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三
章

中

国

内

政
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胡
擢
邦
失
墜
の

背
景
と
し
て
の
路
線
闘
争

中
国
の
政
治
情
勢は、
部
小
平
主
導
下
で
推
進
さ
れ
て
き
た
改
革
路
線
の
も
と
で、
経
済
改
革
か
ら
さ
ら
に
は
政
治
改
革へ、
つ
ま

り
中
国
政
治
の
全
般
的
な
「
民
主
化」
へ
向
か
お
う
と
す
る
潮
流
と、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁」
体
制
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
立
場か

ら
こ
う
し
た
動
き
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
潮
流
と
の
角
逐
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら、
つ
い
に一
九
八
七
年一
月一
六
日
の
胡
擢
邦・

中
国
共
産
党
総
書
記
解
任
と
い
う
深
刻
な
ド
ラ
マ
に
連
なっ
て
い
っ
た。

今
回
の
胡
煙
邦
解
任
に
至
る
動
き
を
クロ
ノ
ジ
カ
ル
に
振
り
返っ
て
み
る
と、
な
ぜ
胡
煙
邦
が
失
墜
し
た
の
か
が
は
っ
き
り
理
解
で

きょ
う。
ま
ず、
原
則
派
（い
わ
ゆ
る
保
守
派
を
含
む）
と
改
革
派
と
の
路
線
闘
争が
き
わ
め
て
明
瞭
に
表
面
化
し
た
の
は、
八
五
年

九
月
の
中
国
共
産
党
全
国
代
表
会
議
と
い
う
異
例
の
会
議
で
あっ
た。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
こ
の
会
議
で
表
面
化
し
た
路
線
闘
争
を、

陳
雲
路
線
と
郵
小
平
路
線
と
の
対
立
と
し
て
描い
て
き
た
が、
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で、
い
わ
ゆ
る
郵
小
平
改
革
が
転
機
を
迎
え、

従
来
の
「
放」
か
ら
「
収」
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
の
は、
具
体
的
に
は
「
外
貨
管
理
違
反
実
施
処
罰
細
則」
が
厳
格
に
通
達
さ
れ
た

八
五
年
四
月一
目
前
後か
ら
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

そ
も
そ
も
現
在
の
郵
小
平
改
革
は
二
つ
の
大
き
な
柱か
ら
成っ
て
い
る。
一
つ
は
園
内
経
済
活
性
化
で
あ
り、
も
う一
つ
は
対
外
開

放
で
あ
る。
こ
の
二
つ
の
柱
が
う
ま
くい
っ
て
い
れ
ば、
深
刻
な
路
線
闘
争
も
今
回
の
よ
う
な
事
態
も
起こ
ら
な
かっ
た
で
あ
ろ
う。

と
こ
ろ
が、
改
革
路
線
そ
の
も
の
が
う
ま
くい
か
な
く
なっ
て、
あ
ち
こ
ち
に
大
き
な
ひ
ず
み
や
矛
盾
が
出
始
め
て
い
た
の
で
あ
る。

こ
う
し
て
郵
小
平
丸
と
い
う
船
が
大
き
く
傾
き
始
め
た。
そ
し
て、
八
六
年
後
半
に
な
る
と
船
長
の
郵
小
平
と
甲
板
長
の
胡
擢
邦
と

こ
と
自
体
が
間
違
い
で
は
な
い
か
と
い
う、
当
初か
ら
く
す
ぶっ
て
い
た
乗
組
員、
つ
ま
り
原
則
派・
保
守
派
の
批
判や
不
満が一
挙
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が、
そ
の
原
因
や
責
任
を
め
ぐっ
て
口
争い
を
始
め、
内
輪
も
め
が
起こ
っ
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う。
他
方、
そ
ん
な
船
に
乗っ
た

に
吹
き
出
し
た
の
が、
今
回
の
出
来
事
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い。

改
革
路
線へ
の
批
判
が
は
っ
き
り
出
て
き
た
の
は、
先
に
述べ
た
八
五
年
九
月
の
党
全
国
代
表
会
議
で
あっ
た
が、
そ
も
そ
もこ
の

会
識
は
異
例
の
会
議
で
あ
り、
中
国
共
産
党
史
上
に
も、
建
国
以
来一
度し
か
こ
う
し
た
全
国
代
表
会
議
は
聞
か
れ
た
こ
と
が
な
い。

国

そ
れ
は
五
四
年
の
高
崩・
鏡
激
石
反
党
連
盟
事
件
と
い
う
緊
急
事
態
を
処
理
す
る
た
め
の
会
議
で
あっ
た。

そ
の
よ
う
な
種
類
の
会
議
が、
な
ぜ
八
五
年
九
月
に
聞
か
れ
る
こ
と
に
なっ
た
の
か。
こ
の
会
議
の
開
催
決
定
は
八
四
年一
O
月
に

中

行
わ
れ
て
い
る。
そ
の
こ
ろ
は
郵
小
平
改
革
が
ピ
ー
ク
に
あっ
た
時
期
で、
農
業
生
産
も
対
前
年
比一
四
%
近い
増
産
を
示
し
て
い
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た。
対
外
開
放
の
結
果、
貿
易
も
か
な
り
順
調
に
推
移
し、
外
貨
準
備
も
か
な
り
多
く
なっ
て
い
た
時
期
で
あ
るσ
部
小
平
体
制、
あ

る
い
は
郵
小
平・
胡
擢
邦
体
制
と
し
て
は、
そ
う
し
た
状
況
を
背
景に一
挙に
体
制
を
固
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う。
次
に
開
くべ
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き
八
七
年
の
党
大
会
ま
で
待
て
な
かっ
た
の
で
あ
る
が、
改
革
派
に
とっ
て
不
幸
な
こ
と
に、
八
四
年
秋
に
開
催
を
決
定
し
た
直
後か

