
思い
ま
す 。
八
九
民
主
化
運
動は一
九一
九
年

の
五
回
運
動〈北
京の
学生か
ら
始まっ
た
愛
国

民
主運
動）
以
来の
歴
史
的
意
味
を
もっ
た
と

思
うの
で
す 。
五
四
運
動
もいっ
た
ん
は
敗
北

し
な
が
ら 、
や
が
て
大
き
く
中
国
を
変
え
てい

っ
た
よ
うに 、
八
九
民
主
化
運
動
も
必
ず
や
中

国の
将
来
を
左
右
す
る
で
しょ
う 。
その
意
味

で
も 、
こ
の
悲
劇の
代
価は
支
配
者に
とっ
て

は
まこ
と
に
大
きい
もの
だ
と
思い
ま
す 。

ま
た 、
天
安
門
事
件の
あ
と
東
欧
が
大
き
く

動
き
ま
し
た 。
私
も
事
件の
後に
東
ド
イ
ツに

行
き
ま
し
た
が 、
東
ド
イ
ツの
知
識
人
が
天
安

門
事
仲
を
真
剣に
受
け
止
め
て
い
たv』
と
が
印

象に
残っ
てい
ま
す 。
結
局 、
東ヨ
ーロ
ッ

パ

の
場
合に
は
ル
ーマ

ニ
ア
以
外は
流
血
を
み
ず

に 、
既
存の
権
力
構
造が
あ
れ
よ
あ
れ
よ
とい

う
聞に
崩
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が 、
そ
の

際 、
天
安
門
事
件が
多
大
な
影
響
を
与
え
た 。

あ
あい
う
悲
劇は
な
ん
と
し
て
も
避
け
たい
と

い
う
合
意が
東
欧の
指
導
者に
も
あっ
た
の
で

しょ
う 。
だ
か
ら
中
国の
悲
劇
が
東
欧
を
救っ

た
と
もい
え
な
くは
ない 。

あ
る
い
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
に
し
て
も 、
昨

年 、
ペ
レ
ス
トロ
イ
カ
の
旗
手
と
し
て
中
国の
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加
々
美
光
行

社会主義への反・革命力、

国家イデオロギーの衰弱

億敗と人治ー克服可能力、

繊々な変化のファクター

中華世界の逮動性

少数民族と中ソ

日中関係の再検討を

中

嶋

嶺

雄

学
生
た
ち
か
ら
あ
れ
ほ
ど
に
歓
迎
さ
れ
た 。
そ

の
こ
と
が 、
東
欧の
民
主
化
を
力
で
抑
えこ
ま

な
かっ
た
彼の
姿
勢に
つ
な
がっ
た
よ
うに
す

ら
恩
わ
れ
ま
す 。

加
々
美
中
嶋
芯
ん
は
事
件の
当
時 、
民
主

化
運
動が
反・
革
命 、
中
国
社
会
主
義
その
も

の
を
打
倒
す
る
反
社
会
主
義
市
民
革
命だ 、
と

主
張
し
てい・た
と
思い
ま
す 。

そ
う
し
た
見
方に
私は
少
し

異
論が
あ
る
の

で
す 。
とい
うの
は 、
社
会
主
義
対
資
本
主
義

とい
うイ
デ
オロ
ギ
ー

対
立 、
体
制
聞の
対
立

は 、
全
世
界
的
レベ
ル
で一
九
七
0
年
代の
後

半
期
に
崩
れ
は
じ
め 、
八
0
年
代
の
前
半
に

は 、
ほ
ぽ
意味
を
失
うほ
ど
に
崩
壊
し
て
き
た

の
で
は
ない
か 。

た
と
えば
中
国に
つ
い
て
い
う
と 、
七
八
年

の
末に
改
革
開
放
政
策が
始
まっ
て
以
降 、
生

産
財の
私
的
所
有
お
よ
び
生
産
財の
商
品
化 、

労
働
力
商
品 、
さ
らに
は
不
動
産
市
場
と
呼べ

る
よ
う
な
もの
が
実
質と
し
て
現
れ 、
社
会
主

義が
下
部
経
済
構
造に
おい
て
社
会
主
義
体
制

で
あ
る
た
め
の
最
終
的
な
メ
ル
クマ
ー

ル
が
根

本
的に
崩
れ
る
現
象
を
呈
し
た
と
思い ．
ま
す 。

で
は一
体
何
を
守ろ
う
と
し
て
六・
四
の
弾

中国は変わりうるか

社
会
主
義
への
反・
革
命か

ポ～

加
々
美
六・
四
天
安
門
事
件か
ら
ちょ
う

ど一
年が
た
ち
ま
す 。
こ
の
問 、
東
欧
や
ソ
連

で
大
き
な
変
化が
起
き
て 、
国
際
社
会
全
体の

枠
組み
が
大
き
く
変
化
し
た
といっ
てい
い
状

況に
あ
り
ま
す 。
その一
方で 、
中
国は
あの

事
件
以
降 、
い
わ
ば
閣に
閉
ざ
さ
れ
てい
る 。

し
か
し 、

将
来の
世
界
を
展
望
す
る
場
合に 、

中
国
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
道
を
歩む
の
か

を
除
外
し
て
考え
を
進め
る
こ
と
は
で
き
ない

と
思い
ま
す 。

そ
の
た
め
に
は 、
ま
ず
六・
四
天
安
門
事
件

と
は
何で
あっ
た
か 、
ま
た
そ
れ
に
至
る
過
程

で
中
国
を
席
巻
し
た一
九八
九
年の
民
主
化
運

動
と
は
何だっ
た
の
か
を
押
さ
え
て
お
く
必
要

が
あ
る
と
思い
ま
す 。

中
嶋。
確
か
に
中
国は
最
近
一時ひ
わ
か
りに

く
く
なっ
で
き
た 。
その
意
味で
は
「

聞に
閉

ざ
さ
れ
た」
と
い
う
表
現は
適
当
だ
と
思
うの

で
すが 、
た
だ
私は 、
結
果
的に
民
主
化
運
動

は
敗
北
し
た
け
れ
ど
も 、
そ
れ
は
運
動が
死
ん

で
し
まっ
た
とい
うこ
と
で
は
決
し
て いない
と

SEKA I l鈎0.7

圧
を
引
き
起マ」
し
た
の
か 。

その
点
で
は 、
中
嶋
さ
ん
も
当
時か
ら
指
摘

さ
れ
てい
た
よ
うに 、
中
国
共
産
党に
よ
る一

党
独
裁
体
制
を
守ろ
う
と
し
た
とい
え
る
で
し

ょ
う 。
た
だ
し 、

党
独
裁だ
け
で
もっ
て
社
会

主
義
体
制の
必
要
十
分
条
件で
あ
る
とい
うの

は
従
来
な
かっ
た
議
論で
す 。

従
来は 、
た
と
えば
党
独
裁と
は
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
独
裁で
あ
り 、
プロ
レ
タ
リ
ア
と
は
労
働

者
階
級
で
す
か
ら 、
その
裏に
は
経
済
的
体
制

と
し
て
の
実
質が
と
も
なっ
てい
な
け
れ
ば
な

ら
ない 。
と
こ
ろ
が
今は 、
’そ
うい
う
意
味で

プロ
レ
タ
リ
ア
独
裁と
呼
び
う
る
よ
う
な
独
裁

で
は
ない 。
こ
う
し
た
変
質し
た
党
独
裁
を
な

お
かつ
社
会
主
義
体
制
と
呼べ
る
の
か．
とい
う

問
題
が
あ
る
と
思
うの
で
す 。．

と
同
時に 、
社
会
主
義
体
制
と
対
立
ず
る
項

と
し
て
の
資
本
主
義
体
制
も 、
一
九
七
0
年
代

に
世
界
資
本
主
義
国の
盟
主
で
あ
る
ア
メ
リ
カ

が
衰
弱
し
た
と
きに
大
き
く
変
質し
た
と 、
一

般に
理
解
さ
れ
てい
る
と
思い
ま
す 。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で 、
と
り
わ
け
中
国に

つ
い
て 、
六・
四
天
安
門
事
件
を
反
社
会
主
義

革
命1
反・
革
命
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
は
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ど
う
か
と
い
う
疑
問が
あ
る
の
で
す 。

