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変
ら
ぬ
こ
面
性・

開放
と
弾
圧

六・
四
天
安
門
事
件
三
周
年
を
迎
え
て、
今、
中
国
の

政
治
の
中
枢
に
ど
う
い
う
潮
流
が
流
れ
て
い
る
の
か。
本

年
初
頭
の
郡
小
平
南
方
視
察
が
生
ん
だ
中
共
中
央
二
号
文

件
（
郵
小
平
講
話）
の
ポ
イ
ン
ト
は、
中
国
内
政
に
改
革

・
開
放
と
四
つ
の
基
本
原
則
〈
社
会
主
義
の
道、
人
民
民

主
主
義
独
裁、
共
産
党
の
指
導、
マ
ル
ク
ス
・
レ
1
ニ
ン

主
義
及
び
毛
沢
東
思
想
の
堅
持）
の
両
側
面
（
「
二
つ
の

基
本
点」
）
が
あ
る
と
と
を
示
し
た
と
と
で
あ
る。

い
わ
ゆ
る
保
守
派
の
基
盤
を
崩
そ
う
と、
郵
小
平
は
改

革・
開
放
を
必
死
に
なっ
て
鼓
吹
し
て
い
る
の
で、
そ
の

面
ぽ
か
り
に
光
が
当っ
て
い
る
け
れ
ど、
民
主
化
運
動
と

そ
れ
に
同
調
す
る
動
き、
あ
る
い
は
中
国
の
人
権
抑
圧
を

批
判
す
る
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
は、
徹
底
的
に
取
り
締

ま
る
と
い
う
の
が
依
然
と
し
て
中
国
の
基
本
姿
勢
で
あ

る
と
と
に
変
り
は
な
い。
最
近
の
T
B
S
カ
メ
ラ
マ
ン
に

対
す
る
暴
行
ゃ、
そ
れ
に
先
立
つ
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト

北
京
支
局
の
捜
索
な
ど
の
事
件
も
ζ
の
と
と
を
物
語っ
て

お
り、
西
側
諸
国
に
柔
ら
か
い
態
度
を
表
明
し
て
中
国
の

イ
メ
ー
ジ
を

転換
し
よ
う
と
す
る
外
交
部
よ
り
も
遥
か
に

強
い
権
限
を
持っ
て
中
国
の
内
政
を
取
り
締
まっ
て
い
る

国
家
安
全
部
は、
改
革・
開
放
の
仮
面
の
裏
側
で
非
常
に

と
わ
も
て
の
表
情
を
見
せ
て
い
る。
ζ
れ
は
部
小
平
の
考

え
方
や
政
策
に
見
ら
れ
る
二
重
構
造
の
反
映
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な
い
か。
と
の
よ
う
な
と
と
を
中
国
が
やっ
て

い
る
限
り、
ま
だ
ま
だ
本
当
に
聞
か
れ
た
中
国
に
な
る
に

は
ほ
ど
遠
〈、
中
国
の
対
外
イ
メ
ー
ジ
は
決
し
て
改
善
さ

れ
在
い。
日
本
を
除
く
西
側
諸
国
は
い
ず
れ
も、
中
国へ

の
厳
し
い
態
度
を
依
然
と
し
て
と
り
続
け
る
で
あ
ろ
う。

さ
て、
中
国
の
新
し
い
世
界
戦
略
が、
と
の
と
と
ろ
際

立っ
て
き
て
い
る。
中
国
自
身
が
新
し
い
国
際
秩
序
を
模

索
し
つ
つ、
や
が
て
そ
の
主
人
公
に
な
ろ
う
と
い
う
色
彩

も
濃
厚
で
あ
る。

湾
岸
戦
争
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
圧
倒
的
な
勝
利
は、
中

国
の
対
米
瞥
戒
心
を
あ
お
り、
同
時
に
ア
メ
リ
カ
は、
天

安
門
事
件
以
来、
中
国
の
人
権
抑
圧
や
武
器
輸
出
に
対
し
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て、
国
民
も
上
下
両
院
も
き
わ
め
て
厳
し
い
態
度
を
示
し

