
特
集
H
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
訪
中
と
中
国
変
動

中
国
の

悲
劇
と
そ
の

背
景

四・
五月革命

今
回
の一
連
の
民
主
化
運
動、
そ
し
て
流
血
の
悲
劇
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
を、
私
は
「
四
・
五
月
革
命」
と
と
ら
え
て
い
る。
い
ず
れ

は、
中
国
の
民
主
化
運
動
の
当
事
者
や
歴
史
家
が
な
ん
ら
か
の
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
呼
称
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が、
現
時
点
で

は
そ
う
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
と
い
う
の
は、
今
回

の
事
態
が
中
国
の
共
産
体
制
下
に
お
け
る
も
う一
つ
の
革
命
の
始
ま

り
で
あ
っ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
か
ら
で
あ
る。

ま
ず
事
態
を
分
析
し
て
み
る
と、
そ
の
根
本
は
共
産
党
の一
党
独

裁
体
制、
あ
る
意
味
で
は
N
も
う
社
会
主
義
は
ご
め
ん
だu
と
い
う

根
本
的
な
体
制
批
判
で
あ
る
と
同
時
に、
長
期
的
な
体
制
改
革
へ
の

「111
1
1

学
生
が
立
ち
上
が
っ
て
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る。
こ
れ
は
当
時
の
学

生
の
規
模、
北
京
の
人
口
に
比
較
す
る
と
大
変
な
数
で
あ
る。
奇
し

く
も、
今
回
の
「
血
の
日
曜
日」
に
な
っ
て
い
っ
た
同
じ
六
月
三
日

に
は、
労
働
者
た
ち
も
加
わ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
闘
争
が
起
こ
っ
た

が、
そ
れ
を
ピ
ー
ク
に
挫
折
し、
中
央・
地
方
の
軍
聞
に
よ
っ
て
抑

医
さ
れ
た、
と
い
う
歴
史
が
あ
る。
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
れ
ば、
パ

リ
・
コ
ミ
品
l
ン
も一
時
は
パ
リ
の
市
街
地
を、
し
か
も
近
郊
の
労

働
者
や
市
民
が
解
放
区
の
よ
う
に
独
占
し
た
も
の
の
数
十
日
の
運
命

に
終
わ
っ
た。
し
か
し
な
が
ら、
第
三
共
和
制
を
聞
く
端
緒
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と、
今
回
の
「
天
安
門
事
件」
は
流
血
の

惨
事
を
も
た
ら
し
た
け
れ
ど
も
や
が
て
は
中
国
を
大
き
〈
変
え
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

そ
の
意
味
で
は、
事
態
の
本
質
は
カ
ウ
ン
タ
ー
－
レ
ポ
リ
ュ
l
シ

ョ
ン
だ
っ
た
と
思
う。
カ
ウ
ン
タ
ー
・
レ
ボ
り
ュ
l
シ
ョ
ン
と
い
う

言
葉
は、
あ
る
意
味
で
は
反
革
命
を
意
味
す
る
が、
こ
れ
は
都
小
平

氏
が
言
っ
て
い
る
よ
う
な
反
革
命
で
は
な
く
て、
反・
革
命
と
考
え

た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か

｜｜
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
ど
う
掴
む
か

が、
今
日
の
事
態
お
よ
び
今
後
の
中
闘
を
考
え
る
基
本
的
な
ポ
イ
ン

ト
だ
と
思
う。

も
ち
ろ
ん、
学
生
た
ち
が
そ
こ
ま
で
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
か
ど

う
か
は、
非
常
に
疑
問
で
あ
る。
む
し
ろ一
種
の
市
民
革
命
的
な、

あ
る
い
は
知
識
人
や
学
生
が
中
心
と
な
っ
た
知
識
革
命
的
な
要
素
が
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中
嶋
嶺
雄

一
つ
の
芽
を
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か、
と
思
わ
れ
る。
も
ち
ろ

ん、
明
確
な
指
導
者
が
い
た
わ
け
で
は
な
い
し、
あ
る
種
の
組
織
論

に
基
づ
い
て
運
動
が
展
開
さ
た
と
も
思
え
な
い。
そ
の
点
で、
「
四・

五
月
革
命」
は
そ
の
初
発
に
お
い
て
敗
北
の
運
命
を

余儀
な
く
さ
れ

て
い
た
と
言
え
よ
う。
し
か
し
な
が
ら、
そ
れ
が
持
つ
歴
史
的
意
味

は
非
常
に
大
き
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
も
し
か
し
た
ら、
か
つ
て

の
「
五
・
四
運
動」
を
上
回
る
大
き
な
歴
史
的

意味
を
将
来
の
中
固

に
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い。

ひ
る
が
え
っ
て
み
る
と、
こ
う
し
た
運
動
は
こ
れ
ま
で
に
も
多
く

の
敗
北
と
挫
折
を
こ
う
む
っ
て
き
て
い
る。
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
は

敗
北
し
挫
折
し
て
い
る
に
も’
か
か
わ
ら
ず、
や
が
て
大
き
な
歴
史
的

な
変
化
の
文
脈
な
作
っ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

か
つ
て
の
「
五
・
四
運
動」
も、
一
九一
九
年
に
三
0
0
0
名
の

あ
っ
た。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に、
当
面
の
敗
北
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
歴
史
的
意
味
が
非
常
に
大
き
い。

ま
た、
学
生
た
ち
が
事
態
の
重
大
性
に
ど
こ
ま
で
気
が
つ
い
て
い

た
か。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は、
権
力
の
暴
慮、
軍
事
力
を
持
っ
た

強
権
体
制、
と
く
に
共
産
党
独
裁
体
制
で
は
最
終
的
に
は
鉄
砲
が
す

べ
て
を
支
配
す
る、
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
が、
そ
れ
だ
け
に、
之
の
運
動
の
底
流
に
は
「
共
産

党
で
は
も
う
ダ
メ
だ」
と
い
う、

意識
的・
無
意
識
的
な
大
き
な
コ

ン
セ
ン
サ
ス
が
で
き
て
い
た、
と
言
え
よ
う。

当
面
の
強
権
政
治
や
恐
怖
政
治
の
断
行
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
そ
う

し
た
事
態
が
進
行
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
ら、
こ
の
流
れ
は
も
う
抑

え
る
こ
と
が
で
き
な
い。
当
面
は
そ
う
し
た
反・

革命
は
沈
潜
し
て

い
く
と
思
わ
れ
る
が、
ま
す
ま
す
中
国
社
会
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と

に
な
ろ
う。
し
た
が
っ
て、
こ
れ
を
単
な
る
民
主
化
運
動
と
し
て
だ

け
と
ら
え
る
の
は、
事
態
の
根
本
的
な
性
格
を
十
分
に
は
と
ら
え
て

い
な
い
こ
と
に
な
る。
の
み
な
ら
ず、
事
柄
の
性
格
を
媛
小
化
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い。

日
本
の
新
聞
そ
の
他
は、
そ
の
日
の
事
柄
に
追
わ
れ
る
の
に
急

で、
そ
こ
ま
で
明
確
な
規
定
づ
け
を
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が、

六
月一
六
日
号
の
『
タ
イ
ム
』
は
「
レ
ボ
ル
ト・
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム〈
共
産
主
義
へ
の
反
乱
ど
と
表
現
し
て
い
た。
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共建主畠鴨へ
の反乱