ら、
中
国
の
経
済
状
態が
急
速
に
悪
く
なっ
て
き
た。
そ
う
し
た
な
か
で
開
か
ざ
る
を
得
な
かっ
た
こ
の
会
議
は、
最
終
的
に
は
郵
小

平
と
陳
雲の
明
白
な
路
線
対
立
で
終
わっ
て
い
る。
会
議
の
最
終
日
の
報
告
は
こ
の
二
人
が
行っ
た
が、
郵
小
平
が
改
革
の
重
要
性
を

設
吹
し
た
の
に
対
し
て、
陳
雲一は
社
会
主
義
の
原
則
を
主
張
し、
例
の
「
万
元
戸」
の
出
現
を
激
し
く
糾
弾
し
て
い
た。
す
で
に
こ
の

こ
ろ
か
ら
明
白
な
路
線
闘
争が
深
刻
化
し
て
い
た
の
で
あ
る。

六
中
全
会
と
原
則
派
の
抵
抗

そ
れ
が
決
着
を
見
な
い
ま
ま、
一
九
八
六
年
九
月
の
中
国
共
産
党一
二
期
六
中
全
会
を
迎
え、
「
社
会
主
義
精
神
文
明
に
関
す
る
決

議」
を
め
ぐっ
て
ふ
た
た
び
問
題が
再
燃
し
た。
日
本
の
新
聞メ
ディ
ア
は、
こ
の
決
議
に
よっ
て
中
国
の
改
革が
さ
ら
に
す
す
み、
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い
よ
い
よ
経
済
改
革
か
ら
政
治
改
革へ
の
ス
テッ
プ
が
踏
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
書い
て
い
た
が、
こ
の
決
議
の
全
文
を
読
ん
で
み
る
と、

原
則
派
な
い
し
は
保
守
派
の
内
部
的
な
抵
抗が
い
か
に
根
強い
か
を
示
し
て
い
た。
八
六
年
秋
に
は
両
者
の
力
関
係は
ほ
ぼ
五
分
五
分

に
なっ
て
い
た
と
い
え
よ
う。

こ
う
し
た
路
線
闘
争が
存
在
し
て
い
た
だ
け
に、
と
く
に
胡
地
邦・
総
記
記
は
人
事の
若
返
り
を
図
る
こ
と
に
よっ
て、
自
ら
の
体

制
を
固
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
彼
は
八
六
年
五
月、
人
材
の
若
返
り
の
た
め
に
中
央
委
員
会
の
三
分
の一
を
入
れ
替
え
る

と
提
案
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る。
こ
う
し
た
方
向
と
リ
ン
ク
し
て、
胡
煙
邦
の
忠
実
な
若
き
同
志
で
あっ
た
胡
啓
立・
党
中
央
常

務

記
の
上
海
に
お
け
る
政
治
改
革
演
説
が
八
六
年
九
月に
行
わ
れ
た。
胡
啓
立
は、
民
主
と
か
人
権
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
も
社
会
主

義
的
も
な
く、
そ
れ
は
普
通
的
な
も
の
だ、
と
あ
た
か
も
八
六
年一
二
月
上
旬
以
来デ
モ
に
立
ち
上
がっ
た
学
生
た
ち
と
同
様
の
発
言

を
し
て
い
た
の
で
あ
る。

__..,._ 

と
こ
ろ
が、
こ
う
し
た
動
きが、
と
く
に
人
事
の
若
返
り
と
い
う
大
義
名
分
に
よ
る
郵
小
平
の
辞
任
を
も
追っ
た
も
の
と
し
て
受
け

止
め
ら
れ
る
よ
う
に
なっ
た
と
い
わ
れ、
現
に
胡
擢
邦
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
直
言
し
た
と
の
情
報
も
伝
わっ
て
い
る。
こ
の
あ
た
り

か
ら
郵
小
平・
胡
煙
邦
体
制
に
は
個
人
的
に
も
亀
裂
が
入
り、
両
者
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
く
なっ
た
の
で
は
な
い
か。

し
か
し
な
が
ら、
今
回
の
事
態
も、
一
連
の
郡
小
平
改
革
の
瑳
鉄
も、
基
本
的
に
は
郵
小
平
に
責
任
が
あ
る
と
い
え
よ
う。
彼
が

「
四
つ
の
現
代
化」
と
い
う
非
毛
沢
東
戦
略
に
も
と
づ
い
て
改
革
を
す
す
め
て
き
た
キ
l・
パ
l
ソ
ン
で
あっ
た
こ
と
は
明
白
で
あ

り、
彼は
最
後
の
段
階
で、
胡
蝿
邦
をス
ケ
l
プ
ゴ
l
ト
に
し
た
の
で
あっ
た。
こ
の
事
実は
将
来
起こ
る
か
も
し
れ
な
い
「
郵
小
平

批
判」
の
際
の
大
き
な
罪
状
に
な
り
得
る
か
も
し
れ
な
い。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で、
す
で
に
昨
年
秋
以
来
明
白
な
輪
郭
を
措い
て
い
た
部
小
平・
胡
擢
邦
聞
の
亀
裂
を
と
ら
え
て、
原
則
派

－
保
守
派
の一
斉
攻
撃
が
胡
擢
邦
に
向
け
て
行
わ
れ
た。
八
六
年一
一
月
の
中
央
政
治
局
拡
大
会
議
に
お
い
て
も、
こ
の
こ
と
は
は
っ
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き
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り、
原
則
派
・
保
守
派
の
長
老や
軍
の
勢
力
に
よ
る
「
胡
煙
邦お
ろ
し」
が
始
まっ
て
い
た
の
で
あ
る。
こ

う
し
た
状
況
の
な
か
で、
胡
煙
邦
が
自
己
の
体
制
を
立
て
直
す
た
め
に、
急
進
派
の
知
識
人
や
学
生
運
動
に
依
拠
し
た
こ
と
は、
彼
自

身
の
失
墜
を
決
定
的
な
も
の
に
し
て
し
まっ
た。
な
ぜ
な
ら、
当
初は
民
主
化
要
求
の
段
階
に
と
ど
まっ
て
い
た
学
生
運
動
は、