中
崎
私
自
身は
依
然
と
し
て
反・
革
命
と

考え
てい
ま
す 。
確
か
に
社
会
主
義
も
資
本
主

義
も 、
従
来の
古
典
的
な
枠
組み
が
現
実に
よ

っ
て
ずい
ぶ
ん
修
正
さ
れ
て
き
て
い
ま
す 。
中

国の
場
合
も
そ
う
で
す
し 、

東
欧の
場
合
も 、

と
くに
ハ
ン
ガ
リ
ー

な
ど
で
は
党
権
力
自
身が

独
自の
ハ
ン
ガ
リ
ー

型
社
会
主
義
を
模
索し
て

い
た 。
だ
と
す
る
と 、
そ
れ
は
従
来の
社
会
主

義
と
遣
う
か
ら 、
なに
も
民
衆が
立
ち
上
がっ

て
党
を
倒
す
必
要
も
な
かっ
た
は
ず
だ
け
れ
ど

も 、
現
実に
は
ハ
ン
ガ
リ
ー

型
社
会
主
義
で
さ

え
も一
党
支
配の
放
棄
を
迫
ら
れ
る
形で
倒
れ

ていっ
た 。

社
会
主
義が
変
容
し
て
も
ーー
も
ち
ろ
ん
資

本
主
義
も
変
容
し
て
き
てい
る
わ
け
で 、
資
本

主
義が一
方
的に
勝っ
た
と
言
うつ
も
り
は
な

い
の
で
す
が
ll

最
終
的に
変わ
ら
ない
もの

は 、
い
ま
おっ
しゃっ
た
共
産
党の
独
裁で
す

ね 。
共
産
党
権
力が
もは ‘や
抑
圧
装
置と
し
て

し
か
意
味
を
も
た
な
く
なっ
て 、
権
力の
正
統

性
が
揺
らい
だこ
と
が
決
定
的に
重
要
だ
と
思

うの
で
す 。

私
が
反・
革
命
と
主
張
し
た
の
は 、
か
っ
て

の
革
命
権
力の
腐
敗
堕
落 、
欺
臓に
対し
て 、

も
う
民
衆が
黙っ
て
い
ら
れ
な
く
なっ
た
と
い

うこ
と
を
含
ん
で
い
ま
す 。
し
か
も
その
反・

革
命の
過
程に 、
従
来
考
え
ら
れ
な
かっ
た
よ

う
な 、
新
しい

政
治
意
識に
目
覚め
た
広
範
な

市
民の
参
加
が
あっ
た
と
見
る
の
で
す 。

国
家イ
デ
オロ
ギ
ー
の
衰
弱

加
々
美
権
力の
正
統
性
が
揺
らい
だこ
と

は
確
か
だ
と
思い
ま
す 。
一
般に
い
か
な
る
独

裁
体
制
で
も
そ
の
独
裁
体
制
を
正
当
化
す
る
に

は 、
何
ら
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
体
系が
必

要
で
す
ね 。
と
こ
ろ
が 、
先ほ
ど
申
し
上
げ
た

よ
うに 、
い
ま
や
そ
う
し
た
イ
デ
オロ
ギ
ー

体

系
その
もの
が
衰
弱の
極に
達
し
てい
る ＠

別の
言い
方
を
す
る
と 、
政
策
破
綻が
起
き

た
と
きに 、
イ
デ
オロ
ギ
ー

体
系に
基づ
い
て

新
た
な
ピ
ジョ
ジ
を
打
ち
出
せ
ない
限
り 、
権

力の
正
統
性は
危
機に
瀕
す
る
と
い
うの
が
社

会
主
義に
限
ら
ず
独
裁
体
制の
基
本
だ
と
思い

ま
す 。そ

うい
う
意
味
で 、
イ
デ
寸ロ
ギ
l

的
な
衰

弱と
同
時に 、
社
会
主
義
と
は
何か
を
指
導
者

層
自
身が
もは
や
ビ
ジョ
ン
と
し
て
打
ち
出
せ

ない
と
い
う
状
況
が 、
レ
lニ

ン
以
来の
党
独

裁
を
残
し
て
き
た
ソ
連 、
中
園 、
東
欧の
い
ず

れ
に
も
現れ
た 。
ゴ
ル
バ
チョ
フ
の
改
革の
動

きに
対
し
て 、
六・
四
以
降
中ソ
論
争が
再
び

起
き
る
か
に
見え
ま
し
た
が 、
郡
小
平
が
そ
れ

を
押
さ
え
さ
せ
た 。
部
小
平は
お
そ
ら
く

直
観

力で 、
か
つ
て
の
中ソ
論
争の
よ
う
なこ
と
を

や
ろ
う
と
し
て
も 、
結
局イ
デ
オロ
ギ
ー

的
衰

弱
を
さ
ら
け
だ
す
だ
け
だ
と
倍っ
て
い
た
か
ら

で
しょ
う 。

中
嶋
そ
う
で
す
ね 。
具
体
的に
社
会
主
義

は
何か
と
問わ
れ
た
と
きに 、
こ
れ
だ
と
い
う

ユ
ニ
ー
ク・な
もの
が
ない 。
も
し

例
外
が
あ
る

と
すれ
ば 、
私は
こ
の
五
月の
連
休に
訪
問
し

た
ば
か
り
な
の
で
す
が 、
北
朝
鮮
ハ朝鮮
民
主

主袋人民
共和国〉
で
しょ
う
ね 。

こ
れ
は 、
一
口
で
言
う
と 、
強
烈
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー

国
家
で
す 。
し
か
も
そ
れ
は
単
な
る
個

人
崇
拝
体
制
で
は
な
く
て 、
い川
わ ．ゆ
る
チユ
チ

エ
（主
体〉
思
想に
よ
る
もの
で
す 。
チユ
チ

ェ
思
想
とい
うの
は 、
人
間
主
体の一
種の
宗

教
で
あ
り 、
その
意
味
で
は
き
わ
め
て・
観
念
論

的・
唯
心
論
的
で 、
朝
鮮
労
働
党の
最
高イ
デ

オロ
l

グ
に
「

そ
れ
で
は
マ
ル
ク
ス
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
Y
ハ
ハへ
l
ゲ
ル
左

派の
哲
学者〉
の
ほ
う
が ．ひっ
た
り
す
る
じ
ゃ

ない
か」
と
問
う
と 、
「
ま
さ
に
そ
の
と
お
り

で
す」
と
い
う
答
え
が
返っ
て
き
ま
し
た 。

そ
れ
は
さ
て
お
き 、
最
近
訪ソ
し
た
李
跨に

し
て
も 、
中ソ
の
違い
を
む
し
ろ
強
調
し
な
け

れ
ば
い
け
ない
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
そ
う
で
き

ない
の
は 、
こ
れ
こ
そ
が
社
会
主
義
だ
と
い
う

だ
けの
活
力が
も
う
自
分
た
ちに
な
く
なっ
て

い
る
か
ら
だ
と
思い
ま
す 。
だ
か
ら
当
面
の
国

益の
う
え
で
は
中ソ
が
大い
に
協
調
せ
ざ
る
を

え
ない 。

腐敗
と
人
治
｜｜
克
服
で
きる
か
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加
々
美
先ほ
ど
中
嶋
さ
ん
が
触れ
ら
れ
た

