
中
国
を
大
き
く
拘
束
し
て
い

る。
そ
の
よ
う
な
毛
沢
東
政
治
を
批
判
し、
「
毛
沢
東
思

想」
を
中
国
共
産
党
の
建
前
か
ら
消
し
去
る
と
と
は
容
易

で
あ
っ
た。
と
と
ろ
が、
過
去
の
歩
み
が
残
し
た
現
実
の

マ
イ
ナ
ス
迫
産
は、
霊
く
中
国
の
将
来
を
拘
束
し
て
い
か

ざ
る
を
得
な
い
の
だ。

現
在、
中
国
の
国
民
総
生
産（
G
N
P）
は一
人
当
た
り

二
百
五
十
ド
ル
か
ら
多
く
み
て
も
三
百
五
十
ド
ル
で、
今

世
紀
末
に
と
れ
を
千
ド
ル
に
す
る
と
い
う
の
が
「
四
つ
の

現
代
化」
の
基
本
目
標
で
あ
る
が、
と
の
控
え
め
な
数
値
に

つ
い
て
さ
え
最
近、
部
小
平
氏
は
か
な
り
弱
気
に
な
っ
て

き
て
い
る。
そ
の
第一
の
理
由
は
人
口
問
題
の
重
圧
だ
と

い
え
よ
う。
グ一
人
っ
子
政
策H
も
も
う
限
界
に
来
て
お

り
中
国
の
人
口
は
今
後
も
増
え
る
だ
ろ
う。
八
六
年
三
月

下
旬
に
聞
か
れ
た
全
国
人
民
代
表
大
会
第
六
期
第
四
国
会

議
は、
第
七
次
五
カ
年
計
画
（
八
六
t
九
O
年）
に
つ
い

て
年
七・
五
%
の
G
N
P
成
長
率
を
目
標
に
し
て
い
る
が、

人
口
が
増
加
す
れ
ば
い
わ
ゆ
る
「
翻
両
翻」
（
四
倍
増）

政
策
に
よ
っ
て
工
農
業
生
産
が
四
倍
に
な
っ
て
も、
一
人

当
た
り
G
N
P
は
と
て
も
千
ド
ル
に
は
な
ら
な
い。
「
八

百
ド
ル
か
七
百
ド
ル
で
も
い
い
で
は
な
い
か。
そ
し
て
中

国
が、
本
格
的
な
工
業
化へ、
い
わ
ば
近
代
化へ
向
か
う
の

は
二
十一
世
紀
だ」
と
い
う
発
言
を
郵
小
平
氏
自
身
が
最

近
く
り
か
え
し
て
い
る
ζ
と
の
な
か
に、
や
は
り
中
国
の

一
つ
の
将
来
像
が
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う。

深

刻

な

外

貨

不

足

し
か
し
私
は、
そ
の
郵
小
平
氏
自
身
も
改
革
を
急
ぎ
過

ぎ
て
い
る
と
思
う。
そ
し
て、
そ
の
急
ぎ
過
ぎ、
行
き
過

ぎ
の
ツ
ケ
が
た
ち
ど
と
ろ
に
回っ
て
き
て
い
る。
例
え

ば、
外
貨
不
足
で
あ
る。
最
近
あ
る
中
国
筋
が
把
握
し
て

い
る
と
ζ
ろ
に
よ
る
と、
手
持
ち
外
貨
は
二
十
数
億
ド
ル

し
か
な
い
と
い
う。
十一
億
近
い
人
口
を
擁
し
な
が
ら、

外
貨
が
二
十
数
億
ド
ル
し
か
な
い
の
だ。
し
か
し、
と
ζ

数
年
の
経
済
政
策
に
よ
っ
て
多
い
時
は
百
七
十
億
ド
ル
程

度
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。
香
地
と
の
貿
易
が
か
な
り
良
か

っ
た
し、
経
済
の
活
性
化
の
影
響
が一
時
は
出
て
い
た。

だ
が、
と
に
か
く
巨
大
な
人
口
を
持
つ
の