月
中
旬
以
降、
明
白
に
反
体
制
運
動へ
と
転
化
し
て
ゆ
き、
体
制
的
危
機
を
感
じ
た
当
局は、
こ
れ
を
強
く
抑
え
る
方
向へ
と
転
じ
た

か
ら
で
あ
る。

国中

胡
擢
邦
失
墜
の

意
味

第三)'.ji:

今
回
の
胡
煙
邦
解
任は、
結
果
的
に
は
中
国
の
現
代
化
路
線
を
推
進
し
て
き
た
リ
ー
ダ
ー
シッ
プ、
つ
ま
り
部
小
平・
胡
熔
邦
体
制

の
深
刻
な
内
部
分
裂
で
あ
る
が、
し
か
し
事
態は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く、
実
際
に
は
「
部
小
平
批
判」
の
新
た
な
閉
幕
で
あ
る
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と
も
考
え
ら
れ
る 。

な
ぜ
な
ら 、

ま
さ
に
郵
小
平
に
よ
っ
て
総
書
記
に
引
き
上
げ
ら
れ 、

後
継
者
に
任
命
さ
れ
た
鵠
煙
邦
は

、

部
小
平

が
も
っ
と
も
信
頼
す
る
同
僚
で
あ
り 、

子
飼
い
の
エ
l

ス
で
あ
っ

た
わ
け
で 、

政
策
路
線
上
は
一

心
肉
体
で
あ
っ

た
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る 。

表
面
的
に
は
た
し
か
に
郵
小
平
・

胡
煙
邦
体
制
の
内
部
分
裂
な
の
だ
が 、

そ
れ
は
今
回
の
出
来
事
の
い
わ
ば
派
生
的
な
結
末
で
あ

っ
て 、

そ
の
本
質
は
い
わ
ゆ
る
保
守
派
な
い
し
は
原
則
派
が

、

現
在
の
中
国
の
現
代
化
路
線 、

つ
ま
り
郵
小
平
型
の
改
革
路
線
そ
の
も

の
に
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
こ
と
だ
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い 。

そ
れ
は
社
会
主
義
体
制
下
で
郵
小
平
型
の
改
革
路
線
を
す
す
め
た

場
合
に

、

必
然
的
に
起
こ
る
べ
き
矛
盾
の
政
治
的
な
反
映
で
あ
っ

た 。

い
う
ま
で
も
な
く
郵
小
平
・

胡
擢
邦
関
係
の
単
な
る
個
人
的
な
分
裂
で
あ
れ
ば

、

事
態
は
そ
ん
な
に
重
く
見
な
く
て
も
い
い
の
で
あ

ろ
う
が

、

今
回
の
事
態
は
八
六
年
一

二
月
初
旬
か
ら
の
学
生
デ
モ
の
大
き
な
う
ね
り
を
背
景
と
し
て
い
る
だ
け
に

、

き
わ
め
て
重
要
か

的
な
閉
幕
だ
と
思
わ
れ 、

そ
れ
だ
け
に
郵
小
平
体
制
は
今
後
も
大
き
な
政
治
的
試
練
に
さ
ら
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

わ
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つ
深
刻
な
政
治
的
意
味
を
も
っ
て
い
る 。

そ
れ
は
実
際
に
は
郵
小
平
体
制
な
い
し
は
都
小
平
改
革
へ
の
批
判
と
抵
抗
の
ド
ラ
マ
の
衝
撃

ゆ
る
原
則
派
・

保
守
派
の
人
々
の
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
考
え
る
と 、

彼
ら
が
本
当
に
攻
撃
し
た
か
っ

た
対
象
は

、

部
小
平
そ
の
人

で
は
な
か
っ

た
か 。

そ
し
て 、

今
日
の
郵
小
平
体
制
の
周
辺
に
は 、

不
透
明
な
形
で
あ
る
と
は
い
え 、

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
「
郵
小
平

批
判」

の
政
治
的
な
連
合
体
制
（
ポ
リ
テ
イ
カ
ル
・
コ
ア
リ
ッ
シ
ョ
ン
）

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

。

こ
う
し
た
ア
ン
チ
部
小
平
の
政
治
連
合
に
位
置
す
る
人
た
ち
の
隠
さ
れ
た
真
の
ね
ら
い
は

、
「
郵
小
平
批
判」

に
こ
そ
あ
っ

た
こ
と

は
疑
い
な
い

。

た
だ
そ
こ
ま
で
「
郵
小
平
批
判」

を
現
実
政
治
の
日
程
に
乗
せ
る
と
な
る
と 、

中
国
は
ふ
た
た
び
文
化
大
革
命
の
よ
う

な
大
混
乱
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い

。

そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
も
悪
夢
で
あ
る 。

そ
の
こ
と
が
一

種
の
政
治
的
凝
集
力
と
な
っ
て
か
ろ
う

じ
て
作
用
し
て
い
る
た
め
に

、
一

挙
に
「
部
小
平
批
判」

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る 。

し
か
し
な
が
ら 、

こ
の
政
治
的
凝
集
力
は

、

た
ち
ど
こ
ろ
に
解
体
す
る
危
険
を
秘
め
て
い
る
と
い
え
よ
う 。

そ
う
し
た
状
況
の

な
か
で 、

本
当
は
郵
小
平
に
ま
で
批
判
が
及
ぶ
は
ず
の
筋
道
は

、

そ
こ
ま
で
い
か
ず
に

、

い
わ
ば
ス
ケ
i

プ
ゴ
l
ト
と
し
て
の
胡
擢
邦

に
批
判
が
集
中
し
た
の
だ
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う 。

四

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
人
的
配
置

そ
れ
で
は

、

現
在
の
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ
プ
を
人
的
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か