も
う一
つ
興
味
深い
の
は、
中
国で
血の
粛
清が
行わ
れて
い
る

と
きに、
ポ
ー
ラン
ド
で
はワ
レ
サ
委員
長が
率い
る
「
連
帯」
が

選
挙で
大
勝
する
る
とい
う、
こ
れ
また
大
き
な
歴
史が
始まっ
て

い
るこ
と
だ。
ひょっ
と
する
と、
四
年後の
自
由
選挙で
は
「
連

帯」
が
圧
倒
的
な
勝
利
を
博
するの
で
は
ない
か。
そ
し
て、
下の

ほ
うか
らの
民
主
化
措
置によっ
て
社
会
主
義
体
制その
もの
が
崩

れて
い
く
か
もし
れ
ない。

い
ま
や
成
熟し
た
社
会
主義か
ら
も
う一
度時
代の
針が
逆
回
転

して、
な
ん
と
か
社
会
主
義を
離脱
する、
共
産
主
務の
聴か
ら
脱

する
とい
うこ
とが
革
新で
あ
り、
歴
史
的
進
歩で
ある、
とい
う

時
代が
始ま
ろ
う
と
し
て
い
る。
一
九世
紀の
グ
ラン
ド・
セ
オ
リ

ー
で
あるマ
ル
ク
ス
主
義は、
二
O
世
紀の
国
民
国
家レベ
ル
の
実

験を
経て、
か
ん
じ
んの
経
済の
開
放
も
うま
くい
か
ない、
い
ま

や
革
命
を
経ない
社
会の
ほ
うが
は
る
か
に
豊か
に
なっ
て
い
る
と

い
う
現
実に
耐え
られ
な
く
なっ
て
きて
い
る。
そ
し
て、
革
命
権

力の
下に
ある
社
会は、
どこ
も
経
済が
うまくいっ
て
い
ない。

非
常に
低い
とこ’ろで
低
迷し
て
い
る
の
み
な
ら
ず、
そ
の
低い
と

こ
ろに
お
い
て
貧
富の
格
差が
もの
すご
く
増
大し
て
い
る、
とい

う
現
実が
ある。

が
競い
合
う、
と
言
わ
れ
た
が、
果た
し
て
そ
う
なの
か。
い
まの

社
会
主
総のソ
連を
見れば、
い
か
に
民
族
問
題かシ
リ
アス
で
あ

る
か。
また
中
国に
お
い
て
も、
あま
り
自立
た
ない
が
少
数
民
族

地
域、
た
と
えば
チベ
ッ
ト
の
状
況を
見れば
そ
れは
膝
然と
し
て

い
る。さ

らに
社
会
主
義に
な
る
と
資
本主
義の
頓に
お
ける
疎
外
現
象

もな
く
な
り、
国家
もい
ら
な
く
な
る、
と
言
わ
れ
た
けれ
ど
も、

今日の
中
国ほ
ど
国
家が
大
き
な
顔を
し
て
庶
民の
生
活・
人
権
あ

るい
は
命
を
も
左右
し
て
い
る
閣は
ない。
わ
れ
わ
れ
同
本
人は
国

家
を
あま
り
感じ
ない
で
住ん
で
い
る
が、
い
ま
中
国の
人び
と、

あるい
は
デモ
に
立
ち
上
がっ
た
学生
た
ちは、
本
当に
国家
に
恐

怖
感を
抱い
て
い
る。

こ
れだ
け
事
実が
挙がっ
て
い
る
に
もか
か
わ
ら
ず、
な
ん
と
な

く
ま
だ
社
会
主
義に
幻
想を
持っ
て
い
る
人が
い
る
と
する
な
ら、

その
人は
・本
当に
誠
実なの
か
ど
うか
疑わ
しい。
お
そ
ら
く二一

世
紀に
は
社
会
主
義か
ら
脱
するこ
と
が
歴
史の
進
歩に
な
る
と
思

う。
そ
れ
をい
ま
ポ
ー
ラン
ド
で
は
実
験し
て
い
る
し、
中
国の
学

生た
ちは
身を
もっ
て
体
験しよ
う
と
し
て
条
件
未
成
熟で
当
面の

敗
北に
終わっ
た
の
で
は
ない
か。
その
意味で、
今
回の
事
態は

ま
さ
に
「
四・
五
月
革
命」
と
宮うにふ
さ
わ
しい
皮・
革命で
あ

っ
た、
と
言
えよ
う。

．． 

ア
ジ
ア
の
周
辺
諸
国も、
社
会
主
義
圏
以
外は
全
部
工
業
化へ
の

過程に
ある
し、
そ
うし
た
社
会は一
部の
支
配
階
級が
庄
倒
的
な

飢えた
る
大
衆を
支
配
する
とい
う
構
造で
は
な
く、
広
範な
中
間

層が
存
在し
て、
大
変に
宮ん
で
い
る
人が
た
くさ
んい
る
とい
う

の
で
は
な
く、
また
大
変に
貧しい
人が
た
くさ
んい
る
とい
う
も

の
で
もない、
い
わば
成
熟社
会に
入っ
て
いっ
て
い
る
わ
けで
あ

る。
し
た
がっ
て、
経
済の
平等はマ
ル
クス
主
義で
は
突
現で
き

ない、
とい
うこ
と
が
実
証さ
れ
た
と
見て
よ
い。

「い
や、
社
会
主
義
も
も
う
ちょっ
と
改
革
す
れば
い
い。
い
まの

社
会
主
義が
悪い
の
だ」
と
考
える
人
も
ある
だ
ろ
うが、
もは
や

そ
うい
う
時
代は
終わっ
た。
む
し
ろ、
社
会
主
義は、
い
か
に
不

平
等で
あり、
い
か
に
非
生
産
的で
あ
り、
い
か
に
非
人
間
的で
あ

る
か、
とい
うこ
と
が
経
済
社
会の
大
き
な
文
脈の
な
か
で
実
証さ

れて
い
る。

44 

こ
うし
た
こ
と
を
考
える
と、
社
会
主
義が
目
標と
し
た
経
済の

開
放はマ
ル
クス
主
義に
基づ
く
とこ
ろの
計
画
経
済で
は
とて
も

無
理で
ある、
とい
うこ
と
が
歴
史の
実
験と
し
て
柾
切さ
れて
き

て
い
る。

また、
マ
ル
クス
主
義の
大
き
な
課
題で
ある
民
族
問
題に
し
て

も、
レ
l－一
ン
の
民
族
理
論によ
れ
ば、
民
族の
自
治・
自
決が
大

き
なテ
ー
ゼ
で
あ
り、
勝
利
し
たプ
ロ
レ
タリ
ア
ー
ト
は
国
境に
こ

だ
わ
らない、
民
族は
み
ん
な
平
等に
花
聞い
て
そ
れ
ぞ
れの
文
化

郷体
制
に
対
す
否
不
満

さ
て、
次に
そ
うし
た
事
態の
な
か
で、
今回
の一
連の
激
動を

分
析し
て
み
た
い
と
思
う。
結
局
中
国は、
開
放さ
れ
た
と
か
改
革

さ
れ
た
と
か
言わ
れ
な
が
ら、
い
ざと
な
る
と
む
きだ
しの
暴力に

今日の
政
権は
依
拠せ
ざる
を
え
な
かっ
た
わ
けで
ある
か
ら、
そ

のへ
んの
事怖
を
分
析して
み
るこ
と
に
する。

ま
ず、
な
ぜ
戒
厳
令が
施か
れ
た
の
か、
とい
う
点につ
い
て
で

ある
が、
そ
れ
に
は
中ソ
首
脳
会
談
を
め
ぐるド
ラマ
か
ら
見て
い

く
必
要が
ある。

こ
の
五
月一
五日
に
歴
史
的
なゴ
ル
バ
チョ
フ
訪
中
が
行
わ
れ

た。
北
京の
天
安
門広
場で
歓
迎
式
典を
開こ
う
と
し
た
とこ
ろ、

そこ
に
は
民
主
化の
旗
手ゴ
ルパ
チ昌
フ
を
歓迎し
て、
大
変な
数

の
人
民が
集まっ
て
い
た
た
め
に、
式
典が
で
き
な
く
なっ
て
し
ま

っ
た。
そこ
で
空
港で
簡
単に
済ませ
て、
当
日は
楊
尚
昆
国
家
主

席
との
儀
礼
的
な
会
談を
終
えた。
そ
して、
翌
宜
月一
六
日
午
前

一
O時一一
O分か
ら、
懸
案の
中ソ
首
脳
会
談、
ゴ
ルバ
チョ
フ・

都
小
平
会
談が
予
定を
上
回っ
て
延々
二
時
間
半行わ
れ
た
の
で
あ

る。
そ
し
て
今回
は
中
閣の
中
央
電
視
台（テレビ
局）
が
そ
れ
ぞ
れ

の
首
脳
会
談の
目
頭
を、
当
初は一
O
分とい
う
予
定だっ
た
の
を

一
四、
五
分
公
開し
た。
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こ
の
郵
小
平・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
会
談
で、
突
は
中
ソ
関
係
の
す
べ

て
の
基
本
的
な
と
こ
ろ
が
決
ま
っ
た。
政
府
と
政
府
の
み
な
ら
ず、

党
と
党
と
の
関
係
の
正
常
化
も
行
わ
れ
た。
そ
し
て、
冒
頭
か
ら
都

小
平
氏
は、
「
三
年
前
に
ル
l
マ
エ
ア
の
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
グ
首
相
を

通
じ
て
中
ソ
和
解
の
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
託
し
た
が、
受
け
取
っ

て
も
ら
え
た
だ
ろ
う
か」
と
言
っ
て、
い
わ
ゆ
る
三
大
障
害
を
問
題

に
し
た。
そ
れ
に
対
し
て
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
は、
毎
年一
つ
ず

つ
陣
容
を
克
服
し
て
い
る
と
答
え
た。
去
年
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン、

今
年
は
モ
ン
ゴ
ル、
中
ソ
首
脳
会
談
の
再
開
に
合
わ
せ
て、
モ
ン
ゴ

ル
か
ら
の
撤
兵
が
開
始
さ
れ
た。
こ
れ
も、
非
常
に
歴
史
的
な
出
来

事
で
あ
る。

日
本
で
は、
都
小
平
が
ソ
連
と
ヨ
リ
を
戻
し
て
も
な
に
も
い
い
こ

と
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か、
だ
か
ら
中
ソ
和
解
は
あ
り
え
な
い、
と
い

う
見
方
が
多
か
っ
た
し、
ア
メ
リ
カ
の
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
な
ど
も
そ

う
言
っ
て
い
た
が、
中
ソ
和
解
を
妨
げ
る
三
大
障
害
を
中
国
が
出
し

た
時
点
で、
す
で
に
意
思
決
定
が
な
さ
れ
て
い
た、
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う。
そ
れ
は
同
時
に、
中
ソ
和
解
が
あ
っ
て
は
困
る
と
い
う
西

側
の
目
を
覆
う
た
め
の、
中
国
外
交
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
も
あ
っ
た
と

言
え
る。
し
た
が
っ
て、
こ
の
三
大
障
害
は、
西
側
へ
の
プ
レ
ゼ
γ

ト
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

そ
し
て、
こ
の
五
月一
五
日
は
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
五
万
数
千
名
の
ソ

連
軍
の
新
た
な
撤
兵
が
行
わ
れ
た。
私
も
二
回
モ
ン
ゴ
ル
に
い
っ
た

こ
と
が
あ
る
が、
中
ソ
対
立
の
激
し
か
っ
た
こ
ろ
は
ど
こ
に
で
も
ソ

連
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
見
え
た
も
の
で
あ
る。
二
度
目
に
い
っ
た
と