だ
か
ら、
あ
お

ら
れ
た
消
費
性
向
の
も
と
で
外
国
か
ら
皆
が
物
を
買
い
出

せ
ば、
外
貨
は
た
ち
ま
ち
払
底
す
る。
貿
易
権
限
の
過
度

の
地
方
分
権
化
の
弊
害
も
指
摘
で
き
よ
う。

小
国
の
外
貨
市
怖
を
台
湾
と
比
較
し
て
み
る
と、
い
か

に
中
国
が
深
刻
な
外
貨
不
足
に
陥
っ
て
い
る
か
が
明
瞭
で

あ
る。
台
湾
は
人
口
が
千
九
百
万
で
中
国
大
陸
の
約
六
十

分
の一
。
そ
れ
で
い
て
台
湾
の
外
貨
地
備
は、
現
在
四
百

億
ド
ル
近
く
に
の
ぼ
っ
て
お
り、
八
六
年
十一
月
は
日
本

を
追
い
越
し
て
世
界
第
三
位
に
な
っ
た。
つ
ま
り、
人
口

が
六
十
分
の一
で、
十
数
倍
の
外
貨
を
保
有
し
て
い
る
の

で
あ
る。
中
国
に
と
っ
て
政
治
戦
略
的
に
は
最
も
重
視
し

・な
け
れ
ば
い
け
な
い
台
湾
と
比
べ
て、
自
ら
の
経
済
の
実

績
が
と
ん
・な
に
大
き
く
違
っ
て
き
て
い
る
の
だ。

と
う
な
る
と、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
外
貨
規
制
に
乗
り

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
中
国
仕
入
五
年
四
月一
日
付

で
外
貨
管
理
違
反
実
施
処
罰
細
則
を
厳
格
に
通
達
し
た。

と
れ
は
非
常
に
厳
し
い
外
貨
規
制
を
目
指
し
て
い
る
も
の

で
あ
り、
た
と
え
ば
日
本
の
個
々
の
企
業
と
契
約
し
た
も

の
で
も
契
約
を
破
来
し
て
外
貨
を
節
約
せ
よ、
と
い
う
の

が
と
の
通
達
の
基
本
方
向
で
あ
る。
中
国
の
個
々
の
企
業

が
契
約
し
て
も
当
局
が
信
用
状
を
発
行
し
な
い
場
合
も
多

い。
そ
の
た
め
に
日
中
間
の
商
談
上
の
ト
ラ
ブ
ル
が
増
大

し
て
お
り、
現
在
約
千
数
百
億
同
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る。

と
の
額
は
今
後
も
さ
ら
に
増
大
す
る
だ
ろ
う。
一一、
三
年

前
か
ら
大
い
に
中
国
市
場
が
喧
伝
さ
れ
て、
パ
ラ
色
の
中

国
市
場
簡
が
花
咲
い
た
の
で
あ
る
が、
そ
れ
は
や
は
り
徒

花
だ
っ
た
の
で
あ
る。

人
口
が
多
い
と
い
う
と
と
は、
そ
の
ま
ま
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
中
国
市
場
に
つ
い
て
の
歴

史
の
教
訓
は、
今
回
も
実
証
さ
れ
た
の
で
あ
る。
人
口
が

多
く
て
経
済
が
活
性
化
し
て
お
り、
し
か
も
外
貨
の
甚
付

回世界週報
1的年新年特別号



©87，年の世界情鯵を展JIす�一一申冨

P
A
N
A

 

け
も
十
分
に
あ
っ
て
初
め
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
な
る
の
だ。