、

と
い
う
作
業
を
試
み
て
み
よ
う 。

ま
ず 、

郵
小
平
ら
の
改
革
派
に
対
し
て 、

原
則
派
と
し
て
は
陳
雲
（
党
中
央
規
律
検
査
委
第
一

書
記）

の
系
列
が
一

つ
の
グ
ル
ー

プ

を
成
し
て
い
る 。

陳
雲
は
郵
小
平
と
同
年
で
老
齢
で
あ
り 、

こ
の
と
こ
ろ
病
弱
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が 、

中
国
の
経
済
運
営
と
い
う
点

で
は

、

き
わ
め
て
大
き
な
影
響
力
を
依
然
と
し
て
も
っ

て
い
る 。

こ
の
系
列
の
な
か
に
は

、

知
ソ
派
筆
頭
の
李
践
と
か

、

経
済
に
強
い

こ
の
原
則
派
グ
ル
ー

プ
に
は

、

務
一

渡 、

胡
喬
木 、

郵
力
群 、

陳
亙
顕 、

王
震
と
い
っ

た
人
た
ち
も
含
ま
れ
る
が 、

彼
ら
は
必
ず
し
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挑
依
林
・

副
首
相
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

も
陳
雲
派
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

。

何
人
か
は
彰
真
（
全
人
代
常
務
委
員
長）

の
系
列
で
あ
ろ
う 。

彰
真
も
高
齢
だ
が

、

彼
の

力
は
依
然
と
し
て
あ
な
ど
れ
な
い

。

陳
雲
な
い
し
は
彰
真
の
グ
ル
ー

プ
の
な
か
で 、

だ
れ
が
陳
雲
派
で 、

だ
れ
が
蕗
真
派
か
と
い
う
の

は
正
確
に
は
つ
か
み
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が 、

大
き
く
い
う
と 、

胡
喬
木 、

郵
力
群 、

王
震 、

陳
亙
顕
な
ど
は
彰
真
グ
ル
ー

プ
で 、

国

李
鵬 、

挑
依
林 、

薄
一

波
あ
た
り
が
陳
雲
派
で
は
な
い
か 。

中

周
恩
来
系
列
に
は

、

李
先
念 、

部
頴
超
（
周
恩
来
未
亡
人）

な
ど 、

棚
上
げ
さ
れ
て
し
ま
っ

た
人
た
ち
が
い
る 。

こ
の
間
ま
で
は

「
お
れ
の
目
の
黒
い
う
ち
は

、

郵
小
平
の
思
い
通
り
に
さ
せ
な
い
」

と
頑
張
っ
て
い
た
故
葉
剣
英
の
系
列
に
は
い
る
人
た
ち
だ
と
い
っ

第三窓

て
い
い

。

も
う
一

つ
、

軍
の
抵
抗
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か 。

原
則
的
に

、

現
在
の
中
国
の
政
治
的
展
開
の
な
か
で
は

、

軍
が
か
つ
て
ほ
ど
に



は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い

。

あ
る
種
の
シ
ピ
リ
ア
ソ
・
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
い
る 。

し
か

し
な
が
ら 、

楊
尚
昆 、

楊
得
志 、

余
秋
里
な
ど
は
い
ず
れ
も
党
中
央
軍
事
委
員
会
の
要
職
を
兼
務
し
て

、

人
民
解
放
軍
の
兵
力
一

0
0

万
人
削
減
な
ど
に
よ
る
改
革
の
非
受
益
者
層
と
し
て
保
守
派
・

原
則
派
の
一

角
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

こ
う
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
め
ぐ
る
状
況
が

、
「
胡
擢
邦
お
ろ
し
」

の
な
か
に
非
常
に
強
く
作
用
し
て
い
た 。

胡
擢
邦
系
列
で
今

日
試
練
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
は

、

い
う
ま
で
も
な
く 、

胡
啓
立 、

王
兆
園 、

副
首
相
の
喬
石 、

外
相
の
呉
川
字
謙 、

失
脚
し
た
党
宣
伝

部
長
の
朱
厚
沢
ら
共
産
主
義
青
年
団
出
身
の

H
赤
い
エ
リ
ー
ト

M

た
ち
で
あ
る 。

こ
れ
に
対
し
て 、

改
革
派
の
越
紫
陽
系
列
と
目
さ
れ
る
の
が

、

田
紀
雲
な
ど
で
あ
る 。

そ
し
て
万
里
も
郵
小
平
直
系
と
し
て
胡
擢
邦

と
と
も
に
改
革
派
の
重
鎮
で
あ
っ

た 。

い
ず
れ
に
せ
よ

、

今
日
中
国
の
政
治
情
勢
を
考
え
る
う
え
で 、

原
則
派
・

保
守
派
と
改
革
派
の

力
関
係
を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う 。
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II 

外

会ζ

中
ソ
改
善
の
進
展

中
国
で
は

、

圏
内
的
に
郵
小
平
の
す
す
め
る
経
済
改
革
は
あ
ち
こ
ち
で
破
綻
を
き
た
し 、

西
側
と
の
接
触
に
も
限
界
が
出
始
め

、

国

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
へ
と
さ
ら
に
大

き
く
動
い
て
い
る 。

国
境
会
談
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
っ

た 。
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」
れ
ま
で
中
国
側
は
中
ソ
関
係
改
善
に
関
し
て 、

い
わ
ゆ
る
「
三
大
障
害
」

を
常
に
ロ
に
し
て
い
た
が 、
「
三
大
障
害
」

自
体
が
郵

小
平
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
善
が
す
す
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
敵
と
見
な
す
立
場
か
ら
根
本
的
に
転
換
し
て
い
る
今
日
の
中
国
と
ソ
連
と
は

、

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の

交
流
を
大
幅
に
す
す
め
て
お
り 、

ウ
ラ
ジ
ウ
ォ
ス
ト
ク
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
演
説
を
前
に
し
て
ソ
連
外
務
省
の
カ
ル
ポ
フ
兵
器
制
限
・