き
に
は
か
な
り
関
係
が
良
く
な
っ
て
い
た
の
で、
ソ
連
兵
が
い
て
も

和
気

語講
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る。
と
に
か
く、
モ
γ
ゴ
ル
の一一一

分
の
こ
の
兵
力
が
撤
退
し、
将
来
全
面
撤
兵
す
る
と
い
う
こ
と
は、

東
ア
ジ
ア
の
内
陸
部
に
お
け
る
隠
さ
れ
た
テ
ン
シ
ョ
ン
（
緊
張〉
を

大
い
に
緩
和
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い。

そ
れ
ほ
ど
密
度
の
濃
い
内
容
が
冒
頭
の一
O
分
ぐ
ら
い
の
間
に
あ

っ
た。
そ
の
場
面
を
見
て
い
て、
私
は
さ
す
が
郵
小
平
だ
と
思
わ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た。
非
常
に
堂
々
と
し
て
い
て、
世
界
の
ス
タ
l
・

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
も
彼
の
前
で
は
先
生
を
自
の
前
に
し
た
学
生
の
よ
う

に
見
え
た。

と
こ
ろ
が、
こ
の
郡
小
平
に
対
し
て、
天
安
門
広
場
を
埋
め
て
い

た
学
生
や
市
民
は
な
ん
と
言
っ
た
か
：：
：。
「
お
ま
え
は
な
に
も
の

だ。
mw
小
平
引
っ
込
め」
と
言
っ
た
の
で
あ
る。
こ
れ
は
郡
小
平
に

と
っ
て
は
許
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
た。
彼
に
と
っ
て
中
ソ
関
係
は、

そ
の
生
涯
の
半
分
以
上
を
か
け
た
も
の
な
の
だ
か
ら。

か
つ
て一
九
五
六
年
の
ソ
連
共
産
党
二
O
回
大
会
で、
ス
タ
ー
リ

ン
が
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
っ
て
衝
撃
的
に
批
判
さ
れ
て、
ス
タ
I
リ

ソ
時
代
が
ガ
タ
ガ
タ
と
崩
壊
し
て
い
っ
た
そ
の
現
場
に
出
て
い
た
の

が
都
小
平
で
あ
る。
や
が
て
中
ソ
論
争
が
始
ま
る
と、
郡
小
平
は一

九
宍
三
年
に
中
国
共
産
党
の
代
表
と
し
て
当
時
の
ソ
連
の
ス
1
ス
ロ
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フ
と
渡
り
合
っ
て
決
裂
し、
席
を
立
っ
て
帰
っ
て
く
る。
そ
の
と
き

の
北
京
空
港
で
は、
毛
沢
東、
劉
少
奇、
周
恩
来
ら
が
凱
旋
将
軍
の

よ
う
に
都
小
平
な
迎
え
た
も
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、
や
が
て
郷
小
平
・
劉
少
奇
と
毛
沢
東
と
の
聞
に
は、

犬
き
な
見
解
の
相
違
が
出
て
く
る。
そ
の
根
本
的
な
と
こ
ろ
は、
ソ

連
を
敵
と
見
な
し
て
徹
底
的
に
ソ
連
と
闘
う
か、
論
争
は
す
る
け
れ

ど
も
ソ
連
は
敵
で
は
な
い
と
見
る
か

’ーー
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

の
で
あ
る。
後
者
の
立
規制
が
郵
小
平・
劉
少
奇
ら
の
当
時
の
実
権
派

で
あ
っ
た
が、
そ
れ
を
毛
沢
東
は
修
正
主
義
だ
と
言
っ
て
文
化
大
革

命
を
発
動
し
た。
そ
し
て
同
時
に
ソ
連
に
対
し
て
は、
社
会
帝
国
主

義・
覇
権
主
義
と
し
て
徹
底
的
に
批
判
す
る
だ
け
で
な
く、
軍
事
的

に
も
対
ソ
対
決
の
シ
フ
ト
を
敷
い
た。
人
民
解
放
軍
を
増
強
し、
「
人

民
戦
争
の
勝
利
万
歳」
と
い
う
掛
け
声
の
下
で、
ソ
連
と
対
峠
す
る

の
で
あ
る。

そ
う
し
た
中
ソ
関
係
も、
や
が
て
毛
沢
東
の
死
と
と
も
に
変
化
し

て
い
く。
い
わ
ゆ
る
非
毛
沢
東
化
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る。
し
か
し

毛
沢
東
の
圏
内
政
策
は
誤
り
で
対
外
政
策
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
わ
け
だ
か
ら、
外
に
対
す
る
政
策
の
根
本、

つ
ま
り
対
ソ
対
決
路
線
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る。
私
は
そ
の
こ

ろ
か
ら
中
ソ
は
和
解
す
る
と
言
っ
て
い
た
の
だ
が、
残
念
な
が
ら
そ

の
当
時
は
少
数
派
で
あ
っ
た。

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
経
て
こ
の
五
月一
六
日、
都
小
平
は
ゴ
ル
パ

チ
ョ
フ
を
北
京
に
迎
え
た。
彼
に
し
て
み
れ
ば、
思
い
募
る
も
の
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う。
と
こ
ろ
が、
み
ご
と
に
中
ソ
会
談
を
や
り
遂
げ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
広
場
の
大
衆
は
「
郵
小
平
引
き
下
が
れ」
と

叫
ん
だ。
本
来
な
ら
ば
「
都
小
平
さ
ん、
長
い
間
ご
苦
労
さ
ま
で
し

た」
と、
中
ソ
会
談
を
み
ご
と
に
成
功
さ
せ
た
労
を
た
た
え
る
べ
き

な
の
に、
中
閣
の
民
衆
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
郡
小
平
に

抱
い
て
い
た
こ
と
に
な
る。
そ
こ
に、
今
回
の
掌
態
の
大
き
な
問
題

点、
な
い
し
は
そ
こ
ま
で
郵
小
平
の
独
裁
体

制が
民
心
を
失
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
中

国
に
き
た
こ
と
に
よ
り、
彼
は
若
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り、
民
主
化

の
旗
手
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て、
都
小
平
の
存
在
を
改
め
て
考
え
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た。

ひ
る
が
え
っ
て
み
る
と、
都
小
平
は
党
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
で

あ
る。
こ
の
党
中
央
軍
事
委
員
会
と
い
う
の
は、
中
央
委
員
会
に
所

属
す
る
機
関
で
あ
る
か
ら、
い
か
に
寧
の
統
帥
権

今ア有
し
て
い
よ
う

と
も、
都
小
平
は
中
央
委
員
会
の
総
書
記
の
下
に
統
括
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る。
と
こ
ろ
が、
実
際
に
は
ま
っ
た
く
そ
う

な
っ
て
い
な
い。
郵
小
平
は
国
家
の
元
首
で
も
な
け
れ
ば
ハ
国
家
主

席
は
楊
尚
昆）、
党
の
書
記
長
で
も
な
い
〈
総
書
記
は
趨
繁
陽）。
そ

れ
で
は
政
府
の
首
相
か
と
言
う
と、
そ
れ
は
李
鵬
で
あ
る
か
ら、
首

相
で
も
な
い。
つ
ま
り、
郵
小
平
が
な
ぜ
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
会
う
の

か

｜｜。
本
来
そ
の
資
格
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず、
堂
々
と
会
つ
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て
し
ま
う
とこ
ろに
中
閣の
政
治は
都
小
平ワンマ
ン
体
制
で
あ

り、
ま
さに
「人
治」
で
あ
るこ
と
が
明
ら
か
に
なっ
て
し
まっ
た。

こ
れ
に
対し
て
学
生た
ちは
「法
治」
を
要
求し
た
の
で
ある。

し
か
も、
「
法
治」
の
立
場に
立
て
ば、
八二
年に
採
択し
た
新

しい
中
国共
産
党の
党
規
約
第
二ハ
条
に
は、
「い
か
な
る
個人
も

組
織の
上
に
君
臨
す
るこ
と
は
許さ
れ
ない」
と
なっ
てい
る。
そ

れ
を
作っ
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
部
小
平
なの
で
ある。

こ
の
こ
と
か
らして
も、
郵
小
平に
は
中ソ
会
談を
牛
耳る
資
格

は
ない
は
ずで
あ
る。
こ
れ
を
日
本で
言
う
と
ど
うい
うこ
と
に
な

る
か。
引
退し
た
元
首
相が
すべ
て
の
首
脳
会
談を
牛
耳っ
て
い
る

とい
うこ
と
に
な
る。
中
国で
は
国家
行
事
も
引
退し
た
長
老が
取

り
仕
切っ
て
い
る。
こ
れ
は
民主
主
義を
求め
る
学
生た
ちの
意
識

と
は
根本
的に
食い
違っ
て
い
る。
学生た
ちに
し
て
み
れば、
鵡

耀
邦が
死ん
で
残
念で
な
ら
ない。「
卒く
死んで
ほ
しい
人は
な
か

な
か
死
な
な
く
て、
惜しい
人が
亡
く
なっ
た」
と
彼
らは
言っ
て

い
た。
こ
の
認
惜のズ
レ
は
大
変
なギャッ
プ
で
あ
る。
そ
れ
をつ

きつ
け
ら
れ
た
こ
と
は、
都
小
平に
とっ
ては、
佐のレ
ゾン
デ
ー

トルハ存在理由〉
を
否
定さ
れ
た
と
肉
じこ
とで
ある
か
ら、
「な

に
を
言うか。
お
ま
えた
ちは
反
革
命
暴
乱
分
子で
ある」
とい
う

こ
と
に
なっ
た
の
で
ある。

さ
て
そこ
に、
重
大
な
事
件が
起こっ
た。
そ
の
日の
午
後、
李

踊・
ゴ
ルバ
チョ
フ
会
談が
政
府レベ
ル
で
行わ
れ
た
後、
夕
方か

べ
れ
ない、
ゴ
ル
バ
チョ
フ
の
顔を
見て
も雪国
わ
ない、
伏
目が
ち

で
は
あるが
｜｜
決し
てショ
ポ
ショ
ボ
と
言っ
て
い
るの
で
は
な

く、
非
常に
挑
戦的
に
言っ
て
い
る。

こ
れ
は
な
に
を
意
味
す
る
か：：：。
越
紫
陽は
経
済
政
策が
う
ま

くい
か
ない
責
任を
取
ら
さ
れて、
こ
の
とこ
ろ
党
内で
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
脅か
さ
れて
い
た。
そ
の
越
紫
陽・かゴ
ルパ
チ自
フ
訪
中

