
「
一

ニ

つ

の

中

国

L

共

存

の

図

式

台

湾
、

香

港

と

の

黄

金

の

ト

ラ

イ

ア

ン

グ

ル

嶺雄

ソ
連
邦
崩
壊
に
象
徴
さ
れ
る
社
会
主
義
世
界
の
激
変
を
前
提
に
ア
ジ
ア
情
勢
を
考
え
る
と

き、

東
ア
ジ
ア
に
広
が
る
中
国
的
世
界
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
は
、

い
ま

や
中
国
・

台
湾
・

香
港
が
ほ
ぼ
括
抗
す
る
「
三
つ
の
中
国
L

時
代
を
迎
え
て
お
り、

い
か
に

そ
れ
に
対
処
す
る
か
が、

日
本
に
と
っ
て
も
重
要
な
外
交
課
題
と
な
っ
て
い
る。

「三つの中国J共存の図式

い
ま
全
世
界が
注
目
し
て
い
る
の
は 、
ソ
連

邦の
解
体
や
ソ
連
共
産
党の
消
滅
と
い
う
社
会

主
義
世
界の
変
貌が 、
ど
の
よ
う
な
形
で
ア
ジ

ア
に
波
及
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る。
キュ

ーバ
を
除
けば 、
も
う
ア
ジ
ア
に
し
か
社
会
主

義
国は
な
く
なっ
て
し
まっ
た 。
脱
社
会
主
義

へ
の
歴
史の
歯
車の
逆
回
転
が 、
ま
さに
二
十

世
紀
全
体
を
引っ
繰
り
返
す
よ
う
な
形
で
世
紀

末に
起こっ
て
い
る
わ
け
で 、
こ
の
ま
まい
く

と 、
脱
社
会
主
義の
世
界
的
潮
流
が
や
が
て
ア

ジ
ア
の
社
会
主
義
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
うの
で

は
ない
か
と
恩
わ
れ
る。

そ
う
で
あ
る
だ
けに 、
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義

諸
国は
必
死に
なっ
て
そ
れ
を
防
衛し
よ
う
と

し
て
い
る。
こ
う
し
た
動
き
は 、
今
後の
ア
ジ

ア
を
考
え
る
場
合に
非
常に
重
要
で
あ
ろ
う 。

一
口
に
ア
ジ
ア
と
言っ
て
も 、
東
西
ド
イ
ツ
が

統一
し 、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
な
く
なっ
たヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
違っ
て 、
ア
ジ
ア
に
は
根
本
的に
社

会
体
制
が
異
なっ
た
諸
国・
諸
地
域が
依
然
と

中嶋
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し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら 、
ア
ジ
ア
の
社

会
主
義
国の
将
来が
ど
う
な
る
の
か
は 、
決
定

的に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

だ
と
言
え
よ
う 。

そ
れ
だ
けに 、
中
国 、
北
朝
鮮 、
ベ
ト
ナム

な
ど
の
諸
国
も 、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
事
情か
ら

タイム
ラ
グ
は
あ
る
もの
の 、
早
け
れ
ば
あ
と

数
年の
う
ちに 、
ひょ
っ
と
す
る
と一
九
九
七

年七
月一
日
の
香
港
返
還ま
で
の
五
年
間とい

う
残
さ
れ
た
時
間の
う
ちに
大
き
な
変
貌
を
遂 ．1qd

 

げ
る
か
も
し
れ
ない 。
仮
に
そ
れ
を
過
ぎ
て
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も 、
二
十一
世
紀に
な
る
ま
で
の八
年
間の
う