と
と
ろ
が、
と
と
中
国
に
関
す
る
限
り、
と
う
し
た
常
識
の

レ
ン
ズ
が
し
ば
し
ば
会
っ
て
し
ま
う。
と
れ
は
や
は
り、

日
本
人
の
中
固
に
対
す
る
特
殊
な
シ
ン
パ
シ
ー
が
あ
る
か

ら
で
あ
ろ
う。
万
里
の
長
城
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ロ
マ

ン
に
か
き
た
て
ら
れ
や
す
い
日
本
人
の
体
質
な
の
で
あ
る

が、
と
れ
は
中
国
の
歴
史
の
文
物・
泊
跡
な
の
で
あ
っ
て、

現
実
の
中
国
社
会
は、
巨
大
な
人
口
を
抱
え、
経
済
的
に

は
依
然
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
に
直
面
し
た
巨
大
な
農

業
国
家
と
し
て
存
在
し
て
い
る。
同
時
に
国
内
的
に
は、

よ
う
や
く
四
年
前
に
本
格
的
な
近
代
化
に
活
字
し
た
社
会

で
あ
る
だ
け
に、
すべ
て
が
そ
う
順
調
に
ゆ
く
は
ず
は
な

い
の
で
あ
る。

H

原

則

主

義

者
H

の

批

判

と

圧

力

最
近
の
中
国
の
変
化
に
閲
し
て
は、
あ
れ
ほ
ど
「
毛
沢

東
思
想」
で
固
め
よ
う
と
し
た
中
国
社
会
の
基
盤
が一
挙

に
崩
れ
て
い
っ
た
と
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。
そ

の
シ
ン
ボ
p
ッ
ク
な
好
例
が、
人
民
公
社
の
解
体
で
あ

る。
中
国
と
い
え
ば
人
民
公
社
と
い
う
よ
う
に、
人
民
公

社
は
毛
沢
東
モ
デ
ル
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り、
典
型
で
あ
っ

た
が、
も
う
中
国
へ
行
っ
て
も
人
民
公
社
を
見
る
と
と
は

で
き
な
い。
八
六
年一
月
を
期
し
て
人
民
公
社
は一
切
姿、

を
消
し
て
し
ま
っ
た。
と
の
解
体
過
程
で
農
民
に
生
産
責

任
制
を
と
ら
せ
た
た
め
に、
そ
の
直
後
の
農
村
経
済
は
活

況
を
呈
し
た。
と
う
し
て一
時
的
に
設
業
生
産
は
増
大

し、
農
村
経
済
は
活
況
を
呈
し
た
け
れ
ど、
今
度
は、
利

に
聡
い
中
国
人
の
紫
顔
が
全
面
的
に
表
面
化
し
て
し
ま
っ

た。
い
わ
ば
拝
金
主
義
つ
ま
り、
「
向
銭
君」
の
風
潮
で

あ
る。
お
金
に
な
ら
な
け
れ
ば
動
か
な
い。
銭
に
向
か
っ

て
物
を
見
る
と
い
う
風
潮。
同
時
に
何
を
や
る
に
も
裏
口

か
ら
と
い
う
「
定
後
門」
の
傾
向、
ζ
れ
も、
あ
る
意
味

で
は
中
国
社
会
の
伝
統
的
念
特
徴
で
あ
る。

あ
れ
ほ
ど
社
会
主
義
の
旗
を
掲
げ、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
を
掲
げ、
「
毛
沢
東
思
想」
を
掲
げ
て
政
治

的、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
教
化
し
よ
う
と
し
た
中
国
で
あ

っ
た
が、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
が
崩
れ
た
後
に
は、
ζ
う

し
た
マ
イ
ナ
ス
面
が一
挙
に
表
出
し、
非
常
に
混
乱
が
起

と
っ
て
き
た。
混
乱
が
起
と
れ
ば
当
然
の
と
と
な
が
ら、

批
判
が
起
と
る。
部
小
平
氏
と
並
び
立
つ
長
老
の
陳
雲・

政
治
局
常
務
委
員（
米
党
中
央
規
律
審
査
委
員
会
主
任）
の

よ
う
な
グ
原
則
主
義
者H
が、
部
小
平
改
革
に
対
し
て
批

判
的
に
な
っ
て
き
て
い
る。
と
く
に一
九
八
五
年
九
月
の

党
全
国
代
表
会
識
に
お
け
る
陳
雲
演
説
は、
と
の
点
で
注

目
すべ
き
も
の
で
あ
っ
た。
そ
う
し
た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が