に
よっ
て
ま
すま
す
高
まっ
た
「
鄭
小
平
下が
れ。
李
鵬
打倒」
の

声に
励ま
さ
れ
て、
彼自
身が
土
壇
場で
開
き
直っ
た
もの
と
思わ

れ
る。
こ
れは
後に
越
紫
陽の
反
革命
罪と
し
て、
「
党
総書
記が

党の
最
高
機密
を
漏
ら
し
た」
とい
うこ
とで、
厳
し
く
追
及
さ
れ

て
い
る。

い
ずれ
に
し
て
も、
こ
れは
大
変なこ
とで
ある。
そ
し
て
翌一

七
日、
ゴ
ル
バ
チョ
フ
は
天
安
門広
場で
献
花
を
す
るこ
と
もで
き

な
かっ
た
し、
故
宮
納付
物
院を
見るこ
と
もで
き
な
か
っ
た。
「
北

京に
いっ
た
ら、
あの
中
国
民
族が
生
ん
だ
歴
史
的
な
遺
産、
文
化

に
接し
て
み
た
い」
と
言っ
て
い
た
に
もか
か
わ
ら
ず、
中
国
文
明

の
粋の
よ
う
な
故
宮
博
物
院に
足を
踏み
入れ
るこ
と
な
く、
ま
た

北
京の
象
徴で
ある
天
安
門
広
場に
足を
踏み
入れ
る
こ
と
も
な

く、
予
定の
変
更を
余
儀
な
くさ
れて、
翌一
八
日に
上
海に
いっ

て、
そ
の
日の
う
ちにモス
ク
ワ
に
帰っ
た
の
で
ある。

こ
の
あた
りで
事
態は
ま
た
非
常に
動い
て
きた。
学生日アモ
は

ま
すま
す
盛
り上
が
り、
そ
れ
に
呼
応
す
るよ
うに
都
小
平の
お
膝

．． 

ら
越
紫
陽・
ゴ
ルバ
チョ
フ
会
談が
党レペ
ル
で
行わ
れた。
そ
の

席上、
越
紫
陽は、
テレ
ピ
で
全世
界に
放
映さ
れ、
同
時に
広
場

の
学
生
に
も
伝わ
るこ
と
を
意
識し
なが
ら、
大
変なこ
と
をきロっ

た。「
都
小
平同
志は一
昨
年
秋の一
三
期
中
全
会ハ中
央委員総会）
以

来、
第一
線
を
引
退し
た。
に
もか
か
わ
ら
ず、
み
ん
な
が
知っ
て

い
るよ
うに
彼か
らは
離れ
ら
れ
ない。
開国
小
平同
志の
知
識や
経

験か
ら
離れ
ら
れ
ない」

こ
れは、
郵
小
平を
た
た
えて
い
るよ
うで
あり
なが
ら、
い
か

に
い
ま
の
中
国が
都
小
平の
ワ
ンマ
ン
体
制で
あ
る
か
とい
うこ
と

を
訴
えて
い
る。
自
分は
党の
総
書
記で
あるに
もか
か
わ
ら
ず、

すべ
て
を
都
小
平が
握っ
て
い
るこ
と
に
対す
る
趨
紫
陽の
不
満で

あっ
た
の
で
ある。

「そ
し
て
最
も
重
大
な
問
題につ
い
て
は、
郵
小
平
同
志が
すべ
て

決
断
す
るこ
と
に
なっ
て
い
る。
こ
のユュ
1ス
は
初め
て
あ
なた

に
公開
す
る
もの
で
す」

こ
れ
は
大
変
なこ
と
を
言っ
て
い
る、
と
私は
N
H
K
衡
是
放
送

テレ
ピ
の
解
説
を
し
て
い
て
そ
の
と
き
思っ
た。
こ
れ
は、
あ
る
意

味で
は
趨
紫
陽が
追い
詰め
ら
れて
い
て、
最
後の
最
後で
彼が
開

き
直っ
た
こ
と
を
示
す
もの
だっ
た
の
で
は
ない
か。
そ
こ
で、
ビ

デ
オ
を
も
う一
度よ
く
見て
み
る
と、
超
紫
陽は
ーー
も
ち
ろ
んこ

ん
な
大
事なこ
と
を
言うの
に
テレ
ビ
の
画
面
に
向かっ
て
は
しゃ
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元で
ある
党
中
央
軍
事
委員
会と
か、
人
民
解
放
軍の
主
力
事
区で

あ
る
と
か、
中
央
党
学
校と
か、
国
務
院だ
と
か
か
ら
な
だ
れ
現
象

が
起こっ
た
の
で
ある。
そ
して、
郵小
平・
李
鵬に
対
す
る
批
判

が、
ゴ
ルバ
チョ
フ
が
帰っ
た
と
きか
ら
さ
ら
に
大
き
く
なっ
た。

し
か
も、
ゴ
ルバ
チョ
フ
が
帰っ
た
後、
北
京の
務
髄を
任さ
れ

て
い
た
例の
三
八
寧が、
ど
う
も
改
革
派に
呼
応し
て
い
るの
で
は

ない
か
と
見ら
れ
る
勘
きが
ある。
三
八
寧とい
うの
は、
中
国共

産
党の
最精
鋭の
部
隊で
あり、
い
わば
王
様ブ
ラン
ド
の
部
隊で

ある。
「
万
歳軍」
とい
う
別名
も
あるく
らい、
朝
鮮
戦
争、
つ
ま

り
抗米
援
朝
戦
争で
も
大
変な
功
績を
残
し
た
精
鋭
部
隊で
ある。

こ
の
精
鋭
部
隊が
胡
耀
邦の
追
悼
に
参加
し
て
い
る、
とい
うこ
と

が
北
京の
壁
新
聞に
載っ
て
い
る。
とい
うこ
とは、
こ
の
三
八
寧

は
学生に
加
担してい
る、
とい
うこ
と
を
意
味す
る。
こ
れは
大

変なこ
とで
ある。

そこ
で、
都
小
平は
急
逮北
京を
脱
し
て、
一
九
日に
武
漢に
い

き、
二
二
日
ま
で
そ
こ
に
と
どまっ
た。
そ
し
て、
「
自分は
党
中

央
軍
事
委員
会の
主
席で
ある。
俺の
言
うこ
と
を
き
け」
と
わ
め

き
散
ら
す。
こ
の
武
漢の
会
議に
は
七
大
軍
区
か
ら
全
部
馳せ
参じ

た
とい
う
情
報と、
五
大
箪
区し
かこ
な
かっ
た
とい
う
情
報と
が

入り
交じっ
て
い
る。

し
か
も、
一
九
日
夕
方か
らの
党
中
央
悠
大
政
治
局
会
議で
趨
紫

陽が
やっ
つ
け
ら
れ
る。
ど
う
や
ら
軟
禁さ
れ
た
ら
しい
の
だ
が、
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そ
れ
以
来、
今
日
に
い
た
る
ま
で
行
方不
明に
なっ
て
い
る。
中
華

