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今
世
紀
は
い
わ
ば
「
戦
争
と
革
命
の

世
紀」

で
し
た 。

し
か
し
「
戦
争」

に

つ
い
て
は 、

米
ソ
が
本
格
的
な
緊
張
緩

和
の
方
向
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
く
な

り 、

今
後
世
界
戦
争
は
起
こ
り
得
な
い

状
況
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う 。

一

方 、
「
革
命」
に
つ
い
て
は
ど
う
で

し
ょ
う
か 。

今
で
は
十
九
世
紀
の
マ
ル

東
京
外
国
語
大
学
教
授

ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
に
基
づ
い
て
民

族
国
家
レ
ベ
ル
で
起
こ
し
た
革
命
が
い

ず
れ
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が 、

二
十
世
紀
の
実
験
に
よ
っ
て

既
に
証
明
さ
れ
て
き
て
い
ま
す 。

「
社
会
主
義
に
な
る
と
国
家
が
死
滅

す
る」 、
つ
ま
り 、
社
会
主
義
に
な
る
と

国
境
が
な
く
な
り 、

民
族
が
平
等
の
立

場
か
ら
自
決
し
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ

ナ
ル

に
な
る 、

と
レ
l

ニ
ン
は
定
義
し
ま
し

た
が 、

実
際
に
は
社
会
主
義
諸
国
ほ
ど

国
境
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す 。

民
族
問

題
も
あ
ち
こ
ち
に
噴
出
し
て
い
ま
す 。

マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
は
ま
た 、

「
社
会
主
義
に
な
れ
ば
経
済
は
平
等
に

な
る」

と
も
定
義
し
ま
し
た
が 、

現
在

の
社
会
主
義
諸
国
ほ
ど
悪
平
等
な
社
会

は
あ
り
ま
せ
ん。
つ
ま
り 、

マ
ル
ク
ス

主
義
が
掲
げ
た
理
想
と
い
う
も
の
は
す

べ
て
こ
と
ご
と
く
破
ら
れ 、

失
敗
し
て

き
で
い
る
の
で
す 。
お
そ
ら
く

二
十一

世
紀
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
は
思
想
史
の

テ
キ
ス
ト

に
は
苦
か
れ
る
と
し
て
も 、

現
在
の
社
会
か
ら
は
消
え
て
い
く
の
で

①
長
期
的
に
は、

現
体
制
で
は
中
国
社

会
を
維
持
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は

歴
然
と
し
て
お
り 、

結
局 、

天
安
門

事
件
は
中
華
人
民
共
和
国
解
体
の
前

触
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る。

②
戒
厳
令
が
な
か
な
か
解
か
れ
な
い
理

自
は、

中
国
の
権
力
中
枢
内
部
が
分

裂
状
態
に
あ
り 、

ま
た
様
々
な
レ
ベ

ル
の
抵
抗
組
織
が
地
下
に
潜
伏
し
て

ポイント

富
国
の
当
面
の
問
題
と
し
て
は

国

い
る
た
め
で
あ
る。

家
財
政
赤
字
の
累
積
と
財
源
の
不

足 、

外
貨
危
機 、

累
積
債
務 、

圏
内

経
済
の
過
熱
と
闇
市
経
済
化 、

失
業

者
の
増
大
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
④
こ
う
し
た
経
済
問
題
を 、

単
な
る
引

き
締
め
だ
け
で
は
乗
り
切
る
こ
と
が

で
き
な
い

。

当
面 、

中
国
に
は
い
い
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ほ
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な
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と
い
え
る。
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は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