軍

縮
局
長
が
事
前
訪
中
し
て
説
明
し
た
り 、
一

九
八
六
年
九
月
に
は
ゴ
ル
パ
チ
ヨ
フ
・
ソ
連
の
重
要
メ
ン
バ
ー
、

タ
ル
イ
ジ
ン
第
一

副
首

相
が
訪
中
し
た
り
し
て
注
目
さ
れ
た 。

こ
う
し
た
な
か
で
三
O
年
ぶ
り
に
武
漢
鉄
鋼
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

へ
の
ソ
連
の
援
助
が
曹
関
さ
れ
た

の
を
は
じ
め

、

中
ソ
聞
の
国
境
横
断
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
二
つ
の
新
し
い
鉄
道
建
設
を
含
む）

も
進
捗
し
て
い
る 。

八
六
年
七
月
末
の

ウ
ラ
ジ
ウ
ォ
ス
ト
ク
に
お
け
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
・
ソ
連
共
産
党
書
記
長
の
演
説
は

、

改
善
中
の
中
ソ
関
係
を
再
確
認
し
つ
つ

、

将
来
の

国
境
交
渉
で
の
ソ
連
側
の
「
譲
歩」

の
姿
勢
さ
え
示
し
て
注
目
さ
れ 、

や
が
て
八
六
年
九
月
に
九
年
ぶ
り
の
再
闘
が
合
意
さ
れ
た
中
ソ

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
こ
そ 、

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 。

こ
こ
に
今
日
の
中
ソ
和
解
の
歴
史
的
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う 。

こ
う
し
た
中
ソ
関
係
改
善
を
テ
コ
に

、

朝
鮮
半
島 、

イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
を
含
む
東
ア
ジ
ア
社
会
主
義
圏
の
国
際
関

国

係
も
流
動
・

再
編
成
の
過
程
に
入
り
つ
つ
あ
り 、

中
議
関
係
も
大
幅
に
改
善
さ
れ
て
八
六
年
八
月
に
は
中
蒙
領
事
協
定
が
結
ば
れ
た 。

い
ま
や
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
北
朝
鮮〉

の
指
導
者
は

、

か
つ
て
の
中
ソ
対
立
の
時
代
と
違
っ

て 、

モ
ス
ク
ワ

、

北
京
を
気
が

中

ね
な
し
に
訪
問
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た 。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら 、

モ
ス
ク
ワ

、

北
京 、

平
壌
の
関
係
は

、

い
ま
H

ゆ
る
や
か
な
同
盟
関

第三窓

係

へ
の
再
編
過
程
に
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う 。

こう
し
た
状
況
の
も
と
で 、

八
六
年
七
月
に
は
田
紀
雲
・

副
首
相
が
中
朝
条
約

二
五
周
年
記
念
で
訪
朝
し 、

同
年
一

O
月
に
は
李
先
念
・

国
家
主
席
の
平
壊
訪
問
が
あ
っ

た 。

さ
ら
に

、

八
七
年
五
月
に
は
金
日
成
の



訪
中
が
実
現
し
た 。

い
ま
や
政
治
・

経
済
の
両
面
で
の
「
非
レ
・

ズ
ア
ン
化
」

が
す
す
ん
で
お
り 、

こ
の
点
は
去

る
八
六
年
一

二
月
中
旬
の
ベ
ト

ナ
ム
共
産
党
第
六
回
大
会
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た 。

こ
う
し
て
中
ソ
関
係
改
善
と
い
う

基
軸
の
も
と

ベ
ト
ナ
ム
で
も
ど
ち
ら
か
と
い
う
と 、

で 、

中
越
関
係
改
善
も
い
よ
い
よ
日
程
に
上
り
つ
つ
あ
る 。

い
ず
れ
に
せ
よ

、

現
在 、

ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
国
が
再
編
の
過
程
に
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
十
分
視
野
に
入
れ
て
お
く
べ

き
だ
ろ

ぅ 。

そ
う
し
た
方
向
を
支
え
る
形
で 、

中
国
は
東
欧 、

と
く
に
ポ
ー
ラ
ン
ド

や
チ
ェ
コ

、

東
独
と
の
関
係
の
強
化
を
め
ざ
し
て
お
り 、

八
七
年
六
月
に
は
越
紫
陽
首
相
が

、

ポ
ー
ラ
ン
ド
、

チ
ェ
コ

、

東
独 、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
を
歴
訪
し
た 。

対
米
関
係
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対
米
関
係
は
概
し
て
順
調
で
あ
っ
た 。

台
湾
問
題
は
顕
在
化
せ
ず 、

む
し
ろ
米
太
平
洋
艦
隊
の
青
島
寄
港
な
ど
の
軍
事
面
で
の
交
流

が
め
だ
っ
た
年
で
あ
っ
た
ハ
米
中
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
章
を
参
照
の
こ
と） 。