て
い
る。
中
国
理
解
派
の
プ
ッ
シ
ュ
大
統
領
も、
と
う
し

た
圏
内
世
論
を
無
視
す
る
と
と
は
で
き
な
い。

昨
夏
以
来
の
ソ
連
共
産
党
の
崩
壊、
ソ
連
邦
の
解
体

は、
中
国
の
対
米
警
戒
心
を
さ
ら
に
助
長
さ
せ
た。
い
か

に
中
ソ
対
立
と
は
い
え、
ソ
連
が
あ
る
限
り、
ア
メ
リ
カ

と
ソ
連
が
世
界
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
分
か
ち
合っ
て
い

た。
そ
の
限
り
に
お
い
て
中
国
は
キ
ャ
ス
チ
ン
グ
ボ
ー
ト

を
撞
る
と
と
も
で
き
た
が、
一
挙
に
ソ
連
が
崩
壊
し
て
し

まっ
た
と
と
に
よ
っ
て、
ア
メ
p
カ
が
世
界
の
単
独
覇
権

国
家
に
念
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
が、
中
国
で
は
急
速

に
高
まっ
て
い
る。

ソ
連
で
も
東
欧
で
も、
そ
し
て
中
国
の
す
ぐ
隣
の
モ
ン

ゴ
ル
で
も
社
会
主
義
が
崩
壊
し
た。
そ
れ
は
自
由
主
義、

民
主
主
義
の
勝
利
で
あ
り、
社
会
主
義、
あ
る
い
は
共
産

主
義
の
敗
北
を
示
し
て
い
る。
し
か
し、
中
国
は
そ
の
よ

う
に
は
絶
対
見
な
い。
依
然
と
し
て
社
会
主
義、
共
産
主

義
の
最
終
的
勝
利
を
掲
げ
て
い
る。

ア
メ
リ
カ
は
経
済
の
上
で
勝
ち、
ソ
連
は
経
済
の
上
で

崩
壊
し
た
の
だ、
だ
か
ら
中
国
は
ソ
連
の
二
の
舞
い
を
し

ま
い
よ
う
に、
改
革・
開
放
を
やっ
て
経
済
を
強
く
し
て

ゆ
け
ぽ、
あ
ん
な
ふ
う
に
国
は
崩
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

の
が、
今
日
の
中
国
の
基
本
的
な
認
憾
で
あ
る。
「
和
平

演
変」
（
平
和
的
に
政
権
が
転
覆
す
る〉
を
防
ぐ
た
め

に、
精
神
的・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
万
里
の
長
械
を
鋼

鉄
で
築
く
の
だ
と
い
う
見
解
の
上
に、
中
国
は
ア
メ
リ
カ

に
対
す
る
瞥
戒
心
を
ま
す
ま
す
強
め
て
い
る。

と
う
し
た
米
中
関
係
の
亀
裂
は、
今
後
か
な
り
長
期
的

に
続
く
と
私
は
見
て
い
る。
も
ち
ろ
ん
今
日
の
共
産
党一

党
独
裁
体
制
が
崩
壊
し
て
自
由
な
開
か
れ
た
中
固
に
な
れ

ぽ
別
だ
が、
本
来、
水
と
油
で
あ
る
も
の
が
手
を
取
り
合

っ
て
い
た
米
中
関
係
は、
ア
メ
リ
カ
に
とっ
て
ソ
連
と
い

う
脅
威
が
あっ
た
か
ら
と
そ
で
あ
り、
今
や
ア
メ
リ
カ
に

と
っ
て
も
チ
ャ
イ
ナ
カ
l
ド
は
不
要
に
なっ
て
し
ま
っ

た。
そ
の
分
だ
け
中
国
は、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
警
戒
心

を
抱
く
と
い
う
構
図
で
あ
る。

と
の
と
と
が
中
国
の
武
器
輸
出
政
策
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る。
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中
国
の
武
器
輸
出
は、
パ
キ
ス
タ
ン、
ミ
ャ
ン
マ
ー、

