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中
嶋
一
九
八
九
年
は、
現
代
史

の
上
で
画
期
的
な
転
換
の
年
で
あ
’

る。
そ
れ
は
二
つ
の
こ
と
に
象
徴
さ’

れ
る。
一
つ
は、
自
由
と
λ
権
を
も

た
ら
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
二
百
年

と
い
う
年
広、
中
国
の
天
安
門
事
件

が
起
き
た。
も
う一
つ
は、
ハ
ン
ガ

リ
ー
な
ど
の
よ
う
に
社
会
主
義
が
内

部
的
崩
壊
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
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フ
ラ
ン
ス
革
命
の
自
由、
人
権
な

ど
は
す
ば
ら
し
い
が
そ
の
背
景
に
は

血
の
犠
牲
が
あっ
た。
天
安門
事件

な
ど
を
み
る
と、
血
な
ま
ぐ
さ
い
革

命
の
負
の
部
分
が
受
甘
継
が
れ
て
き
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今
た
の
で
は
な
い
か
と
思
うベ
、

人
類
は、
い
ま、
社
会
主
義
国
家

を
体
験
し
た
こ
と
に
よっ
て、

革命
権
思
想
を
生
ん
だ
こ
の
革
命
の
意
味
多
々
あ
る。
説
則
叫仏
革
命刊
箭
の

に
つ
い
て
言
及
し
た
い。
仏
革
命
の
状
態
に
戻
ら
ぬ
た
め
の
努
力
を
惜
し

精
神
が
ご
世
紀
を
経
て
こ
の
問、
営
ん
で
は
な
ら
な
い。

々
と
受
け
継
が
れ
世
界
に
一ぬか
り
歴

渡
辺
仏
革
命
の
最
中、
人
々
は

史
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
い
か
な
る
服
装
を
身
に
つ
け
て
も自

点だ。

由
で
あ
る、
と
の
政
令
が
出
さ
れ

フ
ラ
ン
ス
で
は

政府部
内
に
「
人
た。
毎
春、
中、
高
校
生
の
校
則
に

権
及
び
女性
の
権
利」
を
守
る
た
め
よ
る

服装規
制が
新
聞
の
投
書
欄
を

の
専
門
の
担
当
大
臣
が
い
る。
つ
ま
に
ぎ
わ
す
た
び、
こ
の
政
令
を
思
い

り
人

権意識
を
め
ぐ
る
不
断
の
努
力
出
す。
い
つ
も、
結
局、
人
権
問
題

「

天

安

門
」

は

負

の

遺

産

国
家
は
非
常
に
コ
ス
ト
が
か
か
り、

自
由
も
人
権
も
ほ
と
ん
ど
実
現
し
な

い
と
い
う
こ
と
を
教
訓
と
し
て
学
ん

だ。
東
西
関
係
は、

西側
の
勝
利
で

ほ
ぼ
勝
負
が
つ
い
た。

い
ま
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
光
の
部

分
が
影
の
部
分
を
照
ら
し
だ
す
こ
と

に
よっ
て、
二
十一
世
相
を
導
こ
う

と
し
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う。
そ
し
て、
二
十一
世
紀
は
革
命

で
は
な
く、
リ
フ
ォ
ー
ム
が
大
き
く

で
て
く
る
の
で
は
な
い
か。

フ
ォ
ン
テ
l
ヌ
革
命
の
負
の
部

分
に
関
す
る
中
嶋
さ
ん
の
指
摘
は
確

か
に
そ
う
だ
と
思
う。
が、
私
は
人

日本
は
「
ら
し
さ」
が
尊
重
き
む
考
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
い。

