
特
集

ア
ジ
ア
新
時
代
を

問う

新

し

い

秩

序

と

ほ

鍵
に
ぎ
る
中
国・
朝
鮮
半
島

16・

中

嶋

嶺

雄

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
震
源
地
と
し
て
起
こ
っ
た
冷
戦
の
終
震
と
社
会
主
義
の
変
貌
は、
ア
ジ

ア
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
が。
天
安
門
事
件
か
ら一
年
を
経
て、
表
面
的

に
は
い
さ
さ
か
の
動
揺
も
見
せ
よ
う
と
し
な
い
中
因。
一
進一
退
を
繰
り
返
す
朝
鮮
半

島
南
北
の
歩
み
寄
り。
「
ド
イ
モ
イ」
と
い
う
改
革
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
ベ
ト
ナ
ム。

一
方
で、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
の
終
駕
を
待つ
て
は
い
ら
れ
な
い
と
ば
か
り
に
東
欧、

ソ
述、
中
国
と
の
積
極
外
交
を
急
ぐ
N
I
E
S
諸
国。

11
混
沌
か
ら
多
様
性
へ
と
向

か
い
つ
つ
あ
る
ア
ジ
ア
の、
二
十一
世
紀
へ
向
け
た
国
際
関
係
を
展
望
す
る。

アジ
アに
お
け
る

新
しい
国
際
関
係の
誕
生

冷
戦が
終
駕
し
た
時
代
の
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係

を
考
え
る
と、
次
の
三
点
が
大
き
く
クロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
る
と
思
い
ま
す。

一
つ
は、
か
つ
て
見
ら
れ
な
かっ
た
国
際
関
係

が
ア
ジ
ア
に
登
場
し
た
こ
と
で
す。

今
ま
で
の
冷
戦
の
論
理
で
説
明
で
き
る
国
際
関

係
は、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た。

ま
ずヨ
ーロ
ッ
パ
で
発
生
し
た
冷
戦
が
飛
び
火

し
て、
ア
ジ
ア
は
朝
鮮
戦
争
と
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と

い
うこ
つ
の
大
き
な
戦
争
（
熱
戦）
を
経
験
し
ま

し
た。
ア
ジ
ア
に
は
本
来、
多
様
な
国
が
存
在
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
第二
次
大
戦
後
は
東