人
民
共
和
国は、
共
産
党が
指
導
する
固だ
と
憲法に
よっ
て
決め

られて
い
る。
その
最
高
責
任
者が
行
方不
明なの
で
ある
か
ら、

本
当に
日
中
友好が
大
事な
らば、
「
趨
紫
陽さん
は
ど
う
し
て
い

る
か」
ぐ
らい
の
こ
と
を
わ
が
国政
府は
言っ
て
もい
い
は
ずで
あ

る。
た
と
え
彼が
い
か
に
間
違っ
て
い
よ
う
と
も、
次の
中
央
委
員

会が
聞か
れ
る
ま
で
は、
共
産
党の
最
高
指
灘
者は
組
紫
陽
な
の

だ。
その
鎗
紫
陽が
行
方不
明に
なっ
て
い
るの
だ
か
ら、
こ
れ
も

大
変なこ
と
で
ある。

彼が
最
後に
出て
きた
の
は、
学
生の
とこ
ろに
降り
て
いっ
た

一
八
日の
夜か
ら一
九
日の
早
朝に
か
けて
で
ある。
彼は
涙
ぐみ

なが
ら
「こ
こ
に
く
る
の
が
遅す
ぎた。
あ
な
た
方の
要
求は
当
然

だ」
と
言っ
て
い
る。
その
日に、
李
鵬は
学
生
と
決
裂し、
趨
紫

陽は
学生
に
加
担
し
て、
学
生に
救
援
を
求め
た
と
言っ
て
もい
い

か
もし
れ
ない。

とこ
ろが
学
生た
ちは
は
じめ
か
ら
趨
紫
陽を
放うた
め
に
今
度

の
運
動を
やっ
たの
で
は
決し
て
ない。
学
生た
ちに
し
て
み
れ

ば、
趨
紫
陽だっ
て
「
官
倒」
で
は
ない
か、
とい
うこ
と
に
な
る

の
だ。
官
倒
とい
うの
は、
幹
部の
特
権
化の
こ
と、
官
僚ブロ
ー

カ
ー
の
こ
と
で
ある。
越
紫
陽の
息
子は
海
南島の
開
発会
社の
責

任
者だ
し、
娘は
北
京の一
流ホテル
の
責
任
者で
あっ
た
り
と、

一
族
全
部が
やっ
て
い
るこ
と
に
対し
て、
学生た
ちは
う
ん
ざ
り

起こっ
た
の
で
あ
ろう
か
ll。
訟は
もう一
つ
の
ド
ラマ
が
進
行

し
て
い
た
の
で
は
ない
か
と
思っ
て
い
る。

つ
ま
り、
戒
厳
令を
結い
た
の
に
北
京の
三
八
寧は
動か
ない。

また、
北
京軍
区
自
体もな
か
な
か
動か
な
かっ
た。一二
八
寧が
属

する
北
京
軍
区が
戒
厳
措
置を
支
持し
た
の
は、
戒
厳
令
施
行
後六

日
闘の
こ
と
で
ある。
こ
れは
大
変
深
刻な
状
況
で
あ
る。
その

上、
二一
日の
午
後、
三
八
箪の
副
句船長が
自
殺
し
て
い
る。
軍
長

は
責
任を
とっ
て、
つ
ま
り
抵
抗の
意
味
も
含め
て
辞
表
を
提
出し

更
迭さ
れ
る、
とい
うこ
と
が
起こっ
て
い
る。

とい
うこ
とは、
戒
厳
令
施
行
後
もか
な
りい
ろい
ろ
な
抵
抗が

起こっ
て
い
たこ
と
を
示
し
て
い
る。
そ
して、
こ
の
時
点に
な
る

と、
箪の
長
老、
耳間
栄
媛、
徐
向
前、
揚
成
武といっ
た
元
帥ク
ラ

ス
の
長
老が
「
人
民
解放
軍は
人
民に
銃を
向
ける
な」
と
言い
出

す。
ま
た、
長
老の
聞か
らは
「
李
鵬・
郵
小
平は
や
り
す
ぎて
い

るの
で
は
ない
か」
とい
う
諌宮が
聞こ
えて
く
る。
こ
の
と
き、

後で
強
硬派
幹
部が
倒い
踏み
を
し
た
と
きに
出て
きた
彰
其も、

か
な
り
批
判
的なこ
と
を
言っ
て
い
た。
ま
た、
陳
雲
もそ
うで
あ

る。
陳
雲・
彰
真は、
「ワンマ
ン
を
許
し
て
は
な
ら
な
い」
と
言

い
出し
た。

都
小平・
李
鵬に
とっ
て
は
ま
す
ま
す
深
刻な
状
況で
あるが、

そこ
で
楊
尚
昆とい
う、
自分の
弟
や
娘
婿
や
甥な
ど
を
寧の
幹
部

に
据
えて
い
る
人
物の
力
に
頼
ら
ざる
を
え
な
かっ
た
の
で
ある。

し
て
い
た
わ
けだ
か
ら、
越
紫
陽は
学生
に
とっ
て
は
救い
の
星で

は
な
かっ
た
の
で
ある。

し
か
し
な
が
らこ
の
時
点で
は、
明
らか
に
趨
紫
陽は
民
主
化
を

パ
ッ
ク
に
巻き
返し
を
図っ
て
い
る。
し
か
もその
波が
大
きく
な

っ
た
とい
うこ
と
が、
緊
急の
事
態を
もた
らし、
一
種の
二
重
政

権
状
況が
生
じた。
そこ
で
結
果
的に
は
越
紫
陽が
破
れ
て
軟
禁
状

態に
さ
れ
た。
こ
の
よ
う
に、
ま
さ
に
食う
か
食わ
れ
る
か
とい
う

状
況の
な
か
で
戒
厳
措
置が
施か
れ
た
わ
けで
ある。
そし
て、
夜

一
一
時か
ら
北
京
市
党・
政・
箪の
緊
急会
識を
聞い
て
そ
れ
を
追

認し
た。
その
時
点で
日
本に
は
北
京が
戒
厳
状
況だ
とい
う
情報

が
入っ
て
きた。
私の
家で
は
こ
の
臼の
夜一
O
時
半か
ら一
一
時

ぐ
らい
に
電
話が
鳴
り
出し
て
い
る。
し
か
しこ
の
時
点で
は
戒
厳

令は
ま
だ
施か
れ
て
い
な
かっ
た
の
で
ある。
戒
厳
令が
正
式に
公

布さ
れ
た
の
は、
翌二
O
日の
午
前一
O
時で
ある。
と
い
うこ
と

は、
戒
厳
措
位が
決まっ
た
に
もか
か
わ
ら．す
｜｜
本
当は
戒
厳
令

を
布
告し
た
ら
学生
を
排
除
しな
ければ
な
らない
の
に
iil一
0

時
間
以上
もたつ
て
か
ら
施
行さ
れ
た
とい
う
とこ
ろに
も、
い
ろ

い
ろ
な
抵
抗が
あっ
たこ
と
が
ほの
み
える。
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党
権
威
の
低
下

そ
れ
で
は、
な
ぜ
六
月三
日か
ら
四
日に
か
けて
流血の
悲
劇が

軍の
近
代
化とは
名ば
か
りの、
非
常に
封
建
的
な
要
素が
残っ
て

い
た
わ
けで
ある。
こ
う
し
た
事
態は、
戒
厳
令を
施
行し
た
ほ
う

に
とっ
て
は、
大
変な
権
威の
失
墜
を
意
味
する。
戒
厳
令を
施
行

し
た
に
もか
か
わ
ら
ず、
療が
言うこ
と
を
きか
ない
わ
けだ
か
ら

：：。
そこ
で、
急
速
年を
あ
ちこ
ちか
ら
動員
するこ
と
に
な
る

の
だ
が、
こ
れ
に
は
時
間が
か
か
る。

そし
て、
六
月
初
旬に
な
る
と、H
北
京は
流
行摘が
は
や
っ
て

い
るH
N
天
安
門広
場は
もの
すご
い
伝
染
病の
巷と
化し
て
い
るH

といっ
た
デて
か
広
め
ら
れ
た。
中
国の
人た
ち、
と
く
に
軍
人は

文
言
率が
高い
し、
三
八
箪の
よ
う
に
北
京の
状
況が
よ
く
わ
かっ

て
い
て
民
主
化の
運
動
もよ
く
知っ
て
い
る
よ
う
な
人
と
違っ
て、

迷信に
と
ら
わ
れてパ
ニ
ッ
ク
を
起こ
す
者が
多
数い
るよ
う
だ。

そこ
で、
実
際に
は
た
くさ
んの
兵士
た
ち
を
地
方か
ら
動
員し

て
二
七
窓に
混
ぜて
い
た
と
思わ
れ
る
（こ
の
二
七
寧の
箪
長は、

さ
きの
綴尚
昆の
甥だ
と
曾わ
れて
い
る〉。
一
説に
は
二
七
軍
と

い
うの
は
石
家
荘
に
本
拠が
ある
と
言
わ
れてい
る
が、
どう
も
図

舎か
ら出て
きた、
北
京の
状
況な
ど
な
に
もわ
か
ら
ない
人た
ち

が
多かっ
た
よ
うで
ある。
そこ
で
彼
らに
か北
京は
乱
暴
狼
蒋、

反
革
命分
子が
暴
乱
を
きわめ
て
い
るH
とい
う
情報を一
方
的に

流し
て、
彼
らに
「
逆賊
を
討て」
と
指
令を
発し
た
の
で
ある。

そし
て、
伝
染
病が
ある
と
言つ
て
は
興
奮剤を
予
防
注
射と
偽っ

て
注
射し
た、
とい
うの
だ
が、
こ
れ
も
あ
り
うる
話
だ
と
思う。
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そ
れは
と
もか
く、
そ
のこ
ろに
は
もう
天
安
門
広
場に
は
学
生