ち
に 、
こ
れ
ら
の
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義が
次々

に
崩
唆
し
て
い
く
か
も
し
れ
ない 。
ま
た 、
た

と
え
二
十一
世
紀
ま
で
生
き
延
び
た
と
し
て

も 、
や
が
て
脱
社
会
主
義の
方
向に
向
か
わ
ざ

る
を
得
ない
と
恩
わ
れ
る
兆
候が 、
随
所に
目

立っ
て
き
て
い
る。

こ
の
過
程が
ド
ラ
マ
ティ
ッ
ク
な
形
を
と
る

の
か 、
ジ
グ
ザ
グ
なコ
l

ス
を
と
る
の
か 、
予

断
は
で
き
ない
が 、
い
ず
れ
に
し
て
も
今日
の

ア
ジ
ア
社
会
主
義
諸
国の
運
命
が
か
な
り

近い

将
来に
決
まっ
て
く
る
の
で
は
ない
か
と
思
わ

れ
る。こ

の
と
こ
ろ 、
革
命
第一
世
代の
総
退
場と

い
う
歴
史
的
転
換
期が
社
会
主
義の
世
界
的
崩

壊
と
重
な
り 、
そ
れ
だ
けに
当
面
の
路
線
を
め

ぐっ
て 、
い
わ
ゆ
る
改
革
派
と
保
守
派の
激
し

い
角
逐
が
続い
て
い
る
中
国
で
は 、
「

万
里
の

長
城
を
鋼
鉄
で
築
け」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
を

『
人
民日
報』
な
ど
が一
時
盛
ん
に
掲
げ 、
こ

の
点
で
は
保
守・
改
革
慌
を
間
わ
ず 、
江
沢

民・
中
国
共
産
党
総
書
記
も
そ
れ
を
し
き
りに

呼
号
し
て
い
た 。
ま
さに
万
里
の
長
城の
北
側

は
モ
ン
ゴ
ル
ま
で
含め
て
脱
社
会
主
義の
方
向

に
変
わっ
た
の
で
あ
る
か
ら 、
その
波
及
をい

か
に
食い
止
め
る
か
と
い
う
点に 、
中
国の
最

大
の
関
心
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う 。

「
和
平
演
変
」

が
キ
ー
ワ
ー
ド

当
面
の
中
国は
社
会
主
義の
内
部
的
崩
壊 、

あ
る
い
は
変
質
を
西
側
諸
国
が
も
た
ら
す
もの

だ
と
し
て 、
「

和
平
演
変L（
平
和
的
手
段に
よ

る
社
会
主
義
政
権
の
転
覆）
が
い
ま
最
大
の
関

心
事で
あ
り 、
い
わ
ば
現
在の
中
国の
キ
｜

ワ

‘�；；� 
な
か
じ
ま
・
み
ね
お

東京外

国語
大
学

教団店
兼
同
大

学海
外

事
情
研

究所
長 ・

専攻
は
国

際関

係値圏 、

現
代
中
国
学 、

ア
ジ
ア

地減
研
究 ．
一
九
三
六
年
長

野県生
ま
れ ．

東京外
語
大
中
国
科

卒 ．

東京
大
学
大
学
院
国
際
関

係鎗
線
程
卒 ．

社
会
学
問
士 ．

オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学 、

パ
リ
政
治
学
院
客
只

数回目
な
ど
を
歴

任 ・

説骨骨留
に

『
北
京
烈
烈』
『
中
国
に
呪
縛
さ
れ
る
日
本』
・・
中
閣

の

卵砂川刷

．1
反
・

革命
の
時
代』

な
ど
多
数 ．

ー
ド

に
なっ
て
い
る。
も
ち
ろ
ん
中
国
は
改

革・
開
放
を
唱
え
る一
方
で 、
日
本や
米
国と

いっ
た
西
側
諸
国に
対
し

警
戒し
な
け
れ
ば
な

ら
ない
とい
う
気
持
ち
が
あ
る
が 、
こ
の
「

和

平
椀
変」
を
中
国の
政
治・
経
済・
社
会の
現

実に
即
し
て
考
え
る
と 、
「

和
平
演
変」
防
止

はニ
つ
の
方
向
で
行わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る。

一
つ
は 、
言
う
ま
で
も
な
く
ソ
連・
東
欧
化の

防
止
で
あ
る。
中
国
語
で
は 、
ソ
連・
東
欧
化

を
寸

蘇
東
波」（
詩
人の
蘇
東
披
と
同
じ
音
で

語
呂
が
よ
い〉
と
呼ん
で
い
る
が 、
そ
れ
を
ま

さに
万
里の
長
城
を
鋼
鉄
で
築
く
決
意に
よっ

て
当
面
防
衛し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ない
とい
う

こ
と
で
あ
る。
中
国に
は
陳
雲の
よ
う
なオ
ー

ソ
ドッ
ク
ス
な
社
会
主
義
的
原
則
主
義
者の
長

老
が
存
在
す
る
し 、

最
高
実
力
者の
部
小
平
自

身
もゴ
ルバ
チョ
フ
あ
る
い
はエ
リ
ツィ
ン
の

二
の
舞は
し
ない
ぞ
と
頑
張っ
て
い
て 、
何
と

か
ソ
連・
東
欧
化
を
防ご
う
と
思っ
て
い
る。

し
た
がっ
て 、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
郵
小
平や

陳
事ら
の
革
命
第一
世
代の
長
老
が
政
治
的
影

響
力
を
持っ
て
い
る
限り 、
旧
ソ
連や
ソ
連
崩

駿
後の
混
乱
し
た
現
状
が
反
面
教
師
に
も
なっ

て 、
当
面
は
食い
止
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
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r三つの中悶」共存の図式