西
両
陣
営
に
分
か
れ
て、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
の
指

導
下
に
お
け
る
国
際
関
係
が
中
心
を
成
し
て
き
た

わ
け
で
す。
こ
れ
に
加
え
て一
九
六
0
年
代
か
ら

は、
東
側
が
二
つ
に
割
れ
る
と
い
う
事態
が
起
こ

り
ま
し
た。
つ
ま
り
中
国
と
い
う
存
在
が
非
常
に

強
く
自
己
主
張
し
は
じ
め
る
こ
と
に
よっ
て、
中

ソ
対
立
が
表
面
化
し、
あ
る
意
味
で
中ソ
冷
戦
的

な
状
況
が
約三
十
年
間
続い
た
の
で
す。
そ
の
結

果、
米
中
ソ
と
い
う
三
極
構
造
が
ア
ジ
ア
に
出
現

し
ま
し
た。
ソ
連
を
共
通
の
敵
と
す
る
ア
メ
リ
カ

と
中
国
が
手
を
結
ぶ
と
い
っ
た
外
交
術
に
象
徴
さ

れ
る
「
冷
戦
の
論
理」
で
国
際
関
係
を
説
明で
き

た
の
は、
こ
の
時
期
ま
で
で
す。

と
こ
ろ
が、
八
0
年
代
後
半
か
ら、
特
に
経
済

的
な
理
由
で
米
ソ
の
冷
戦
が
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な

く
な
り
ま
し
た。
ア
メ
リ
カ
も
ソ
連
も
ア
ジ
ア
の

ス
ー
パ
ー
パ
ワ
l
た
り
え
な
く
な
っ
た
わ
け
で

す。
新
し
い
国
際
関
係
は
こ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す

が、
そ
れ
は
皮
肉
に
も、
韓
国
に
中
国
のハ
イ
ジ

ャ
ッ
ク
機
が
降
り
立っ
た
事
件
が
契
機
に
なっ
た

の
で
す。
韓
国
と
中
国
は
た
い
へ
ん
近
い
存
在
で

あっ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
従
来
は
交
流
が
な
か

っ
た
の
で
す
が、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
を
きっ
か

け
に、
中
韓
関
係
と
い
う
新
し
い
国
際
関
係
が
登

場
し
ま
し
た。
中
韓
関
係
は、
庇
泰
愚
政
権
の
北

方
外
交
の
目
玉
商
品
の一
つ
と
し
て
た
い
へ
ん
重

要
な
国
際
関
係
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す。

同
時
に
韓
国
は、
最
近
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ・
庇

泰
愚
会
談
の
よ
う
に、
積
極
的
に
共
産
圏
外
交
を

展
開
し
て
い
ま
す。
ソ
韓
関
係
な
ど
は
従
来
の
ア

ジ
ア
の
国
際
関
係
に
は
な
かっ
た
も
の
で
す。

一
方、
N
I
E
S
で
現
在
もっ
と
も
成
績
が
よ

い
台
湾
も、

和極
的
な
外
交
政
策
を
展
開
し
て
い

ま
す。
人
口
わ
ず
か
二
千
万
人
で、
大
陸
の
六
O

分
の一
と
い
う
小
さ
な
存
在、
し
か
も
国
際
社
会

で
孤
立
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

台
湾
の
貿
易
総
額
は
日
本
の
四
分
の一
以
上
に
ま

で
伸
び
て
お
り、
外
貨
準
備
高
は
品
近、
瞬
間
的

に
で
は
あ
り
ま
す
が、
日
本
を
抜
い
て
世
界
第一

位
に
な
り
ま
し
た。
最
近
で
は
東
欧
に
も
投
資
し、
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中
的
出剛
縦

な
か
じ
ま

み
ね
お

一

九
三
六
年
長
野
山同
生
ま
れ 。

双山
以
大

学
大
学
院
修
了 。
東
京
外
閃
語
大
学
教
綬 、

凶
際
関
係
論 、

現
代
中
同
学 、

ア
ジ
ア
地

域
研
究 。

主
去
に
『

北
京
烈
烈』
『

逆
説
の

ア
ジ
ア』
『

中
国
の
悲
劇』
『

中
国
革
命
と

は
何
で
あ
っ
た
の
か』

な
ど 。

ソ
連
と
の
貿
易
も
増
加
し
て
い
ま
す。
そ
し
て
も

ち
ろ
ん
中
国
と
も、
天
安
門
事
件
に
も
か
か
わ
ら

ず、

今年
は
百
万
人
も
の
同
胞
が
大
陸
を
訪
れ
る

で
し
ょ
う
し、
延
べ
に
す
る
と
も
う
二、
三
百
万

人
が一
度
は
渡
航
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す。

さ
ら
に
は
北
朝
鮮
と
の
経
済
関
係
も
芽
生
え
よ
う

と
し
て
い
ま
す。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は、
冷
戦
時

代
に
は
まっ
た
く
考
え
られ
な
かっ
たこ
と
で
す。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と、
冷
戦
構
造
の
大
き
な

枠
組
み
が
崩
れ
て
い
く
の
に
と
も
なっ
て、
ア
ジ

ア
諸
国
が
主
体
的
で
多
様
な
動
き
を
展
開
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す。
ア
ジ
ア
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
は、
こ
の
よ
う
な
各
地
域
の
相
互
依
存
関
係
の

