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変革への対応に見る
申由と
北朝鮮の
奇妙な非対
称性

・天安門事件とは何だったか

中
国
は 、
と
の
六
月
四
日
に
天
安
門
事
件一
周
年
を
迎
え
る 。
い
っ

たい
中
国
は
現
在ど
う
なっ
て
い
る
の
か 、
と
れ
か
ら
ど
う
な
る
の

か 。
全
世
界が
注
目
し
てい
る 。

天
安
門
事
件を
も
た
ら
し
た
中
国
の
民
主
化
運
動は 、
中
国
の
歴
史

に
とっ
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
り 、
そ
れ
は
新
しい
政
治
意
鵡に
め
ざ

め
た
学
生・
市
民・
知
識
人
た
ち
に
よ
る 、
い
わ
ゆ
る
市
民
務
命
的
な

カ
ウン
タ
ー・
レ
ボ
リュ
1

シヨ
ン
H
「
反・
背中
命」
で
あっ
た
と
私

は
見な
し
て
きた 。

は 、
ゴ
ル
バ
チョ
フ
訪
中を
契
機と
し
て 、
党
内の
橘
カ
闘
争と
民
主

化
を
求め
た
学
生・
知
識
人
た
ち
の
大
衆
運
動と
が一
挙κ
結
びつ
い

た
か
ら
で
あ
る 。
そ
れ
はゴ
ル
バ
チョ
フ・
趨
紫
陽
会
談に
お
け
る
趨

紫
陽
総
書
記（当時）
の 、
郡
小
平・
李
鵬
体
制へ
の
訣
別
宣
言
と
な

っ
て
表
面
化
し（乙の占…につい
て
詳しくは
拙著『中国の
悲劇』 、
講談

社 、
一
九八
九年 、
多照） 、
昨
年
五
月
中
旬の
中
国
は 、
一一砲の
二
重

政
権
状
況に
陥っ
てい
た
とい
っ
て
よい 。

そ
う
し
た
な
か
で 、
六
月
四
日
の
あ
の
悲
劇
が
起っ
た
の
で
あっ

た 。
い
ま
援
り

返っ
て
み
る
と 、
天
安
門
広
場に
残っ
てい
た
わ
ずか

三
千
名ほ
ど
の
学
生
を
鎮
圧
す
る
ため
に 、
十
万の
人
民
解
放
軍
正
提

軍
が
銃
懸を
あ
び
せ
な
が
ら
広
場に
突入
し 、
そ
し
て 、
事
件の
前
後

に
は
三
十五
万に
も
の
ぼ
る
正
規軍が
北
京
市一
帯に
展
開
さ
れ
てい

た
事
実は 、
と
の
事
件の
深
刻
な
背
最を
物
語っ
てい
る 。

そ
れ
は 、
た
んに
学
生
を
抑
圧
す
る
ため
で
は
な
く 、
内
戦一
歩
手

前とい
う
よ
う
な
状
況の
な
か
で 、
共
産
党
極
力の
保
守
派・
原
則
派

が
誼
紫
陽
以
下の
改
革
派
を
打
倒
し 、
中
国
の
民
主
と
改
革
を
求め
る

勢
力
を
根と
そ
ぎ一
掃し
よ
う
と
し
た 、
きわめ
て
深
刻な
政
治ド
ラ

マ
で
あっ
た
とい
っ
て
よい 。

そ
の
中
国
は
天
安
門
事
件
以
後 、
徹
底
し
た
恐
怖
政
治
を
敷
き 、
去

る一
月
十一
日
の
戒
厳
令
解
除以
降
も 、
首
都・
北
京の
治
安
は
人
民

武
装
警
察
部
隊
と
公
安
警
察に
よっ
て
支え
ら
れ
てい
る 。
天
安
門
事

件一
周
年
を
迎
え
た
今日
な
お 、
徹
底
し
た
警
戒
態
努を
敷い
てい
る

とい
うの
が
偽ら
ざ
る
と
と
ろで
あ
る 。

そ
の
意
味で
中
国
の
民
主
化
運
動は 、
た
んに
当
面の
政
治
改
革
を

求め
た
だ
けで
は
な
く 、
中
国
共
産
党一
党
独
裁
権
力
そ
の
も
のへ
の

線
本
的
な
挑
戦で
あっ
た
とい
っ
て
よい
で
あ
ろ
う 。
そ
うで
あ
る
だ

けに
中
国
共
産
党
当
局は 、
部
小
平
氏
を
は
じ
め 、
そ
う
し
た
動
き
を

「
反
革
命
暴
乱」
と
規
定
し
て 、
と
れ
を
徹
底
的に
抑
圧
し
た
の
で
あ

っ
た 。一

周
年
後の
今日 、
中
国
民
主
化
運
動に
よっ
て
提
起
さ
れ
た
問
題

は 、
な
ん
ら
解
決
さ
れ
る
と
と
な
く 、
当
時の
中
国
共
産
党
最
高
指
導

者で
あっ
た
趨
紫
陽
総
書
記
は 、
事
件
後に
失
脚
し
た
ま
ま 、
そ
の
行

方
もい
ま
だ
に
まっ
た
く
分ら
ない
状
況が
続い
てい
る 。

天
安
門
広
場の
人
民の
波が
中
国
当
局に
とっ
て
深
刻で
あっ
た
の

た
と
え
ば
北
京の
拠
点
校で
あっ
た
北
京
大
学は 、
天
安
門
事
件
以

後 、
学
生た
ち
を
石
家
荘の
人
民
解
放
軍
根
拠
地に
釘
付
けに
し
た
ま

ま 、
新
入
生が
キャ
ン
パ
ス
に
戻
れ
ない
と
い
う
状
況
が
続い
て
い

る 。
も
う一
つ
の
拠
点
伎で
あ
る
北
京
師
範
大
学は 、
今日 、
全学
生

に
朝か
ら
晩
まで
品
業
労
働を
強
制
し
てい
る 。
他
の
多
く
の
大
学に

お
い
て
も 、
国
家
安
全
部（省）
や
公
安
部（省）
の
要
員
が
キャ
ン

パ
ス
に
進
駐
し 、
民
主
化
運
動へ
の
徹
底
的
な
弾
圧
を
仔
なっ
て
い

る 。
そ
う
し
た
態
努を
と
ると
と
に
よっ
て 、
乙
の
五
月か
ら
六
月に

か
け
て
の 、
す
な
わ
ち
五・
四
運
動
記
念日 、
あ
るい
は
天
安
門
事
件

一
周
年
を
迎
え
る
期
間 、
学
生た
ち
が
広
場に
立
ち
寄れ
ない
よ
う
な

状
況
をつ
く
り
だ
し
てい
る 。

私
自
身 、
去
る
四
月
下
旬か
ら
五
月上
旬の
訪
中に
よっ
て 、

一再ひ

騒
乱が
起
る
余
地さ
え
ない
よ
う
な
警
戒
態
勢
下に
あ
る
今日
の
北
京

の
雰
囲
気
を
じ
か
に
感・し
て
き
た 。

五
月
四
日
の
五・
四
運
動
記
念
日
は 、
咋
年 、
民
主
化
運
動の
大
き

な
高
揚
を
も
た
ら
し
た
日
で
あっ
た
け
れ
ど
も 、
今
年の
天
安
門
広
場

は 、
メ
ー

デ
ー

記
念日
の
赤
旗
や 、
広
場の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
孫
文

の
大
き
な
肖
像が
目
立つ
ぐ
らい
で 、
実に
閑
散と
し
てい
た 。

私
は
た
ま
た
ま
と
の
目 、
平
壊か
ら
北
京に
戻
り 、

広
場の
状
況
を

見て
み
よ
う
と 、
午
後
六
時
半
ど
ろ 、
ホ
テル
か
らタ
ク
シ
ー

に
乗っ

て
広
場へ
待っ
て
み
た 。
せっ
か
く
の
機
会
な
の
で
写
真を
掠
ろ
う
と

思っ
た
と
こ
ろ 、
タ
クシ
ー

の
運
転
手
が
気を
きか
し
て
人
民
大
会
盆

の
前に
右
折
し
て
率
を
止め
て
く
れ
た 。
と
こ
ろ
が 、
そ
ζ
は
右
折
禁
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止
で
あっ
た
ら
し
く 、
見てい
た
警
官が
立
ち
ど
と
ろに
タ
ク
シ
ー