今
ま
で
は
左
に

回
る
こ
と
が
歴
史
の
進
歩
で
し
た
が 、

今
や
歴
史
の
潮
流
は 、

社
会
主
義
の
ゆ

き
づ
ま
り 、

あ
る
い
は
成
熟
に
よ
っ
て

再
び
右
に
回
り
は
じ
め
て
い
ま
す 。

そ

う
し
た
観
点
か
ら
み
る
と 、

ポ
l

ラ
ン

ド
や
ハ
ン
ガ
リ
ー

が
革
新
的
で
あ
り 、

そ
の
対
局
に
い
る
の
が
今
の
中
国
で

す 。

し
か
し 、

そ
の
中
国
も
長
期
的
に

は
今
の
共
産
党
一

党
独
裁
体
制
で
は 、

あ
の
広
大
な
中
国
社
会
は
も
は
や
支
え

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
思
わ
れ
ま

す 。

そ
の
意
味
で
は
天
安
門
事
件
は
現

体
制
の
無
理
を
露
呈
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
ま
す 。

経
済
的
社
会
的
に
は
こ
の
二

、

三
十

年
の
聞
に
社
会
主
義
国
と
自
由
主
義
国

と
の
勝
負
が
完
全
に
つ
い
て
し
ま
い
ま

し
た 。

な
に
し
ろ
共
産
党
・

中
国
の一

人
あ
た
り
の
G
N
P
は
国
民
党
・

台
湾

の
ニ
十
分
の
一

で
す 。

こ
の
格
差
は
今

後
ま
す
ま
す
増
大
す
る
で
し
ょ
う 。

そ

う
な
る
と 、

大
陸
中
国
が
台
湾
を
統一

す
る
こ
と
は
当
面
あ
り
得
ま
せ
ん 。
む

し
ろ
台
湾
の
影
響
が
い
か
に
大
陸
に
及

ん
で
い
く
か
と
い
う
時
代
に
な
っ
て
く

る
と
思
い
ま
す 。

ま
た 、

今
の
日
本
と

中
国
の
G
N
P
の
一
人
当
た
り
の
差
は

一

O
O
対
一
で
す 。

こ
の
格
差
が
あ
る

限
り 、

中
国
か
ら
日
本
へ
出
稼
ぎ
に
来

る
難
民
は
続
く
で
し
ょ
う 。

こ
こ
に
今

日
の
革
命
中
国
に
関
す
る
答
え
が
で
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

こ
う
し
た
こ
と
を
誠
実
に
認
め
る
こ

と
が 、

ま
さ
に
知
的
・

道
徳
的
な
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
必
要
な
こ
と
な
の
で
す 。

し
か
し 、

今
の
中
国
の
指
導
者
達
は
績

と
し
て
認
め
ま
せ
ん。

あ
く
ま
で
自
分

達
の
や
っ
た
革
命
は
正
し
い
と
言
い

張
っ
て
い
ま
す 。

今
ま
で
は
過
去
と
比

べ
て
良
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
済
ま

さ
れ
て
い
ま
し
た
が 、

日
本
で
勉
強
し

た
中
国
人
研
修
生
・

留
学
生
が
中
国
の

現
体
制
に
疑
問
を
抱
き 、

批
判
を
投
ず

る
よ
う
に
な
る
一

方
で 、

東
欧
諸
国
や

ソ
連
の
変
化
の
情
報
が
中
国
社
会
に
も

入
っ
て
き
て
い
ま
す 。

天
安
門
事
件
は

そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
起
き
ま
し

た 。

然
る
に
中
国
の
指
導
者
逮
は 、

ブ

ル
ジ
ョ

ア
自
由
化
は
絶
対
許
さ
な
い
と

い
う 、

非
常
に
狭
い
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー

ニ
ン
主
義
の
尺
度
だ
け
で
抑
え
こ
も
う

と
し 、

今
回
の
出
来
事
は
反
革
命
暴
乱

で
あ
る
と
総
括
し
ま
し
た 。

彼
ら
が
本

質
的
な
危
機
を
感
じ
て
い
る
の
は
確
か

で
す
が 、

そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
限

り 、

中
国
の
改
革
や
開
放
は
難
し
い
で

し
ょ
う 。

し
か
し 、

そ
の
中
国
も
現
体

制
で
は
今
の
社
会
を
も
う
維
持
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
ま

す 。

し
た
が
っ
て 、

長
期
展
望
を
考
え

て
み
ま
す
と 、

結
局 、

中
国
社
会
が
い

か
に
し
て
共
産
主
義
体
制
か
ら
離
脱
し

て
い
く
の
か
と
い
う 、

中
華
人
民
共
和

国
解
体
の
プ
ロ
セ
ス
が
ま
さ
に
始
ま
つ

た
の
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す 。
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さ
て 、

現
在
で
も
戒
厳
令
が
解
か
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
理
由
と
し
て

は 、

中
国
の
権
力
中
枢
が
依
然
と
し
て

流
動
的
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す 。
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九
月
末
の
記
者
会
見
で 、

李
鵬
首
相

は
今
の
中
国
に
は
警
察
力
が
足
り
な
い

か
ら
戒
厳
令
を
解
け
な
い
の
だ
と
言
っ

て
い
ま
し
た 。

確
か
に
公
安
（
警
察）

そ
の
も
の
の
数
は 、

人
口
に
比
し
て
少

な
い
も
の
の 、

組
織
上
の
所
属
が
不
明

確
な
が
ら 、

そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る

推
定
百
万
人
の
人
民
武
装
答
察
部
隊
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す 。