い
ま
の
中
国
指
導
者は
天
安
門
事
件に
よっ

て
民
主
化
を
抑
圧
し
た
人々
だ
が 、
実は 、
も

っ
と
厳
密に
言
う
と 、
彼
ら
自
身
も
文
化
大
革

命
の
と
きに
は
冷
飯
を
食
わ
さ
れ 、
あ
る
い
は

獄
中に
あ
り 、
紅
衛
兵に
つ
る
し
上
げ
ら
れ
た

人
た
ち
で
あ
る。
い
ま
中
国の
知
識
人
や
学
生

に一
番
不
人
気
な
楊
尚
昆
国
家
主
席
で
さ
え

も 、
文
革
中に
は
紅
衛
兵に
羽
交い
締めに
さ

れ 、
引
き
ず
り
回
さ
れ
て
い
た
姿が
思い
起こ

さ
れ
る。

「
毛
沢
東
思
想L
や
文
化
大
革
命に
は
み
な
抵

抗し
て
き
た
わ
け
で 、
その
意味で
は 、
い
ま

保
守
派
と
言わ
れ
る
人々
も 、
も
と
も
と
は
実

権
派
で
あ
り 、
走
資
派
で
あっ
て 、
広い
意
味

で
の
改
革
派
なの
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら 、

中
国の
場
合に
は
改
革
派は
存
在
し
て
も 、
民

主
派は
現
在の
政
治
的
舞
台に
は
全
く
存
在
し

な
く
なっ
て
し
まっ
た 。
つ
ま
り 、
民
主
化
運

動
を
評
価
し
た
よ
う
な
胡
耀
邦 、
越
紫
陽と
い

っ
た
存
在
が
い
な
く
なっ
た
と
こ
ろ
に
今日
の

中
国
政
治の
大
き
な
特
徴が
あ
る。

し
か
し 、
い
ず
れに
し
て
も
文
化
大
革
命
の

暗
黒
の
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
て 、
中
国
を
毛
沢 ． 

東
時
代
と
は
違
う
方
向に
舵
取
り
し

始
め
た
と

い
う
点
で 、
現
在の
中
国
指
導
者
た
ち
は
そ
れ

な
り
の
プレ
ス
テ
ー

ジ
と
正
統
性の
根
拠
を
持

っ
て
い
る。
も
ち
ろ
ん 、
郡
小
平
も
民
主
化
運

動に
よっ
て
自
分の
足
元に
火が
点い
た
と
き

に
は 、
物
凄い
保
守
的
な
抵
抗
を
示
し 、
こ
れ

を
「

反
革
命
動
乱」
と
規
定
し
て 、
天
安
門
事

件
を
起こ
し
た
の
で
あっ
た 。
し
か
し 、

彼
争

が
純
然
た
る
保
守
派
で
あ
れ
ば 、
い
まの
時
代

に
た
ち
ま
ち
足
を
掬わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が 、
一

応 、
郵
小
平自
身
も
改
革・
開
放
を
唱
え 、
そ

れ
な
りに
時
代の
流
れ
を
捉
ら
え
よ
う
と
し
て

き
た
だ
けに 、
こ
れ
ら
の
革
命
第一
世