網
の
目
が
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
き
た
こ
と
に
よっ

て
生
じ
て
い
る
の
で
す。

国
家
を
越
え
た「
民
際
外
交」
の
活
況

ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
を
考
え
る
二
番
目
の
視
点

と
し
て、
国
家
の
枠
を
超
え
た
民
間
外
交
の
活
発

化
が
あ
る
と
思
い
ま
す。
こ
れ
は
む
し
ろ、
ア
ジ

ア
的
な
特
徴
と
い
う
よ
り
も、
二
十
世
紀か
ら
二

十一
世
紀
に
か
け
て
の
全
世
界
的
な
特
徴
か
も
し

れ
ま
せ
ん。

こ
の
こ
と
は、
国
連
に
加
入
で
き
ず、
I
M
F－

ガ
ッ
ト
と
い
っ
た
国
際
経
済
機
構
か
ら
も
は
じ
き

だ
さ
れ
て
い
る
台
湾
が、
あ
れ
だ
け
の
経
済
成
長

を
成
し
遂
げ
て
い
る
と
い
う
事
態
に
端
的
に
あ
ら

わ
れ
て
い
ま
す。
そ
の
理
由
は、
民
間の
外
交
チ

ャ
ネ
ル
を
う
ま
く
利
用
し
て
相
互
依
存
関
係
を
つ

くっ
て
い
っ
た
か
ら
で
す。
国
交
の
な
い
国
に
ど

ん
ど
ん
貿
易
事
務
所
を
つ
くっ
て
経
済
交
流
を
進

め、
国
家
の
ほ
う
が
む
し
ろ
それ
に
つ
き
動
か
さ

れ
て
い
る。
台
湾
は、
あ
る
意
味
で
日
本
以
上
に

商
人
国
家
に
徹
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う。

建
て
前
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
こ
だ
わ
ら
な
い
「
弾

性
外
交」
の
成
功
例
で
す。

国
家
の
集
合
体
で
あ
る
国
連
も、
世
界
の
紛
争

を
処
理
し
え
ず
経
済
を
調
整
す
る
機
能
を
も
は
や

失い
つ
つ
あ
り
ま
す。
国
連
の
機
能
が
低
下
し
た

た
め
に、
G
5
や
サ
ミッ
ト
な
ど、
議
題
ご
と
に

新
た
に
名
前
を
つ
け
た
会
議
が
必
要
に
なっ
て
き

線国ソウノレの｛必；t
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社
会
主
義
の
瓦
解
を
見
る
ま
で
も
な
く、
世
界

的
に
民
間
の
活
力
が
非
常
に
重
要
に
なっ
て
き
ま

し
た。
公
的
な
大
機椛
が
あ
ま
り
機
能
し
な
く
な

っ
た
か
わ
り
に、
ア
ン
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
で
ノ
ン
ガ

パ
メ
ン
ト
な
「
民
際
外
交」
が
国家
の
行
き
先
を

導
い
て
い
る
の
で
す。

ア
ジ
ア
に「
共
通
の
家」
は
生
ま
れ
る
か

ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
に
つ
い
て
の
第三
番
目
の

視
点
は、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
も
な
る
わ
け
で
す

が、
こ
ん
な
に
も
多
様
に
なっ
た
ア
ジ
ア
が
果
た

し
て
共
通
の
基
撒
を
築
け
る
の
か、
と
い
う
問
題

で
す。ゴ

ル
バ
チ
ョ
フ
が
冷
戦
の
終
穏
と
と
も
に一育い

は
じ
め
た
こ
と
は、
ソ
連
は
「ヨ
ーロ
ッ
パ
共
通

の
家」
の一
員
で
あ
る、
と
い
う
こ
と
で
す。
と

こ
ろ
が、
ア
ジ
ア
に
は
そ
の
よ
う
な
な
昧
で
の「
共

通
の
家」
が
あ
る
か
ど
う
か。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
「
共
通
の
家」
の
土
台
が
あ

り
ま
し
た。
戦
後、
東
欧
は
ソ
述
式
の
革
命
を
や

っ
て
屋
根
だ
け
色
を
変
え
て
み
ま
し
た
が、
結
問

う
ま
くい
か
な
い
こ
と
が
わ
かっ
た
の
で、
社
会

主
義
の
屋
根
を
は
ず
し
て
し
まっ
た。
し
か
し
土

台
が
しっ
か
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら、
今
度

は
西
側
の
崖
般
を
もっ
て
く
れ
ば、
一
つ
の
「
共

通
の
家」
の
中
に
お
さ
ま
る
の
で
す。
こ
の
よ
う

な
「ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
家」
の
土
台
は、
歴
史

的
に
い
う
と、
十
七
世
紀
の
小
架
以
降、
近
代
市

民
凶
家
の
形
成
と
と
も
に
で
き
あ
が
り
ま
し
た。

ア
ジ
ア
に
は
残
念
な
が
ら、
ア
ジ
ア
全
体
を
規

定
す
る
よ
う
な
国
際
シ
ス
テ
ム
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た。
ア
ジ
ア
に
は、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
で
水
平
の

国
際
関
係
で
は
な
く、
中
国
王
朝
が
周
辺
国
家
を

支
配
し
た
よ
う
な、
垂
直
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
！
と

し
て
の
国
際
関
係
し
か
な
かっ
た
わ
け
で
す。
そ

の
中
国
は
革
命
を
や
り
ま
し
た
が、
結
局
う
ま
く

い
か
ず
に
苦
悩
し
て
い
ま
す。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合、
共
産
主
義
を
や
め
れ
ば