響
察
力
で
あ
り

な
が
ら
武
装
し
て
い
る 、

人
民
武
装
警

察
隊
を
出
動
さ
せ
れ
ば 、

正
規
軍
を
投

入
し
な
く
て
も 、

本
来
は
あ
の
事
件
を

処
理
で
き
た
の
で
す 。

六
月
四
日
の
直

前
に
天
安
門
広
場
に
残
っ
て
い
た
の
は

約
三
千
人
に
過
ぎ
ま
せ
ん。

地
方
出
身

の
学
生
を
中
心
と
し
た 、

こ
の
約
三
千

人
を
排
除
す
る
た
め
に
十
万
の
正
規
軍

を
広
場
に
突
入
さ
せ
て
銃
を
発
射
さ

せ 、

さ
ら
に
数
日
間 、

北
京
と
そ
の
近

郊
に
約
三
十
五
万
の
正
規
軍
を
配
置
し



て
い
ま
し
た 。

つ
ま
り 、

学
生
を
排
除
で
き
る
だ
け

の
武
装
警
察
力
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず 、

あ
の
よ
う
に
強
硬
突
破
を
は

か
っ
た
真
の
目
的
は 、

学
生
を
排
除
す

る
こ
と
で
は
な
く 、

総
書
記
趨
紫
陽
と

そ
の
一

派
を
反
革
命
と
し
て
一

挙
に
葬

る
た
め
の
見
せ
し
め
的
要
素
が
強
い
と

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す 。

そ
れ
だ
け 、

六
月
上
匂
の
中
国
の
権
力
中
枢
が
分
裂

状
態
に
あ
り 、

非
常
に
流
動
的
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す 。

軍
も
最
終

的
に
は
強
硬
派
に
く
み
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
が 、

も
し
李
鵬
と
部
小
平
が

軟
禁
状
態
に
陥
っ
て
い
た
ら 、

逆
の
こ

と
が
起
こ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
第
二
の
理
由
と
し
て
は 、

今
も
中
国

の
圏
内
に
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
抵
抗
組

織
が
地
下
に
潜
っ
て
お
り 、

そ
う
し
た

組
織
に
武
器
が
流
れ
て
い
る
こ
と
で

す 。

ま
た
海
外
で
は 、

今
回
の
一

連
の

理
論
的
な
指
導
者
で
あ
っ
た
厳
家
基

（
政
治
学
者 、

中
国
社
会
科
学
院
の
政

治
改
革
研
究
所
長）

を
議
長
と
し
て 、

中
国
を
創
り
替
え
る
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ヨ

ナ
ル
・
フ
ロ
ン
ト 、

「
民
主
中
国
陣
戦」

が
旗
揚
げ
し
て
い
ま
す 。

厳
氏
は 、

今

回
の
中
国
の
出
来
事
を
単
な
る
民
主
化

運
動
で
な
く 、

共
産
党
体
制
に
対
す
る

真
正
面
か
ら
の
抵
抗 、

革
命
権
力
に
対

す
る
反
対
勢
力
の
埠
起
と
位
置
付
け
て

い
ま
す 。

そ
の
運
動
と
し
て 、

当
面
は

憲
法
・

党
規
約
に
基
づ
く

政
治
を
要
求

す
る
が 、

現
体
制
の
枠
組
み
の
中
で
民

主
化
を
叫
ん
で
も
も
う
無
駄
で
あ
る
と

し
て 、
「
中
華
人
民
共
和
国」
で
は
な
く 、

中
華
「
連
邦」

共
和
国
と
し
て
歩
む
道

を
模
索
し
始
め
て
い
ま
す 。

圏
外
の
そ

の
よ
う
な
運
動
が
成
功
す
る
の
は
難
し

い
で
し
ょ
う
が 、

今
の
中
国
の
権
力
的

な
亀
裂
を
見
る
と 、

内
外
呼
応
し
て
一

挙
に
成
功
す
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と 、

今
の

中
国
の
政
治
的
危
機
と
い
う
も
の
は
当

面
は
力
に
よ
っ
て
抑
え
る
こ
と
が
で
き

て
も 、

現
体
制
を
覆
そ
う
と
い
う
勢
力

は
今
後
も
絶
え
な
い
と
思
わ
れ 、
一

党

独
裁
体
制
が
続
く
限
り
長
期
的
に
は
非

常
に
不
安
定
だ
と
い
え
ま
す 。
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さ
て 、

そ
う
い
う
中
国
が
当
面
ど
う

い
う
問
題
を
抱
え
る
か
と
い
う
こ
と

を 、

も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
み
た
い

と
思
い
ま
す 。

今
の
江
沢
民
政
権
を
ま
ず
経
済
の
上

で
見
て
み
る
場
合 、

先
の
超
紫
陽
が

行
っ
た
改
革
と
開
放
政
策
が
決
し
て
う

ま
く
い
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
前
提
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん。