あ
れ
ば、
郵
小
平
ら
主
流・
改
革
派
も
楽
観
的
な
展
望
ば

か
り
述
べ
て
い
ら
れ
な
く
な
り、
彼
ら
自
身
も円以
近
は
軌

道
修
正
し
て、
引
き
締
め
の
方
向
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な

い。
そ
う
い
う
段
階
を
今
日
の
中
国
は
迎
え
て
い
る
の
で

1弼7年新年特別号

あ
る。去

る
九
月
二
十
八
日
（一
九
八
六
年）
に
中
国
共
産
党

第
十
二
期
六
中
全
会
が
採
択
し
た
「
社
会
主
義
精
神
文
明

建
設
の
指
導
方
針
に
つ
い
て
の
決
議」
は、
政
治
体
制
の

改
革
を
含
む
郵
小
平
改
革
の
大
き
な
前
進
を
刻
ん
だ
も
の

と
わ
が
国
で
は
報
じ
ら
れ
た
が、
決
議
全
文
を
よ
く
読
む

と、
郡
小
平
改
革
へ
の
抵
抗
が
い
か
に
強
い
か
が
明
瞭
で

あ
り、
と
の
決
議
も
改
革
派
と
原
則
派
の
妥
協
の
産
物
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。

陳
雲
氏
の
よ
う
な
グ
原
則
主
義
者d
、
つ
ま
り
あ
く
ま
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で
も
共
産
主
義
・

社
会
主
義
の
理
念
と
政
策
を
堅
持
す
べ

き
だ
と
主
張
し
て
い
る
指
噂
者
の
存
在
は
や
は
り
侮
れ
な

い
も
の
で
あ
る。

中
国
が
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
を

建
前
と
し
た
共
産
党
の
独
裁
国
家
で
あ
る
と
い
う
体
質
を

根
本
的
に
崩
す
の
で
あ
れ
ば
状
況
は
異
な
る
が
、

今
日
の

政
治
改
革
の
動
き
を
見
る
と
、

最
近
の
学
生
デ
モ
に
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
も
っ
と
自
由
化
し
よ
う
と
い
う
圧
力
も
確

か
に
あ
る
半
面、

そ
の
よ
う
な
民
主
化
要
求
に
過
度
の
期

待
を
か
け
る
わ
け
に
は
い
か
念
い
現
実
も
動
か

し
が

た

い
。
一

度
権
力
を
握
っ
た
共
産
主
義
者
と
し
て
は
、

自
ら

の
体
制
的
危
機
を
招
来
す
る
よ
う
な
形
の
自
由
化
は
不
可

能
で
あ
り、

民
主
化
に
対
し
て
は
や
は
り
引
き
締
め
が
起

ζ
る
と
思
わ
れ
る。

現
に
中
国
は
現
在、

社
会
の
大
勢
を

再
び
引
き
締
め
よ
う
と
し
て
い
る。

そ
し
て
、

対
外
開
放

と
言
っ
て
も
と
れ
は
外
国
人
に
対
し
て
の
開
放
で

あ
っ

・．瞳
全士会主重量イデオロギーで教育された膏王手たち
も、 あヲという問に西欧化に表された

て
、

そ
の
中
身
を
中
国
人
全
部
に
開
放
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
と
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

と
う
し
た
な
か
で
郵
小
平、

胡
躍
邦、

胡
啓
立
あ
る
い

は
王
兆
国
と
い
う
よ
う
な
改
革
派
の
が
赤
い
エ
p
l
ト
H

潮
流
に
対
し
て、

陳
雲、

李
鵬、

挑
依
林
あ
る
い
は
椅
石

と
い
っ
た
党
人
派
な
い
し
は
H
知
ソ
派
H

の
幹
部
が
存
在

す
る
。

と
れ
ら
は、

西
側
の
指
導
者
に
ほ
と
ん
ど

会
わ

ず、
陳
雲
氏
は
あ
れ
ほ
ど
の
人
材
で
あ
り
な
が
ら、
日
本
の

財
界
人
や
政
治
家、

外
交
官
も
会
う
と
と
が
で
き
な
い
。

と
と
ろ
が
ソ
連
の
要
人
が
来
る
と
、

抱
き
か
か
え
ん
ば
か

り
の
応
援
を
し
て
お
り、
一

九
八
四
年
十
二
月
の
ア
ル
ヒ

1
ポ
フ
第
一

副
首
相
訪
中
に
よ
る
中
ソ
問
の
経
済
・

技
術

協
力
諸
協
定
の
締
結
は
ζ
れ
ら
の
人
脈
が
担
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う。