ま
た
以
前
に
戻
れ
る
か
も
し
れ
な
い。
と
こ
ろ
が、

ア
ジ
ア
で
共
産
主
義を
や
め
た
ら
何
が
残
る
か、

例
え
ば
中
国
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す。

例
え
ば、

18 

最
近
問
十二
年
ぶ
り
に
机
凶
に
戻っ

て
ス
メ
タ
ナ
の
『
わ
が
祖
国』
を
指
揮
し
た
クベ

｜
リ
ッ
ク
に
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
国
民
は
喝
采

を
お
く
り
ま
し
た
が、
こ
の
山
はパ
リ
で
も、
ワ

ル
シ
ャ
ワ
で
も、
モ
ス
ク
ワ
で
も、
ど
こ
で
演
奏

し
て
も
み
ん
な
が
共
鳴
し
ま
す。
と
こ
ろ
が、
ア

ジ
ア
に
は
そ
の
よ
う
な
文
化
の
共
通
基
盤
も
な
さ

そ
う
に
見
え
る。
基
盤
の
違い
は
冷
戦
の
時
代
は

押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ま
り
表
に
は
山

ま
せ
ん
で
し
た
が、
こ
れ
か
ら
ア
ジ
ア
各
国
で
交

流
が
さ
か
ん
に
なっ
て
く
る
と、
よ
り一
一的
目
立

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

ヨ
ーロ
ッ
パ
の
よ
う
な
共
通
の
土
台
を
ど
の
よ

う
に
つ
くっ
て
い
く
か
が、
ア
ジ
ア
の
今
後
に
残

さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
し
ょ
う。

共
通
の
基
盤
と
し
て
の「
儒
教」

と
は
い
え、
な
に
もヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
只
似
た
共

通
の
基
盤
を
つ
く
れ、
と
い
う
話で
は
あ
り
ま
せ

ん。
ア
ジ
ア
に
は
西
欧
近
代
市
民
社
会
と
は
違っ

た
側
値
立
識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か、
と
い
う
考

え
方
も
あ
り
ま
す。

京
洋
の
印刷
学
の
な
か
に、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
に
見
ら
れ
る
禁
欲
主
義
と