よ
うに 、
八
九
民
主
化
運
動の
軸に
あ
る
も
う

一
つ
の
問
題は 、
｛呂
倒（官僚ブロ
ーカー）

に

代
表
さ
れ
る
権
力
腐
敗
で
す
ね 。
そ
れ
は
実は

国
家
権
力
その
もの
が
イ
デ
オロ
ギ
ー

的
な
正

統
性
を
失っ
て
き
た
と
い
うこ
と
と
軌
を一
に

す
る
もの
だ
と
思
うの
で
す 。

かつ
て
毛
沢
東の
時
代
や
四
人
組の
時
代に

も
権
力
腐
敗は
あ
る
に
は
あっ
た 。
し
か
し
そ

の
当
時の
腐
敗は
民
衆か
ら
は
隔
離
さ
れ
て
い

た 。
つ
ま
り
中
南
海〈共
産党指
導部の
居
住地

区〉
の
中に
詑
医
さ
れ
てい
た 。

な
ぜ
そ
う
な
る
か
と
い
う
と 、
当
時は
国
家

の
イ
デ
オロ
ギ
ー

性の
重
大
な一
環と
し
て
国

家の
モ
ラ
ル
性
が
あっ
た 。
権
力
者
た
ちは 、

一
方で
は
腐
敗
を
起こ
し
な
が
ら
も 、
他
方で

は
自
分
た
ち
を
道
徳
的に
高い
もの 、
価
値
高

き
もの
と
考え
る
選
良
意
識
な
り
使
命
感が
明

瞭に
あっ
た
か
ら
で
す 。

と
こ
ろ
が 、
そ
う
し
た
国
家の
モ
ラ
ル
性
が

衰
弱
し
て
く
る
と 、
モ
ラ
ル
的に
国
家
と
民
衆

と
を
分
け
てい
る
境
界
線が
暖
昧
模
糊
と
し
て

き
で 、
ちょ
う
ど
リ
ク
ル
ー
ト
と
同
じ
よ
う
な

腐
敗
現
象が
蔓
延
し
て
く
る 。
つ
ま
り
国
家の

巨
悪
と
民
衆
社
会の
小
悪
が
結
び
つ
い
て
い

く 。
汚
職
腐
敗
が
民
衆
社
会
を
も
包み
込
む
普

遍
的
現
象と
化
し
て
き
て
い
た
と
い
うこ
と
が

民
衆
全
体の
怒
り
を
呼
ぴ 、
反
腐
敗
とい
うス

ロ
ー

ガ
ン
に
よっ
て
あ
れ
だ
けの
運
動が
起
き

た
と
い
うの
が
私の
解
釈
なの
で
す
が：：

中
崎
そ
れ
は
おっ
しゃ
る
と
お
り
だ
と
思

い
ま
す 。
そ
う
し
た
腐
敗
が
許
さ
れ
な
い
の

は 、
共
産
党と
い
う 、

本来
民
衆の
た
め
で
あ

るべ
き
党の
名に
お
い
て
党
幹
部が
特
権
を
全

面
的に
行
使し
た
か
ら
だ
と
思い
ま
す 。
た
と

えば 、
越
紫
陽は
結
果
的に
は
民
主
化
運
動
と

一
緒に
犠
牲
者に
な
り
ま
し
た
が 、
彼
自
身
も

党と
国
家の
政
策
と
し
て
沿
海
地
区
経
済
発
展

戦
略
を
鼓
吹し 、
その
地
区の
要
職に
自
分の

息
子
を
送
り
込ん
で
い
た 。
そ
うい
うい
わ
ば

体
制
的
腐
敗
自
体
を
学
生
や
知
識
人
た
ちは
告

発
し
た
の
で
す 。

も
う一
つ
の
運
動の
起
因
と
し
て
は 、
人
治

に
か
わ
る
法
治の
政
治
が
求め
ら
れ
た
こ
と
が

大
き
かっ
た 。

最
も
象
徴
的
な
こ
と
は 、
昨
年五
月
二ハ
日

に
郡
小
平がゴ
ル
バ
チョ
フ
と
会っ
た
こ
と
で

す 。
郡
小
平は
国
家
主
席
で
も 、
党の
総
書
記

で
も
ない
し 、
ま
た
総
理
で
も
ない
の
に
ゴ
ル

バ
チョ
フ
と
会
う 。
すべ
て
を
超
越
す
る
超
法

規
的
な
存
在
と
し
て
君
臨
す
る
とい
う 、
ま
さ

に
皇
帝
型
権
力
機
造が
あ
ら
わに
なっ
た 。

学
生
た
ちの
運
動の
背
後に
は
反・
革
命
と

し
て
の 、
つ
ま
り
共
産
党
権
力に
対
す
る
全
面

的
な
対
決
姿
勢が
あっ
た
と
思
う
け
れ
ど
も 、

そ
れ
に
つ
い
て
は
学
生
た
ちは
抑
え
てい
た 。
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表
面に
出
し
た
の
は
法
治の
要
求 、
つ
ま
り
憲

法
を
守れ 、
党
規
約
を
守れ
と
い
うご
く
あ
た

り
ま
えの
主
強に
す
ぎ
ない 。
に
も
か
か
わ
ら

ず 、
そ
れ
が
大
弾圧
を
招い
た
こ
と
は 、
中
国

共
産
党の
政
治
シ
ス
テム
その
もの
が
い
か
に

権
力
者の
悲
意に
堕
し
てい
た
か
を
明
ら
か
に

し
た
と
思い
ま
す 。

加
々
美
人
治 、
法
治の
問
題
で 、
実は
民

主
化
運
動の
側の
認
識
と 、
権
力
者
た
ち
の
認

識に
は
か
な
りズ
レ
が
あっ
た 。

と
い
うの
は 、
胡
開
邦に
し
て
も
組
紫
陽に

し
て
も 、
ほ
か
な
ら
ぬ
郡
小
平に
し
て
も 、
人

治
か
ら
法
治へ
と
い
うこ
と
は
言い
続
け
て
き

た 。
と
こ
ろ
が 、
ど
う
す
れ
ば
人
治
か
ら
法
治

へ
移
動
で
き
るの
か 、
その
有
効
な
方
途
を
探

し
当
て
ら
れ
な
かっ
た
の
で
は
ない
か 。

そ
の
理
由は 、
中
国の
国
家
権
力が
軍
事
派

閥
的
な
分
散
性
が
極
め
て
高
く 、
し
か
もこ
れ

を
容
易に
解
消
で
き
ない
た
め
最
高
指
導
者
と

し
て
卓
抜
し
た
権
力 ．ハ
ラ
ン
サ
ー

が
必
要と
さ

れ
て
き
た
と
い
う
点が
第一
点 。
毛
沢
東
や
郡

小
平の
権
力が
皇
帝
型
権
力
と
呼ば
れ
て
き
た

の
は
こ
の
た
め
で
す 。
第二
点は
こ
れ
に
即
応

す
る
こ
と
で
す
が 、
政
治
的に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
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そ
し
てい
ま
な
お
生
き
残っ
てい
る
人
た
ち
は