開
放
政
策
の
た
め
に
中
国
は
大

変
な
イ
ン
フ
レ
に
な
り 、

貧
富
の
差
が

盤
大
し
ま
し
た 。

や
は
り 、

社
会
主
義

の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
一

部
だ
砂
市
場
原

理
を
注
入
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る

の
で
す 。

そ
う
い
う
統
合
性
の
な
い
こ

と
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
根
本
的
に
今

の
中
国
の
経
済
を
混
乱
に
陥
ら
せ
て
い

そ
の
意
味
で
は
引
き
締
め
は
必

要
な
こ
と
で
あ
り 、

首
相
ら
の
政
策
は

そ
の
限
り
で
は
正
し
か
っ
た
わ
け
で

す 。

に
も
か
か
わ
ら
ず 、

今
後
引
き
締

め
を
や
る
過
程
で
問
題
に
な
る
の
は 、

第一
に
は 、

今
の
中
国
が
抱
え
て
い
る

国
家
財
政
の
赤
字
で
す 。

し
か
も
毎
年

大
変
な
率
で
累
積
し
て
き
で
い
ま
す 。

ご
承
知
の
よ
う
に、

公
債
を
発
行
し
て

も
う
ま
く
い
か
ず 、

結
局 、

人
民
元
を

増
発
し
て
当
場
を
し
の
い
で
い
ま
す 。

ま
す 。

こ
の
二
月
に
は
な
ん
と
一
カ
月
間
に、

国
家
歳
入
の
四
分
の
一
に
当
た
る
三
百

二
十
億
元
の
人
民
元
を
則
っ
て
い
ま

す 。

人
民
元
は
交
換
性
が
あ
り
ま
せ
ん

か
ら 、

打
ち
出
の
小
槌
を
振
る
よ
う
に

刷
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が 、

そ
の
た
び

に
人
民
元
の
価
値
が
減
っ
て
い
く
の
で

す 。し
か
も
今
後
の
財
源
の
確
保
が
で
き

て
い
ま
せ
ん。
一
般
の
庶
民
は
中
国
の

よ
う
な
社
会
主
義
国
で
は
八
百
元
以
上

の
収
入
が
な
い
と
税
金
は
払
い
ま
せ
ん

か
ら 、

引
き
締
め
を
行
う
と 、

ま
す
ま
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す
財
源
に
乏
し
く
な
り
ま
す 。