は
違
う、
非
常
に
リ
ベ
ラ
ル
で
勤
勉
な
思
想
が
あ

り、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
役
立っ
た
の
で

は
な
い
か、
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す。
こ
れ
は

欧
米
人
の
問
で
感
ん
に
も
ち
あ
がっ
て
い
ま
す。

確
か
に、
ア
ジ
ア
が
遅
れヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
進
ん
で

い
る
と
い
う
単
純
な
見
方
は
で
き
ま
せ
ん。



例
え
ば、
日
本
の
製
品
が
非
常
に
品
質
が
良
く

て
よ
く
売
れ
る
背
対
に
は、
あ
る
種
の
集
団
十一
義

的
な
義
務
感
に
つ
き
動
か
さ
れ
て一
生
懸
命働
く

印刷
教
的
な
精
神
が
あ
る
の
で
は
な
い
か、
と
い
う

議
論
も
故
近
行
わ
れ
て
い
ま
す。

そ
の
よ
う
な
似
教
的
な
精
神
と
い
う
共
通
の
基

盤
を
ア
ジ
ア
に
さ
ぐ
る
こ
と
は
不
吋
能
で
は
な
い

は
ず
で
す。
エ
コ
ノ
ミス
ト
の
間
で
は、
削
教
な

ど
は
意
味
を
持
た
な
い、
そ
れ
よ
り
も
資
源
が
ど

の
よ
う
に
配
分
さ
れ
て、
ど
の
よ
う
に
物
が
加
工

さ
れ
て
い
る
の
か、
と
い
っ
た
純
経
済
学
的
な
要

因
の
ほ
う
が
兎
要
だ
と
い
う
立
見
も
あ
り
ま
す

が、
そ
れ
で
は、
資
本
が
あっ
て
そ
れ
な
り
の
資

源
さ
え
あ
れ
ば
そ
の
国
が
経
済
発
展
す
る
の
か
と

い
え
ば、
そ
う
は
い
か
な
い。
や
は
り
経
済
発
民

を
支
え
る
因，r
と
し
て
の
文
化
的
土
壌
が
虫
盟
だ

と
忠
わ
れ
ま
す。

例
え
ば
コ
ミュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て

の
漢
字
文
化
問
に
お
円
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す。

漢
字
を
古
い
た
り
党
え
た
り
す
るこ
と
自
体
は
非

常
に
知
的
な
訓
練
に
な
り
ま
す
し、
表
立
文
字
と

し
て
の
漢
字
は、
芯
思
伝
達
の
手
段
と
し
て
非
常

に
す
ぐ
れ
た
特
性
を
もっ
て
い
ま
す。

そ
の
よ
う
な
儒
教
文
化
問、
あ
る
い
は
漢
字
文

化
問
を
基
盤
と
し
て、
ア
ジ
ア
の
将
来
を
ま
と
め

て
い
く
可
能
性
も
あ
る、

と
思
い
ま
す。

も
ち
ろ
ん、

と
い
う
こ
と
は
い
え
る

ヨ
ーロ
ッ
パ
に
比べ
る
と
人
権
川

題
に
関
す
る
む
識
が
低
く、
本
当
の
立
味
の
例
人

全
義
や
市
民
社
会
が
確
立
し
て
い
な
い、
と
い
う

ア
ジ
ア
的
問
題
が
い
ま
だ
に
存
存
し
て
い
る
こ
と

も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん。
ア
ジ
ア
に
は
こ
の
よ

う
な二
面
性
が
あっ
て、
そこ
に
は
常
に
プ
ラ
ス

の
評
価
と
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
が
存
在
し
て
い
ま

す。
そ
こ
を
ど
の
よ
う
に一
元
化
し
て
い
く
か
も

車
要
な
課
題
の一
つ
で
し
ょ
う。

ア
ジ
ア
新
世
紀
の
鍵
を
梶
る

「
多
織
性
の
附」
小
川

ア
ジ
ア
新
世
紀
の
鍵
を
雌
る
の
は、
二
卜一
世

紀
ま
で
に
そ
の
人
け
が
十
数
憶
に
速
す
る
と
見
ら

れ
て
い
る
中
国
で
し
ょ
う。
も
し
も、
中
日出
が
非

常
に
日
大
な
人
口
を
抱
え
つ
つ、
こ
の
ま
ま一
人

当
た
り
の
G
N
P
が
数
百
ド
ル
に
満
た
な
い
状
態

が
続
け
ば、
大
変
危
機
的
な
状
況
が
訪
れ
ま
す。

た
だ
小
国
の
場
合
は、
台
湾
が
あ
り、
待
逃
が

あ
り、
車
入
社
会
が
あ
る
よ
う
に、
小
国
人
山川
’川河

は
非
常
に
催
秀
な
民
族
で
す
し、
政
治
社会
の
シ

ス
テ
ム
が
変
わ
れ
ば
比
逃
え
る
よ
う
に
発
以
す
る

可
能
性
は
あ
る
で
し
ょ
う。

で
は、
天
安
門
事
件
が
な
ぜ
あ
あ
い
う
か
た
ち

で
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と、
一
つ
に
は
革
命
第一

位
代
の
圧
倒
的
な
権
威
が
ま
だ
残っ
て
い
た
た
め

で
す。
東
欧
の
場
合
は
お
お
む
ね、
革
命
第二
位

代
で
す。
ソ
連
はゴ
ル
バ
チョ
フ
に
し
て
もエ
リ

ツ
ィ
ン
に
し
て
も
革
命
第三
世
代
で
す。
そ
う
す

る
と、
も
う
レ
lニ
ン
は
い
ら
な
い、
と
な
る
わ

け
で
す。
と
こ
ろ
が
中
間
の
場
合
は、
き
わ
め
て

単
純
化
し
て
い
っ
て
し
ま
え
ば、
と
に
か
く
れ
分

た
ち
で
革
命
を
実
践
し
た
ん
だ、
そ
れ
を
今
に
な

っ
て
朽い
奴
ら
の一青
う
こ
と
を
聞
け
る
か、
と
い

う
t
M
部の
気
持
ち
が
あ
そ
こ
ま
で
の
強
硬
川抑
圧

と
なっ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う。

し
か
し、
革
命
第一
世
代
は
せ
い
ぜ
い
あ
と
数

年
間
で
退
場
し
ま
ず
か
ら、
そ
の
後
に
は
大
き
く

変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す。
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
脊
港
の
返
還
よ
り
も
年
く
中
国
は
変
わ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん。

去
年
の
民
主
化
運
動
が
も
う
少
し
大
脱
税
に
起

こ
っ
た
ら、
点
欧
に
先
駆
け
て
中
間
共
－M
党
は
解

体
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
と
い
う
の
は、

そ
れ
く
ら
い
中
国
共
産
党
の
権
威
は
地
に
堕
ち
て

い
る
の
で
す。
一
般
の
－M
民
や
学
生
の
誰
に
聞い

て
も
共
産
党
の
お
か
げ
で
す、
な
ど
と
言
う
人
は
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も
う
い
ま
せ
ん。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で、
中