毛
沢
東
と
も
戦っ
て
き
た
わ
け
で
す 。
あの
文

化
大
革
命
を
否
定
し
て
今日
ま
で
き
た 。

そ
うい
う
老
人
た
ち 、
つ
ま
り
革
命
第一
世

代に
とっ
て
は 、
自
分
た
ち
が
命
を
か
け
て
や

っ
て
き
た
か
らに
は 、
自
分
た
ち
こ
そ
民
意
を

代
表
し
てい
るの
だ
とい
う
過
信が
あ
る 。
ほ

ん
と
うは
民
衆
か
ら
も
う
離
反
し
て
い
るに
も

か
か
わ
ら
ず 、
そ
れ
が
見
え
ない
構
造に
なっ

て
い
る 。
そ
こ
か
ら 、
学
生
た
ち
の
運
動
を

「
動
乱」
と
規
定
し 、

や
が
て
「

反
革
命
暴
乱

分
子」
と
し
て
弾圧
し
てい
く

郡
小
平の
認
識

の
ズ
レ
が
生
じ
た
と
思い
ま
す 。

東
欧の
指
導
者は 、
ュ
lゴ

の
チ
ト
ー

な
ど

を
除い
て 、
み
ず
か
ら
が
革
命
を
手づ
く
り
し

た
人
た
ち
で
は
ない 。
ゴ
ル
バ
チョ
フ
な
ど
は

い
わ
ば
革
命
第三
世
代
で
しょ
う 。
だ
か
ら 、

い
つ
ま
で
も
レ
lニ

ン
で
は
ない 、
とい
うの

が
ゴ
ル
バ
チョ
フ
の
本
音
だ
と
思
うの
で
す 。

と
こ
ろ
が
中
国の
場
合は
そ
う
で
は
ない 。

逆に
い
う
と 、
その
革
命
第一
世
代の
人
た

ち
が
あ
と
数
年で
こ
の
世
を
去っ
てい
く
と
い

う
問
題は 、
今
後の
中
国の
政
治に
とっ
て
決

定
的に
重
大
だ
と
見
倣
さ
ざ
る
を
得
ない 。

ハ中立的）
な
官
僚シ
ス
テム
をつ
く
り
だ
すこ

と
に
失
敗し
て
き
てい
る 。
そ
う
し
たニュ
ー

ト
ラ
ル
なビュ
lロ
ク
ラ
シ
ー

が
で
き
て
い
れ

ば 、
最
高
指
導
者
が
卓
抜
し
た
才
能
を
もっ
必

要
も
ない
わ
け
で
す
ね 。

と
こ
ろ
が 、
郡
小
平が
い
よい
よ
死ぬ
か
も

し
れ
ない
と
い
う
時
代に
なっ
て
み
る
と 、
郡

小
平の
後
継
者
と
な
るべ
き
人
聞は 、
胡
制服
邦

に
し
て
も 、
組
祭
陽に
し
て
も 、
もは
や
息
抜

し
た
政
治
的
権
力 ．ハ
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
の
能
力

を
持っ
て
い
ない 。
そ
う
し
た
状
況
下
で
組
紫

陽
の
周
辺
の
ブ
レ
ー

ン
か
ら
出
て
き
た
の
が

「
新権
威
主
義L
で
あっ
た
と
思
うの
で
す 。

新
権
威
主
義
と
い
うの
は 、
ま
ずいっ
た
ん

郡
小
平に
現
在
以
上
の
絶
大
な
権
力
を
集
中

し 、
その
絶
大
な
権
力に
よっ
て 、
派
閥
的に

分
散
し
て
い
る
実
力
者 、
と
くに
長
老
た
ち
を

退
陣
さ
せ 、
そ
の
集
中
し
た
権
力に
よっ
て
中

立
的
なビュ
lロ
ク
ラ
シ
ー

をつ
く
り
だ
そ
う

と
す
る 、
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
だっ
た
と
思
う

の
で
す 。
し
か
し
こ
れ
は
既
得
権
を
持っ
てい

る
実
力
者
層の
激
し
い
反
発
を
買っ
た 。
一
つ

に
は
そ
う
し
た
状
況
が
人
治の
問
題に
は
深
く

絡
ん
で
い
た
と
思
うの
で
す 。

様々
な
変
化
の
ファ
ク
タ
ー

加
々
美
昨
年の
郡
小
平
や
揚
尚
昆の
講
話

の
中
で 、
た
か
だ
か
ひ
と
握
り
の
知
識
人
と
学

生が
騒い
だ
だ
け
で
は
ない
か 、
農
民
や
労
働

者
が
騒い
で
い
る
か 、
と
聞
く
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
ね 。
人口
の
多
数
を
占め
る
農
民が
は
た

し
て
民
主
化
を
支
持
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
い

え
ば 、
少
な
く
と
も
楊
尚
昆や
部
小
平は 、
彼

ら
は
全
然
関
係
ない
ん
だ 、
知
識
人の
よ
う
な

関
心
を
持っ
てい
ない
ん
だ 、
と
信
じ
て
い
た

と
思
うの
で
す 。
そ
うい
う
意
味
で
人
治の
問

題
を
考
え
る
も
う一
つ
の
軸に 、
中
国が
市
民

社
会
と
し
て
成
熟
し
てい
る
か
し
てい
ない
か

が
あ
るの
で
は
ない
で
しょ
う
か 。

つ
ま
り 、
中
国
が
農
民
社
会
で
あ
る
が
ゆ
え

に 、
人
治が
こ
れ
だ
け
根
強い
力
を
発
揮
し
て

い
る
と
仮
定
す
る
と 、
革
命
第一
世
代
が
こ
の

世
を
去っ
た
と
し
て
も 、
人
治
を
支
え
る
客
観

的
条
件は
消
え
ない
と
い
うこ
と
に
な
る 。

実
は
私
は
昨
年
五
月
四
日
に
北
京
入
り
し

て 、
「

五
四
記
念
国
際
学
術
討
論
会」
と
い
う

集
ま
りに
飛
び
入
り
参
加
し
た
の
で
す
が 、
一

で
す
か
ら 、
法
律をい
く
らつ
くっ・
て
も
そ

れ
だ
け
で
は
法
治に
は
な
ら
ない 。・
法
律
を
恋

意
的に
解
釈
し

運
用
す
る
最
高
指
導
者に
か
わ

っ
て 、
運
用
者
と
し
て
の
ビュ
lロ
ク
ラ
シ
ー

が
登
場
し
ない
か
ぎ
り 、
人
治は
消
え
去
ら
な

・bv
中
崎
その
点は
私
も
異
論
あ
り
ま
せ
ん 。

中
国に
は
昔
か
ら
「

天
子
法
を
犯
し
て
民
と
同

罪」
と
い
う
言
葉が
あ
る
ん
で
す
ね 。
法
と
い

うの
は
天
子に
とっ
て
は
で
き
る
だ
け
簡
単
な

ほ
う
が
い
い 。
法三
章と
か一
条
鞭
法
と
い
う

言
葉
も
あ
る
よ
うに 、
法
源
を
自
由に
解
釈
し

て
ど
の
よ
うに
で
も
大
衆
を
操
るこ
と
が
で
き

る 。
毛
沢
東
も
そ
う
で
し
た 。
そ
うい
う
皇
帝

型
権
力
構
造と
い
う
政
治
文
化の
伝
統
が
あ
る

の
で 、
近
代
的
な
法
意
識
で
考
え
て
は
い
け
な

い
こ
と
は
事
実
で
す 。

法
治
を
妨
げ
る
も
う一
つ
の
要
因と
し
て 、

老
人
支
配
とい
う
問
題
が
あ
り
ま
す 。．

な
ぜ
老
人
た
ち
が
そ
ん
なに
力
を
持つ
の
か

と
い
う
背
景に
は 、
な
ん
といっ
て
も
彼
ら
が

革
命
第一
世
代
だ
と
い
うこ
と
が
あ
る
と
思い

ま
す 。
自
分
た
ち
が
抗日
戦
争
を
戦い 、
国
共

内
戦に
打
ち
勝
ち 、
中
国
革
命に
勝
利
し
た 。

部の
出
席
者は
寸

わ
れ
わ
れ
に
は
少
な
く
と
も

四
O
O
O
万
の
民
主
化
を
支
持
す
る
知
識
人
と

市
民 、
学
生が
い
る 。
そ
れ
は
ポ
ー

ラ
ン
ド

の

人口
よ
り
多い 。
そ
れ
だ
け
で
民
主
化は
や
れ

る
じゃ
ない
か」
と
主
張
し
た 。
そ
れ
に
対し

て 、
や
は
り
社
会
総
体
と
し
て
民
主
化へ
の
道

を
歩む
の
で
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
う
人
た
ち

が
む
し
ろ
多
数
派
で
し
た 。

社
会
全
体が
農
民
社
会
的
な
あ
り
ょ
う
か
ら

変
容
を
遂
げ
て
き
て
い
る
か
ど
う
か 、
そ
うい

う
問
題
が
は
た
し
て
民
主
化に
とっ
て
決
定
的

なこ
と
で
あ
るの
か
ど
う
か 、
こ
の
点は
ど
う

思
わ
れ
ま
す
か 。

中
嶋
B
本
で
議
論
を
し
てい
て
も 、
そ
の

へ
ん
をめ
ぐっ
て
専
門
家の
あい
だに
か
な
り

違っ
た
見
方が
あ
り
ま
す 。
民
主
化
な
ん
てい

っ
て
も
中
国に
は
変
化
し
ない
農
村が
あ
る
じ

ゃ
ない
か
と
い
う
見
方 。
あ
るい
は
農
村は
も

っ
と
違っ
た
方
向に
動い
てい
る 、
民
主
派の

学
生
た
ち
が
求め
た
よ
う
な
急
進
的
な
政
治
改

で
は
な
く
て 、
開
放
体
制の
な
か
で
も
郷
鎖
企・

業
な
ど
を
中
心
と
し
て 、
もっ
と
違っ
た
方
向

で
動い
て
き
てい
る 。
そ
うい
う
動
き
と
北
京

に
集
まっ
て 、
い
わ
ば
フェ
ス
ティ
バ
ル
を
や
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っ
て
い
た
連
中
と
は
事
離
し
て
い
るの
だ
と
い

う
意
見
も
あ
り
ま
す 。

そ
れ
か
ら
も
う一
方に
は 、
た
と
え
ば
中
国

の
大
学
進
学
率
は一
O
O
O
人
に一
人
ぐ
ら

い 、
非
識
字
率は
三
O%
以
上で 、
そ
うい
う

状
況は 、
い
わ
ゆ
る
知
識
革
命
や
民
主
化
運
動

と
は
ほ
ど
速い 、
だ
か
ら
民
主
化
運
動
な
ん
か

やっ
たっ
て
と
う
てい
無
理
だ 、
と
い
う
意
見

も
あ
り
ま
す
が 、
私は
こ
れ
ら
と
は
か
な
り
違

っ
た
見
方
を
し
て
い
ま
す 。

ま
ず
第一
に 、
こ
うい
う
議
論
を
し
て
い
る

と 、
か
つ
て
の
中
国
停
滞
論の
よ
うに 、
中
国

と
い
うの
は
常に
変わ
ら
ない
社
会
で
あ
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
帰
し
て
し
ま
う 。
私
自
身
も
そ