カ
ン
ボ
ジ
ア
（
ポ
ル
ポ
ト
派）、
す
ぐ
隣
の
北
朝
鮮
な
ど

の
ア
ジ
ア
の
国
か
ら、
さ
ら
に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア、
イ
ラ

ク、
イ
ラ
ン、
シ
リ
ア、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
等々
に
ま
で、

非
常
に
広
範
な
地
域
に
た
い
し
て
行
わ
れ
て
い
る。
中
閣

に
と
っ
て
今
ミ
サ
イ
ル
段、
武
器
輸
出
の
非
常
に
大
き
な

シ
ェ
ア
に
なっ
て
い
る。
戦
闘
機、
あ
る
い
は
巡
洋
艦
等

も
輸
出
し
て
い
る
け
れ
ど、
問
題
な
の
は
原
子
炉、
化
学

兵
器
等々
も
広
範
に
輸
出
し
て
い
る
と
と
で
あ
る。

ζ
の
点
に
つ
い
て
中
国
側
は、
世
界
の
大
固
に
虐
げ
ら

れ
て
い
る
第
三
世
界
を
支
援
す
る
と
い
う
大
義
名
分
を
と

ろ
う
と
し
て
い
る
が、
も
ち
ろ
ん
そ
の
裏
に
は、
一
つ
に

は、
当
然
の
ζ
と
左
が
ら
外
貨
獲
得
と
い
う
目
的
が
あ
る。

中
国
が
武
器
輸
出
に
よっ
て
獲
得
す
る
外
貨
は、
最
近
好

転
し
つ
つ
あ
る
中
国
外
貨
準
備
高
の
中
の
大
き
な
部
分
を

占
め
て
き
て
い
る。

も
う一
つ
は、
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
誇
示
す
る
ア
メ
リ

カ
に
対
し
て、
ハ
イ
テ
ク
兵
器
で
は
か
な
わ
な
い
が、
戦

略
的
に
広
範
に
武
器
を
ば
ら
ま
く
と
と
に
よ
っ
て
中
国
の

影
響
力
を
拡
大
し、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
覇
権
に
対
抗
し
よ

う
と
い
う
意
図
が
見
え
て
い
る。
圏
内
的
に
は
改
革・
開

放
と
い
い
な
が
ら、
民
主
化
を
少
し
も
許
さ
な
い。
対
外

的
に
は、
世
界
平
和
に
貢
献
す
る
と
い
い
な
が
ら、
他
方

で
は、
せ
っ
せ
と
武
器
を
輸
出
し
て
い
る
と
い
う
二
重
構

造。
内
政、
外
受
と
も
に
こ
つ
の
戦
略、
二
つ
の
顔
が
あ

る
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い。

グ
思
う
壷d
の
日
米
離
間

中
国
は、
最
近、
新
し
い
対
日
姿
勢
を
示
し
始
め
て
い

る。
日
米
経
済
酪
掠
が
深
刻
化
し
て
い
る
問
題
を
中
国
は

決
し
て
対
岸
の
火
災
視
し
て
い
な
い。
政
策
的
に
は、
と

れ
に
対
し
て
は
三
不
政
策
（
発
言
し
な
い、
関
与
し
な

い、
干
渉
し
な
い）
を
とっ
て
い
る
が、
日
米
関
係
の
亀

裂
に
注
目
し、
ア
メ
リ
カ
の
単
独
覇
権
を
避
け
る
た
め
に

は、
む
し
ろ
日
米
摩
擦
が
激
化
し、
日
本
が
ア
メ
HF
カ
に

と
っ
て
対
抗
勢
力
に
な
る
と
と
を
欲
す
る
よ
う
に
なっ

て
き
た。
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と
の
点
は
「
中
国
は
日
本
の
政
治
大
国
化
は
認
め
る」