は
い
く
ら
も
残っ
て
い
な
かっ
た。
主と
し
て
地
方の
学生
らが
三

0
0
0
名ほ
ど
残っ
て
い
た
だ
けなの
に、
そ
れ
を
排
除
す
る
た
め

に一
O
万
人
以
上
の
兵士
を
広
場に
突
入
さ
せ、
各
軍区か
ら一、

二
個
師
団の
兵士
を
集め
た
の
で
ある。
と
く
に
機
甲
化
部
隊と
か

技
術
部
隊の
よ
う
な
非
常に
近
代化さ
れた
部
隊まで
動
員して、

北
京の
近
郊まで
合
わ
せ
る
と三
五
万
人
もの
兵
力
を
動
負し
た。

日
本の
自
衛
隊
全
部よ
り
も
多い
の
で
ある。

こ
う
考
えて
く
る
と、
こ
れは
単
に
学
生
を
押さ
える
だ
けの
も

の
とは
思え
ない。
学
生
排
除な
ら、
人
民
武
装
警
察
ハ全
中
国で

一
O
O
万
近い
と
思わ
れ
る）
や
首
都
街
成区の
部
隊が
催
涙
蝉
や

電
気
銃で
処
理
で
きるは
ずで
ある。
に
もか
か
わ
ら
ずそ
ん
な
大

事を
集め
た
とい
うこ
とは、
と
くに
北
京
軍
区
あるい
は
猪
腸
寧

区の
よ
う
な
近
代
的
な
意
識を
持っ
た
軍
区が、
い
まの
都
小
平・

李
鵬
体
制を
見
放しつ
つ
あるの
で
は
ない
か、
とい
うお
そ
れ
も

あっ
た
の
で
は
な
い
だ
ろう
か。
そ
し
て、
すべ
て
に
お
い
て
郵
小

平は
過
去に
自
分が
や
られたこ
と
の
あ
る
恐怖
｜｜
天
安
門
事

件、
文
化
大
革
命の
恐怖
ーーをパ
ネ
に
し
て、
「
あいつ
らは
動

乱
分
子だ」
と
自
己
規
定
するの
で
ある。
そ
し
て、
そ
れ
に
陶
酔

し
て、
絶
対に
迷わ
ない。

こ
う
し
た
状
況の
な
か
で、
六
月二
日、
人
民
解
放
軍の
総
後
動

部に
お
い
て
戒
厳
部
隊出
動の
た
め
の
会議
が
聞
か
れ
た、
と
い

政
府・
外
務
省が
そ
うで
ある
し、
ア
メ
リカ
の
キッ
シ
ン
ジャ
ー

やポ
lル・
ケ
ネディ
な
どは、一
種の
文
明
論にひ
か
れて、「二

一
世
紀は
中
国の
世
紀で
ある」
と
盛
ん
に
言っ
て
い
た。
私は
そ

れ
らの
話
を
聞い
て
い
て、
H一
体どこ
の
国の
話
を
し
て
い
る
の

かH
と
思うこ
と
が
よ
く
ある。
私がこ
の
呂で
見、
いつ
も
考
え、

分
析し
て
い
る
中
国とは
まっ
た
く
違っ
て
い
る
か
らで
ある。

と
れ
に
は
い
ろい
ろ
原
闘が
ある
と
思う。
一
つ
には、
中
聞に

招
待
さ
れた
り、
あるい
は
ア
ドバ
イ
ザ
ー
の
形で
いっ
て、
一
流

ホ
テル
に
泊まっ
て
人
民大
会
堂
か
どこ
かで
二、一一一
日
会
識を
し

て、
観光
地を二、
三カ
所
訪れて
帰っ
て
く
る
か
らで
ある。
こ

う
し
て
大
体一
週
間か一
O間
ぐ
らい
のス
ケジュ
ール
な
らば、

H
中
国は
い
い
とこ
ろだu
と
思うの
は
当
然で
ある。

中
国にいっ
た
ら、
ま
ず
自
分の
足で
地
方を
旅
行し
て
み
て
ほ

しい。
あるい
は
自
分で
北
京
駅に
いっ
て、
一
O
分で
もい
い
か

ら
立っ
て
み
て
ほ
し
い。
すべ
て
の
状
況が
た
ち
どこ
ろに
わ
か
る

は
ずだ。
い
か
に
混
乱が
激
しい
か。
切
符を
買うこ
と
が
い
か
に

大
変で
ある
か。
そ
れは
お
偉い
さ
ん
が
住ん
で
い
る
社
会とは
隔

絶し
た、
と
てつ
もない
社
会なの
で
ある。
外
国人
と
見れば
闇

ドル
買い
が
寄っ
て
く
る。
乞
食も
寄っ
て
く
る。
そ
して、
少し

で
も
切
符が
買え
そ
うだ
と
な
る
と、
ワッ
と
殺到
する。

地
方の
都
市で
も
大
体同じよ
う
な
もの
で
ある。
毎日、
数千

人が
移
動して
い
る。
こ
れは
開
放
政
策の
反
映で
も
あ
る
の
だ

． 

ぅ。
そこ
で
は、
楊
尚昆・
李鵬が
中
心と
なっ
て
制
庄
を
決
め

る。
同
時に、
軍
令状
を
施
行し
て、
こ
れ
に
背い
た
もの
は
軍
法

会
議に
お
い
て
徹
底
的に
処
断
する、
とい
う
形で
お
ど
か
し
て、

さ
きの
よ
う
に
箪を
差し
向
けた
の
で
ある。

こ
う
考えて
く
る
と、
今
度の
事
態は
強
硬派が
非
常に
追い
詰

め
られて
い
たこ
と
を
意
味
する
と
思わ
れ
る。
も
し
彼
らに
余
裕

が
あっ
た
な
ら、
世
界の
自が
見て
い
る
前で
あの
よ
う
な
流
血の

惨を
起こ
さ
な
かっ
た
は
ずで
ある。
も
ち
ろ
ん、
彼
らが
狂っ
て

し
まっ
た
と
言
えば
そ
れ
まで
で
ある
が、
そ
うい
うこ
と
をせ
ざ

る
を
え
な
い
ほ
ど、
い
まの
中
国共
産
党の
体
制は
強
権的
な
鉄
砲

で
し
か
支
え
られ
ない
もの
に
なっ
て
し
まっ
て
い
る
とい
うこ
と

で
ある。
大
衆的
な
基
盤
もほ
と
ん
どな
く、
完全
に
信
頼も
失っ

て
し
まっ
て
い
るの
で
ある。
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きて、
そこ
で、
今回
の一
連の
事
態の
背
景を
指
摘
して
お
き

た
しま

ずな
ん
と
言っ
て
も、
中
国の
経
済
秩
序が
混
乱を
きわ
め
て

い
た、
とい
うこ
と
が
あ
げ
られよ
う。
開
放
政
策に
なっ
て
中
国

の
経
済は
う
ま
くいっ
て
い
る
とい
う
議
論が、
日
本に
も
ある。

と
く
にエ
コ
ノ
ミス
ト
や
銀
行のシ
ン
クタ
ン
ク
の
人
び
と、
日
本

が、
少しで
も
儲
か
る
とこ
ろに
い
こ
う
と、
農
民が
ど
ん
ど
ん
都

市に
出て
い
く。
広
州な
どは、
こ
の
間、
二
百
数
十万
人
も
湖
南

省、
四
川
省か
ら
出て
きて、
パ
ニ
ッ
ク
に
なっ
て
い
る。
そ
れ
に

対して、
鉄
道
や
通信
網は
旧
態
依
然なの
で、
混
乱が
起こ
るの

は
必
歪で
ある。
ま
た、
開
放
経
済を
やっ
た
けれ
ど
も、
経
済の

土
台が
で
きて
い
ない
とこ
ろに、
急
速に
西
側
化して
市
場
原
理

を
入れよ
う
と
し
た
の
で、
混
乱の
ほ
うが
大
きい。

ま
た、
部
小
平の
時
代に
なっ
て
か
ら、
人
民
公
祉
を
解
体し
て

個
人
燥に
し
た
の
だが、
その
た
め
に、
農
産
物の
統一
買い
付
け

価
格
を
大
幅
に
引
き上
げた。
平均三
Oパ
ー
セ
ン
ト
以上
の「
飴」

を
与
えた。
そ
れは
当
然、
国
家財
政の
赤字に
な
る。
国
家財
政

が
赤字に
な
れば、
人
民
元を
大
量に
発
行
する。
その
う
え、
最

近は
外
貨が
ない。
外
貨が
な
ければ、
ま
た
人
民
元
を
発
行
し

て、
閣で
公
定の
四
J
五
倍の
人
民元で
外
貨を
買う。
こ
れは
外

貨
調
整セ
ン
タ
ー
と
言っ
て、
深
測や
上
海で
行わ
れて
い
るこ
と

で
ある。

中間の悲劇とその背祭

そ
う
する
と、
通
貨は
対
前
年
比
三
Oパ
ーセ
ン
ト
近く
も
膨
脹

し
て
い
るの
で、
イン
フレ
どこ
ろで
は
ない。
ス
ーパ
ー
イン
フ

レ
と
雷つ
で
もよ
い。
ち
な
み
に、
こ
の一
月か
ら三
月まで
の
第

I
四
半
期の
イン
フレ
率は
二
八パ
ー
セ
ン
ト。
そ
れ
も、
こ
の
二

八パ
l
セ
ソ
ト
とい
うの
は
言わ
ば
公
定
価
格の
指
標で、
自由
市

場の
価
格は
入っ
て
い
ない
わ
けで
ある
か
ら、
全
体と
して
は
五
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0
1六