国
共
産
党
は
批
判
を
力で
押
さ
え
つ
け
て
い
る
の

で
す。
し
か
し、
こ
の
弾
圧
が
続
く
の
も
革
命
第

一
世
代
ま
で
で
し
ょ
う。
ど
う
し
たっ
て、
今
の

体
制
を
転
換
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す。

転
換
後
の
方
向と
し
て
は、
多
様
な
中
園、
と

い
う
視
点
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す。
香
港
と一
緒

に
広
東
語
の
経
済
圏
を
つ
くっ
て
い
く
広
東
省
の

よ
う
な
中
園、
あ
る
い
は
台
湾
と
経
済
交
流
を
す

る
福
建
省
の
よ
う
な
中
国、
ま
た
は
韓
国
と
つ
な

が
る
東
北
三
省
の
よ
う
な
中
国
｜｜
経
済
圏
ご

と
に
ま
と
ま
っ
た
多
様
な
中
国
が
お
互
い
に
発
展

を
競い
あ
う
の
が
理
想
で
す。
今
こ
そ、
二
十一

世
紀
に
向
け
て
中
国
を
ど
の
よ
う
に
作
り
変
え
て

い
く
か、
を
真
剣
に
議
論
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん。
共
産
党一
党
体
制
で
すべ
て
を
管
理
す
る
と

い
う
現
在
の
政
治
シ
ス
テ
ム
は
明
ら
か
に
限
界
に

来
て
い
ま
す。

北
朝
鮮
は
ど
こ
へ
行
く
か

一
方、
朝
鮮
半
島
の
問
題
解
決
は
二
十一
世
紀

ま
で
か
か
る
と
考
え
て
い
ま
す。

今
年
の
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て、
私
は
日
本

国
際
政
治
学
会
の
訪
朝
団
長
と
し
て
ピョ
ン
ヤ
ン

を
訪
れ
ま
し
た
が、
金
日
成
主
席
が
健
在
で
い
る

限
り
北
朝
鮮
の
現
体
制
は
そ
う
簡
単
に
崩
れ
ない

の
で
は
な
い
か、
と
い
う
実
感
を
強
く
し
ま
し
た。

世
界
の
趨
勢
と
は
逆
に、
北
朝
鮮
は
不
気
味
な
安

定
を
保っ
て
い
ま
す。
チュ
チエ
（＊
注）
と
い

う
主
体
思
想
を
掲
げ
た
独
自
の
閉
鎖
国
家
の
中

で、
二
千
万
人
の
国
民
が
疑
う
こ
と
を
知
ら
ず
に

一
種
の
新
興
宗
教
国
家
に
凝
り
固
まっ
て
い
る
状

態、
と
い
う
印
象
で
す。
金
日
成
王
朝
の
閉
鎖
的

な
国
家
が
自
己
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
す。

し
か
し、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
北
朝
鮮
を

冷
笑
すべ
き
で
は
な
い。
日
本
も
戦
時
中
そ
う
だ

つ
た
の
で
す
か
ら。
北
朝
鮮
の
場
合
も、
マ
ル
ク

ス・
レ
lニ
ン
主
義
で
解
釈
し
て
は
ダ
メ
で、
中

国
と
も
ソ
連
と
も
追
う、
チュ
チェ
思
想
に
基
づ

い
た一
種
宗
教
的
な
独
裁
国
家
と
と
ら
え
るべ
き

で
し
ょ
う。
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そ
れ
か
ら、
北
朝
鮮
こ
そ
儒
教
国
家
そ
の
も
の

で
す。
韓
国
以
上
に
儒
教
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
l
や

親
子
関
係
が
根づ
い
て
い
ま
す。
金
日
成
主
席
を

頂
点
と
す
る
儒
教
的
権
威
主
義
体
制
が
堅
固
に
で

き
あ
が
っ
て
い
て、
外
の
世
界
が
ど
う
変
わ
ろ
う

と、
決
し
て
自
分
た
ち
は
動
か
な
い。

そ
れ
で
は、
こ
れ
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か、
と

い
う
問
題
で
す。
経
済
的
に
は、
私
の
見
る
限
り、

飢
え
てパ
ニ
ッ
ク
が
起
こ
る
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ

ん。
物
は
少
な
い
し、
不
足
経
済
で
す
け
れ
ど、

何
と
か
やっ
て
い
る
と
い
う
印
象
で
す。
巨
大
な

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
次
々
と
建
て
た
り、
ソ
ウ
ル
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
対
抗
し
て
世
界一
大
き
な
ス
タ
ジ