と
い
う
最
近
の
発
言
に
なっ
て
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
い

る。
た
だ
し
政
治
大
国
化
と
い
う
と
と
は、
あ
く
ま
で
も

中
国
の
戦
略
か
ら
見
た
ア
メ
p
カ
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー

ウェ
イ
ト
と
し
て
の
日
本
と
い
う
意
味
で
あ
り、
中
国
と

競
合
す
る
よ
う
な
日
本
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
と
は
い

う
ま
で
も
な
い。
ま
し
て
や
中
国
に
対
し
て
軍
事
的
に
影

響
力
を
与
え
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い、
と

い
う
の
が
基
本
原
則
で
あ
っ
て、
ζ
の
と
と
は
最
近
の
中

国
の
内
部
文
献
に
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば、

『
産
経
新
聞』
五
月
八
日
付
が
報
じ
た
中
国
社
会
科
学

院
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
所
報
告
「
日
米
関
係
の
趨
勢
に

関
す
る
分
析
と
わ
が
国
が
採
る
べ
き
対
策
の
提
言」、
参

照）。去
る
五
月
に、
江
沢
民
総
書
記
が
来
日
し
た
折
に
も、

P
K
O
法
案
に
つ
い
て
必
ず一
言
口
を
は
さ
む。
日
本
が

軍
事
大
固
に
な
る
可
能
性
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ

れへ
の
懸
念
を
非
常
に
強
調
す
る。
最
近
の
中
国
の
論
調

が、
日
本
の
政
治
大
国
化
に
言
及
し
な
が
ら、
P
K
O
法

案
を
「
海
外
派
兵
法」
だ
と
み
・な
し
て
い
る
と
と
も
忘
れ

て
は
な
る
ま
い
（
張
大
林
「
日
本
の
『
P
K
O
法
案』
を

評
す」、
『
国
際
問
題
研
究』
〈
季
刊〉
一
九
九
二
年
四

月）。
中
国
が、
日
本
の
政
治
大
国
化
是
認
と
い
う
ζ
と

を
あ
え
て
表
明
し
始
め
た
の
は、
ひ
と
え
に
対
米
関
係
の

コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
出
て
く
る
と
私
は
見
て
い
る。
つ
ま

り
日
米
離
間
策
だ
と
い
え
よ
う。

中
国
の
誘
い
に
乗
る
危
う
さ

中
国
か
ら
は、
日
本
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
誘
い
が
来

て
い
る。
軍
事
大
国
に
な
ら
な
い
限
り、
も
っ
と
影
響
力

を
ア
ジ
ア
に
お
い
て
持っ
て
ほ
し
い、
と
も
い
う。
例
え

ば
マ
ハ
テ
ィ
1
ル
首
相
が
掲
げ、
ア
メ
リ
カ
が
反
対
し
て

い
る
東
ア
ジ
ア
経
済
関
構
想
に
対
し
て
も
中
国
は
賛
成
す

る。
日
本
を
・中
国
の
誘
い
の一
環
の
中
に
入
れ
て、
ア
メ

リ
カ
を
牽
制
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
と
と
に
も
反
映
し
て

い
る。
中
国
か
ら
の
天
皇
訪
中へ
の
誘
い
も、
そ
う
し
た

コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う。
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増強進む中国海軍。 その狙いは一体何か

と
れ
ら
の
中
国
の
誘
い
に
乗
る
と
と
が
日
本
に
と
っ
て

よ
り
よ
い
選
択
な
の
か
ど
う
か、
と
れ
は
非
常
に
重
要
な

問
題
で
あ
る。
既
に
分
析
し
た
よ
う
な
中
国
の
対
米
認
識

な
り、
世
界
戦
略
を
見、
西
側
諸
国
全
体
の
対
中
国
認
識

を
考
え
る
と、
む
し
ろ
日
本
は
ア
ジ
ア
の
国
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど、
中
国
と
は
本
来
的
に
近
い
関
係
に
あ
る
だ
け