代が
健

在
な
う
ち
は 、
中
国の
場
合 、
何と
か
社
会
主

義の
崩
壊
を
防げ
る
か
も
し
れ
ない 。

「
南
風
」

の
影
響
が
大
問
題

中
国は
消
費
物
資が
沢
山
あ
る
と
か 、
ソ
連

ほ
ど
経
済
困
難に
陥っ
て
い
ない
と
言わ
れ
る

が 、
私は
必
ず
し
も
楽
観
的
で
は
ない 。
例
え

ば 、
貧
富の
格
差は
大
きい
し 、
こ
れ
か
ら
膨

大
化
す
る
人口
を
ど
う
やっ
て
養っ
て
い
く
か

と
い
う
大
問
題が
あ
る。
国
営
企
業の
赤
字は

深
刻
だ
し 、
国
家
予
算
の
赤
字
も
重
大
で
あ

る。
仮に
そ
う
し
た
問
題
を
何
と
か
遣
り
繰り

し
た
と
し
て
も 、
も
う一
つ
の
「

和
平
演
変」

へ
の
潮
琉
を
防
げ
る
か
と
い
う
大
問
題
が
あ

る。
そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば 、
「

南
風」
で
あ

久w 。
「

南
風」
と
は
言、つ
ま
で
も
な
く 、
具
体
的に

は 、
香
港 、
あ
る
い
は
台
湾の
影
響 、
最
も
活

力
を
持つ
ア
ジ
ア
N
I
E
S
（
新
興工
業
国・

地
域
群）
の
影
響
で
あ
る。
も
ち
ろ
ん 、
日
本

や
ア
メ
リ
カ
の
影
響
も
あ
る
が 、
そ
れ
よ
り
も

同
じ
中
国
人 、
自
分
た
ちの
同
胞か
ら
の
影
密

で
あ
る
か
ら 、
ずっ
と
直
接
的
で
あ
る。

ま
ず 、
香
港の
こ
と
を
考え
て
み
よ
う 。
私

自
身
も
昨
年
出
版
さ
れ
たエ
ズ
ラ・
ヴ
ォ
l

ゲ

ル
著の
『

中
国の
実
験』ハ
日
本
経
済
新
聞
社

刊）
を
翻
訳
す
る
過
程で
広
東に
足
を
運
ん
だ

り 、
深
訓
な
ど
の
経
済
特
区の
現
場
も
し
ば
し

ば
見て
き
た 。
ヴ
ォ
l

ゲ
ル
教
授は
『ジャ

パ

ン・
ア
ズ・
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン』
で
有
名に
なっ

た
が 、
も
と
も
と
社
会
学
者
で 、
広
東
をフ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
基
地に
し
て
き
た
中
国
研
究

者
で
あ
る。
ヴ
ォ
l

ゲ
ル
氏が
その
中で
詳
し

く
分
析
し
た
よ
うに 、
改
革・
開
放に
よっ
て

広
東
省は
非
常に
大
き
く
変わっ
て
いっ
た 。
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従
来 、
広
東
省は
中
国の
革
命
の
聖
地
で
は
あ