と
れ
ら
の
人
々
の
内
政
上
の
圧

力
が
あ
る
だ
け
に
、

中
国
現
代
化
の
将
来
像
や
深
別
の
特

別
経
済
区
の
将
来
に
つ
い
て
も、

部
小
平
氏
は
最
近、

か

な
り
慎
重
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る。

い

ず
れ
に
せ
よ、

郵
小
平
改
革
の
パ
ラ
色
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
い

ま
大
き
く
修
正
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る。

ア

ジ

ア

社

会

主

義

国

の

再

編

と
う
し
て
最
近
の
中
国
で
は、

圏
内
的
に
部
小
平
氏
の

進
め
る
経
済
改
革
は
あ
ち
と
ち
で
破
綻
を
き
た
し、

西
側

と
の
接
触
に
も
限
界
が
出
始
め
、

圏
内
で
は
過
度
の
西
側

接
近
に
批
判
が
出
て
い
る
だ
け
に
、

そ
う
し
た
内
政
上
の

考
慮
か
ら
も、

中
国
は
中
ソ
関
係
改
善
を
秘
極
的
に
受
け

と
め
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る。

ζ
れ
ま
で
中
国
側
は
中
ソ
関
係
改
善
に
関
し
て、

い
わ

ゆ
る
H
三
大
陣
筈d

を
つ
ね
に
ロ
に
し
て
い
た
が、

ヱ
ニ

大
障
害
d

自
体
が
郡
小
平
氏
の
西
側
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で

あ
っ
た
の
で
あ
り、

現
実
に
は
急
ピ
ッ
チ
で
中
ソ
改
普
が

進
ん
で
い
る。

す
で
に
毛
沢
東
世
界
戦
略
を
否
定
し
、

ソ

連
を
戦
略
上
の
激
と
み
な
す
立
場
か
ら
根
本
的
に
転
換
し

て
い
る
中
国
と
ソ
述
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ぺ
ル
の
交
流
が

大
幅
に
進
ん
で
お
り、

中
ソ
聞
の
国
境
横
断
的
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
も
す
で
に
か
な
り
進
ん
で
い
る。

一

方、

八
六
年
十
一

月
初
め
、

米
太
平
洋
艦
隊
が
青
島

に
寄
港、

数
日
間
滞
在
し
て
話
題
に
な
っ
た
が
、

と
れ
は

中
ソ
関
係
正
常
化
を
進
め
て
い
る
中
国
が
米
中
関
係
を
配

慮
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、

中
国
寄
港
を
ど
ち
ら
が
望
ん
だ

52 世界週報19回年新年特別号
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か
と
言
え
ば
明
ら
か
に
米
国
側
で
あ
ろ
う。

ホ
ワ
イ
ト
ハ

ウ
ス
も・へ
ン
タ
ゴ
ン
（
国
防
総
省）

も、

中
国
を
ソ
連
に

対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
ウ
エ
ー
ト
（
対
抗
力）

と
し
て
育
成

し
た
い
、

米
国
が
中
固
に
手
を
差
し
伸
べ
れ
ば
、

中
ソ
和

解
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
チ
ャ
イ
ナ
カ
ー
ド

政
策
」

に
依
然
と
し
て
立
っ
て
い
る。

し
た
が
っ
て
む
し

ろ
米
国
の
方
が
軍
部
的、

技
術
的
援
助
を
し
た
い
と
の
姿

勢
を
一

貫
し
て
持
っ
て
い
る
わ
け
で
、

と
れ
は
ア
メ
p
カ

の
伝
統
的
な
中
ソ
離
間
政
策
で
も
あ
る。

と
れ
に
対
し
て
中
国
は、

米
国
か
ら
の
軍
事
・

技
術
援

助
は
ぜ
ひ
受
け
入
れ
た
い
と
の
強
い
希
望
を
表
明
す
る
半

面、

米
国
の
反
ソ
戦
略、

戦
略
防
術
構
想
（
S
D
I
）

戦

略
は
絶
対
に
い
た
だ
け
な
い
と
の
基
本
的
立
場
だ。

と
の

点
と
そ
ソ
連
を
大
い
に
満
足
さ
せ
て
い
る
と
と
ろ
だ。

今

後
の
国
際
政
治
の
大
き
念
問
題
に
な
る
S
D

I

を
め
ぐ

り、

中
国
が
米
ソ
ど
ち
ら
に
つ
く
か
は
決
定
的
に
軍
要
な

意
味
を
持
つ
が
、

中
国
は
と
の
点
で
明
ら
か
に
ソ
連
側
に

立
っ
て
お
り、

同
時
に
核
軍
縮
問
題
で
も、

ソ
連
の
主
張

wu

白木

、雲

市誠藤佐

タtえ仇d可J号�：号
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に
近
づ
い
て
き
て
い
る。