に、
中
国
の
誘
い
に
は
乗
ら
ず、
二疋
の
距
離
を
置い
た

外
交
政
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い、
と
私
は
考
え

る。
そ
う
で
な
い
と、
結
局
日
本
は
中
国
と
同
じ
よ
う

に、
人
権
と
か、
民
主
主
義
と
か、
自
由
と
か、
そ
う
し

た
重
要
な
価
値
観
に
は
非
常
に
無
感
覚
で、
中
国
大
陸
が

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
あ
る

｜｜
私
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は

考
え
て
い
な
い
が

ーー
と
い
う
日
本
の
当
面
の
国
益
の
た

め
に、
経
済
大
国
日
本
と
し
て
の
論
理
の
中
で
日
中
両
国

が
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
を
全
世
界
K
与

え
て
し
ま
う
と
い
え
よ
う。
今
ま
さ
に
日
本
は
と
う
し
た

大
き
な
岐
路
に
立っ
て
い
る。

そ
れ
は
「
日
中」
か
「
日
米」
か
と
い
う
岐
路
で
も
あ

る。
日
本
は
責
任
あ
る
西
側
諸
国
の一
員
と
し
て
ア
メ
リ
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カ
と
の
友
好
関
係
を
大
切
に
し
て
ゆ
く
の
か、
そ
れ
と
も．