日
本
と
の
関
係

中
国
は

、
一

九
八
六
年
も
靖
国
問
題
や
教
科
書
問
題
で 、

と
く
に
『
新
編
日
本
史』

発
刊
に
関
し
て
「
軍
国
主
義
を
め
ざ
す
復
古
調

教
科
笹
」

と
し
て
強
い
対
日
批
判
を
展
開
し

、

と
く
に
八
六
年
夏
に 、

い
わ
ゆ
る
藤
尾
文
相
発
言
が
話
題
に
な
る
に
及
ん
で 、

強
く
日

本
の
対
中
国
戦
争
責
任
を
追
及
し
始
め
た 。

藤
尾
文
相
が
同
年
九
月
に
罷
免
さ
れ
る
と 、

中
国
側
は
こ
れ
に
歓
迎
の
意
を
示
し

、

さ
ら

に
同
年
一
一

月
上
旬
の
中
曽
根
首
相
訪
中
に
よ
っ
て
陳
謝
が
表
明
さ
れ
た 。

さ
ら
に
八
六
年
一

二
月
に
G
N
P
一

%
を
上
回
る
防
衛
予
算
が
閣
議
で
承
認
さ
れ 、

翌
年
一

月
に
正
式
決
定
さ
れ
る
と 、

中
国
は

「
軍
国
主
義
復
活
」

と
し
て
対
日
攻
撃
を
始
め
た 。

貿
易
赤
字
問
題 、

対
中
投
資
・

技
術
移
転
の
問
題
で
も 、

そ
の
対
日
批
判
の
ト
l

ン
は
相
変
わ
ら
ず
強
い

。

そ
れ
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
か
の
よ
う
に

、

八
七
年
二
月
に
大
限
高
裁
が
京
都
に
あ
る
中
国
入
学
生
寮
「
光

牽
寮」

の
所
有
権
が
台
湾
側
に
あ
る
と
の
判
決
を
下
す
と 、

中
国
は

、

判
決
は
一

つ
の
中
国
を
認
め
た
日
中
共
同
声
明
に
反
す
る
と
執

助
な
抗
議
を
繰
り

返
し
た 。

日
本
政
府
は
「
三
権
分
立
」

を
理
由
に
司
法
へ
の
介
入
は
で
き
な
い
と
す
る
立
場
を
通
し
て
い
る
が 、

そ

の
一

方
で
何
ら
か
の
政
治
的
打
開
策
を
模
索
中
で
あ
る 。

こ
う
し
た
な
か
で
栗
原
防
衛
庁
長
官
が
八
七
年
五
月
二
九
日
か
ら
六
月
四
日
に
か
け
て
訪
中
し
た 。

防
衛
庁
長
官
の
初
め
て
の
訪
中

で
あ
っ

た
た
め
に
そ
の
成
果
が
強
調
さ
れ
た
が 、

郵
小
平
が
高
齢
を
理
由
に
栗
原
に
会
わ
な
か
っ

た
こ
と
は

、

中
国
側
の
一

連
の
対
日

不
満
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ

た 。

そ
の
部
小
平
は

、

栗
原
が
中
国
を
離
れ
た
六
月
四
日
に
矢
野
公
明
党
書
記
長
と
会
談
し

て 、

防
衛
費
問
題 、

光
華
寮
問
題 、

貿
易
問
題
な
ど
で
対
日
不
満
を
表
明
し
た 。

岡
田
郵
小
平
発
言
に
関
し
外
務
省
高
官
が

、

部
小
平
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も
「
雲
の
上
の
人
」

に
な
っ

た
よ
う
だ
と
発
言
す
る
と 、

中
国
は
さ
ら
に
強
く
反
発
し
た 。

こ
う
し
て 、

日
中
友
好
二
一

世
紀
委
員
会
に
結
集
し
た
胡
擢
邦
・

総
書
記
系
列
の
指
導
者
が
中
国
内
部
の
路
線
闘
争
に
よ
っ

て
窮
地

に
陥
っ

た
と
い
う

胡
煙
邦
失
墜
後
の
日
中
関
係
を
展
望
し
て
み
る
と 、

彼
が
日
中
友
好
関
係
の
先
頭
に
立
っ

て
い
た
だ
け
に

、

日
中
関

係
は
厳
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う 。

胡
煙
邦 、

胡
啓
立 、

王
兆
国
ら
は

、

常
に
日
中
友
好
二
一

世
紀
委
員
会
の
中
国
側
の
重

国

要
人
物
で
あ
っ

た
が

、

彼
ら
は

、

日
本
と
の
友
好
関
係
が
行
き
過
ぎ
た
と
内
部
で
批
判
さ
れ 、

と
く
に
胡
熔
邦
は

、
「
現
代
の
在
兆
銘
」

（
重
慶
政
権
か
ら
脱
出
し
て
南
京
に
親
臼
政
権
を
つ
く
り 、

漢
好
〈
売
国
奴〉

と
い
わ
れ
た
）

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る 。

中

現
に
保
守
派
・

原
則
派
の
イ
デ
オ
ロ
l

グ
、

郵
力
群

J
記
（
前
宣
伝
部
長）

は
、

「
中
曽
根
は
軍
国
主
義
を
奨
励
し
て
い
る
が

、

胡

第三章

擢
邦
は
中
曽
担
と
親
交
を
結
ん
だ
」

と
厳
し
く
指
弾
し
て
い
る 。

引
き
続
き
中
国
は

、

中
国
へ
の
円
借
款
肱
充 、

日
本
の
対
中
投
資
促

進
問
題 、

日
中
貿
易
の
不
均
衡
是
正
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
日
中
間
の
固
有
の
問
題
の
み
な
ら
ず 、

G
N
P
一

%
枠
の
問
題
や 、

さ
ら
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に
臼
本
の
「
軍
国
主
義
化」
な
ど
に
厳
し
い
注
文
をつ
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う3
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 経

済

現
在、
中
国
の
国
民
総
生
産
（
G
N
P〉
は一
人
当
た
り
二
五
0
ド
ル
か
ら
多
く
見
て
も
三
五
0
ド
ル
で、
今
世
紀
末
に
こ
れ
を一

0
0
0
ド
ル
に
す
る
と
い
う
の
が
「
四つ
の
現
代
化」
の
基
本
目
標
で
あっ
た
が、
こ
の
控
え
め
な
数
値
に
つ
い
て
さ
え
最
近、
最
高

指
導
者・
郵
小
平は
か
な
り
弱
気
に
なっ
て
き
て
い
る。
一
九
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

識は、
第
七
次
五
カ
年
計
画
ハ
八
六
年
1
九
O
年〉
を
採
択
し
た。
第
六
次
五
カ
年
計
画
（
八一
年
1
八
五
年）
末
期
に
は、
工
業
成

長
率
が
高
過
ぎ、
消
費
の
伸
び
が
大
き
過
ぎ、
結
果
的
に
大
幅
な
イ
ン
フ
レ
（
平
均
二
O
%
以
上）
を
招
い
た
こ
と
の
反
映
も
あっ