を

停
止
させ 、
運
転
手の
免
許
証
を
取り
上
げて
し
まっ
た 。

こ
の
問 、
三
十
分
近
く

運
転
手
は
帰っ
て
と
ない 。
結
果
的に
は
二

十
元
の
罰
金
とい
うと
と
で
事な
き
を
え
た
よ
うで
あ
り 、

私
は
気の

毒に
思っ
て
チッ
プ
に
十
元
を
は ．すん
だ
の
だ
が 、
乙
の
問 、
人
民
大

会
堂の
南
側の
角
を
右K
曲っ
た
と
と
ろで
事
を
止め
ら
れ
た
ま
ま 、

紅
は一
人で
放
置
さ
れ
た 。
当
然
公
安
警
察の
訊
問
も
受
け 、
一
瞬ギ

ク
HY
と
し
た
の
だ
が 、
そ
の
と
きふ
と
見
る
と 、
人
民
大
会
堂の
南
側

の
通り
を 、
数
十
名
単
位の
人
民
武
装
警
察
部
隊
が
隊
列
を
組んで
は

現
わ
れ 、
や
が
て
広
場
を
横
切っ
て
人
民
大
会
堂の
反
対
側に
あ
る
革

命
博
物
館の
ほ
うへ
次々
に
消
え
て
ゆ
く
で
は
ない
か 。

革
命
博
物
館
は
今
日
で
も 、
人
民
解
放
軍
や
人
民
武
装
警
察
部
隊の

宿
舎に
なっ
て
お
り 、

閉
館
状
態に
なっ
てい
る 。
そ
う
し
た
数
十
名

の
武
装
警
察
部
隊の
隊
列が
次々
に 、
ま
る
で
手
品で
も
見てい
る
か

の
よ
うに 、
ど
乙
か
ら
と
も
な
く
部
き
出て
は 、
広
場の
ほ
うへ
消え

てい
く 。
そ
の
数は
お
そ
ら
く
数
百
名 、
実に
い
く
組か
の
隊
列が 、

そ
の
よ
う
な
と
と
を
私
の
自の
前で
繰
り

返
し
てい
た 。

hn
そ
ら
く 、
と
の
時
刻に
広
場に
い
た
外
国
人
は
ほ
と
ん
ど
な
かっ

た
と
思
う
の
で 、
私
は
そ
れ
を
目
撃
し
た
貴
重
な
例
外で
あっ
た
ろ

う 。
考
え
て
み
る
と 、
人
民
大
会
堂一
帯は 、
北
京の
要
人
の
拠
点で

あ
る
中
南
海か
ら
地
下
道で
つ
な
がっ
てい
る 。
ζ
れ
ら
の
人
民
武
装

警
察
部
隊
は 、
お
そ
ら
く
そ
の
日一
目 、
広
場で
も
し
や
伺かハ
プニ

ン
グ
が
あっ
た
湯
合に
備え
て 、
人
民
大
会
堂の
な
か
か 、
そ
の
地
下

とい
うζ
と
は 、
中
国
社
会の
内
部
に
依
然
と
し
て 、
現
在の
共
産
党

体
制に
抵
抗
す
る
地
下
組
織が 、
地
縁・
血
縁の、ネッ
ト

ワ
ー
ク
や 、

あ
るい
は
民
主
化
運
動へ
の
連
帯の
ネッ
ト

ワ
ー
ク
を
通じ
て
存
在
し

てい
る
と
と
を
物
語っ
てい
る 。

いつ大衆反乱が起きても不思議ではない

と
う
し
て
中
国
は 、
当
面 、
い
わ
ゆ
る
「
四
つ
の
原
則」
を
堅
持

し 、
社
会
主
義の
路
線
を
断
固と
し
て
擁
護
す
る
と
主
盟
しつ
つ 、
東

欧
やソ
連の
歴
史
的
な
変
化 、
さ
ら
に
は
隣のモ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国

に
まで
波
及
し
た
民
主
化の
波
を
必
死に
防
戦
し
よ
う
と
し
てい
る 。

だ
が 、
は
た
し
て
と
の
よ
う
な
強
権
体
制が 、
い
つ
ま
で
続
く
の
で
あ

ろ
うか 。

と
く
に
最
近
は 、
過
度の
経
済の
引
き
締め
政
策に
よっ
て 、
中
国

の
経
済
活
動はい
ち
じ
る
し
く

停
滞し
て
し
まっ
た 。
農
村
人
民
公
社
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道に
待
機
し
てい
た
の
で
は
ない
か 。
少
し
で
も
騒
ぎが
起れ
ば 、
一

斉に
飛
び
出
し
て
きて
彼ら
を
抑
えつ
け
る 、
とい
う
態
勢で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う 。
そ
と
まで
厳
重
な
警
戒
態
勢
を
と
ら
ざ
る
を
得
ない

現
状が 、
依
然
と
し
て
首
都
北
京に
は
存
在
し
てい
る
の
で
あ
る 。

と
う
し
た
徹
底
し
た
や
り

方
で
民
主
化
運
動
の
抑
圧
を
は
か
る
反

面 、
中
国
当
局は
最
近 、
天
安
門
事
件に
関
わっ
て
逮
捕
さ
れ
た
活
動

家
た
ち
の
う
ち
二
百
余
名
を
釈
放
し
た 。
そ
の
な
か
に
は
『
光
明
日

報』
の
女
性
記
者と
し
て 、
民
主
化
運
動に
大
活
掘
し
た
戴
晴
女
史
な

ど
も
入っ
てい
る
が 、
一
方で
は
北
京の
政
法
大
学の
強
小
平
教
授の

よ
うに 、
広
場で
学
生
た
ち
に
運
動
を
煽
動
し
た
か
ど
で
反
革
命
煽
動

罪に
問わ
れ 、
懲
役
十五
年が
科
せ
ら
れ
る
な
ど 、
硬
軟
両面の
対
処

を
し
てい
る 。

112 

そ
う
し
た
な
か
で
つ
い
先
般 、
北
京
師
範
大
学の
活
動
家の一
人で

民
主
化
運
動のス
タ
ー

だっ
た
あ
の
柴
玲
女
史が 、
厳
重
な
警
戒
体
制

を
く
ぐ
り

抜
け
て
中
国
を
脱
出
し 、
パ
P
に
亡
命
し
た 。
と
の
と
と

は 、
中
国
当
局の
メン
ツ
をい
た
く

傷つ
け
た
よ
うで
あ
る 。

李
鵬
首
相
は 、
「
中
国
は
広い
か
ら、
少
1勺く
らい
逃
げ
る
者が
あ

っ
て
も
当
り
前だ」
と

語っ
てい
た
が 、
実
際に
は 、
中
国
当
局は 、

民
主
化
運
動に
閲
し
て
は
徹
底
し
た
抑
圧
態
勢
を
と
り 、
公
安
部
や
国

家
安
全
部（
省）
が
全
国
的
な
摘
発
態
勢
を
とっ
て
い
た 。
都
市に
お

い
て
は
最
も
末
端の
組
織で
あ
る
居
民
委
員
会 、
農
村に
、おい
て
は
村

民
委
員
会
を
通じ
て 、
い
わ
ば
ジュ
l

タン
作
戦で
摘
発
運
動
を
行な

っ
てい
た
の
で
あ
る 。
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
柴
玲
女
史が
逃れ
ら
れ
た

の
解
体の
あ
と
に
出
現
し
た
数
多く
の
郷
鋲
企
業
は 、
中
途
半
端な
市

場
経
済
導
入
の
矛
盾
を
ま
と
もに
受
けて 、
次々
に
倒
産 、
解
散
し
て

い
る 。他

方 、
ζ
の
問 、
一
方で
万
元
戸
が
出
現
し
た
ため
も
あっ
て 、
ひ

と
た
び
農
耕の
揚
を
離れ
て
郷
鋲
企
業K
吸
収
さ
れ
た
農
村
人口
は 、

再
び
農
業に
mm
る
ζ
と
もで
き
ない 。
そ
う
し
た
状
況の
な
か
で
多
数

の
失
業者が
輩
出
し
てい
る 。

中
国に
は
七 、
八
千
万か
ら一
億
も
の
溶
在
的
な
失
業
人口
ll

中

国
で
は
「
失
業」
の
と
と
を
「
待
業」
と
い
っ
て
い
る
ーー

が
存
在

し 、
彼ら
は
開
放
政
策の
な
か
で
鼓
吹
さ
れ
た
勘
定
高さ 、
い
わ
ば
拝

金
主
義に
影
響
さ
れ
て 、
少
しで
も
多く
の
収
入
を
得ょ
う
と
中
国
各

地
を
転々
と
し
て
い
る 。
そ
う
し
た
潜
在
的
な
失
業
人
口
が 、
い
わ
ば

流
民と
化
し 、
最
近で
は
「
盲
流」
とい
わ
れ
る
よ
うに
都
市に
な
だ

れ
込
ん
だ
り 、
あ
るい
は
海
外に
脱
出
し
よ
う
と
す
る
難
民
潮の
圧
力

と
なっ
て 、
中
国
社
会の
な
か
に
渦
巻い
てい
る
の
で
あ
る 。

。
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た
ま
た
ま
今
回
私
が
北
京で
会っ
た
旧
知
の
ジェ
1