日
中
迎
携
な
の
か
と
い
う
選
択
で
あ
る。

そ
の
場
合
に、
日
本
と
中
国
は
根
本
的
に
体
制
が
違
う

の
で
あ
る
か
ら、
仮
に
「
日
中」
と
い
う
選
択
を
し
た
場

合
に
は、
中
国
の
主
部
権
を
認
め
悲
い
か
ぎ
り、
今
度

は、
逆
に
日
本
が
中
固
に
警
戒
さ
れ
る、
日
中
関
係
は
そ

と
で
也
裂
が
起
と
る
と
い
う
可
能
性
は
き
わ
め
て
大
き

い。
日
本
が
中
国
に
賭
け
た
が
ゆ
え
に
西
側
諸
国
か
ら
孤

立
し、
そ
の
上、
今
度
は
中
国
に
様々
在
問
題
を
提
起
さ

れ
た
り、
要
求
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
り
と
い
う
と
と
に
な

る
だ
ろ
う。

十
二
1
三
憶
に
も
な
ん
な
ん
と
す
る
人
口
を
抱
え、
日

本
の一
人
当
た
り
G
N
P
百
分
の一
程
度
と
い
う
ま
ぎ
れ

も
な
い
発
展
途
ム
国・
中
国
が
と
れ
か
ら
近
代
化
す
る
と

い
う
の
は
大
変
な
と
と
で
あ
る。
そ
の
た
め
の
コ
ス
ト
も

日
本
が
負っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
コ
ス
ト
を
負

っ
て
日
本
が
中
国
の
た
め
に一
生
懸
命
ゃっ
た
結
果
が
決

し
て
喜
ぼ
れ
な
い。
む
し
ろ
逆
に
中
国
の
う
ら
み
を
買
う

と
と
に
な
る
の
は
歴
然
と
し
て
い
る。
だ
か
ら、
中
国
の

体
制
が
根
本
的
に
変
わ
ら
な
い
限
り、
日
中
関
係
に
は一

定
の
距
離
が
必
要
だ。

今
の
と
と
ろ、
中
国
の
経
済
力
が
弱
い
か
ら、
日
本
の

経
済
的
援
助
が
中
国
に
与
え
る
イ
シ
パ
ク
ト
は
強
い
が、

間
も
な
く
沿
岸
地
方
は一
人
当
り
G
N
P
千
五
百
ド
ル
ぐ

ら
い
に
な
り、
も
う
五
年
も
す
る
と、
一一
千
ド
ル
ぐ
ら
い

に
な
る。
そ
う
す
る
と、
と
の
と
と
が
も
た
ら
す
経
済
的

な
は
ね
返
り
は
逆
に
日
本
に
と
っ
て
脅
威
に
な
る
か
も
し

れ
な
い。

中
国
に一
O
O
MN
日
本
資
本
で
工
場
を
つ
く
る
と、
単

純
労
働
の
場
合
に
は、
現
在、
日
本
の
ほ
ぼ
十
分
の一
の

賃
金
で
済
む。
中
国
は
日
本
は
金
持
ち
だ
と
見
て
い
る
か

ら、
す
ぐ
賃
金
を
つ
り
上
げ
て
く
る
し、
勘
定
高
く
なっ

て、
労
働
者
も
賃
金
の
い
い
と
と
ろ
を
次々
に
渡
り
歩
く

と
と
に
な
る
ζ
と
は
自
に
見
え
て
い
る。

郡
小
平
は、
そ
の
点
を
非
常
に
はっ
き
り
言っ
て
い
る。

「
今
の
と
と
ろ、
合
弁
企
業、
合
作
企
業、
全
額
外
資
の
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‘ 企
業
（
と
れ
を
三
資
企
業
と
い
う）
は
大
変
結
構
だ。
な

ぜ
な
ら
税
金
を
払っ
て
く
れ、
労
働
者
を
雇
用
し
て
賃
金

を
払っ
て
く
れ
る
し、
し
か
も
外
貨
を
稼い
で
く
れ
る」

と。
中
国
に
と
っ
て
と
ん
な
い
い
と
と
は
な
い
と
い
わ
ん

ぽ
か
り
で
あ
る
が、
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
企
業
が
大
量

に
出
て
い
く
と、
や
が
て
日
本
に
対
す
る
は
ね
返
り
が
来

る
で
あ
ろ
う。
日
中
の
経
済
摩
擦
も
出
て
き
て、
日
本
も

甘
い
と
と
だ
け
を
い
っ
て
ら
れ
な
く
な
る。

中
国
は、
今
の
と
と
ろ、
経
済
的
に
日
本
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
し、
西
側
諸
国
は、
天
安
門
事
件
以
降、
み
な

中
固
に
厳
し
く
なっ
て
い
る
か
ら、
日
本
に
対
し
て
柔
ら

か
い
態
度
に
出
て
い
る
け
れ
ど
も、
と
れ
は
当
面
の
戦
略

が
そ
う
な
の
で
あっ
て、
将
来
的
に
は
決
し
て
そ
う
で
は

な
〈、
今
度
は
日
本
自
身
を
政
治
大
国
か
ら
や
が
て
軍
事

大
固
化
し
た
覇
権
国
家
だ
と
い
っ
て
く
る
可
能
性
も
な
き

に
し
も
あ
ら
ず
だ。

日
本
は
そ
の
意
味
で
も、
中
国
の
誘
い
に
乗っ
て
は
な

ら
悲
い。
日
本
は
も
っ
と
視
野
を
広
げ
て
世
界
の
中
で
日

中
関
係
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
世
界
全
体
を
見
渡
し
な

が
ら、
対
中
国
政
策
を
考
え
て
い
く
ζ
と
が
ま
す
ま
す
必

要
で
あ
る。

今、
経
済
規
模
で
見
る
と、
む
し
ろ
日
本
に
と
っ
て
重

要
な
の
は
台
湾
で
あ
る。
現
に
日
中
貿
易
よ
り
日
台
貿
易

の
方
が
多
い
し
（
昨
年
は
二
百
三
十
億
米
ド
ル
対
二
百
九

十
億
米
ド
ル）、
貿
易
総
額
自
体
も
中
国
よ
り
台
湾
の

方
が
多い
（
同
じ
く
千
三
百
億
米
ド
ル
対
千
四
百
億
米
ド

ル）。
香
港
も
台
湾
に
匹
敵
す
る
経
済
規
模
だ
か
ら、
そ

う
い
う
意
味
か
ら
す
る
と、
中
国
的
世
界
は、
中
国
と
台

湾
と
香
港
の
三
つ
を
同
時
に
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。
と
の
点
か
ら
す
れ
ば、
日
本
と
中
華
人
民
共
和
国
の