そ
う
す

る
と 、

結
局
は
国
営
企
業
に
財
源
を
求

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が 、

国
営
企

業
は
ど
こ
も
経
営
が
う
ま
く
い
っ
て
い

ま
せ
ん。

残
り
は
新
興
の
民
営
企
業
集

団
で
す
が 、

中
国
は
今
回
そ
う
し
た
企

業
に
対
し 、

資
金
を
反
革
命
集
団
に
提

供
し
た
と
い
う
名
目
で
経
営
者
ら
を
逮

捕
す
る
な
ど
の
恐
怖
政
治
を
行
っ
て
い

ま
す 。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
財
源
を

確
保
で
き
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん。

第
二
に
問
題
と
な
る
の
外
貨
で
す 。

実
際
外
貨
不
足
と
い
う
の
は
き
わ
め
て

深
刻
で 、

以
前
か
ら
経
済
特
別
区
を
つ

く
っ
て
外
貨
獲
得
政
策
に
躍
起
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が 、

最
近
は
外
貨
事
情
が

さ
ら
に
悪
く
な
っ
て
い
ま
す 。

観
光
収

入
が
激
減
し
て
い
る
上 、

外
貨
の
稼
ぎ

先
で
あ
る
香
港
も
現
在 、
一

種
の
パ

ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
っ
て
い
ま
す 。

香
港

は
六
月
の
事
件
後 、

株
価
指
数
が
史
上

第
二
の
暴
落
を
し
ま
し
た 。

い
か
に
中

国
が
香
港
返
還
後
五
十
年
間
は
現
状
維

持
す
る
と
い
っ
て
も 、

そ
ん
な
先
の
話

に
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん。

そ
れ
よ
り

も 、

香
港
が
成
功
し
た
最
も
基
本
的
な

要
因
で
あ
っ
た 、

あ
の
香
港
的
自
由
が

脅
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に、

動
揺
の
原
因
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す 。

例
え
ば 、

香
港
は
酒
と
煙
車
と
工

業
用
ア
ル
コ
ー

ル
に
ほ
ん
の
少
し
税
金

が
か
か
る
だ
け
で 、

個
人
の
最
高
税
率

は
一
七
% 、
法
人
の
最
高
税
率
は
一
八・

五
%
の
「
税
金
天
国」

で
す 。

こ
う
い

う
自
由
を 、

は
た
し
て
共
産
中
国
が
許

す
で
し
ょ
う
か 。

昨
年
は
香
港
か
ら
四
万
五
千
人
の
中

間
管
理
職
や
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

が
海
外

へ
行
っ
た
と
発
表
さ
れ
て
い
ま
す 。
こ

れ
か
ら
も
返
還
ま
で
に
約
百
万
人
が
逃

げ
て
い
く
と
予
想
さ
れ
ま
す 。

そ
う
で

な
い
人
々
も
な
ん
と
か
英
国
に
移
住
し

よ
う
と
必
死
で
交
渉
し
て
い
ま
す 。

と

い
う
の
も 、

香
港
は
属
地
主
義
で
す
か

ら 、

返
還
交
渉
が
行
わ
れ
る
前
に
香
港

に
生
ま
れ
た
者
は 、

英
国
に
住
も
う
と

思
え
ば
住
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で

す 。

そ
う
し
た
人
々
が
三
百
二
十
万
人

も
い
ま
す 。

こ
の
よ
う
に、

貿
易
収
支
の
黒
字
が

一

番
稼
げ
る
香
港
が
動
揺
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
も 、

中
国
の
外
貨
事
情
は

よ
り
深
刻
に
な
っ
て
い
ま
す 。

三
つ
め
の
問
題
は 、

累
積
債
務
の
問

題
で
す 。

中
国
は
こ
の
十
年
間
の
改
革

と
開
放
政
策
の
た
め
に、

外
国
か
ら
多

額
の
資
金
を
借
り
ま
く
り
ま
し
た 。

こ

れ
が
今
で
は
四
百
億
米
ド
ル
を
越
え
て

い
ま
す 。

私
は
四
百
数
十
億
ド
ル
と
み

て
い
ま
す 。

そ
の
中
に
は
円
借
款
の
よ

う
に
非
常
に
長
期
で
低
金
利
（
現
行
は

ニ
・

五
%）

の
も
の
も
あ
り
ま
す
が 、

か
な
り
高
金
利
の
も
の
も
あ
り
ま
す 。

そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
返
し
て
い
く
の
か

が
問
題
で
す 。

貿
易
額
が
全
体
的
に
伸

び
て
い
れ
ば
い
い
の
で
す
が 、

中
国
の

貿
易
環
境
は
今
後
か
な
り
悪
く
な
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す 。
こ
の
ま
ま
債
務

の
累
積
が
続
け
ば 、

中
国
と
日
本
の
関

係
が 、

ち
ょ
う
ど
米
国
と
累
積
債
務
を

抱
え
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
関

係
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す 。

も
し
そ

う
な
れ
ば 、

中
国
は
必
ず
日
本
の
金
融

資
本
が
中
国
を
食
い
潰
し
た
と
い
っ
て

日
本
を
批
判
す
る
で
し
ょ
う 。

日
本
と

し
て
は 、

こ
う
い
う
点
も
考
え
な
け
れ
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ば
な
り
ま
せ
ん。

最
後
に、

中
国
経
済
に
と
っ
て
も
う

一
つ
の
問
題
は
最
近
の
国
内
の
経
済
的

過
熱 、

国
じ
ゅ
う
が
関
市
経
済
化
し
て

い
る
こ
と
で
す 。

そ
の
中
で
流
動
性
が

で
で
き
て
活
性
化
は
し
て
い
ま
す
が 、

反
面 、

常
に
約
七 、

八
千
万
人
の
失
業

者
が 、

少
し
で
も
い
い
収
入
と
職
を
求

め
て
難
民
と
し
て
出
稼
ぎ
に
い
く
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す 。

い
ず
れ
に
し
て
も 、

中
国
の
こ
う
し

た
経
済
的
問
題
を
単
な
る
引
き
締
め
と

い
う
こ
と
だ
け
で
乗
り

切
れ
る
か
ど
う

か
は
非
常
に
疑
問
で
す 。

中
国
に
と
っ

て
当
面
は
い
い
材
料
が
ほ
と
ん
ど
な

く 、

い
っ
て
み
れ
ば
絶
望
的
で
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん。

る関本
諮経稿
演連は
の定 、

要例平
旨常成
で任元
あ理年
る事10。会月

に 2
お日
けの
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