-130-

て、
新
し
い
五
カ
年
計
画は
年
七・
五
%
の
G
N
P
成
長
率
を
目
標に
掲
げ
て
い
た。
し
か
し
人
口
が
さ
ら
に
増
加
す
れ
ば
い
わ
ゆ
る

「
翻
両
翻」
（
四
倍
増）
政
策
に
よっ
て
工
操
業
生
産
が
四
倍
に
なっ
て
も、
一
人
当
た
り
G
N
P
は
と
て
も一
0
0
0
ド
ル
に
は
な

ら
な
い。
「
八
0
0
ド
ル
か
七
0
0
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
世
紀
だ」
と
い
う
発
言
を
郵
小
平
自
身が
八
六
年
に
な
る
と
繰
り
返
し
始
め
た
こ
と
の
な
か
に、
や
は
り
中
国
の
苦
悩
と

将
来
像
が
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う。

し
か
し、
全
般
的
に
中
国
の
経
済
改
革は
急
ぎ
過
ぎ、
行
き
過
ぎ
の
観
が
あ
り、
そ
の
代
価が
た
ち
ど
こ
ろ
に
回っ
て
き
て
い
る。

た
と
え
ば、
外
貨
不
足
で
あ
る。
八
六
年
末
現
在、
中
国
の
対
外
債
務
七
O
億ド
ル
を
差
し
引い
た
手
持
ち
外
貨は
三
O
億ド
ル
前
後

に
陥っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
の
が
現
状
で
あ
る。
こ
こ
数
年
の
経
済
改
革
の
進
展に
よっ
て
八
五
年に
は一
七
O
億ド
ル
程
度の
時

期
も
あっ
た
は
ず
で
あ
る。
香
港
と
の
貿
易が
か
な
り
よ
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。

中
国
の
外
貨
事
情
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

ロ
が一
九
O
O
万
で
中
国
大
陸の
約
六
O
分
の一
で
あ
る。
そ
れ
で
い
て
台
湾
の
外
貨
準
備は、
八
七
年
初
頭
で
四
五
O
億
ド
ル
前
後

に
の
ぼっ
て
お
り、
八
六
年一
一
月
に
は
日
本
を
追い
越
し
て
世
界
第
三
位
に
なっ
た。
中
国
に
とっ
て
政
治
戦
略
的
に
は
もっ
と
も

重
視
し
な
け
れ
ば
ら
な
い
台
湾
と
比べ
て、
自
ら
の
経
済
の
実
績
が
こ
ん
な
に
大
き
く
違っ
て
き
て
い
る。
中
国は、
対
外
開
放
政
策

を
さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
に、
八
六
年
四
月
に一
O
O
%
外
国
資
本
の
企
業
設
立
を
認
め
る
「
外
資
企
業
法」
を
第
六
期
全
人
代
第
四

回
会
議
で
決
定
し、
さ
ら
に
同
年一
O
月
に
は、
「
外
国
企
業
の
投
資
奨
励
に
関
す
る
規
定」
を
公
布
す
る
な
ど、
積
極
的
な
姿
勢
を

示
し
た
が、
八
六
年
に
は、
対
外
司
法
政
策へ
の
諸
外
国
の
熱
意
も
低
下
し、
同
政
策
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
で
あっ
た
深
別
経
済
特
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別
区
に
も
大
き
な
諮
り
が
見
え
始
め、
外
貨
収
入
も
滅
少
し、
外
国
か
ら
の
投
資
も
大
幅
に
減っ
て
い
る。

こ
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
国は
八
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。
こ
れ
は
非
常
に
厳
し
い
外
貨
規
制
を
め
ざ
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
棄
し
て
外
貨
を
節
約
せ
よ
と
い
う
の
が、
こ
の
通
達の
基
本
方
向
で
あ
る。
中
国
の
個々
の
企

国

業
が
契
約
し
て
も
当
局
が
信
用
状
の
発
行
を
規
制
し
た
り、
外
貨
を
割
り
当
て
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、
そ
の
総
額は
現
在、
数
千
億
円
に
も
の
ぼっ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る。

中

八
六
年
の
国
民
経
済
統
計
を
発
表
し、
G
N
P
七・
八
%
増
の
安
定
成
長へ
と
軌
道
修
正
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

中
国
当
局
は、

第三;;t

し、
貿
易
総
額
も
七
三
八
億
米ド
ル
と
前
年
比
六・
一
%
の
伸
び
を
示
し
た
と
い
う
が、
八
六
年
七
月
五
日
に
人
民
元
を一
五・
八
%

切
り
下
げ
て
貿
易
収
入
の
改
善
を
図っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
依
然
と
し
て
入
還な一
二
O
憶ド
ル
と
大
き
な
額
に
なっ
て
い
て、
中
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国
経
済
の
困
難
を
物
語っ
て
い
る。

毛
沢
東
政
治
の
四
半
世
紀、
あ
る
い
は
文
化
大
革
命
の一
0
年
間
と
い
う、
社
会
主
義
中
国
に
とっ
て、
ま
た
革
命
後の
国
家に
とっ

て
もっ
と
も
重
要
な
時
期
に、
中
国
は
大
変
なロ
ス
とマ
イ
ナ
ス
を
積
み
重
ね
て
き
た。
こ
れ
が
他
の
ア
ジ
ア
の
中
国
周
辺
諸
国
（い

わ
ゆ
る
N
I
CS）
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
l

ル
に
せ
よ
｜｜
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
独
裁
体
制
も
し
く
は
権
威
主
義
体
制
で
あ
る
け
れ
ど
も
｜｜こ
う
い
う
強
権
体
制
を
必
要
悪
と
し
て

近
代
化、
工
業
化へ
の
基
礎
を、
こ
の
間に
か
な
り
強
固
に
形
成
し
て
し
まっ
た
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
依
然
と
し
て
第一
次
産

品
に
依
拠
す
る
中
国
と
の
大
き
な
格
差
を
も
た
ら
しつ
つ
あ
る
が、
中
国
の
場
合、
二
O
O
O
年
ま
で
に
二
億ト
ン
石
油
体
制
を
目
標に