ム
ス・
9
リ
l

駐
中
国
ア
メ
p
カ
大
使
も 、
中
国
の
そ
う
し
た
流
民は 、
い
ま
や一
憶

に
達
す
る
と

述べ
てい
た 。
ア
メ
リ
カ
国
務
省
当
局
も 、
ζ
の
点
を
注

目
し
てい
る
とい
っ
て
よい
だ
ろ
う 。

ジェ
l

ム
ス・
リ
リ
！

大
使とい
え
ば 、
彼は
中
国
大
使
館に
鑑を

逃れ
た
が

中
国
の
サハ
ロ
フH
方
励
之
博
士
を
保
護
し
てい
る
張
本
人

で
あ
る 。
昨
年
七
月と
十二
月の 、
ス
コ
ウ
クロ
フ
ト

米
大
統
領
特
別

補
佐
官の
訪
中に
よ
る
米
中
関
係
打
開の
租
密
折
衝で
は 、
当
然 、
方

励
之
問
題が
話
題と
な
り 、
と
くに

十二
月の
訪
中
時に
は
中
国
当
局

と 、
ζ
の
と
と
に
つ
い
て
の
折
衝が
は
か
ら
れ
た
の
だ
が 、
今日
に
い

た
る
も
解
決の
メ
ド

が
立っ
てい
ない 。

中
国
側の
条
件に
合
わせ
て 、
ア
メ
リ
カ
側
も一
定の
妥
協
策
を
提

案
し
た
よ
う
だ
が 、
結
局 、
中
国
民
主
化
運
動の
シ
ン
ボル
で
あ
る
方

励
之
とい
う
巨
大
な
存
在
を 、
最
高
実
力
者の
郡
小
平が
個
人
的に
も

憎
悪
し
てい
る
ら
し
く 、
そ
の
た
め
に
打
開の
メ
ド

が
立っ
てい
ない

の
だ 。
一
方 、
ア
メ
リ
カ
の
議
会
や
世
論は
中
国
民
主
化の
現
状に
き

わ
め
て
厳
しい

態
度
を
く

ずし
てい
ない
の
で 、
ζ
の
問
題一
つ
を
と

っ
て
も 、
米
中
関
係
は
当
面 、
限
措
状
態の
ま
ま
だ
とい
わ
ざ
る
を
得

ない 。さ
ら
に
ま
た
中
国
は 、
過
去
十
年
間の
対
外
開
放
政
策に
よっ
て
借

り
ま
くっ
た
累
積
債
務の
支
払い
期
をい
よい
よ
迎
え
よ
うと
し
てい

る 。
一
九
九
O
年に
も一
O
O
億
米ドル
に
近い
債
務の
返
済
を
迫
ら

れ
る
の
で
あっ
て 、
現に
わ
が
国
の
銀
行と
の
あい
だ
で
も 、
一
部 、

安
門
事
件一
周
年
は
・お
そ
ら
く
平
静
な
ま
ま
推
移
す
る
に
し
て
も 、
ζ

と
と
次
第に
よっ
て
はい
つ
再
び 、
下か
ら
の
運
動が
爆
発し
ない
と

も
か
ぎ
ら
ない
の
が
中
国
の
現
状
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。

と
う
し
た
な
か
で 、
中
国
共
産
党
中
央の
権
力
闘
争
を
見る
と 、
ζ

と
に
は
早く
も
深
刻
な
亀
裂
が
目
立っ
てい
る 。
郡
小
平
氏は
そ
の
背

後に
あっ
て 、
ζ
う
し
た
党
中
央の
権
力
闘
争
をバ
ラン
ス
し
よ
うと

し
てい
る
か
に
見え
る
が 、
い
わ
ば
天
安
門
事
件に
手
を
汚し
た
李
鵬

ゃ 、
銚
依
林 、
喬
石
とい
っ
た
幹
部
た
ち
と 、
天
安
門
事
件
以
後 、
党

中
央に
席
を
占め
る
と
と
に
なっ
た
江
沢
民 、
李
瑞
邸 、
衆
平
ら
の
新

しい
政
治
局
常
務
委
員
と
の
あい
だ
の
亀
裂
は 、
戒
厳
令の
解
除
ゃ 、

当
面の
経
済
引
き
締め
政
策
を
め
ぐっ
て
も 、
か
な
り

明
確に
そ
の
輪

郭
を
描
く
と
と
が
で
き
る 。

李
鵬と
江
沢
民
とい
う
両
首
脳
間の
対
立
が
ど
う
な
る
か
が
当
面
の

焦
点で
あ
る
が 、
同
時に
最
近で
は 、
新
しい
指
導
者の
な
か
で
拾
頭

の
著しい 、
前
天
津
市
長の
李
瑞
環
政
治
局
常
務
委
員の
存
在
が 、
か

債
務の
捕り
が
北
京
以
外の
地
域で
発
生
し
て
お
り 、

中
国
全
体で
も

か
な
り

深
刻
な
状
況に
立
ちい
たっ
てい
る
とい
っ
て
よい
だ
ろ
う 。

中
国
を
襲っ
たス
ーパ
ー・

イン
フ
レ
ー

ショ
ン
は 、
一
時の
よ
う

な
ひ
どい
状
況か
ら
は
脱
却
し
てい
る
も
の
の 、
潜
在
的な
イン
フ
レ

圧
力
は
依
然
と
し
て
強い 。
財
政
危
機の
補
填
ゃ 、
外
貨
不
足の
穴
埋

め
の
た
め
に 、
次々
に
発
行
さ
れ
る
大
量
の
人
民
元
の
氾
濫
の
な
か

で 、
今
後
も
イン
フ
レ
圧
力
は
続
く
と
見な
け
れ
ば
な
ら
ない 。

こ
の
よ
うに
考
え
て
く
る
と 、
当
面 、
中
国
は
強
績
体
制の
も
と
で

事
態
を
抑
えつ
け
てい
る
が 、
今
後
の
中
国
経
済の
発
展い
か
ん
に
よ

っ
て
は 、
い
つ 、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
大
衆
反
乱が
起
きて
も
不
思

議で
ない 、
とい
う
状
況が
滞
在
し
てい
る
とい
え
よ
う 。

も
と
よ
り 、

民
主
化
運
動の
活
動
家た
ち
も
知
識
人
た
ち
も 、
あ
の

六
月四
日
の
悲
劇
を
体
験し
た
だ
けに 、
きわ
め
て
慎
重
私
出
方
を
す

る
も
の
と
思わ
れ
る 。
ま
し
て
や 、
郵
小
平
も
ま
も
な
く

八
十六
歳 。

部
小
平
と
並
び
称せ
ら
れ
る
同
年
配の
陳
雲も
病
弱 。
あ
るい
は
李
先

念 、
野
真ら
の
長
老
も 、
軍
を
牛
耳っ
てい
る
揚
尚
見
と
と
もに 、
き

わ
め
て
高
齢
化
し
てい
る 。
そ
れ
だ
けに 、
と
れ
ら
革命
第一
世
代が

あ
と
数
年の
う
ち
に
影
響
力
を
失
うで
あ
ろ
うこ
と
を
十
分に
考
慮
し

て 、
い
わ
ば「
時
間と
の
戦い」
を
考
え
てい
る
も
の
と
思わ
れ
る 。

中
国
社
会
主
義経
済の
符
き
詰
り
と
と
もに 、
首
都・
北
京ほ
か
の

都
市に
限
定さ
れ
てい
た
民
主
化
運
動・
自
由
化
運
動が 、
全
国
的な

レベ
ル
に
波
及
す
る
か
も
し
れ
ない
可
能
性が
高い
だ
けに 、
ζ
の
点

で
もタ
イ
ミン
グ
を
考
え
てい
る
とい
っ
て
よい 。
し
た
がっ
て 、
天
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な
り
クロ
ーズ