Oパ
ー

セ
ン
ト 、

品
物に
よっ
て
は
去
年の
倍 、

二
O
Oパ
ーセ
ン
ト

の
イン
フ
レ
で
あ
る 。

た
し
か
に 、
毛
沢
東
体
制
か
ら
離
脱し
て 、
経
済
は
活
性
化
し

た 。
も
と
も
と
中
国
入
社
会は 、
地
縁・
血
縁の
ネッ
ト
ワ
ー
ク
社

会で 、
そ
の
な
か
で
物を
移
動さ
せ
て
い
る
の
だ
か
ら 、
そ
の
意味

で
は
活
性
化
し
た
け
れ
ど
も 、
別の
見
方
を
す
る
と
会
中
国が
闇
市

経
済に
なっ
て
し
まっ
た 、
と
も
言
え
る 。
す
る
と 、
そ
こ
で
う
ま

く
稼
げ
る
人 、
儲
け
る
人が
出
て
く
る 。
も
と
も
と
中
国
人
は 、
平

等
な
競
争
原
理の
な
か
でマ
ネ
lメ

イ
キ
ン
グ
を
す
るこ
と
につ
い

て
は
寛
大
だっ
た 。
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
い
ま
の
中
国で
は
幹
部の

子
弟
と
か 、
外
国企
業
と
癒
暫
し
た
人た
ち 、
高
級ホ
テ
ル
に
入
れ

る
人た
ち
だ
けが
儲
けて
い
る 。
大
学
を
出て
も 、
き
ちん
と
し
た

企
業に
勤め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い 。
コ
ネ
が
な
け
れ
ば
ダメ
な
の

で
あ
る 。
こ
うい
う
社
会が
い
い
社
会
で
あ
る
は
ずが
な
い 。

私は
ずっ
と
そ
う
い
う
目で
中
国を
見て
きた 。
だ
か
ら 、
どこ

に
火
をつ
けて
も
燃
え
上
が
る
の
で
は
な
い
か 、
と
思っ
て
い
た 。

も
し
中
国で
み
ん
な
が
み
ん
な
経
済に
猫
足
し
て
豊
か
に
なっ
て
い

た
の
だ
と
し
た
ら 、
こ
の
よ
う
な
事
態が
起こっ
た
だ
ろ
う
か 。

そ
の
観
点で
政
策
論
を
論
ず
れば 、
越
紫
陽
型の
急
速
な
自
由
化

よ
り
も 、
陳
雲
路
線に
よ
る
と
こ
ろの
縮
小
均
衡
で 、
枠
組み
を
守

り
な
が
ら
少し
ずつ
自
由
化
し
て
い
く
と
い
う
選
択
肢
が
あ
り

え
た

と
思う 。
し
か
し 、
都
小
平
の
鶴の
ひ
と
戸で
すべ
て
が
決ま
る
と

一
O
O
I

せ
ば
い
い
きH
と
い
う
考
え
だっ
た
と
思
う 。
そ
の
人
た
ち
が 、
八

年
後に
容
渇か
中
国に
回
収
さ
れ
る
と
い
うこ
と
か
ら 、
「
今
日の

北
京は
明
日の
香
港」
と
考
えて 、
は
じ
め
て
明
確な
政
治
意
識
を

持っ
て
立
ち
上がっ
た 。
い
わ
ば
は
じ
め
て
植
民
地
根
性
を
脱
し

た 、
と
い
うこ
と
で
あ
る 。

こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持っ
て
い
る 。
今
後
も
中
国が
恐

怖
政
治
をつ
づ
けて
い
け
ば 、
イ
ギ
リス

の
サッ
チ
ャ
1

首
相
も
非

常に
強い
姿
勢で
批
判し
て
い
る
の
で 、
香
港の
将
来につ
い
て
も

考
え
直
すべ
き
だ 、
と
い
う
意
見が
出て
く
る
可
能
性
も
あ
る 。
ま

た 、
立
ち
上
がっ
た
人た
ちが
い
ま
の
中
国を
見て 、「
中
国に
は
戻

さ
れ
た
く
な
い」
と
言い
出
して 、
政
治
的な
運
動を
起こ
す
可
能

性
も
否
定で
き
な
い 。
英
中
交
渉は 、
香
港の
住
民の
意
思
を
素
通

り
し
て
サッ
チャ
！
と
都
小
平が
決め
た
もの
な
の
だ
か
ら；：： 。

さ
ら
に

H
組
問は
こ
れ
で
い
い
の
かu
と
い
う
切
実
な
気
持
ち

が 、
東
南ア
ジ
ア
の
華
僑
社
会
に
も
広
がっ
て
いっ
た
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る 。

台
湾は
ど
う
か 。
台
湾は
た
と
え
ば
文
化
大
革
命の
と
き
は

w
あ

れ
は
共
産
主
義の
国の
災害
だu
と
冷
限
視し
て
い
た
と
思
う 。
本

来
な
ら
ば 、
今
回
もこ
こ
ぞ
と
ば
か
り

に
反
共
宜
伝
を
す
れ
ば
い
い

の
に 、
も
う
そん
な
こ
と
は
言っ
て
い
ら
れ
な
い 。
む
し
ろ 、
ρ

自

分
た
ちの
同
胞が
気の
毒
だH
と
い
うこ
と
に
なっ
た 。
い
ま
の
台

湾は
李
章
輝
総
統と
い
う

大
変
開
明
なス
テ
l
ツマ
ン
の
下
に 、
経

い
う
体
質に
おい
て
は 、
そ
う
し
た
凶
放
政
策の
な
か
で
広
がっ
た

水
平
的な
意
識 、
聞
か
れ
た
意
識に
対
し
て 、
縦
か
ら
押
さ
えつ
け

よ
う
と
す
る
力が
働
く
の
は 、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
っ

た 。
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武
力
鎮
圧
の
衝
撃

こ
う
見て
く
る
と 、
今
回
の
事
態は
中
国の
行
方
を
予
測
さ
せ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
一
連の
行
動を
通
じて 、
そこ
に
は
い
ろ

い
ろ
な
特
徴が
あ
る
と
思
う 。

ま
ず 、
民
主
化の
波が
北
京だ
け
で
な
く 、
あっ
と
宮
う
聞に
全

国に
広
がっ
て
いっ
た 、
と
い
うこ
と
が
あ
る 。
上
海 、
西
安 、
成

都 、
ハ
ル
ピ
ン
と 、
い
た
る
と
こ
ろ
に
民
主
化の
運
動が
進ん
で
い

っ
た 。
ほ
ん
の
ひ
と
握
りの
もの
が
繰
ろ
う
と
し
た
ら 、
と
う
は
い

か
な
かっ
た
で
あ
ろ
う 。
そ
れ
ほ
ど 、
中
国
社
会
に
対
す
る
欲
求
不

満
が
大
き
かっ
た 、
と
言
え
る 。

第二
に 、
こ
の
運
動の
波が
海
を
越
えて
国
境
を
越
え
て 、
香
港

に
ま
で 、
さ
らに
海
外
各
地
に
ま
で
波
及
し
たこ
と
で
ある 。
香
港

の
五
五
O
J

六
O
O
万の
人
口
の
う
ち 、
二
O
O万
人が
デモ
に
参

加
し
た 。
こ
れ
は
大
変
なこ
と
で
あ
る 。
も
と
も
と
香
港の
人た
ち

は
明
日の
こ
と
を
考
え
な
い 。
そ
の
日
暮
ら
し
で 、
お
金
が
儲
か
れ

ば
い
い
と
い
う

意
識
が
強
かっ
た 。

Hい
ざ
と
なっ
た
ら 、
逃げ
出

公
開
謙
虚
の
ご
案
内

当
研
究
所
で
は
活
動の一
環
と
し
て 、
当
大
学の
学
生 、
O

B
な
らび
に一
般の
方々
を
対
象に
し
た
公
開
講
座
を
開
鯵
致

し
て
お
り
ま
す 。

今
回
は
左
記の
テ
1マ

で
講
座
を
聞
きま
す 。

記国
際
航
空ショ
！
と
米ソ
欽の
角
逐

鍛
治
壮一
氏

（
航
空
評
論
家）

平
成
元
年
九
月二
九
日
（
金〉

午
後二
時
J

四
時

拓
殖
大
学
著
荷
谷
校
舎
E
館
四
階

四
O一
教
室

（
地
下
鉄
丸ノ
内
線
著
荷
谷
駅
徒
歩一二
分〉

二
O
O
円

－T川
東
京
都
文
京
区
小
日
向一一一l
四l一
四

拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所

ぎ
〈
九
四
七〉一一一一
六一

内
線一
四
七
回

－
テ
l

・
講

師 マ

日

時

・
会

場

－
B
加
費

・
問
合せ
先
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済
的
に
も
大
変
発
展
し
て
い
る
し 、
政
治
改
革
も
進
ん
で
い
る
の

で 、
そ
う
い
う
余
裕
が
あ
る
の
だ
と
思
う 。
こ
こ
に
も
従
来
と
は
違

っ
た
意
識
が
出
て
き
た
の
で
あ
る 。

ま
た 、
東
京
の
学
生
に
つ
い
て
も 、
台
湾
か
ら
き
た
も
の
も 、

香

港
か
ら
き
た
も
の
も 、
大
陸
か
ら
き
た
学
生
と一
諸
に
な
っ
て
デ
モ

に
参
加
し
て
い
る 。
そ
こ
に
は 、
か
つ
て
の
よ
う
な

H
お
ま
え
は
台

湾u
H

俺
は
香
港M

M
彼
ら
は
共
産
主
義
の
国
の
人u
と
い
う
区
別
は

感
じ
ら
れ
な
い 。
一
種
の一
体
感
が
出
て
き
た 、
と
言
っ

て
も
良

い 。
績
浜
の
中
華
街
で
も 、
ま
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も 、
パ
リ 、
ロ