う
簡
単に
中
国が
変わ
る
な
ど
と
言っ
て
き
た

わ
け
で
は
ない
し 、
中
国の
「

恒
常
性」
を
人

一
倍
強
調
し
て
き
たつ
も
り
で
す 。

し
か
し
な
が
ら
今
回
の
民
主
化
運
動に
よっ

て
初め
て
中
国は
本
当に
変わ
ろ
う
と
し
た
の

で
は
ない
か 。
そ
こ
に
従
来
と
は
決
定
的に
異

な
る
新
しい

政
治
意
識
な
り
時
代
感
党
を
感
じ

た
た
め
に 、
私は
今
回
の
民
主
化
運
動
を
高
く

評
価
し
た
わ
け
で
す 。

た
と
えば 、
文
化
大
革
命は
ど
う
だつ
た
の

...... ゐ白且

くに
は
ま
だ
ま
だ
長い
時
聞が
か
か
り
ま
す 。

し
か
し

以
上に
述べ
た
よ
う
なファ
ク
タ
ー

が

一
体
化
し
て 、
急
激
な
地
鼓
変
動が
起こ
る
可

能
性は
十
分
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す 。

加
々
美
い
ま
おっ
しゃ
っ
た
こ
と
に
私
も

基
本
的に
賛
成
で
す 。
社
会の
琉
動
性
が
低
く

閉
鎖
的に
存
在
し
て
い
る
状
況
下
で
は 、
確
か

に
非
識
字
率の
高
ざ
とい
う
よ
う
な
事
情が
政

-・‘
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昨年の天安門広繍
か
と
い
う
と 、
農
村に
は
ほ
と
ん
ど
波
及
し
な