アγ
ブ
さ
れ
て
きてい
る 。

持
来 、
中
国
の
トッ
プ
を
担
うと
と
に
な
る
か
も
し
れ
ない
李
瑞
環

の
成
長と
と
もに 、
江
沢
民
や
李
鵬と
の
あい
だ
に
新
た
な
亀
裂
が
目

立
ち
は
じ
め
て
お
り 、
と
う
し
た
グル
ー
プ
は 、”い
わ
ば
誼
紫
陽ら
の

改
革
派
と
の
隠
密の
連
携の
も
と
に 、
中
国
の
指
導
部
を 、
今日
の
東

欧
やソ
迎の
変
化と
見
合っ
た
か
た
ち
で
革
新
し
よ
うとい
う
槌め
ら

れ
た
戦
略
を
構
想
しつ
つ
あ
る
とい
う
推
定
も
成
り

立
た
ない
わ
けで

は
ない 。
と
う
し
た
権
力
的
角
逐が 、
当
面の
中
国
の
政
治
社
会
状
況

の
混
乱と
停
尚の
な
か
で
再
び
表
面
化
し
ない
と
も
か
ぎ
ら
ない
の
で

あ
る 。と

の
よ
うに
考
え
る
と 、
天
安
門
事
件一
周
年に
再
び
無
用
な
力
を

結
集
す
る
よ
り
も 、
い
ま
は
冷
静に
耐
え
て 、
次の
機
会
を
待つべ
き

だ
とい
う
意
見が 、
中
国
の
学
生
や
知
識
人
た
ち
の
あい
だ
に
根
強い

と
と
も
納
得で
きよ
う 。

ζ
う
し
て
中
国
は 、
天
安
門
事
件一
周
年
を
表
面
的に
は
平
静に
経

諸矯徹次
者／修訂H鎌田
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過
す
る
で
あ
ろ
う
が 、
そ
の
体
制に
は
さ
ま
ざ
ま
な
亀
裂が
見ら
れ 、

ま
た 、
根
本
的
な
問
題が
な
ん
ら
解
決
さ
れ
ない
ま
ま
矛
盾
が
深
刻
化

し 、
欲
求
不
満が
潜
在
し
てい
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。

今
後
中
国
は
東
欧・
ソ
連の
歴
史
的
変
動の
影
響
ゃ 、
台
湾 、
香
港

な
ど
周
辺の
同
じ
中
国
入
社
会の
経
済
的・
社
会
的
発
展の
強い
イン

パ
ク
ト

を
受
け
ざ
る
を
得
ず 、
そ
う
し
た
外
圧
に
耐
え
る
ζ
と
に
も
や

が
て
限
界が
く
る
に
ち
がい
ない 。

北朝鮮｜｜奇妙な静寂

・・2
霊ZZ盆
ZE
z－
－
zzg
av－－－－書Z
E－Z
ZE－－－
－2
，．2
z－－zz－
EZE
E－－
E・E・
e・－Z室
事－－－dz
・－z
－Z2
52
霊夢盆
写雀E・
2霊’
z

・’z－－ze－－
az－－
ZE

－－．，z－霊
ZE
－
－2・
・・2・2Z
E歪・
室事－
Ez－－z

と
の
よ
う
な
中
国
を
通
過し
て 、
私
は
去
る
四
月二
十
八
日
か
ら
五

月
四
日
まで 、
北
朝
鮮つ
ま
り

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国の
首
都・

平
壌
を
訪
れ
た 。

すで
に
十
数
固に
わ
たっ
て
斡
国
を
訪
問
し
て
い
る
私
に
とっ
て

も 、
平
壌
訪
問は
初め
て
の
ζ
と
で
あっ
た 。
私
た
ち
に
とっ
て
国
交

の
ない
北
朝
鮮
を
訪
れ
ると
と
が
き
わ
め
て
難しい
ば
か
り
か 、
北
朝

鮮
側
も 、
と
れ
ま
で
は
外
国の
訪
問
客に
固く
門
を
閉
ざ
し
て
きてい

た
か
ら
で
あ
る 。
今
回の
平
壊
訪
問は 、
日
本
国
際
政
治
学
会
訪
朝
団

と
し
て 、
私
た
ち
が
組
織
し
た
も
の
で
あ
り 、

私
は
そ
の
団
長
と
し

て 、
八
名の
同
僚と
と
もに

平
壊
を
訪
れ
た
の
で
あ
る 。

多く
の
人々
は 、
金
日
成
独
裁
体
制
下に
あ
る
北
朝
鮮が 、
ま
さ
に

中
国
と
は
違っ
た
意
味で
の
権
力
継
承の
時
期に
きてい
て 、
ζ
う
し

た
権
力
継
承が
同
滑に
進
む
も
の
か
ど
うか
を
危ぶ
ん
でい
る 。
さ
ら

平
壌
は 、
子
想に
反
し
て
巨
大
な
都
市
で
あっ
た 。
い
た
る
と
ζ
ろ

に
金
日
成
主
席
を
讃え
る
巨
大
なモニ
ュ
メ
ン
ト

が
立
ち
並
び 、
ま
た

同
時に 、
大
規
模
な
都
市
建
設の
象
徴
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
建
造

物 、
高
間
アパ
ー
ト

群 、
巨
大
なホ
テル
な
ど
が
建っ
てい
る
大
都
市

で
あ
る 。

大
向
江に
面
し
た
平
壌
は 、
そ
の
む
か
し
柳
の
都 、
「
柳
京」
と

呼

ば
れ
た
だ
け
あっ
て 、
柳の
新
緑が
ひ
と
き
わ
美
しい
明
るい
都
市
長

観を
呈
し
て
お
り 、

田
中が一 一位の
サ
ナ
ト
リ
ウム
の
よ
う
な
泊
潔
感

に
満ち
てい
る
とい
っ
て
も

過
言で
は
ない 。

私
た
ち
は 、
た
ま
た
ま
メ
ー

デ
ー

式
典に
参
列
し
た
が 、
大
向
江の

中
洲に
あ
る 、
そ
の
メ
ー

デ
ー

競
技
場
は 、
十
五
万
人
収
容の
大
鉄
傘

に
よっ
て
構
築さ
れ
た
巨
大
なス
タ
ジ
アム
で
あっ
た 。

ζ
う
し
た
状
況の
なか
で 、
い
っ
て
み
れ
ば
約二
千
万の
民
衆が 、

金
日
成
崇
拝と
チュ
チェ
思
想に
よっ
て
完
全に
教
化
さ
れ 、
一
種
の

宗
教
的
雰
囲
気の
なか
に
自
己
陶
酔
し
てい
る
とい
う
感
じ
で
あ
る 。

に
は
金
日

成・
金
正
日
父
子
橘
カ
継
承
体
制とい
う 、

共
産
主
義
体
制

に
お
い
で
さ
え
許
容
し

得
ない
よ
う
な
家
父
長
体
制が 、
最
近のル
f

マ
ニ
ア
の
チャ
？ンエ
ス
ク
王
朝の
崩
媛 、
そ
し
て
東
欧か
ら
｝
連に

い
た
る
社
会
主
義の
地
殻
変
動 、
そ
し
てモ
ン
ゴ
ル
に
まで
及ん
だ
変

革の
嵐の
なか
で 、
も
ち
と
た
え
得
る
も
の
か
ど
うか
を
注
目
し
てい

る 。
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次は
中
国か 、
そ
れ
と
も
北
朝
鮮か
とい
うの
が 、
多く
の
西
側の