ア
ム
を
作っ
た
り
し
て、
シ
ン
ボ
リッ
ク
な
デ
モ

ン
ス
ト
レ
l
シ
ヨ
ン
効
果
を
国
民
に
与
え
て
い

る。
北
朝
鮮
に
は
ま
だ
神
話
が
残っ
て
い
る
の
で

す。
共
産
主
義
国
家
と
し
て
最
後
に
残
る
の
は
北

朝
鮮
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

し
か
し、
北
朝
鮮
も
徐々
に
改
革・
開
放
を
や

ら
ざ
る
を
え
ない
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
も
確
か
で
す。
た
だ、
改
革
の
機
運
が
高
まっ



ー砂

北朝鮮の若者たちによる

マスゲーム

本
チ
ュ
チ
ェ

思
想
（
主
体
思
想）

金
日
成
主
席
が
提
唱
す
る
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
の
指
導
原
理 。

六
0
年
代
後

半 、

中
ソ
ど
ち
ら

に
も
く
み
し
な
い 、

思

想
・

政
治
・

経
済
・

国
防
に
お
付
る
自
立

を
う
た
っ
て
形
式
化
さ
れ
た。

八
0
年
代

に
入
っ
て
か
ら
は 、

人
民
大
衆
の
主
体
性

を
実
現
す
る
た
め
の
革
命
的
役
界
観
で
あ

る、

と
い
う
側
面
が
強
潟
さ
れ 、

世
界
に

対
す
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
色
を
強
め
て
い
る

。

ル
ー
マ
ニ
ア
の
よ
う
な
劇
的
状
況
は
発
生

し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
政
府
当
局
は
ル
ーマ

ニ
ア
の
よ
う
に
は
な
る
ま
い、
と一
生
懸
命
研
究

し
て
い
ま
す
か
ら。
そ
れ
に、
不
穏
な
分
子
が
い

る
と
す
ぐ
排
除
す
る
シ
ス
テ
ム
が
強
い
こ
と
も
あ

り
ま
す。

北
朝
鮮
が
変
わ
る
と
し
た
ら、
意
外
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け