関
係
だ
け
が
日
中
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る。
中
国
的
世

界
が
三
つ
あ
る、
そ
れ
を
全
体
的
に
十
分
見
き
わ
め
た
政

策
を
と
っ
て
い
く
必
要
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
る
と
い

え
よ
う。

今
年
は
日
中
国
交
正
常
化
二
十
年
で
あ
る
が、
依
然
と

し
て
日
本
は
過
去
の
日
中
関
係
の
枠
組
か
ら
出
て
い
な
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ぃ。
日
本
は
中
国
の
隣
国
だ
か
ら、
一
番
近
い
大
国
と
は

友
好
的
で
あ
る
べ
き
で、
両
国
が
手
を
携
え
て
ア
ジ
ア
を

安
定
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
念
考
え
方
が

一
般
で
あ
る。
と
の
考
え
方
の
甚
に
は、
あ
る
種
の
購
罪

感
も
あ
る。
戦
前
の
日
本
の
対
中
国
政
策
の
誤
り
か
ら
中

国
に
呪
縛
さ
れ
て
つ
い
瞬
罪
外
交
に
恋
っ
て
し
ま
い、
対

中
国
位
負
け
外
交
に
なっ
て
し
まっ
て
い
る。

中
国
は、
伝
統
的
に
大
国
で
あっ
て、
中
華
思
想
と
中

国
的
世
界
秩
序
認
識
を
保
持
し
て
お
り、
そ
の
当
然
の
帰

結
と
し
て
尖
閣
列
島
の
問
題
な
ど
が
出
て
く
る。
ζ
の
問

題
な
ど
は、
中
国
の
外
交
部
と
か
政
府
首
脳
は、
で
き
る

だ
け
触
れ
た
く
・な
かっ
た
ら
し
い
と
は
い
う
も
の
の、
そ

う
い
う
と
と
ろ
を
取
り
し
きっ
て
い
る
軍
の
力
は
依
然
と

し
て
大
き
い。
人
民
解
放
軍
は
最
近、
総
参
謀
部
の
賀
鵬

飛
装
備
部
長
の
指
導
下
で
武
器
の
輸
出
入
を
拡
大
し、
そ

し
て
同
時
に、
海
軍
力
を
非
常
に
増
強
し
て
い
る。
台
湾

は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
戦
闘
機
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
を
導
入
し
て、
そ

の
脅
威
に
備
え
よ
う
と
し
て
い
る。

中
国
は、
南
シ
ナ
海
に
海
軍
力
を
増
強
し
て、
西
沙
群

島
も
中
国
が
ほ
と
ん
ど
実
効
支
配
し
て
い
る
ば
か
り
か、

フ
ィ
リ
ピ
ン、
台
湾、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア、
ベ
ト
ナ
ム
と
の

聞
に
領
有
権
が
確
立
し
て
い
な
い
南
沙
群
島
に
も
触
手
を

伸
ば
し
て
お
り、
や
が
て
南
シ
ナ
海
か
ら
東
シ
ナ
海
に
出

て
く
る
か
も
し
れ
念
い。

そ
う
い
う
と
き
に
は、
尖
閣
列
島
問
題
は
日
中
友
好
の

た
め
に
凍
結
な
ど
と
は
い
っ
て
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う。

グ
ロ
l
パ
リ
ズ
ム
に
立
つ
自
覚
を

以
上
で
見
て
き
た
諸
問
題
は、
別
の
角
度
か
ら
い
う

と、
日
中
友
好
を
基
軸
に
し
た
ア
ジ
ア
主
義
か、
西
側
諸

国
の
立
場
か
ら
す
る
グ
ロ
1
パ
リ
ズ
ム
か
と
い
う
問
題
に

弁晴
久U。最

近、
日
本
の
周
辺
で
は、
ア
ジ
ア
N
I
E
S
が
経
済

的
に
活
況
を
呈
し、
そ
の
影
響
下
に
中
国
の
沿
海
地
域
が

成
長
し
は
じ
め
て
い
る
と
と
も
あっ
て、
日
本
の
エ
コ
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ノ
ミ
ス
ト
の
問
に
は、
「
ア
ジ
ア
は
儲
か
る、
そ
れ
ゆ