かっ
た
と
いっ
て
もい
い
ぐ
らい
で 、
紅
衛
兵

運
動に
し
て
も
大
体
都
市
中
心
で
あっ
た 。
に

も
か
か
わ
ら
ず
文
化
大
革
命は 、
あ
る
意
味
で

一
時
期
の
中
国
を
完
全に
席
巻
し
た
とい
え
る

と
思い
ま
す 。
毛
沢
東
政
治
と
い
う
もの
が
と

に
か
く一
O
億
近い
民
衆
を
動
か
し
た
こ
と
は

事
実
で
す 。

権
力
構
造と
い
うの
は
必
ず
し
も
下
か
ら
全

部一
つ
の
方
向に
変
革
さ
れ
て
いっ
て 、
そ
れ

が
全
部
崩
れ
ない
と
社
会
が
変わ
ら
ない 、
と

い
う
もの
で
は
ない
よ
うに
思
うの
で
す 。

第二
に
中
国の
場
合は 、
党
内の
権
力
闘
争

が
ほ
ぼ一
貫
し
て
存
在
し
て
き
た
し 、
こ
れ
か

ら
も
存
在
す
る
で
しょ
う 。
あ
る一
定の
力
学

の
下
で 、
党
内
闘
争が
大
衆
運
動
と
結
びつ
く

こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る 。
昨
年で
も 、
逆に

組
紫
陽
が
勝っ
て
い
た
ら一
挙に
郡
小
平・
李

鵬
体
制は
崩
れ
て
いっ
た
か
も
し
れ
ない 。
現

に
戒
厳
令
直
前
の
五
月
十
六
日
J

十
九
日
に

は 、
その
よ
う
な
方
向に
事
態が
動こ
う
と
し

て
い
ま
し
た 。

第三
に 、
今日
の
中
国
社
会に
は 、
経
済
も

政
治
も 、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
亀
裂
が
あ
り
ま

治
民
主
化
を
妨
げ
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
す 。

し
か
し

今日
の
よ
うに
社
会
的
流
動
性
が
高

ま
る
と 、
そ
うい
う
社
会は
種々
の
情
報に
満

ち
て
い
ま
す
か
ら 、
文
字
を
通
じ
な
く
て
も 、

人
伝
えの
言
葉で
も
多
くの

情
報
が
入っ
て
く

る 。
その
結
果 、
国
家の
い
ろ
い
ろ
な
病
弊 、

体
制
その
もの
が
抱
え
て
い
る
矛
盾
な
ど
を
民

衆が
い
わ
ば
肌
で
知
り
う
る 。
文
字
で
ない
形

で
状
況
と
し
て
知
り
う
る 、
と
い
う
事
態が
引

き
起こ
さ
れ
る 。
社
会
的
流
動
性
が
商い
と
こ

ろ
で
は 、
国
家に
対
す
る
異
議
申
し

立
て
が
か

な
りの
規
模で 、
し
か
も
か
な
り
敏
速に
起こ

り
う
る
とい
うの
は
歴
史
的に
普
通
的
な
現
象

だ
と
思い
ま
す 。

中
国の
場
合
で
い
う
と 、
一
九
世
紀の
半ば

頃に
太
平
天
国の
運
動が
あ
れ
ほ
ど
短
期
間に

大
規
模
な
もの
に
成
長
し
て
いっ
た
の
は 、
当

時の
中
国
経
清の
疲
弊に
よっ
て
大
量の
流
亡

民
が
出
て
き
て 、
農
民
銭
起
と
し
て
の
太
平
天

国
を
支
え
た
た
め
と
い
え
ま
す 。
そ
れ
が
ま
た

良
し

悪
し
で 、
中
国
社
会は
場
合に
よっ
て
は

カ
オ
ス
〈混
抽出）
に
導
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う

危
険
も
満
ち
て
い
ま
すが 、
今日
で
は
太
平
天

国の
時
代
と
比べ
れば
は
る
か
に
情
報
虫
が
多

す 。
こ
うい
う
状
況の
中
で
軍事
力 、
警
察
力

だ
け
で
抑
え
て
い
る
現
体
制が
今
後
五
年 ー
一

O
年と
続
く
と
は
思
え
ない ．
そ
れ
だ
けに
今

度
大
衆
運
動が
起こ
れ
ば 、
こ
れ
ま
で
以
上に

大
き
く
な
る
条
件
も
あ
る
よ
ラに
思い
ま
す 。

た
と
え
ば
い
ま
中
国に
は 、
寸

盲
流」
と
呼

ば
れ
る
農
村か
らの
流
民
が
大
量に
存
在
し
て

い
ま
す 。
最
近
で
は
その
数
を一
億
人
と
も
見

積る
こ
と
が
で
き
ま
す 。
経
済
引
き
締め
政
策

の
下
で
農
村の
郷鎮
企
業が
次々
に
倒
壊
じ 、‘

そ
こ
か
ら
排
出
さ
れ
る
失
業
者が
急
激に
増
え

て
い
る 。
彼
ら
が
学
生
や
知
識
人
と一
緒に
な

っ
て
爆
発
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
ま
せ
ん 。

四
つ
自に 、
知
識
人
な
どに
も 、
あ
る
い
は

もっ
と
広
範
な一
般
民
衆に
も 、・
ソ
連・
東
欧

の
変
化の
ニ
ュ
ー

ス
が
入っ
て
き
て
お
り 、
こ

の
イ
ン
パ
ク
ト

は
大
き
い
と
思
い
ま
す 。
ま

た 、
台
湾や
香
港が
経
済
的に
は
中
国
本
土
と

比べ
もの
に
な
ら
ない
ほ
ど
豊か
に
なっ
て
い

ま
ず
か
ら 、
その
イ
ン
パ
ク
ト
も
大
きい 。

本
来は 、
私の
仮
説
で
も 、
一
人
当
た
りの

生
活
水
準が
年
収ニ
0
0
0
ド
ル
ぐ
らい
に
な

っ
て
は
じ
め
て
市
民
社
会
的
な
状
況
が
出
現
す

る
と
考
え
て
い
ま
す
し 、
中
国が
そ
こ
ま
で
行

く 、
文
字
を
知
ら
ない
民
衆
で
も
か
が
り
正
確

な
知
識
を
もっ
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
す 。

かつ
て一
九
七
六
年四
月
五
日
に
第一
次
天

安
門事件（周恩来追悼に端を発した反「四

人
組」
運動）
が
起
き
た
と
き
に 、
あ
れ
だ
け

の
大
衆
的
な
運
動の
発生
を
治
安
当
局が
必
ず

し
も
事
前
に
正
確に
捕
捉
し
え
て
い
な
かっ
た

の
は 、
当
時
下
放
青
年の
大
量の
都
市
流
入
が

あっ
て 、
社
会
的
流
動
性
が
高
まっ
て
い
た
と

い
う 、
い
ま
と
同
じ
よ
う
な
状
況
も
あっ
た
と

思
うの
で
す 。

中
嶋
変わ
ら
ぬ
農
民の
姿
と
い
うの
は 、

そ
れは
そ
れ
で
歴
史の
底
辺
を
支
え
て
い
る
大

き
な
原
動
力
だ
と
思い
ま
す 。
どの
時
代に
も

そ
うい
う
し
た
た
か
な
民
衆が
い
る 。
つ
ま
り

「
帝
力
何
ぞ
我に
宥
ら
ん
や」
と
い
う
よ
う
な

中
国
像
は
今
後
も
残っ
て
い
く
と
思
い
ま
す

が 、
そ
う
底
辺の
民
衆
ま
で
全
部
動
く
とい
う

こ
と
は
必
ず
し
も
考
え
な
く
て
い
い
の
で
は
な

し
a刀加

々
美
学
生
運
動の
リ
l

ダ
r

だっ
た
柴

玲
が一
0ヵ
月
を
要し
て
圏
外へ
脱
出
し
た 。

当
然
彼
女は
公
安
閑
係か
ら
ま
さに
草の
根
を

わ
け
て
も
探
し
出
せ
とい
う
タ
l

ゲッ
ド

に
な



140 

っ
て
い
た
は
ず
で
す
が 、
その
警
戒
網
を
く
ぐ

り
抜
け
ら
れ
た 。
その
か
げに
は
相
当に
力の

あ
る
救
援
組
織が
あっ
た
と
思
うの
で
す 。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
に
は
民
衆の
支
持
も
あ
る 。