人
た
ち
の一
致
し
た
見
方
ない
し
は
期
待
だ
とい
っ
て
よい
の
か
も
し

れ
ない 。
東
欧に
は
じ
ま
り 、
ソ
連 、
モ
ン
ゴ
ル
を
経
過し
た
脱
共
産

化へ
の
歴
史
的
な
動
きが 、

最
後に
中
国に
及
び 、
そ
し
て
北
朝
鮮の

現
体
制が
崩
撞
す
れ
ぽ 、
ま
さに一
つ
の
ド
ラマ
の
序
幽か
ら
フ
ィ
ナ

ーレ
まで 、
完
結
し
た
筋
書
きが
鎗か
れ
る
か
ら
で
あ
る 。

し
か
し
な
が
ら、
私
自
身 、
今
回 、
平
壊
を
訪
れ
た
印
象
を
率
直に

語
る
な
ら、
一
口
に
い
っ
て 、
北
朝
鮮は
きわ
め
て
例
外
的
な
状
況に

あ
る
の
で
は
ない
か 、
とい
うと
と
で
あっ
た 。
そ
れ
は 、
徹
底
し
た

個
人
祭
拝と 、
徹
底
し
た
独
裁
体
制
下
に
あっ
て 、
政
治
的
な
亀
裂

や 、
下か
ら
の
反
乱
な
ど
が
当
面
は
まっ
た
く

許
さ
れ
ない
ほ
ど
の 、

自
己
完
結
し
た
閉
鎖
的
な
政
治
社
会
体
制が
で
き
あ
が
りつ

つあ
る
の

で
は
ない
か
と

思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る 。
し
か
も 、
そ
れ
も
た
ん
に
共

産
党 、
つ
ま
り

朝
鮮
労
働
党の
社
会
主
義一
党
体
制
下の
独
哉と
し
て

で
は
な
く 、
き
わ
め
てユ
ニ
ー

ク
な
「
チュ
チエ
（主
体）
思
想」
に

よっ
て 、
国
家
的
な
規
模で
の
倫
理・
道
徳
的
な
指
導
体
制が 、
そ
と

に
確
立
し
てい
る
の
で
は
ない
か
と
恩わ
れ
た 。

戦
時
中の
皇国
日
本が
長
期に
持
続
し
てい
る
よ
う
な
感
じ
だ
と
考
え

る
と
と
も
で
きよ
う 。
そ
れ
は
ま
さに
金
日
成
王
朝で
あ
り 、
あ
ら
ゆ

る
と
こ
ろ
で
金
日
成
崇
拝の
た
め
の
神
話が
つ
く
ら
れ
てい
る 。

も
と
よ
り 、

バ
HY
の
凱
旋
門よ
り
も
は
る
か
に
大
きい
金
日
成
凱
旋

門に
し
て
も 、
あ
るい
は
巨
大
な
チュ
チェ
思
想
塔に
し
て
も 、
すぺ ．

て
が
金
日
成
個
人の
業
績と
結
びつ
け
ら
れ
てい
る 。
た
と
え
ば 、
チ

ユ
チェ
思
想
浴
の
建
造に
つ
かっ
た
花
崩
岩の
数は
二
万五
千五
百
五

十
個 。
金
日
成の
七
十
接の
誕
生日
に
合
わ
せ
て 、
そ
れ
に
三
百
六
十

五
日
を
掛
け
た
石
の
枚
数で
建
造さ
れ
た
とい
う 。
凱
旋
門は 、
金
臼

成
主
席が
平
壌
を
去っ
て 、
中
国
の
地で
抗
日

闘
争に
突入
し
た
日
か

ら、
第二
次
大
戦
後 、
平
鹿に
凱
旋
し
た
日
まで
を
か
た
どっ
て
建っ

てい
る 。
と
れ
ら
の
と
と
は 、
逆
説
的に
見
る
と 、
い
つ
の
日
か 、
金

目
成
主
席が
すべ
て
国
家
を
私
物
化
し
た
と
と
の
証
明
と
し
てつ
く
ら

れ
てい
る
の
で
は
ない
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
ほ
ど
だ 。

い
ずれ
に
せ
よ 、
と
う
し
た
雰
囲
気の
なか
で 、
北
朝
鮮は
ま
さに

『

自

然 、

街 、

人

間

設…

協

民

な

生

命

を

宿

し

て
い

る 。

品

鵠

はつむに ・
？
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・
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儒
教
的
な
権
尿
主
義
体
制 、
儒
教
的
な
家
父
長
体
制の
なか
に
あ
る
と

い
っ
て
よい
だ
ろ
う 。

で
はい
っ
たい 、
こ
う
し
た
奇
妙
な
静
寂
を
保っ
てい
る
閉
鎖
的
な

国
家
をつ
く
り

上
げ
た 、
そ
の
金
日
成
体
制の
理
念で
あ
る
チュ
チェ

思
想と
は
何
な
の
か 。

私
た
ち
は 、
チュ
チェ
思
想の
考
案
者と
もい
わ
れ 、
金
正
白
書
記

の
指
南
役 、
そ
し
て
ま
た
朝
鮮
労
働
党
最
高
幹
部（中央委員会怨記）

と
し
て 、
と
の
国
の
最
高
決
定
機
関で
あ
る
最
高
人
民
会
議
前
接
長
を

つ
と
め 、
金
日
成
総
合
大
学の
学
長
を
十
五
年に
わ
たっ
て
つ
と
め
た

黄長
燦〈ホ
ワン・
ジヤンヨ
プ）
朝
鮮
社
会
科
学
者
協
会
委
員
長と 、

延べ
八
時
間
半も
膝
を
詰め
て
語
り
合っ
た 。
洋の
東
西の
学
聞に
通

じ
た
黄
委
員
長は 、
日
本
語で
私
た
ち
と
話
し
た
の
だ
が 、
人
間改
造

を
柱に
し
た
チュ
チェ
思
想
は 、
い
わ
ば
人
間を
信
ず
る
宗
教だ 、
と

彼は
発
言
し
てい
た 。
そ
の
か
ぎ
りに

‘お
い
て 、
チュ
チェ
思
想はマ

ル
クス
主
義を
逆に
回
帰
し 、
史
的
唯
物
論
を
否
定
す
る
唯
心
論 、
あ

るい
は
観
念
論
だ
とい
っ
て
よい
だ
ろ
う 。

現に
私
が 、
「
そ
れ
で
はマ
ル
ク
ス
よ
り
も 、
フ
ォ
イエ
ル
バ
ッ

ハ

の
ほ
う
が
面
白い
の
で
は
ない
で
すか」
とい
う
と 、

彼は
膝
を
叩か

ん
ば
か
り
に 、
「
フ
ォ
イエ
ル
パ
ッ

ハ
の
ほ
う
が
は
る
か
に
面
白
く 、

優れ
てい
る」
と
明
言
し
た 。
社
会
主
義・ ．共
産
主
義を
也
前と
す
る

国
家の
最
高イ
デ
オロ
l

グ
の
発
言と
し
て
は 、
きわ
め
てユ
ニ
ー
ク

な
も
の
だ
とい
え
よ
う 。

個
人
崇
拝に
つ
い
て
も 、
主
席
l

党
l

大
衆が一
体
と
なっ
た 、

と
称
し
て 、
ピ
クニ
ッ
ク
を
し
てい
る
風
景に
も
し
ば
し
ばぶ
つ
かっ

た。
ま
た
同
時に 、
一
種
の
臨
戦
態
勢に
あ
る
だ
けに 、
あ
ち
こ
ち
に

軍
事
的
な 、
兵
営
国
家
的
な
体
制
を
感
じ
た 。
河
原
の
土
手か
ら
急

κ 、
震い
銃を
抱え
た
年
若い
男
女の
兵士
た
ち
の
隊
列が
出
現
す
る

とい
っ
た
軍
事
訓
練
風
景に
ぶ
つ
か
る
ζ
と
が
し
ば
し
ば
で
あっ
た 。

ζ
う
し
た
北
朝
鮮
を
表
面
的に
見
る
か
ぎ
り 、
そ
と
に
は
当
面 、
民

主
化
運
動は
お
ろか 、
党内
の
深
刻
な
権
力
闘
争が
起
る
余
地
も
ない

よ
う
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る 。
も
と
よ
り

朝
鮮
労
働
党に
は 、
ζ
の

問 、
さ
ま
ざ
ま
な
異
分
子が
存
在
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど 、
そ
れ
ら
は