ン
ド
ン
で
も
と 、

民
主
化
へ
の
連
帯
の
輪
が
全
世
界
に
広
が
っ
て
い

っ
た 。
ま
さ
に
新
し
い
中
国
人
の
ヨ
コ

社
会
的
な
ニ
ュ
l
・
ウ
ェ
ー

ブ
が
全
世
界
に
拡
大
し
て
い
っ

た 、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う 。

こ
れ
は
は
じ
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
私
は 、
こ
う
し

た
水
平
的
な
広
が
り
の
ニ
ュ
l
・
ウ
ェ
ー
ブ
が 、
今
後
の
中
国
に
い

ろ
い
ろ
な
意
味
で
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
思
う 。
当
面
は 、
中
国

の
指
導
者
は
誰
が
な
ん
と
言
お
う
と
「
護
食
わ
ば
血
ま
で」
で
盲
目

的
に
突
っ

走
っ
て
い
る
が 、
将
来
の
中
国
に
思
い
を
い
た
す
と
き

に 、
こ
の
動
き
は
中
国
社
会
を
作
り

替
え
る
方
向
に
働
く
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か 。

さ
ら
に 、
学
生
た
ち
の
聞
か
ら 、
あ
る
い
は
今
度
の
民
主
化
に
立

ち
上
が
っ

た
人
た
ち
の
な
か
か
ら 、
た
と
え
ば
チ
ベ
ッ
ト

問
題
へ
の

関
心
も
大
い
に
出
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る 。
世
間
で
は
あ
ま
り

気

メ
1

ジ
が
と
り

か
え
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
傷
つ
く

か
も
し
れ
な
い
と

い
う
そ
の
前
に 、
な
ぜ
最
大
の
外
交
努
力
を
し
な
か
っ

た
の
だ
ろ

う 。
そ
れ
は
内
政
干
渉
な
ど
で
は
決
し
て
な
い 。

岡
本
は
経
済
的
に
は
中
国
と一
番
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
だ
か

ら 、
外
交
的
に
も
「
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら 、

日
中
関
係
も
ズ

タ
ズ
タ
に
な
る
し 、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
も
な
り
ま
せ
ん
よ」
と

な
ぜ
ひ
と
こ
と
言
え
な
か
っ

た
の
か
：：
： 。
リ
ク
ル
ー
ト

事
件
で
そ

れ
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ

た
と
曾
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が 、
で

は
外
務
省
は
な
に
を
し
て
い
た
の
か 。
は
じ
め
か
ら
学
生
た
ち
の
運

動
を
過
小
評
価
し
て 、
大
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た

の
だ 。
こ
う
し
た
対
中
姿
勢 、

基
本
的
に
は
日
本
の
「
対
中
国
位

〈
く
ら
い）
負
け
外
交」
の
欺
硝
性
が
問
わ
れ
た 、
と
言
っ
て
も
良
い

と
思
う 。
な
に
か
中
閣
に
言
わ
れ
た
ら 、
す
ぐ
に
頭
を
下
げ
て 、
借

款
を
増
や
し
て
そ
の
場
を
糊
塗
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
は 、
日
中

関
係
は
も
は
や
立
ち
い
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。

い
ま
や
わ
が
国
は 、

中
国
の
広
範
な
人
び
と 、

民
主
化
に
立
ち
上

が
っ

た
学
生 、
知
識
人
や
留
学
生
た
ち
か
ら
も 、
非
常
に
不
信
感
を

持
っ
て
見
ら
れ
て
い
る 。
ま
た 、
西
側
諸
国
か
ら
も
よ
体
日
本
は

な
に
を
し
て
い
る
の
か 。
経
済
が
よ
け
れ
ば
民
主
や
人
権
な
ど
は
ど

う
で
も
い
い
の
かu
と 、
根
本
的
な
姿
勢
を
問
わ
れ
て
い
る 。

三
番
目
に 、
サ
ミ
ッ
ト

を
間
近
に
控
え
て 、
西
側
の一
員
と
し
て

少
し
は
同
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 、
第
三
次
円
借
款
は
凍
結

． 

づ
か
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が 、
チ
ベ
？
ト

に
は
相
変
わ
ら
ず
戒
厳
令

が
施
か
れ
て
い
て 、
大
変
な
抑
圧
状
態
に
あ
る 。
従
来
の
中
国
人
だ

と 、

自
分
た
ち
の
民
主
化
は
求
め
て
も 、
こ
と
チ
ベ
ッ
ト

問
題
に
つ

い
て
は
「
あ
れ
は
漢
民
族
が
統
治
し
な
く
て
は」
と
言
っ
て
い
た 。

と
こ
ろ
が 、
そ
の
人
た
ち
が
は
じ

め
て
チ
ベ
ッ
ト

人
の
こ
と
を
意
議

す
る
こ
と
に
な
っ
て 、
将
来
の
中
閣
を
共
産
党
の
独
裁
体
制
を
作
り

替
え
る
な
か
で
チ
ベ
ッ
ト

人
の
こ
と
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い 、

と
よ
う
や
く
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た 。

郵
小
平
の
明
日
が
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
が 、
い
ま
の
強
権
体

制
が
こ
れ
か
ら
さ
き
五
年 、
一
O
年
も
も
っ
と
は
思
え
な
い
の
で 、

こ
う
し
た
ニ
ュ
l
・
ウ
エ
ー
ブ
が
中
閣
の
将
来
に
希
盟
を
も
た
ら
し

つ
つ
あ
る 、

16 

と
震
え
よ
う 。

わ
が
国
の
対
応
は
正
し
か
っ
た
の
か

最
後
に
な
っ

た
が 、
こ
う
し
た
な
か
で
日
本
は ．と
う
し
た
ら
良
い

か

｜｜ 。
私
は 、
｛子
野
政
権
の
対
応
は
非
常
に
ま
ず
か
っ

た
と
思

う 。
そ
も
そ
も
字
野
さ
ん
は
就
任
早
々 、
「
日
本
は
か
つ
て
の
戦
争

責
任
が
あ
る
の
で 、
ア
メ
り
カ
な
ど
と
は
同一
行
動
は
と
れ
な
い」

と
言
っ
て
い
た
が 、
こ
れ
は
ま
っ

た
く
次
元
の
違
う
問
題
で
あ
る 。

わ
れ
わ
れ
は
な
に
も
血
塗
ら
れ
た
政
権
に
負
い
目
は
な
い
し 、
本
当

に
日
中
友
好
が
大
事
な
ら
ば 、
学
生
た
ち
が
虐
殺
さ
れ 、
中
国
の
イ

す
る
と
は
言
っ
て
い
る
が 、
い
ま
さ
ら
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
遅

い 。
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら 、
今
度
は
李
鵬・
都
小
平
ら
か
ら
恨
ま

れ
る 。
い
わ
ば
三
重
の
意
味
で 、
日
本
外
交
は
後
手
後
手
に
回
っ
て

い
る 。
こ
と
の
と
こ
ろ
を
私
た
ち
は
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
う 。

ハ
な
か
じ
ま
み
ね
お
・

東
京
外
国
語

大
学
教
授
V

－本橋
は

、

本
年
六
月
二一－一
日
に
行
わ
れ
た
当
研
究
所
公
開
前
座
に
お
け
る
筆
者
の

総帥酬

を滋
還
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お

、

筆者
は
今
回
の
事
件
に
関

し

て 、
『
中

国
の

惣劇
』
（
禽
後
社
〉

と
題
す
る
新
著
を
型
作
さ
れ
た
の
で

、

是
非
怠
照
さ
れ

た
い
。

ハ
綴
集
部
）

中国の館側とその背景'7 



ISSN 0453-0950 

JS勝
間

必URNAL9fW町也D AFFAIRS 

� 
。；

海外.情〔平成元年9月号〕目次

． 

拓殖大学海外事情研究所

特集・ゴルバチョフ訪中と中国変動
． 

ゴルバチョフ肪申と最近の申ソ関係一一岡田

． 

中ソ対立とその収拾の史的経緯一一野村

． 

中国の悲劇とその背景一一中鴎韻雄

． 

人民解服軍とはなlこか一一伊達宗艶

． 

申ソ接近とASEAN－松井和久

． 

チベット問題入門（中〉一一酒井信彦

． 

FSX問題と日米関係一一仲田

． 

申国の石油産繁一一中鴎誠一

昭

進

問。

特集Hゴルバ
チョフ防中と

中国由民動

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
訪
中
と
最
近
の
中
ソ
関
係

：J
i－－
：：：
：：

岡
田

昭

2 

中
ソ
対
立
と
そ
の
収
拾
の
史
的
経
緯：：：：：：
j
i－－
：
j
i－－

野
村

進

19 

中
国
の
悲
劇
と
そ
の
背
景
・
j
i－－－：
j
i－－
j
i－－：：：：：・：：

中
嶋
顕
雄

人
民
解
放
軍
と
は
な
に
か

中
ソ
接
近
と
A
S
E
A
N

． 

42 

伊
達
万言

義

58 

松
井
和
久

67 

チ
ベ
ッ
ト

問
題
入
門
（
中）：：：
j
i－－：
j
i－－
J
J・－－
j
i－－
：

酒
井
信
彦

85 

F
S
X
問
題
と
日
米
関
係
：
j
i－－
：
j
i－－
・：
：：：・：：：

仲
田

両日

98 

話
伽
中
国
の
石
油
産
業：：
；：：
j
i－－－：：：：J
i－－・：：：
：：
：

中
嶋
誠一

． 

－一ュ
lスレタl／東ドイツ

研究紹介／中国
幻

120 

84 