で
は 、
な
ぜ
こ
の
と
こ
ろ
運
動の
高
ま
り
が

生
じ
ない
の
か
と
い
うこ
と
に
な
り
ま
すが 、

そ
れ
は
む
し
ろ
運
動の
側に
去
年の
経
験の
教

訓
が
生
き
てい
る
の
で
は
ない
か 。

そ
う
長
く
ない
将
来に
郡
小
平の
命は
尽
き

る
だ
ろ
う 。
そ
うい
う
と
きに
い
か
に
琉
血
を

防い
で 、
よ
り
平
和
裡に
中
国
を
民
主
化
し
て

い
く
か
とい
う
問
題
意
識
が
民
主
派の
あい
だ

に
あ
る
の
で
は
ない
で
しょ
う
か 。

その
際
注
目
すべ
き
なの
は 、
現
体
制に
替

わ
る
受
け
皿
は
い
まの
段
階
で
は
や
は
り
共
産

党だ
と
思
うの
で
す 。
とい
うの
は 、
共
産
党

内に
多
数の
民
主
振が
ま
だ
残
存し
て
い
る 。

共
産
党
員は
約
四
五
O
O
万
人
と
い
わ
れ
ま
す

が 、
こ
れ
ほ
ど
規
模の
大
きい
党
派
を
別
個に

作
る
こ
と
は
至
難
な
わ
ざ
で
す 。
一
二
億の
民

を
動か
すに
は 、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
受
け
皿
が

必
要
な
わ
け
で
す
が 、
そ
れ
な
ら
現
在の
共
産

党
内の
民
主
派に
依
拠
す
る
ほ
う
が
現
実
的
で

す 。
こ
の
間
粛
清
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

141一一中国Ii変わりうるか

じ
中
国
人
同士
で
す
か
ら 、
か
な
り
大
き
な
意

味
を
もつ
の
で
は
ない
か 。
台
湾は
や
は
り
経

済の
足
腰が
強
く 、

外
貨は
世
界
第二
位
とい

う
く
らい
大
量に
持っ
てい
ま
す
し 、

一
人
当

りの
国
民
所
得は
も
う
大
陸の
二
O
倍
以
上に

なっ
て
い
る 。
で
す
か
ら 、
長
期
的
に
み
れ

ば 、
そ
うい
う
意
味
で
の
台
湾の
自
信 、
つ
ま

り
「

台
湾
経
験」
が
大
き
な
効
力
を
発
揮
す
る

の
で
は
ない
か 。
将
来
中
国
が
大
き
く
変わ
ろ

う
と
す
る
と
きに 、
台
湾
な
り
香
港
な
り
が
発

揮
す
る
影
響
力は
今
後
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る

の
で
は
ない
で
しょ
う
か 。

い
ず
れ
に
せ
よ 、
過
般の
天
安
門
事
件
を
通

じ
て 、
従
来は
お
互い
に
競い
合い 、
ブロッ

ク
化
し
て
閉
鎖
的
で
あっ
た
台
湾 、
香
港 、
そ

れ
に
東
南ア
ジ
ア
や
全
世
界の
華
僑・
挙
人の

あい
だ
で
有
無
相
通
ず
る
よ
う
な
新
しい
ネッ

ト
ワ
ー
ク
が
で
き
は
じ
め
た
こ
と
は 、
中
国の

歴
史
始
まっ
て
以
来の
こ
と
と
す
ら一一守え
る
の

で
は
ない
で
しょ
う
か 。

加
々
美
民
主
化の
動
き
も
含め 、
連
動
性

が
高
まっ
て
い
く
の
は
確
か
で
しょ
う 。
た

だ 、
と
くに
香
港
経
済は
大
陸の
政
策い
か
ん

で
大
き
な
ダ
メ
ー

ジ
を
受
け
る
可
能
性
も
強い

の
は
せい
ぜ
い一
O
O
万
で
す 。

八
七
年一
O
月に
行わ
れ
た
中
央
委
貝
選
挙

で 、
一
0ヵ
月
前に
失
脚
し
た
は
ずの
胡
縄
邦

が
ト
ッ
プ
当
選
に
近い
得
票
率
を
得
た
よ
う

に 、
中
央
委
員
会レベ
ル
だ
け
み
て
も 、
民
主

派
が
多
数
派
を
占め
てい
る 。

いっ
た
ん
変
化が
起
き
れ
ば
東
欧
以
上に
大

き
な
変
化
が
中
国
を
襲
う
と
い
う
気
が
し
ま

す 。
そ
れ
が
よ
り
少
ない
犠
牲
で
民
主
化へ
の

道
を
た
どっ
て
ほ
しい
と
思い
ま
す
し 、
そ
の

可
能
性は
決
し
て
低
くは
ない
と
思い
ま
す 。

中
嶋
い
ま
ま
さに
中
国の
中が
か
な
り
変

わ
りつ
つ
あ
る
と
思い
ま
す 。
その
意
味
で
九

0
年
代 、
こ
れ
か
らの
中
国に
とっ
て
の一
O

年は
と
て
も
重
要
で 、
い
ろい
ろ
な
変
化が
予

測
さ
れ
る
気が
し
ま
す 。
ひ
とつ
の
スペ
キュ

レ
ー

ショ
ン
で
すが 、
香
港
返
還の一
九
九
七

年
ま
で
に
中
国
が
変わ
る
か 、
変わ
ら
ない
中

国へ
香
港が
返
還
さ
れ
る
か 、
そ
れ
を
注
視
し

たい
と
い
う
気
持
ち
で
す 。

中
華
世
界の
連
動
性

加
々
美
い
ま
韓
国
や
台
湾
も
か
な
り
不
安

し 、
大
陸
と
香
港・
台
湾の
ど
ち
ら
が
よ
り
大

き
な
影
響
を
与
え
る
か 、
一
概に
は
言
え
ない

と
思い
ま
す 。

少
数
民
族と
中ソ

加
々
美
連
動
性
と
い
う
点
で
も
う一
つ 、

中
国
圏
内の
少
数
民
族の
動
きに
注
目
し
で
お

く
必
要が
あ
る
と
思い
ま
す 。

こ
と
しの
四
月
五
日
か
ら
六
日に
か
け
て
新

組ウィ
グ
ル
自
治
区
で
相
当
大
き
な
反
政
府
暴

動が
起
き
ま
し
た 。
四
月二
三
日に
李
鵬が
新

調
ウィ
グ
ル
自
治
区
の
テム
ル・
ダ
ワマ
卜

主

席
を
連
れ
て
モ
ス
ク
ワ
を
訪
れ 、
二
六
日に
帰

国
し
た
の
で
すが 、
その
間に
不
思
議
なこ
と

が
起
き
た 。

『
新
調日
報』
が
その
四
月二
三
日に
初め
て

客
観
的
報
道
を
し
て 、
「

こ
の
事
件
は
東
ト

ル

キ
ス
タ
ン
共
和
国
〈一
九三
三
年 、
新
留に
成

立〉
を
再
興
し
よ
う
と
し
た
蜂
起
で
あ
る」

と 、
背
後に
歴
史
的
な
宗
教
問
題 、
民
族
問
題

が
あ
る
こ
と
を
認め
た 。
そ
れ
以
前は
犯
罪
分

子に
よ
る
反
革
命
武
装
暴
乱
で
あ
る 、
と
言っ

て
お
り 、
こ
れ
は
昨
年の
天
安
門
事
件に
対
す

定
な
状
態で 、
N
I
E
S
自
体が
い
ろい
ろ
な

要
因か
ら
経
済
的に
追い
詰
め
ら
れ
て
き
た 。

ちょ
う
ど
日
本の
ジ
ャ
パ
ン・
パッ
シ
ン
グ
と

同
じ
よ
う
な
波
を
N
I
E
S
が
受
け
て
い
ま

す 。
と
り
わ
け
庶
民レベ
ル
の
マ
ネ
l・

ゲ
ー

ム
が
盛
ん
で 、
実
勢
を
越
え
た
株
式の
値
上が

り
が
あ
り 、

急
反
落に
よっ
て
多
くの

庶
民が

痛め
つ
け
ら
れ
た 。

その
反
面
で 、
資
金
過
剰に
悩
む
中
小の
資

本 、
大
資
本の一
部
も 、
中
国
と
の
経
済
的
な

協
力
を
求め
てい
ま
す 。

台
湾や
韓
国
経
済が
かつ
て
の
よ
う
なパ
タ

ー
ン
で
は
成
長
を
維
持で
き
ない
か
ら 、
安
価

な
大
陸の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
状
況
が
片
方

で
生
ま
れ
て
き
て
い
る 。
そ
うい
う
事
態か
ら

す
る
と 、
大
陸の
政治
変
動が
台
湾 、
韓
国 、

香
港に
与
え
る
影
響は
ま
す
ま
す
強
まっ
てい

る 。
そ
うい
う
意
味
で
中
国
と
N
I
E
S
の
あ

い
だに
連
動
性
が
よ
り
高
まっ
た
と
もい
え
る

と
思
うの
で
すが 。

中
嶋
他の
例
で
は 、
台
湾プ
ラ
ス
ティ
ッ

ク
とい
う
会
社が 、
五
O
億
米
ド

ル
に
近い
プ

ラ
ン
ト
を
福
建
省に
た
て
る
とい
うこ
と
で
す

が 、
こ
れ
は
日
本の
資
本
進
出
と
違っ
て 、
同

る
言い
方と
そっ
く
りの
評
価
で
し
た 。

と
こ
ろ
が
李
鵬が二
五
日に
モ
ス
ク
ワ
で
記

者
会
見
を
し
た
と
きに
は
再
び
「

犯
罪
分
子に

よ
る
反
革
命
武
装
暴
乱
で
あ
る」
と
言っ
て 、

二
目
前の
二
三
日の
『

新
斑日
報』
記
事の
趣

旨
と
異
な
る
発
言
を
し
た 。

中
国
当
局の
評
価
が
こ
の
よ
うに
ク
ル
ク
ル

と
変わっ
た
背景に
は 、
新
調ウィ
グ
ル
自
治

区の
ト

ルコ
系
民
族の
動
き
と
ソ
連
領
内の
タ

ジ
ク 、
キ
ル
ギ
ス 、
カ
ザ
フ
な
ど
ア
ジ
ア
部に

位
置
す
る
各
共
和
国の
民
族
分
離
運
動が
連
動

性
を
高め
てい
る
こ
と
が
関
係
し
てい
る
よ
う

に
感じ
ら
れ
ま
す 。

中ソ
会
談
で
両
国に
ま
た
がっ
て
住
む
ト

ル

コ
系
民
族の
運
動に
つ
い
て 、
処
理
方
法
を
相

談
じ
た
と
思
う
わ
け
で
す 。
その
際 、
当
初
中

国
側は 、
必
ず
し
も
ソ
連
が
強
権
で
こ
れ
を
弾

圧
す
る
の
に
同
意
す
る
と
は
見
て
い
な
かっ

た 。
し
か
し

会
談
を
通
じ
て
｜｜こ

れ
は
私の

推
測で
すが
｜｜ゴ

ル
バ
チョ
フ
は
少
な
く
と

も
ア
ジ
ア
部の
民
族
運
動に
つ
い
て
は
強
権
で

銭圧
す
る
と
約
束
し
た
の
で
は
ない
か 。
そ
れ

が
先ほ
ど
の
中
国
政
府の
評
価の
変
化
と
し
て

現
れ
た
と
患い
ま
す 。
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中
嶋

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
も
自
分
の
足
に
火
が

つ
く
と
ず
い
ぶ
ん
き
つ
い
w
」
と
を
言
う
わ
け
で

す。バ
ル
ト
問
題
で
も
米
国
の
ブ
ッ
シ
ュ

政
権
は

な
か
な
か
煮
え
切
ら
な
い
。

昔
だ
っ
た
ら
い
い

材
料
と
し
て
大
い
に
分
離
独
立
を
支
援
し
た
で

し
ょ
う。

こ
れ
は
や
は
り
マ
ル
タ
に
お
け
る
米

ソ
会
談
で、

か
つ
て
の
ヤ
ル
タ
の
密
約
の
よ
う

に
、

裏
取
引
が
あ
っ
た
と
い
う
気
が
し
ま
す。

し
か
し、

問
題
は
何
も
解
決
し
て
い
な
い
。

ソ
連
に
お
け
る
民
族
分
離
の
動
き
は
ま
す
ま
す

強
く
な
る
で
し
ょ
う
し
、

ま
た
、

中
国
の

場

合、

少
数
民
族
は
地
域
的
に
は
底
く
分
布
し
て

い
て
も、

人
民
比
で
は
圧
倒
的
に
少
な
い
の
で

す
が、

国
際
的
な
連
動
性
を
も
っ
て
く
る
と、

そ
う
も
い
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
る。

と
く
に
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
が
最
近
非
常

に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
な
っ
て
き
て
お
り、

中
国

に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
警
戒
す
べ
き
こ
と
は、

こ

の
余
波
が
内
モ
ン
ゴ
ル
古
自
治
区
に
波
及
し
は

し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す。

現
に
こ
の
五
月

一
四
日
の
『
人
民
日
報
』

は
最
近、

内
モ
ン
ゴ

ル
で
も
二
度
に
わ
た
っ
て
民
主
化
要
求
の
騒
乱

が
あ
っ
た
と
初
め
て
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す。

裁
解
除
の
思
を
売
る、

あ
る
い
は
新
し
い
流
閥

を
背
負
っ
た
か
ら
と
北
京
詣
で
を
す
る
と
い
っ

た、

例
の
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
し
て
い
る。

中

国
の
知
識
人
や
学
生
は
今
は
黙
っ
て
見
て
い
ま

す
が、

こ
れ
は
一

体
な
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
す

よ
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と、

私
が
す
れ

違
っ
た
黒
塗
り
の
事
は、

ま
さ
に
今
の
日
中
関

係
の
欺
賄
性
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で、

な
ん

と
も
い
え
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
わ
け
で
す。

加
々
美

中
国
が
今
後、

少
し
長
い
目
で
見

た
だ
け
で
も
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
か
も
し
れ

な
い
状
況
下
に
、

い
ま
の
体
制
が
あ
た
か
も
永

続
す
る
か
の
よ
う
な
前
提
に
基
づ
い
て
動
く。

円
借
款
に
よ
る
協
力
資
金
が
現
政
権
を
受
け
皿

と
す
る
経
済
協
力
の
形
態
を
と
る
か
ら、

宇
野

氏
や
渡
辺
氏
も
行
か
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で

す。

根
本
的
に
い
え
ば
、

日
本
の
援
助
の
形
態

は
い
つ
も
相
手
国
政
権
と
の
癒
着
の
上
に
な
さ

れ
て
き
た。

そ
れ
自
体
が
日
本
の
問
題
と
し
て

反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
張
振
海
を
非
常
に
簡
単
な
高
等
裁
判
所