徹
底
的に
排
斥
さ
れ
て
し
まっ
てい
る 。

こ
う
し
た
な
か
で 、
北
朝
鮮
は
そ
の
国
際
的
孤
立
化
の
た
だ
な
か

で 、
自
ら
の
新
しい
友を
求め
よ
う
と
し
てい
る
か
に
恩わ
れ
た 。

黄
委
員
長
は
私
た
ち
に 、
「
日
本
は
本
当
に
大
き
な
力
を
もつ
よ
う

に
なっ
た 。
そ
の
日
本の
学
者の
使
命
は
大
きい 。
ど
の
国
の
学
者よ

り
も 、
日
本の
学
者に
会っ
て 、
憂い
を
分
ち
合い
たい」
と
述べ
て

・圃園田圃・・�習圃恒事司，，q・園 田園，......ーーーーーー一ー一一一 I 

つ
の
完
結
し
た
生
命
体
だ
とい
う
論
理で
説
明
し
よ
う
と
す
る 。
私
自

身は 、
チュ
チェ
思
想
を
もっ
て
し
で
も 、
個
人
崇
拝と
親
子の
権
力

継
承の
体
制
を
納
得
す
る
と
と
は
と
うてい
で
き
なかっ
た
が 、
ζ
と

まで
徹
底
し
た
個
人
崇
拝と 、
金
日
成
神
話の
創
出
とい
う
なか
で 、

ソ
連が
ど
う
な
ろ
う
と 、
中
国
が
ど
う
な
ろ
う
と 、
わ
れ
独
り

行か
ん

と 、
唯
我
独
首噌
的に
自
立
的
な
経
済
体
系
お
よ
び
自
立
的
な
指
務
理
念

に
よ
る
徹
底
し
た
強
権
体
制
を
保
持
し
てい
る
状
況
は 、
今日
の
世
界

で
は
ま
れ
に
見
る
も
の
だ
とい
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。

要
す
る
に 、
二
千
万
国
民が一
一種の
新
興宗
教の
教
祖と
と
もに
自

己
陶
酔
し
てい
る
とい
っ
た
感
を
拭え
なかっ
た 。

と
う
し
た
北
朝
鮮は 、
平
壌の
壮
大
な
景
観に
も
か
か
わ
ら
ず 、
そ

し
て
ま
た 、
公
共
投
資の
大
規
模
な
完
遂に
も
か
か
わ
ら
ず 、
生
活
実

感の
乏
しい
町で
あ
り 、
人
も
少
・な
く 、
い
わ
ば
キム
チ
の
匂い
を
ど

ζ
か
ら
も
まっ
た
く

喫ぐ
ζ
と
も
で
き
ない
よ
う
な
人
間
味の
乏
しい

人
工
的
な
都
市で
あっ
た 。
夜に
な
る
と
し
ば
し
ば
停
電
す
る
ζ
と

や 、
一
週
間の
滞
在
期
間
中 、
つ
い
に
食
料を
販
売し
てい
る
現
場
を

見
る
ζ
と
が
で
き
なかっ
た
ζ
と
を
考え
て
も 、
か
な
り

厳
しい
経
済

状
況に
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
まい 。

と
はい
え 、
人々
の
表
情は
きわ
め
て
明
る
く
健
康
的で 、
そ
の
と ．

と
が
か
えっ
て
不
気
味
な
ほ
ど
で
あ
り 、

一
般の
人々
が
そ
の
日
の
糧

に
因っ
て
飢え
てい
る
とい
う
状
況で
は
まっ
た
く
ない 。
と
れ
ほ
ど

見
事
な
地
下
鉄は
世
界に
も
ない
と
思
う
よ
う
な
地
下
鉄も
市
内に
動

い
て
お
り 、
た
ま
た
ま
気
候のい
い
五
月に
は 、
あ
ち
ζ
ち
で
野
遊
会

い
た
が 、
ζ
の
言
葉
の
背
景に
は 、
今日
の
社
会
主
義の
変
貌に
‘たい

す
る
深
刻
な
危
機
感と
と
もに 、
い
か
に
自
ら
が
孤
立
化
し
てい
る
か

とい
う
状
況
が
反
映
し
てい
る
とい
え
よ
う 。

北
朝
鮮は
決
し
て
ソ
連と
も
中
国
と
も 、
う
ま
くい
っ
てい
ない
よ

うで
あ
り 、
む
し
ろ 、
そ
う
し
た
出口
の
ない
状
況の
突
破口
を 、
ア

メ
リ
カ
と
の
関
係
打
開に
求め
てい
るζ
と
を 、
私
は
今
回
確
認
し
た 。

北
朝
鮮の
外
交
問
題の
責
任
者 、
許
鍛・
労
働
党
政
治
局
員が
近々

訪
米
す
る
か
も
し
れ
ない
とい
うニ
ュ
ース

は 、
や
やスペ
キュ
レ
ー

ショ
ン
の
きらい
が
あっ
た
け
れ
ど 、
あ
な
が
ち
憶
測
記
事と
ば
か
り

はい
え
ない
よ
うに
思わ
れ 、
ア
メ
pカ
と
の
学
者の
交
流
な
ど
は 、

よ
り

積
極
的に
進め
よ
う
と
し
てい
る
か
に
思わ
れ
た 。

と
う
し
て 、
北
朝
鮮
滞
在の一
週
間は 、
今日
の
社
会
主
義世
界の

歴
史
的
な
変
動の
なか
で 、
そ
う
し
た
変
動と
は
無
関
係に
存
在
す
る

か
に
思わ
れ
る
奇
妙
な
実
態が
そ
と
に
あ
る
こ
と
を
認
識せ
ざ
る
を
得

ない
も
の
と
なっ
た 。

カ
エ
ル

ス
l
フ
と

「
電
気」 。
18世紀末のころ、 イタリア

ポロニャ大学のガルヴァニ政

俊夫人11病気のため、 滋養に

ま主スープを飲んでいた．

ある目、 夫人が主主を料理すべ

くたまたま鮭の足とナイフを

炎の机に置きました．ところが、

そばで動いていた起電線の火

認がIi』るたびに、 突然鮭の足

がピクピタと動き始めました．

このことを夫人から聞いた

ガルヴ7ニ敏綬lふ生来の研

究然心さから多くの実践を行

ない、 責主の足に旬気が含まれ

ていると勘違いをして “動物

電気” と名づけました． しか

し、 この彼の研究が ”電波”

発見のきっかけとなったのです．

且貨で安定した電気の供鎗と陸備

の効事的事軍用、 智恵をめざし．

日新’E’It:ソフトからハードまで‘

鋪鐙衡の開銀に”カしています．

人と筏術の条来をひらく

日稲雷縦
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結
論
的にい
え ，は 、
少
な
く
と
も
金
日
成
主
席
が
健
在で
あ
るか
ぎ