る
台
湾
化
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す。

今
で
こ
そ
台
湾
は
大
変
よ
く
な
っ
た
と
は
い

え、
二
十
年
以
上
前
の
蒋
介
石
時
代
は
た
い
へ
ん

な
独
裁
国
家
で
し
た。
権
力
を
継
承
し
た
息
子
の

蒋
経
国
総
統
も
権
威
主
義
体
制
を
敷
き
ま
し
た

が、
晩
年
に
は
自
ら
民
主
化
を
や
り
は
じ
め、
そ

れ
を
現
在
の
李
登
輝
総
統
と
い
う
す
ぐ
れ
て
リベ

ラ
ル
な
政
治
家
が
継
承
し
て
い
る
わ
け
で
す。

台
湾
の
場
合、
独
裁
体
制
か
ら
権
威
主
義
体
制

の
聞
は
親
子
で
つ
な
い
で
い
っ
た
わ
け
で
す。
北

朝
鮮
も
そ
の
よ
う
な
形
で
改
革へ
の
道
を
歩
む
可

能
性
が
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん。
台
湾
も
あ
る
意

味
で
北
朝
鮮
と
同
じ
儒
教
国
家
で、
人
口
も
同
じ

く
ら
い
で
す
し、
状
況
と
し
て
は
非
常
に
よ
く
似

て
い
ま
す
か
ら、
北
朝
鮮
の
台
湾
化
が
起
こ
ら
な

い
と
は
断
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う。

南
と
の
関
係
で
い
え
ば、
韓
国
は
経
済
に
少
し

陰
り
が
出
て
き
て、
政
治
的
に
も
不
安
定
と
い
う

問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
か
ら、
南
北
対
話
の
動
き

が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
よ
う
で
す
が、
本
当
に
話
し

合い
の
基
盤
が
で
き
る
ま
で
は
ま
だ
十
年
く
ら
い

は
か
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。

た
だ、
一
点
留
保
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

て
も、

い
の
は、
朝
鮮
民
族
は
ま
と
ま
る
と
き
に
は
き
わ

め
て
早い、
と
い
う
こ
と
で
す。
も
し
統一
が
達

成
さ
れ
た
と
す
れ
ば、
急
速
に
ア
ジ
ア
の
中
で
大

き
な
存
在
に
なっ
て
い
く
で
し
ょ
う。
東
西
ド
イ

ツ
の
統一
は
誰
も
予
想
し
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か

ら、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
あ
な
が
ち
否
定
で
き

ま
せ
ん。
新
し
い
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本

日
本
の
課
題
は、
ア
ジ
ア
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る

新
し
い
国
際
関
係
に
ど
う
対
応
し、
先
行
者
と
し

て
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
果
た
し
て
い
く
か、
と

い
う
こ
と
に
つ
き
る
と
思
い
ま
す。

と
こ
ろ
が、
現
在
の
日
本
の
外
交
姿
勢
は
依
然

と
し
て
硬
直
化
し
て
い
て、
世
界
の
変
化、
ア
ジ

ア
の
変
化
に
う
ま
く
対
応
で
き
て
い
な
い
と
い
う

気
が
し
ま
す。

そ
の
原
因
の一
つ
は、
戦
後
の
対
米
追
随
型
外

交
の
惰
性
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま

す。
ア
メ
リ
カ
が
中
国
の
ほ
う
を
向
け
ば
日
本
も

中
国
を
向
く、
と
い
う
傾向
が
あ
り
ま
す。

そ
れ
か
ら
も
う一
つ
は、
ソ
連
に
対
す
る
極
端

な
嫌
悪
感
で
す。
最
近
で
こ
そ
比
較
的
柔
軟
な
姿

勢
を
と
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が、
ほ
ん
の
少
し

前
ま
で
は
ソ
連
と
い
う
と
親
の
仇
の
ご
と
く
嫌っ

て
い
ま
し
た。
ソ
連
は
悪
の
帝
国
で、
今
に
も
北

海
道
を
占
領
し
に
来
る、
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま

し
た。
そ
の
よ
う
な
偏
見
が
あ
る
限
り、
国
際
社

会
の
変
化
に
対
し
て
弾
力
的
に
対
応
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
わ
け
で
す。

日
本
は
こ
れ
ま
で
経
済
が
非
常
に
う
ま
く
い
っ

て、
他
の
国
に
比べ
る
と
実
に
均
質
的
な
社
会
を

実
現
し
ま
し
た。
全
体
が
豊
か
に
な
り、
階
級
闘

争
の
図
式
で
は
描
か
れ
な
い
よ
う
な
社
会
を
つ
く

り
あ
げ
た
の
で
す。
そ
うい
う
意
味
で
は
日
本
は、

資
本
主
義
を
う
ま
く
修
正
し
な
が
ら、
社
会
主
義

的
な
要
素
を
も
取
り
入
れ
つ
つ、
た
い
へ
ん
う
ま

く
進
ん
で
い
ま
す。

確
か
に
こ
れ
ま
で
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で

す。
と
こ
ろ
が、
こ
こ
ま
で
経
済
が
成
長
す
る
と、

や
は
り
日
本
だ
け
が
う
ま
くい
っ
て
い
れ
ば
い
い

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
なっ
て
い
ま
す。
均

質
的
な
社
会
に
外
国
人
が
入
り
に
くい
と
い
う
問

題
を
ど
う
す
る
か。
日
本
は
国
際
化
を
唱
え
な
が

ら
も、
そ
の
よ
う
な
問
題
と
ま
だ
真
剣
に
格
闘
し

て
い
ま
せ
ん。
外
国
人
労
働
力
の
問
題
を
は
じ
め

と
し
て、
米の
自
由
化、
入
管
法
111
すべ
て
日

本
の
国
際
化
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
な
の
に、
そ

の
場
限
り
で
先
送
り
に
し
て
い
ま
す。
い
よ
い
よ

そ
れ
を
本
格
的
に
議
論
すべ
き
時
で
す。
消
費
税

よ
り
もっ
と
重
要
な
問
題
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で

す。
今
こ
そ
政
治
家
も、
そ
の
見
識
が
問
わ
れ
る

と
思
い
ま
す。

経
済
大
国
に
酔い
し
れ
て
日
本
が
お
ご
っ
てい

た
ら、
ア
ジ
ア
の
中
で
た
ち
ま
ち
孤
立
し
て
し
ま

う
で
し
ょ
う。
か
と
い
っ
て、
日
本
の
悪い
と
こ

ろ
だ
け
を
あ
げ
つ
ら
う
立
場
で
は
通
用
し
ま
せ

ん。
ア
ジ
ア
か
ら
見
れ
ば
日
本
は
や
は
り
光
輝い

て
い
る
の
で
す。
少
し
で
も
追
い
つ
き
た
い
と
い

う
ア
ジ
ア
諸
国
の
思
い
を
真
剣
に
受
け
と
め
て、

新
し
い
国
際
関
係
の
渦
の
中
に
日
本
は
積
極
的
に

入
っ
て
い
くべ
き
だ
と
思い
ま
す。
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