し
て
き
た
だ
け
に、
最
近
の
石
油
価
格の
大
幅
下
落が、
こ
の
国
の
経
済
循
環
を
大
き
く
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い。

加
え
て、
中
国
は
長
期
に
わ
た
る
毛
沢
東
権
威
主
義
体
制
で
あ
り、
カ
リ
ス
マ
的
な
独
裁
体
制
で
あっ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
れ
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が
崩
壊
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
違い
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
こ
と
で
あ
る」
（「
社
会
主
義
の
特
徴
を
再
認
識」、
『
北
京
周
報』

一
九
八
六
年一
二
月一
一
日
号〉
と
いっ
た
中
国
経
済
に
関
す
る
決
定
的
な
批
判
を
中
国
が
試
み
る
よ
う
に
なっ
た
の
は、
ご
く
最
近

の
こ
と
な
の
で
あ
る。

」
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
独
裁
下
の
ソ
連
と
も
根
本
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り、
ス
タ
ー
リ
ン
独
裁
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
聞
社
会
で
あ
り、
非
常
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
ネツ

ト
ワ
ー
ク
社
会
で
血
縁
地
縁
のヨ
コ
社
会で
も
あ
る
の
だ
が、
そこ
を
「
毛
沢
東
思
想」
で
すべ
て
埋
め
つ
く
そ
う
と
し
た
と
こ
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

ょ
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
れ
だ
け
に
中
国
は
今
後、
長
期
に
わ
た

っ
て
毛
沢
東
政
治
のマ
イ
ナ
ス
遺
産
の
解
消
に
苦
悩
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う。

た
と
え
ば、
人口
問
題
ひ
とつ
を
とっ
て
も
そ
う
で
あ
り、
す
で
に
中
国
の
人口
は、
公
式
発
表
で
も一
一
憶
に
な
ろ
う
と
し
て
い

る。
し
か
も、
い
わ
ゆ
る
コ
人っ
子」
政
策
が
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
弊
害
を
形
成
し
て
い
る
ば
か
り
か、
五
0
年
代
の
「
大
躍
進」

政
策
期
か
ら
文
革
期
に
か
け
て、
「
毛
沢
東
思
想」
に
よ
る
「
人
間
資
本
論」
の
結
果、
急
増
し
た
新
生
児
が、
い
よ
い
よ
自
ら
出
生

に
か
か
わ
る
年
齢
に
今
世
紀いっ
ぱ
い
は
当
面
す
る
の
で
あ
り、
中
国
の
人口
圧
力
は
さ
ら
に
強
く
な
る
で
あ
ろ
う。
現に
八
六
年
に

は
約
千
数
百
万
の
人口
が
増
え
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る。
し
か
も、
最
近
の
経
済
改
革
の
歩
み
に
も
か
か
わ
ら
ず、
産
業
構
造
の
転
換

は
依
然
と
し
て
基
本
的
に
は
全
く
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
り、
人口
の
八
O
%が
農
民
で
あ
る
と
い
う
農
業
社
会
で
あ
る。
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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
い
く
の
か
が
中
国
現
代
化に
とっ
て
の
根
本
問

題
で
あ
ろ
う。

IV 

軍

事

国

中
国
は、
ゴ
ル
バ
チョ
フ
の
ウ
ラ
ジ
ウォ
ス
ト
ク
演
説
に
よ
るソ
連
の
関
係
改
善
の
呼び
か
け
に
応
え
て、
ソ
連
と
の
軍
事
関
係
の

中
改
善
に
も
意
欲
的
で
あ
る。
し
か
し、
一
方
で
は
ア
メ
リ
カ
と
の
聞
で
も、
要
人
の
相
互
訪
問
な
ど
に
よっ
て、
着
実に
そ
の
交
流
の

第三立

度
合
い
を
深
め
て
い
る。
日
本
と
は、
防
衛
費が
G
N
P
比一
%
を
超
え
た
こ
と
に
つ
い
て
警
戒
発
言
す
る
な
ど、
ひ
と
こ
ろ
の
よ
う

な
親
密
さ
は
な
い
が、
そ
れ
ぞ
れ
軍
首
脳
の
相
互
訪
問や、
軍
学
校へ
の
学
生
派
遣
な
ど
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
図
を
表
明
し
て
い



ASIAN SECURITY 
RESEARCH INSTITUTE FOR PEACE AND SECURITY 

TOKYO 

保

障

M－

m



別
宣
言
」

発
表。

二
九
日

部
小
平
・

党
中
央
顧
問
委
主
任、

日

中
関
係
に
不
満
表
明。

三
O
日

採
園、
「
甲
号
非
常
警
戒
令」

解
除。

七
月

一

日

マ
ー
シ
ャ
ル

諸
島
と
ミ
ク
ロ

ネ
シ
ア

連
邦、

米
国
と
の
自
由
連
合
に
移
行。

一

日

強
国
大
統
領、

大
統
領
直
選
支
持
の

特
別
談
話
発
表。

七
月一

一
日

ソ

連、

コ
ル
ド
ワ
ノ
フ
防
空
軍
司
令

宮
の
後
任
に
イ
ワ
ン
・

ト
レ
チ
ャ
ク
国

防
次
官。

三
日

在
三
沢
F
l
凶
C
／
D
五
O
俄
配
備

完了。

1987ー1988年アジアの安全保障

表。

二
四
日

米
上
院、

一

九
八
八
会
計
年
度
一

兆

ド
ル

予
算
可
決。

二
六
日

日
本
の
外
貨
単
備
高
四
月
末
で
世
界

第
一

位、

五
三
二
億
九
O
O
O
万
S
D

R
（
六
八
六
億
二
O
O
O
万
ド
ル
〉。

二
八
日

日
本
の
O
D
A
世
界
第
二
位、

五
六

億
三
O
O
O
万
ド
ル
（
前
年
比
四
八
・

四
%
治
〉。

二
九
日
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