る
が 、
山
間
部
も
多
く 、

貧
困
な
地
帯
だっ

た 。
そ
れ
が
い
ま
や 、
中
国
大
陸
全
体の
G
N

P
（
国
民
総
生
産）
は
依
然
と
し
て一
人
当
た

り三
百五
十
米
ド

ル
程
な
の
に 、
恐
ら
く
広
東

省は
千
米
ド

ル 、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上に
なっ

て
い
る
と
見て
よ
い 。
他の
地
域に
比べ
て
平

均
的に
見て
も
三
倍
く
らい
豊
か
に
なっ
て
き

て
い
る。

香
港
あ
れ
ば
こ
そ
の
深
制

広
東
省が
そ
の
よ
う
な
形
で
い
ち
早
く
テ
イ

ク
オ
フ
し
た
の
は 、
何
と
いっ
て
も
香
港の
影

響に
よ
る
も
の
だ 。
香
港が
あ
れ
ば
こ
そ
深
訓

の
経
済
特
区は
今日
の
よ
う
な
変
貌
を
遂げ
た

の
で
あ
る。
そ
し
て
香
港
経
済の
影
響が
深
制

を
越
え
て
い
ま
や
広
東
省
全
体
を
覆い
つ
勺
あ

るこ
と
は 、
答
港
ド

ル
と
い
う
所
詮は
ロ
l

カ

’ル

軍事小平氏

ル・
カ
レ
ンシ
l

に
過
ぎ
ない
通
貨が 、
人
民

元に
比
し
て
実に
強い
通
貨
と
し
て 、
い
ま
や

深
馴
経
済
特
別
区の
み
な
ら
ず
広
東
省一
円
を

支
配
し

つ
つ
あ
る
現
実
に
よっ
て
も
明
ら
か

だ 。
あ
と
五
年で
中
国に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う

小
植
民
地・
香
港が
逆に
中
国
南
部の
経
済
を

支
配
しつ

つ
あ
る
と
見て
よ
い
で
あ
ろ
う 。

こ
れ
を 、
逆に
中
国
大
陸
か
ら
見る
と 、
香

港は
か
つ
て
は
見
下
すべ
き
植
民
地
社
会で
あ

り 、
自
己の
利
益し
か
追
求
し
ない 、
自
分
た

ち
の
所
か
ら
逃
げ
て
いっ
た
脱
落
者
集
団で
あ

っ
た 。
と
こ
ろ
が 、
実
際に
は 、
香
港
が
そ
う

し
た
認
識と
は
全
く

違っ
た
世
界で
あ
る
こ
と

を
発
見し
た
と
きの
広
東
省の
人
た
ち
の
驚
き

は
大
変
な
もの
だっ
た 。
そ
れ
は
や
が
て
香
港

へ
の
慣
れ
に
なっ
て
いっ
た 。
広
東省で
は
テ

レ
ビ
を
見る
人口
が
多い
の
だ
が 、
ほ
と
ん
ど

北
京の
中
央
電
視
台の
ニ
ュ
ー

ス
を
見
ずに 、

香
港の
テ
レ
ビ
を
見る
と
い
う
よ
う
な一
般
的

状
況
が
あ
る。

そ
し
て 、
も
う一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は 、
珠

江
デ
ル
タ一
帯が
水
利
社
会で
も
あ
る
こ
と
か

ら 、
香
港か
ら
広
州に
至
る
深
馴
経
済
特
区 、

その
す
ぐ
北
の
宝
安
県 、
東
莞
県 、
広
州に
隣

” 

接
す
る
仏
山工
業
地
帯
を
含め
て 、
珠
江デ
ル

タ
の
内
側の
地
域
を
中
心に
周
辺一
帯の
疏
通

網の
ネッ
ト
ワ
ー
ク
が
急
速に
変
化
しつ

つ
あ

るこ
と
で
あ
る。
そ
の
場
合に
も 、
香
港の
影

響は
絶
大
で
あ
る。

改
革・
開
放と
は 、
一
口
に
言っ
て
何か
と

い
う
と 、
金
を
儲
け
て
も
よ
い
とい
う
資
本
主

義
的
な
動
機
を
許し
たこ
と
で
あ
る。
そのこ

とに
よっ
て 、
広
東省は
山
の
中
ま
で
変わ
り

始め
た 。
山
間
部の
村
人
も
自
分で
精を
出
し

て
働
く
よ
う
に
なっ
た 。
朝
早
く
山
に
行っ

て 、
蔓
を
取っ
て
き
て 、
自
分で
よ
い
篭を
作

っ
て 、
で
き
る
だ
け
付
加
価
値を
付
けて 、
香

港の
マ
ー

ケッ
ト

に
出
す 。
そ
し
て 、
そ
の
収

入
が
自
分の
懐に
入
るこ
と
が 、
い
か
に
あの

社
会
を
底
辺か
ら
変
え
ていっ
た
か
とい
う
実

情
を 、
私
もつ
ぶ
さに
観
察し
て
き
た 。

こ
れ
は
ま
さに
資
本
主
義の
論
理
で
あ
り 、

市場
経
済の
論
理
で
あ
る
が 、
そ
れ
が
ひ
と
た

び
普
及
し
た
か
らに
は 、
も
う二
度
と
後へ
戻

すこ
と
は
で
き
ない 。
こ
れ
は 、
中
国が
い
ま

建
前と
し
て
言っ
て
い
る
主
張
と
大
き
く
矛
盾

す
る。
断
固
と
し
て
社
会
主
義
を
や
る
とい
う

陳
雲
型の
路
線で
は
な
く
て 、
社
会
主
義
を
や
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り
な
が
ら
改
革・
開
放
も
や
る
と
い
う
郡
小
平