の
裁
決
と
法
務
大
臣
命
令
で
短
期
間
に
送
還
し

た
の
も
閉
じ
意
味
合
い
か
ら
で
し
ょ
う。

中
嶋

こ
れ
な
ど
は
外
国
か
ら
み
る
と、

日
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、

本
来
非
常
に
多

様
で
あ
る
べ
き
中
園、

同
じ
漢
民
族
社
会
の
な

か
で
も
い
ろ
い
ろ
違
う
言
語
圏
を
一

挙
に
統
一

し
て
中
華
人
民
共
和
国
を
つ
く
っ
た
そ
の
枠
組

み
そ
の
も
の
が、

は
た
し
て
こ
れ
か
ら
の
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
が
根
本
的
に
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す。

民
主
化
運
動
と
い
う
の
は
、

単
に
漢
民
族
内

部
の
民
主
化
あ
る
い
は
共
産
党
に
対
す
る
反
対

と
し
て
の
民
主
化
で
は
な
く
て、

多
元
的
な
価

値
観
を
許
容
し
う
る
政
治
シ
ス
テ
ム
を
は
た
し

て
中
国
が
っ
く
り
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
大
問

題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す。

加
々
美

バ
ル
ト
で
は
あ
の
よ
う
に
危
機
が

騒
が
れ
な
が
ら
も
強
権
発
動
は
し
な
い
。

連
邦

制
か
ら
も
う
少
し
統
合
を
ゆ
る
め
た
コ
ン
フ
エ

デ
レ
｜
シ
ョ
ン
（
国
家
迎
合）

の
よ
う
な
怖
の

が
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
構
想
の
枠
だ
と
思
う
の
で

す
が、

た
だ
反
ク
レ
ム
リ
ン
的
姿
勢
が
強
い
ア

ジ
ア
部
に
対
し
て
は
遣
う
と
い
う
感
じ
が
し
ま

す。

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
枠
組
み
で
は
、

ア
ジ
ア

部
で
は
中
国
の
強
権
体
制
と
一

致
協
力
で
き
る

側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す。

ソ
連
が
東
欧

の
民
主
化
を
支
え
て
い
た
の
と
は
裏
腹
な
面
が

本
は
人
権
や
民
主
主
義
を
一

体
ど
う
考
え
て
い

る
の
か
と
疑
わ
れ
る
わ
け
で
す。

短
期
的
に
は

日
中
間
の
ト
ラ
ブ
ル
を
少
な
く
す
る
と
い
う’
』

と
で
早
急
な
決
着
が
必
要
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が、

穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば、

日
本
の
自

民
党
の
首
脳
や
元
総
理
が
訪
中
す
る
連
休
前
ま

で
に
張
振
海
容
疑
者
を
送
り
返
し
て
し
ま
お
う

と
い
う
配
慮
が
あ
っ
た
と
も
思
え
ま
す。

い
ず
れ
に
せ
よ
日
中
関
係
は
、

日
台
関
係
を

含
め
て
根
本
的
に
再
検
討
す
べ
き
と
き
に
来
て

い
る
と
思
い
ま
す。

加
々
美

そ
の
点
で
は
中
嶋
さ
ん
と
い
ち
ば

ん
意
見
が
一

致
す
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま

す。一

っ
つ
け
加
え
る
と
こ
の
六
月
か
ら
日
本
の

出
入
国
管
理
法
が
「
改
正
」

さ
れ
た
わ
け
で
す

が
、

こ
れ
も
張
振
海
事
件
と
同
様、

日
本
政
府

の
近
視
眼
的
な
姿
勢
を
示
す
も
の
と一宮
ぞ
え
ま

す。

昨
年
来、

ア
ジ
ア
人
労
働
者
の
琉
入
問
題

や
擬
装
難
民
問
題
で
規
制
の
必
要
が
過
剰
反
応

的
に
と
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
の
で
す
が、

こ
の

た
め
今
回
の
改
正
も
当
然
と
い
っ
た
雰
囲
気
が

あ
り
ま
す。

し
か
し
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
人
留
学

出
て
く
る
気
配
を
感
じ
ま
す。

日
中
関
係の
根
本
的
再
検討を

中
嶋

最
後
に
日
中
関
係
に
つ
い
て
少
し
述－

べ，
た
い
と
思
い
ま
す。

た
ま
た
ま
五
月
五
日
に

ピ
ョ
ン
ヤ
ン
の
帰
り
に
北
京
に
寄
っ
て
帰
国
す

る
と
き
の
こ
と
で
し
た。

北
京
空
港
ま
で
行
く

”1ゆA’pν与‘

道
は
い
ま
柳
需
が
舞
っ
て
新
緑
の
美
し
い
並
木

道
で
す
が、

あ
そ
こ
を．
サ
イ
レ
ン
鳴
ら
し
て
黒

塗
り
の
大
き
な
寧
が
日
の
丸
を
立
て
て、

何
台

も
の
警
備
車
付
で
走
り
ぬ
け
て
行
っ
た。

何
か

と
思
っ
た
ら、

宇
野
元
総
理
が
訪
中
し
た
ん
で

す
ね。

そ
の
前
に
は
渡
辺
美
智
雄
氏
が
行
っ
て

い
る
わ
け
で
す。

リ
ク
ル
ー
ト
事
件
の
あ
と
首

相
に
な
っ
て
は
し
ゃ
い
で
い
て、

そ
し
て
女
性

問
題
が
起
き
て、

あ
の
と
き
ち
ょ
う
ど
天
安
門

事
件
が
起
こ
っ

て
い
る
。

そ
の
と
き
宇
野
さ

ん
が
中
国
の
こ
と
を
ど
れ
だ
け
考
え
得
た
の

みM
日
本
の
外
交
当
局
は
、

事
態
の
本
質
を
ぬ
き

に
、

円
借
款
な
ど
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
凍
結

解
除
す
る
か
ば
か
り
を
考
え
て
い
る。

そ
れ
か

ら
政
治
家
た
ち
も
次
々
に
北
京
へ

行
っ
て、

制

生、

就
学
生
の
中
に
真
剣
に
勉
学
を
志
し
な
が

ら、

滞
在
ピ
ザ
の
延
長
に
困
難
を
き
た
し
帰
国

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
者
が
続
出
す
る
な
ど、

既

に
ト
ラ
ブ
ル
が
激
増
し
て
い
ま
す。～
入
管
当
局

は
不
法
就
労
者
を
締
め
出
す
こ
ど
が
目
的
だ
と

じ、

欧
米
か
ら
の
留
学
生
に
は
不
法
就
労
の
懸

念
は
な
い
と
み
な
し
て
寛
容
な
態
度
を
と
る
一

方
で、

ア
ジ
ア
人
留
学
生
に
は
不
当
と
も
き
守
え

る
締
め
つ
け
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す。
・
そ
れ

で
い
て
今
回
の
改
正
に
は
ア
ジ
ア
人
労
働
者
の

就
労
受
け
入
れ
を
一

定
限
度
内
に
せ
よ
合
法
化

す
る
た
め
の
基
準
や
規
定
を
全
く
設
け
て
い
な

い
の
で
規
制
が
今
後
一

方
的
に
強
ま
る
こ
と
に

な
り
ま
す。

発
展
途
上
国
へ
の
援
助
が
相
手
国
政
権
と
の

癒
着
を
呼
ぶ
一

方
で、

民
衆
レ
ベ
ル
の
交
流
に

は
こ
の
よ
う
に
差
別
的
な
締
め
つ
げ
を
行
う
と

い
う
あ
ゅ
よ
う
は
撤
回
さ
れ
る
べ
き
で
す。

人
権
や
民
主
の
レ
ベ
ル
で
中
国
や
ア
ジ
ア
の

現
状
吃
批
判
し
な
が
ら、

現
実
に
日
本
に
や
っ

て
き
た
ア
ジ
ア
の
人
々
の
人
権
を
踏
み
に
じ
る

よ
う
で
は、

日
本
が
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
国
際

秩
序
作
り
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
う
る

な
ど
と
言
え
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん。
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