ま
た
第
三
世
界
の
地
域
紛
争
に

関
し
て
も、

郵
小
平
氏
が
咋
秋
に
ニ
カ
ラ
グ
ア
大
統
領
と

会
い
、

積
極
的
に
軍
都
・

経
済
援
助
を
行
う
姿
勢
を
示
す

な
ど
ソ
迎
と
の
戦
略
上
の
一

致
点
が
ふ
え
て
き
て
い
る。

と
れ
は
社
会
主
義
国
と
し
て
の
基
本
的
枠
組
み
か
ら
逸

脱
で
き
な
い
中
国
の
立
揚
か
ら
す
れ
ば
、

当
然
の
帰
結
だ

と
も
い
え
よ
う。

よ
う
す
る
に
、

社
会
主
義
諸
国
は
五
0
年
代
、

六
0
年

代
の
よ
う
に
社
会
主
義
体
制
に
将
来
が
あ
る
と
い
う
状
況

で
は
な
く
、

内
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や
苦
悩
を
抱
え
て

い
る
か
ら
、

今
後
は
相
互
依
存、

相
互
補
完
関
係
を
強
め

ざ
る
を
得
ず
、

い
ま
や
内
輪
げ
ん
か
を
し
て
い
る
余
裕
な

ど
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ。

と
と
に
今
日
の
中
ソ
和

解
の
歴
史
的
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う。

ζ
う
し
た
中
ソ
関
係
改
普
を
テ
コ
に
、

朝
鮮
半
品
、

イ

ン
ド
シ
ナ
半
島
必
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
を
含
む
束
ア
ジ
ア
社
会

主
義
国
の
国
際
関
係
も
流
動
・

再
編
成
の
過
程
に
入
り
つ

つ
あ
る。

い
ま
や
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
北
朝
鮮）

講

和

総

帝

り

市
長
官
同
橋
幸
品
川

書

渚

j

：
一
野

一

説
明

聞

協

醸

ぷ
⑧
⑮
⑧

の
指
折用
者
は、
か
つ
て
の
中
ソ
対
立
の
時
代
と
は
違
っ
て、

モ
ス
ク
ワ
、

北
京
を
気
が
ね
な
し
に
訪
問
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た。

と
う
し
た
と
と
か
ら
、

モ
ス
ク
ワ
、

北
京、

平

壊
の
関
係
は、

い
ま
グ
ゆ
る
や
か
も弘
同
盟
関
係
H
へ
の
再

編
過
程
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

ベ
ト
ナ
ム
で
も
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
い
ま
や
政
治
・

経

済
の
両
面
で
の
か
非
レ
・
ズ
ア
ン
化
d

が
進
ん
で
お
り、

と
の
点
は
去
る
十
二
月
中
伺
の
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
第
六
回

大
会
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た。

と
う
し
て
中
ソ
関
係
改
普

と
い
う
基
軸
の
も
と
で
、

中
越
関
係
改
善
も
い
よ
い
よ
日

程
に
の
ぼ
り
つ
つ
あ
る。

そ
う
し
た
中
で
、

モ
シ
ゴ
ル
は
中
議
関
係
改
善
を
中
に

は
さ
ん
で
、

従
来
の
緊
張
し
た
中
ソ
関
係
の
谷
間
の
存
在

で
は
・な
く
な
る
だ
ろ
う。

い
ず
れ
に
せ
よ、

ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
国
が
再
編
の
過

程
に
あ
る
と
と
を
私
た
ち
は
新
し
い
年
の
展
望
の
な
か
で

十
分
視
野
に
入
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う。

（
な
か
じ
ま
・
み
ね
お
H
東
京
外
国
箆
大
学
教
授）
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