型の
路
線
を
続
け
る
限
り 、
こ
の
矛
盾は
ま
す

ま
す
抵
大
し
て
ゆ
く
と
思
う 。

一
方 、
台
湾の
影
響は
対
岸の
福
建
省で
急

速に
目
立っ
て
い
る。
か
つ
て
ウイ
ッ
トフ
ォ

｜
ゲ
ル
が
中
国は
水
利
社
会
（ハ
イ
ド
ロ
ウ
リ

ツ
ク・
ソ
サ
エ
ティ〉
だ
と
言っ
た
よ
うに 、

こ
こ
も
水
利
地
帯で
あ
る。
省
都・
福
州の
南

に
活々
と
水
を
湛
え
て
疏
れ
る
大
き
な
川が
あ

U
A
こ
う

る。
閤
江
と
い
うこ
の
川
を
境に 、
南
と
北
で

は
風
俗
習
慣の
み
な
ら
ず
言
葉
も
違
う 。
間
江

か
ら
南
を
閤
南
地
方とい
い・ 、
こ
の
地
方が
ま

さに
歴
史
を
遡る
と
台
湾の
人
た
ち
の
故
郷で

あ
る。
間
南
語
と
わ
れ
わ
れ
が
呼
ん
で
い
る
言

葉は 、
福
建
語の
こ
と
で
あ
り 、
同
時に
そ
れ

は
台
湾
で
日
常
使わ
れ
て
い
る
言
葉で
あ
る。

そ
う
し
た
言
語
上
の一
体
感
も
あっ
て 、
間
南

地
方の
最
も
大
き
な
都
市で
経
済
特
区の
反
門

が
急
速に
台
湾
経
済
と
結
び
付い
て
発
展
し
よ

う
と
し
て
い
る。
い
ま
や
展
門は
上
海に
次
ぐ

中
国
第
二
の
経
済
開
放
都
市に
な
り
つ
つ
あ

る。香
港か
ら
度
門
ま
で
飛
行
機で
は一
時
間に

過
ぎ
ない
が 、
面
白い
こ
と
に 、
反
門で
香
港

の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
を
見
る
こ
と
は
滅
多に
な

い 。
そ
れ
は
や
は
り 、
そこ
は
福
建
人の
世
界

で
あっ
て 、
香
港の
広
東
人
と
違い 、
台
湾の

人
た
ちに
非
常に
親
近
感
を
持
た
ざ
る
を
得
な

い
か
ら
だ
ろ
う 。
広
東
人
と
福
建
人
で
は
言
葉

も
違
う
し 、

性
格
も
違
う 。
言っ
て
み
れ
ば 、

広
東
人
は
全
体
的に
非
常に
上
昇
思
考
が
強

く 、
そ
れ
だ
けに
刺
激
も
強
く 、
ま
た
屈
折
も

多い
人
た
ち
の
よ
う
な
気が
す
る。
福
建
人は

人に
気
付
か
れ
ぬ
う
ちに一
つ一
つ
煉
瓦
を
積

み
上
げ
て
立
派
な
家
を
造っ
て
い
た
と
い
う
よ

う
な
タ
イ
プ
が
多い 。
そ
れ
だ
けに
性
格
も
着

実
で 、
人
柄
も
丸い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り 、

ちょ
う
ど
い
まの
台
湾の
人
た
ち
（
本
省
人）

と
同
じ
よ
う
な
思
考
方
式
で
あ
り 、
生
活
態
度

なの
で
あ
る。

台
湾
へ
の
熱
い
眼
差
し

庇
門に
行
く
と 、
大
き
な
不
動
産
会
社
な
ど

が
で
き
て
い
て 、
マ
ン
ショ
ン
を
売
出
し 、
台

湾
か
ら
の
入
居
者
を
待っ
て
い
る。
そ
れ
の
み

な
ら
ず 、
鹿
門の
工
業
団
地は
台
湾か
ら
の
資

本の
導入
を
何
と
か
図
ろ
う
と
し
て
い
る。
直

門に
は
台
湾
プ
ラ
ス