り 、
い
ま
の
体
制が
当
分
は
続
く
の
で
は
ない
か 。
言
葉
を
換
え
る

と 、
も
し
も
金
日
成
体
制か
ら
金
正
日
体
制へ
の
移
行が
近い
将
来
行

わ
れ
る
と
きに
は 、
きわ
め
て
難
しい

問
題が
起
る
可
能
性が
あ
り 、

一
挙に
今日
の
体
制が
崩れ
てい
くζ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う 。

金
日
成
主
席が
存
在
し
ない
と
きの
金
正
日
体
制が 、
は
た
し
て
安

定
的に
推
移
す
る
か
ど
うか
は 、
きわ
め
て
疑
わ
しい
だ
けに 、
そ
と

か
ら二
つ
の
選
択
肢が
考
え
ら
れ
る 。

一
つ
は 、
金
正
日
氏が 、
金
日
成
主
席
と
と
もに
批
判さ
れ
て
失
脚

し 、
朝
鮮
労
働
党が一
挙に
解
体
す
る
か
も
し
れ
ない
とい
う
方
向 。

他の一
つ
は 、
親
子の
権
力
継
承
とい
うと
と
の
異
常
を
知
りつ
く
し

てい
る
金
正
日
氏が 、

H
北
朝
鮮の
ル
ー

マ
ニ
ア
化d
を
避
け
る
た
め

に 、
自
ら
フ
レ
キシ
ブル
・な
政
策
を
模
索
す
る
と
と
に
よっ
て 、
ソフ

ト
ラン
ディ
ン
グ
を
は
かっ
てい
と
う
と
す
る
方
向で
あ
る 。

そ
し
て
も
し 、
と
の
後
者の
よ
う
なか
た
ち
が
進
む
な
ら
ば 、
そ
れ

は
台
湾に
お
け
る 、
蒋
介
石
独
裁
体
制か
ら
蒋
経
国
権
成
主
義
体
制へ

の
移
行に
か
な
り

近い
方
向で
あ
り 、
そ
し
て 、
蒋
経
国
晩
年の一
種

の
民
主
化へ
の
転
換か
ら
今日
の
李
登
輝
民
主
体
制へ
の
進
展に
近い

も
の
に
な
る
か
も
し
れ
ない
と
私
は
考
え
る 。

も
と
よ
り 、
そ
の
場
合に
は 、
北
朝
鮮の
社
会
主
義
体
制
自
体が
大

き
く
転
換
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う 。

内
すれ
に
せ
よ 、
わ
れ
わ
れ
の
す
ぐ
近い
と
と
ろに 、
きわ
め
て
特

異
な
北
朝
銭円の
現
実
が
存
在
し 、
息づ
い
てい
る
ζ
と
を 、
わ
れ
わ
れ

も
ち
ろ
ん
表
向
き
は 、
金
日
成
主
席
が
し
ば
し
ば
強
調
す
る
よ
う

に 、
断
固と
し
て
社
会
主
義を
擁
護
す
る 、
そ
の
か
ぎ
りに
・おい
て
は

中
国
の
現
体
制を
強
く
支
援
す
る 、
とい
う乙
と
だ
ろ
う
が 、
そ
れ
は

外
面
的
な
ζ
と
で
あっ
て 、
内
部
的に
は 、
中
国か
ら
もソ
連か
ら
も

離れつ
つ
あ
る
とい
っ
て
よい
だ
ろ
う 。

一
方 、
ソ
連も
最
近で
は
韓
国
と
の
関
係
を
非
常に
霊
視
し 、
ま
も

な
くソ
連と
の
外
交
関
係
さ
え
結
ぼ
れ
る
か
も
し
れ
ない
動
きに
なっ

て
き
た 。
すで
に
東
ド

イ
ツ
以
外の
東
欧
諸国
は 、
韓
国に
大
使
館
を

置い
た 。
と
の
秋に
も 、
ソ
連が
外
交
関
係
を
結ぶ
な
ら
ば 、
中
国
も

そ
れ
に
続
きか
ね
ない
とい
う
と
と
ろ
ま
で
進みつ
つ
あ
る 。

北
朝
鮮
側
は 、
ソ
連や
中
国
は
そん
なと
と
は
絶
対
し
ない
だ
ろ
う

とい
っ
てい
た
が 、
北
朝
鮮は
中
国
やソ
連が
韓
国に
急
速に
接
近
し

つ
つ
あ
ると
と
に
内
心
強く
反
発
し
てい
る
も
の
と
感
じ
ら
れ
た 。

しか
し
な
が
ら
北
朝
鮮の
最
大の
弱
点は 、
と
の
国
が
か
な
り
の
鉱

物
資
源
ゃ 、
さ
ま
ざ
ま
な
農工
業
資
源
を
も
ち
な
が
ら
も 、
石
油に
事

住むだけの住宅から

住みながら
活用する住宅へ。

〈
大
垣
共
立〉

住

活

口

i

ン

は
決
し
て
無
視
す
ると
と
が
で
き
ない 。
一
般に
平
壌は
北
京よ
り
も

は
るか
か
な
たに
あ
るか
に
思わ
れ
る
遠い
存
在で
あ
る
が 、
実
際に

は
ずっ
と
日
本に
近
く 、
地
理
的に
も
平
壌は 、
北
京と
東
京の
中
聞

に
あ
ると
と
を 、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
忘
れ
てい
る
の
で
は
なか
ろ

うか。
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と
う
し
て～
中
園 、
北
朝
鮮の
現
地
を 、
ζ
の
徴
妙
な
段
階の
時
期

に
訪
れ
る
ζ
と
が
で
き
たと
と
は 、
私に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
考
え
さ

せ
て
く
れ
た 。

も
ち
ろん
中
国
と
北
朝
鮮は 、
国
家
関
係と
し
て
は「
唇
歯
輔
車」

とい
わ
れ
る
親
密
な
関
係が 、
朝
鮮
戦
争
以
来 、
表
面
上
は
続い
てい

る 。
だ
が 、
先ほ
ど
見
た
よ
うに 、
い
ま
や
北
朝
鮮は
決
し
て
中
固に

兄
事
し
て
はい
ない
と
思わ
れ
た 。
も
ち
ろん
ソ
連に
対
し
て
も 、
か

な
り

厳
しい
批
判
を
展
開
し
て
お
り 、

朝
鮮
戦
争
以
来の
積
年の
対ソ

不
信
は 、
今日
で
も
続い
てい
る
よ
うに
思わ
れ
る 。

チュ
チェ
思
想に
よ
る
自
立
の
政
治
社
会
体
系
を
模
索
す
る
か
ぎ

り 、
歴
史
的に
も
伝
統
的に
も 、
あ
ま
りに
も
強い
影
響
を
残
し
て
き

た
中
国
の
影
響か
ら
脱
却
す
ると
と
が 、
ま
さに
主
体
性の
確
立に
つ

な
が
る 。
よ
り

本
質
的に
は 、
中
国
の
影か
ら
逃れ
よ
う
と
必
死に
な

っ
て
模
索
し
た
結
果が 、
今日
の
チュ
チェ
の
立
場
だ
とい
え
る
か
も

し
れ
ない 。

欠
く
とい
うと
と
で
あっ
て 、
ソ
連お
よ
び 、
主と
し
て
中
国に
依
存

し
てい
るエ
ネル
ギ
ー

体
制か
ら
す
れ
ば 、
表
立っ
て
中
園 、
ソ
連を

批
判
す
る
と
と
は
で
き
ない
とい
う
ジ
レ
ン
マ
に
あ
る 。
そ
れ
だ
け

に 、
北
朝
鮮は
日
本と
の
関
係の
打
開
を
求め 、
そ
れ
以
上に
ア
メ
リ

カ
と
の
関
係
打
開
を
求め
てい
る
とい
っ
て
よい
だ
ろ
う 。

私
は
報
国
が
ソ
速や
中
固に
近づ
き 、
台
湾と
冷
たい
関
係に
な
り

つ
つ
あ
る
だ
けに 、
北
朝
鮮に
とっ
て
最
も
相
互
依
存
度の
高い
の
は

台
湾で
は
な
いか 、
台
湾に
あ
る
中
間
材や
消
費
物
資は 、
北
朝
鮮が

い
ち
ば
ん
欲
しい
も
の
で
は
ない
か 、
台
湾
も
李
登
輝
総
統
の
も
と

で 、
きわ
め
て
知
的
な
政
治
を
行い
つ
つ
あ
る 、
そ
の
台
湾と
関
係
を

強
化
し
て
は
ど
うか
と
黄
委
員
長に
提
案
し
て
み
た 。
頭か
ら
そん
な

提
言
を
否
定
し 、
反
発
す
るか
と
思っ
た
ら 、
まっ
た
く
そ
れ
を
批
判

せ
ず 、
真
剣に
耳
を
傾
けてい
たζ
と
が
印
象
深い 。

わ
が
国に
最
も
距
離の
速い
北
朝
鮮と
台
湾 。
こ
れ
はい
ず
れ
も
日

本の
か
つ
て
の
植
民
地
統
治
下に
あ
り 、
そ
ζ
に
は
日
本
語で
物
事
を
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考え
る
人
た
ち
が
現
存
し
てい
る 。
そ
れ
な
の
に
日
本
外
交は
北
朝
鮮

と
も
台
湾と
も
断
絶
し
た
ま
まで
あ
る 。
ζ
ん
な
・身
近
な
と
こ
ろ
と
断

絶
し
た
ま
まで
あ
る
日
本は 、
ζ
れ
で
よい
の
か
と 、

逆
説
的に
い
ろ

い
ろ
私
は
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た 。
そ
う
し
た
な
か
で 、
近い
将