け
！」
と
ば
か
り
に、
華
南
経
済
圏、
日
本
海
経
済
圏、

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
域
の
成
長
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル、
タ
イ
の

パ
1
ツ
経
済
圏
等々
、
い
ろ
い
ろ
な
経
済
圏
構
想
が
飛
び

交っ
て
い
る。

中
国
も
と
の
ま
ま
す
ん
な
り
改
革・
開
放
政
策
で
近
代

化
す
る
と
い
う
よ
う
なパ
ラ
色
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
る
た
め

に、
そ
れ
に
幻
惑
さ
れ
て、
日
本
も
活
力
あ
る
ア
ジ
ア
と

一
緒
に
なっ
て、
ア
ジ
ア
の
立
場
か
ら
物
事
を
見
て
い
く

べ
き
だ
と
い
う一
種
の
新
し
い
ア
ジ
ア
主
義
が
急
速
に
台

頭
し
て
い
る。
N
I
E
S
や
東
ア
ジ
ア
が
経
済
的
に
は
活

力
を
持っ
て
い
る
か
ら、
今
度
は
ア
ジ
ア
の
時
代
だ
と
い

う
わ
け
だ。

日
本
位、
地
理
的
に
は
ア
ジ
ア
の
国
だ
が、
日
本
が
発

展
し
て
き
た
道
す
じ
は、
ま
さ
に
明
治
維
新
以
来
の
「
脱

亜
入
欧」
の
結
果
で
あ
り、
戦
後
は
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
的

念
民
主
主
義
の
価
値
観
を
そ
れ
に
つ
け
加
え、
そ
の
原
理

の
上
に
日
本
は
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る。
と
の
点
を
冷

静
に
ふ
り
か
え
れ
ば、
そ
う
安
易
に
日
本
は
ア
ジ
ア
に
没

入
し
て
い
く
と
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る。
ま
し
て
や

日
本
が
大
東
亜
共
栄
固
と
い
う
悪
し
き
ア
ジ
ア
主
義
を

掲
げ
て
ア
ジ
ア
を
接
聞
（
じ
ゅ
う
り
ん）
し
て
か
ら、

ま
だ
半
世
紀
も
経
て
い
な
い
と
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま

い。今
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ア
メ
リ
カ
も
大
き
な
力
で
は
な
く

な
り
つ
つ
あ
る
だ
け
に、
も
し
日
本
が
世
界
の
中
で
よ
り

大
き
な、
意
味
の
あ
る
役
割
を
果
た
す
と
す
れ
ば、
ど
の

よ
う
な
哲
学
と
理
念
の
も
と
に
日
本
は
存
在
す
る
の
か
を

政
策
的
に
も
明
確
に
し
て
ゆ
か
な
い
と、
世
界
か
ら
ま
す

ま
す
誤
解
さ
れ、
た
た
か
れ
る
と
と
に
な
ろ
う。

日
本
は
ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
だ
け
に、
ア
ジ
ア
主
義
と

は
逆
に、
人
類
の
普
遍
的
な
原
理
に
対
し
て
は
徹
底
し

て、
自
由
主
義、
民
主
主
義
の
立
場
を
明
確
に
し
て
ゆ

く
べ
き
で
は
な
い
か。
今
と
そ、
ア
ジ
ア
主
義
で
は
な

く、
グ
ロ
1
バ
リ
ズ
ム
に、
と
い
う
の
が
私
の
結
論
で
あ

る。
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