る
均
質
化
志
向
の
社
会
だ。
「
ら
し

司
会
そ
れ
で
は
質
疑
応
答
に
入

さ」
は、
集
団
を
ま
と
め、
一
つ
の
り
ま
す。

こ
と
に
あ
た
る
時、
す
ば
ら
し
い
力

合
田
英
国
の
サ
ッ
チ
ャ
l
首相

を
発
揮
す
る
が、
当
然、
「
ら
し
く
が
最
近
「
現
在
ソ
連
で
起
き
て
い
る

な
い
も
の」
を
厳
し
く
排
除
す
る。

こ
と
こ
そ
革
命
で
あ
っ
て、
一
九一

だ
か
ら、
切
り
捨
て
ら
れ
る
も
の、

七
年
に
起
き
た
の
は
ク
ー
デ
タ
ー

少
数
者
の
立
場
に
立
つ
思
考
が
欠
如
だ」
と
発
言
し
て
い
る。
ど
う
思
う

し
て
い
る。
代
用
監
獄
の
問題
な
ど
か。

が、
国
連
の

人権一審員
会
で
取
り
上

フ
ォ
ン
テ
i
ヌ
一
九一
七
年
の

げ
ら
れ
国
際
的
反
ボ
ル
シェ
ビ
キ
の
革
命
は、
ク
l
デ

響
も
大
き
い
が、

タ
ー
と
考
え
て
い
い。
当
時、
レ
l

圏
内
の
世
論
が
盛
ニ
ン
が
率
い
る
党
の
党
員
は
ほ
ん
の

り
上
が
ら
な
い
の
わ
ず
か
だっ
た。
そ
の
後、
運
動
が

広
が
り、
最
終
的

に
は
国
民
の
意思

渡

辺

氏

を
代
表
す
る
を

なっ
た
が。

黒
川
自
由
は

選
択
の
可
能
慢
か
あ
る
時
に
生
き
て

く
る。
世
界
で
は
選
択
の
自
由
が
な

い
国
も
あ
る。
発
展
途
上
国
な
ど
で

は、
先
進
国
で
可
能
な
自
由
と
人
権

が有効
な
も
の
だ
ろ
う
か。

シ
フ
タ
l
歴
史
を
振
り
返っ
て

み
る
と、
個
人
の
権
利
ゃ
い
か
な
る

政
治
体
制
か
ら
も
自
由
で
あ
る
権
利

は
必
要
だ。
経
済
開
発
がど
の
程
度

で
あっ
て
も
だ。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
障

の
最
初
の
自
由
社
会
は
十
三
世
紀
の

ス
イ
ス
だ
が、
生
活
水
準
は
低
かっ

中

嶋

氏

異

質

排

除

す

る

日

本

が
行
わ
れ
て
い
る。
一
方、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
各
国
は、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
権
宣

言
の
理
念
の
確認
を
い
ま
だ
に
怠
る

と
と
な
く
続
け
て
い
る。

か
た
や
東
欧
諸
国、
中
南米
な
ど

に
見
る
世
界
的
な
民
主
化へ
の
動
き

も
ま
た
人
権
思
想
に
よ
り
ど
こ
ろ
を

持
つ。し

か
し
中
国
の
事
情
ほ
か
世
界
に

は
不
平
等、
貧
困
な
ど
を
背景
に
し

た
人
権
を
脅
か
す
要
素
が
現
実
に
は
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は、
そ
の
せ
い
だ。

「
ら
し
さ」
の
社
会
は、
個
人
の

側
で
い
ろ
と、
自
由
の

行使や
権
利

の
享
受
も
暗
黙
の
う
ち
に
自
己
規
制

さ
れ
た
も
の
に
甘
ん
じ
る
こ
と
に
な

る。
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
が、
「
表
現

の
自
由
は
カ
ッ
コ
に
く
く
ら
れ
て
し

まっ
た
よ
う
だ」
と
表
現
し
た
昨
年

秋
の
日
本
の
状
態
が
そ
れ
そ
象
徴
し

て
い
る。
日
本
の
富
と
繁
栄
の
陰
に

あ
る
自
由
と
人
権
の
問
題
を、
私
は

る
抵
抗
権、
主
権
在
民、
参
政

権、
思
想・
信
条
の
自
由
な
ど
で

あ
る。
宣
言
の
内
容
に
も
ま
し
て

驚
く
べ
き
こ
と
は、
こ
の
宣
言

統
理
論
か
ら
離
れ
始
め
た
こ
と
し
て
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い

は、
注
目
に
値
す
る。
彼
ら
は
現一
る。
た
だ、
民
主
主
義
に
は
時
と

実
の
経
験
を
通
し
て、
人
間
の
本
し
て
多
数
に
よ
る
専
横
の
危
険
性

性
と
マ
ル
ク
ス
主
義
が
両
立
し
な
も
あ
る。
い
か
な
る
民
主
主
義
国

立
脚
し
た
社
会
こ
そ、
人
間
の
要

求
に
よ
り
よ
く
こ
た
え、
よ
り
多

く
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
だ。

た。
ア
メ
リ
カ
も
厳
し
い
自
然
条
件一

の
中
で
自
由
な
社
会
を
築
い
た。
今

日
の
ア
フ
リ
カ
を
み
る
と、
ボ
ツ
ワ

ナ
で
は
民
主
主
義
が
生
ま
れ
て
い

る。
生
活
水
準
の
高
い
平
和
的
な
社

会
だ。民

主
主
義
で
は
な
い
国
の
多
く
の

指
導
者
は、
も
う
少
し
豊
か
に
な
ら

な
い
と
民
主
主
義
は
で
き
な
い
と
い

う。
こ
れ
は
反
対
だ。
経
済
欄
発
そ

待
つ
の
で
は
な
く、
貧
し
く
て
も
民

主
主
義
を
確
立
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い。

中
嶋
天
安
門
事
件
後
も
改
革
は

続
け
る、
開
放
政
策
を
維
持
す
る
と

し
て
い
る
が
私
は
信
じ
て
い
な
い。

民
主
他
要
求
勢
力へ
の
対
応
を
見
て

も、
当
面、
政
治、
経
済
的
に
強
固

な
引
き
締
め
が
行
わ
れ
る
と
予
想
さ

れ
る。
だ
が、
そ
れ
で
中
国
が
歴
史

の
大
き
な
流
れ
の
中
で
逆
流
と
な
ら

ず
に
近
代佑
を
達
成
で
き
る
か
ど
う

カ
経
済
的
に
は
ソ
連
よ
り
は
る
か
に

国
民
に
経
済
的
自
由
を
認
め
た
東
独

か
ら、
今
多
数
が
西
独
に
脱
出
を
図

ろ
う
と
し
て
い
る。
時
代
は
も
は

や、
社
会
主
義
国
の
民
衆
が
経
済
的

自
由
だ
け
で
は
満
足
し
な
く
な
づ

た、
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
認識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

と、
つ
ま
り
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
普

遍
的
世
界
か
ら
国
民
国
家
を
も
ぎ
取

る
の
で
あっ
た
と
す
れ
ば、
現
在
は
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