来 、
平
壊と
台
北
と
の
国
際
関
係
が 、
ア
ジ
ア
の
舞
台
に
表
面
化
し
て

と
ない
と
もか
ぎ
ら
ない
よ
うに
も
思わ
れ
た 。

そと
で
最
後に 、
そ
う
し
た
北
朝
鮮
を
中
国
と
比べ
て
み
て 、
中国

共
産
党 、
朝
鮮
労
働
党とい
うこ
つ
の
主
導政
党の 、
い
わ
ばレ
ジ
テ

ィ
マ
シ
l

（正統性）
の
根
拠い
か
ん 、
を
考え
て
み
たい 。

中
国で
はい
ま
や 、
民
主
化
運
動に
立
ち
上
がっ
た
学
生・
知
能
人

は
も
と
よ
り 、

多く
の
国
民
も 、
まっ
た
く
共
産
党
を
信
頼
し
てい
な

い 。
共
産
党の
た
め
に 、
む
し
ろ
生
活が
恵く
なっ
た 、
共
産
党が
支

配
し
て
き
た
が
ゆ
え
に 、
台
湾
や
韓
国に
も
遅れ
た 、
とい
う
意
織が

広
まっ
てい
る 。

そ
し
て 、
人
民
公
社
運
動 、
「
大
路
進」
政
策 、
文
化
大
革
命 、
開

放
政
策の
曲
折 、
さ
らに
ま
た
天
安
門
事
件
と 、
と
う
し
た
経
過を
経

て 、
い
ま
や
中
国
共
産
党の
権
厳に
地に
落ち
てい
る 。
タ
ク
シ
ー

に

乗っ
て
も 、
学
生
た
ち
と

語っ
て
も 、
だ
れ
も
が
共
産
党
を
批
判し 、

共
産
党で
は
も
う
だ
め
だ
と
公
言
す
る
よ
うに
なっ
た 。

そ
れ
を
た
だ
力に
よっ
て
抑
え
てい
る
に
す
ぎ
ない
の
で
あっ
て 、

と
の
点で
は 、
中
国に
お
け
る
共
産
党のレ
ジ
テ
ィマ
シ
ー

は 、
過
去

四
十一
年
間の
政
策の
誤
謬
と 、
社
会
主
義
建
設の
失
敗の
ゆ
え
に 、

そ
し
て
ま
た
共
産
党がζ
の
と
と
ろ
幹
部の
特
権
や
「
官
倒」
と
見
ら

要だ
と
思わ
れ
る
の
で
あ
る 。

た
だ 、
い
ずれ
に
し
て
も 、
と
う
し
た
北
朝
鮮
自
身
が 、
ひ
と
た
び

外の
世
界に
さ
ら
さ
れ 、
国
民が
新
しい
意
識に
広
く
目
ざ
め
た
と
き

に
は 、
か
つ
て
の
毛
沢
東
体
制の
崩
療の
よ
うに 、
ガ
タ
ガ
タ
と
崩れ

て
い
く
可
能
性
が
あ
る 。
い
っ
て
み
れ
ば 、
ま
だ
中
国
の
毛
沢
東
時

代 、
純
粋な
毛
沢
東
崇
拝が
通
用
し
た
時
代に 、
今日
の
北
朝
鮮の
政

治
的・
社
会
的
段
階が
あ
る
と
考え
た
ら
よい
の
か
も
し
れ
ない 。

と
う
し
て
北
朝
鮮
と
中
国
の
あい
だ
に
は
奇
妙
な
非
対
称
性が
存
在

す
るこ
と
を
発
見
し
た
の
も 、
今
回の
北
朝
鮮
訪
問の一
つ
の
収
種
で

ふりつ
か山 。

も
と
よ
り 、
わ
れ
わ
れ
が
視
察
し
た
場
面は
きわ
め
て
限
ら
れ
て
お

り 、
賓
客
と
し
て
ほ
ぼ
管
理さ
れ
た
旅
行の
なか
に
あっ
た
の
で
あ
る

か
ら、
短
期
間の
平
鹿
滞
在に
よっ
て
北
朝
鮮の
全
体
像が
明
ら
か
に

なっ
た
な
ど
とい
うつ
も
り
は
私に
は
毛
頭
ない 。

た
だ 、
一
種
偽
普
的
な
と
思わ
れ
る
ほ
ど
の
純
粋
性
を
固
持
し
てい

：

l
i
l－－

 

：
｜

 

れ
る
腐
敗
現
象
な
ど
を
見せ
た
ζ
とに
よっ
て 、
す吹
か
り

失わ
れ
て

し
まっ
た 。
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と
ζ
ろ
が 、
ζ
れ
を
北
朝
鮮に
お
い
て
考え
る
と 、
ど
うか 。

最
近の
朝
鮮
労
働
党は
官
僚
主
義の一
掃
週
動
を
再
び
強
化
し
てい

る
けれ
ど 、
少
な
く
と
も
北
朝
鮮に
は 、
文
化
大
革
命
の
よ
う
な
国
を・

揺
が
すよ
う
な
大
衆
運
動に
よ
る
社
会
主
義
建
設の
失
敗が
なかっ
た

と
思わ
れ
る 。

一

そ
し
て
ま
た 、
徹
底
し
た
独
裁
体
制で
あ
る
う
え
に 、
二
千
万
規
模

の
閉
鎖
国
家で
あ
る
と
とか
ら、
外か
ら
の
情
報の
イン
プ
ッ
ト

は
完

全に
遮
断
さ
れ
てい
て 、
人々
は
外の
世
界を
知
ら
ない 。
金
日
成
礼

讃の
巨
大
なモニ
ュ
メン
ト

がつ
く
ら
れ
る一
方で 、
韓
国
はい
ま
や

ア
メ
リカ

帝
国
主
義の
ク
ピ
キ
の
も
と
で
反
米
運
動が
広
が
り 、
巨
大

な
財
閥で
あ
る
「
現
代」
グル
ー

プ
に
も
深
刻
なス
ト
ラ
イ
キ
が
起っ

てい
る 、
学
生
た
ち
は
み
な
反
政
府
的
なム
l
ド

に
包
ま
れ
てい
る 、

と
徹
底
し
た
宣
伝
が
な
さ
れ
てい
る 。
そ
う
し
た
状
況が
持
続
し
てい

るか
ぎ
りに
お
い
て 、
朝
鮮
労
働
党のレ
ジ
ティ
ア
γ
ー

は
依
然
と
し

て
保
た
れ
てい
る
の
で
は
ない
か 。

内
心
で
は
金
日
成・
金
正
日
父
子の
独
裁
体
制
を
受
け
入
れ
てい
な

い
と
思わ
れ
る
人
た
ち
に
お
い
て
も 、
今日
の
朝
鮮
労
働
党が 、
・た
と

え
ば
汚
鞍 、
腐
敗
な
ど
の
影
を
あ
ま
り

見せ
ない
と
と
も
あっ
て 、
中

国
共
産
党に
お
け
る
よ
う
なレ
ジ
ティ
マ
シ
！

の
危
機に
陥つ
て
はい

ない
と
見てい
る
よ
う
だ 。
だ
と
す
れ
ば 、
と
の
北
朝
鮮が
金
日
成・

金
正
日
体
制の
崩
媛
を
待つ
まで
に
は 、
い
ま
し
ば
ら
く
の
時
聞が
必

る
無
菌
状
態の
国
家で
あ
る
だ
けに 、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は 、
北
朝
鮮

と
の
関
係
を
さ
ま
ざ
ま
・なレベ
ル
で
強
化
拡
大
す
る
と
と
に
よっ
て 、

い
ずれ
と
の
固に
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
変
化に
際
し
て
の
免
疫
をつ
く
り

だ
す
た
め
に
も 、
北
朝
鮮
と
の
交
流
が
必
要で
は
ない
か
と
思
わ
れ

る 。今
回 、
南
北
対
立
が
厳
しい
状
況に
あ
る
け
れ
ど 、
ベ
ル
リン
の
壁

が一
瞬に
し
て
崩れ
た
よ
うに 、
何
ら
か
の
きっ
か
けに
よっ
て
南
北

朝
鮮が一
挙に一
体
化
す
る
と
と
に
な
る
か
も
し
れ
ない 。

そ
れ
が
「
高
麗
迎
邦」
な
の
か 、
「
朝
鮮
共
和
国」
な
の
か
は
別
と

し
て 、
そ
の
と
きに
は 、
ひょっ
と
す
る
と
日
本に
とっ
て
も 、
きわ

め
て
手
強い 、
反
日
構
造が
根
強く
存
在
す
る 、
厄
介な
隣
国
とい
う

と
と
に
も
な
りか
ね
ない 。

そ
う
し
た
状
況
を
避
け
る
意
味で
も 、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は 、
北
朝

鮮に
対
し
て 、
日
本の
窓口
を
もっ
と
積
極
的に
開い
て
ゆ
く
政
策
を

と
るべ
きと
きで
は
ない
か
と
私
自
身は
考
え
てい
る 。
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