チッ
ク
と
い
う
台
湾の
代

表
的
なビッ
グ
ビ
ジ
ネ
ス
が
総
額
七
十
億
米
ド

ル
と
い
う
プ
ラ
ス
チッ
ク
製
造一
貫シ
ス
テム

の
工
場
を
造
ろ
う
と
し
て 、
あ
ま
りに
金
額が

大
き
す
ぎ
る
と
し
て
台
湾
当
局か
ら
待っ
た
が

掛かっ
て
ス
トッ

プ
し
てい
る。
し
か
し 、

今
後

も
そ
うい
う
方
向は
強
ま
る
だ
ろ
う
し 、
そ
れ

を
期
待し
て
中
国
大
陸の
中か
ら
台
湾に
対
し

て
熱い
眼
差
し
が
送
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

福
建
省
も
広
東
省
も 、
そ
う
し
た
形
で
テ
イ

ク
オ
フ
が
始
ま
りつ
つ
あ
る。
そ
う
す
る
と
ま

ず
自
分の
所
を
地
固
め
し
よ
う
と
思
う
か
ら 、

そ
れ
だ
けに
非
常に
自
立
的に
なっ
て
く
る。

よ
く
言
わ
れ
る
よ
うに 、
広
東
省で
は
葉
選
平

前
省
長の
下
で 、
税
収の
九
Oパ
ー

セ
ン
ト
を

地
元
で
使っ
て 、
北
京に
は一
Oパ
ー

セ
ン
ト

し
か
上
納
し
な
かっ
た 。
そ
れに
対
し
て
上
海

な
ど
は
六
Oパ
ー

セ
ン
ト

近
く
を
北
京に
持っ

て
行か
れ
た
の
で 、
上
海の
人
た
ち
は
非
常に

不
満で
あ
り 、
広
東
を
批
判
し
た
とい
う
問
題

が
あっ
た 。
そ
れ
と
同
様に
中
国の
沿
海
地
方

が
発
展
す
る
の
は
よ
い
こ
と
だ 、
経
済
改
革は

よ
い
こ
と
だ
と
い
う
限
り 、
こ
れ
ら
の
地
域は

地
方
分
権
化
しつ

つ
あ
り 、
そ
れ
が
引
金
と
な－

っ
て 、
こ
れ
ら
の
地
域に
対
す
る
香
港 、
台
湾
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の
影
響は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
と
い
う
賓が

す
る。こ

れ
が
言っ
て
み
れ
ば
「

南
風L
で
あ
る。

寸
南
風」
は
こ
の
よ
う
に
同
じ
同
胞
が
も
た
ら

す
非
常に
現
実
的
な
影
響
力
なの
で 、
な
か
な

か
そ
れ
を
防
ぎ
止
め
る
こ
と
は
で
き
ない 。
ま

さに
中
国
社
会の
中に
深
く
浸
透
し
て
いっ
て

い
る
の
で
あ
る。
と
い
う
こ
と
は 、
中
国
で

は 、
南
方の
沿
海
地
方
か
ら
始
まっ
て
い
わ
ば

赤い
大
陸が
中か
ら
白
く
なっ
て
いっ
て 、
や

が
て
丹
頂
鶴の
よ
うに
な
り 、

将
来は
その
頂

点
も
な
く
なっ
て
ゆ
く
と
い
う
プロ
セ
ス
が
す

で
に
進
行
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う 。

さ
て
次に 、
社
会
主
義の
崩
療が
中
国
以
外

の
他の
国に
ど
ん
なイ
ン
パ
ク
ト

を
与
え
る
か

を
見て
み
た
い 。
私
はベ
ト

ナ
ム
は
あ
る
と
き

気が
つ
い
て
み
た
ら 、
も
う
社
会
主
義で
は
な

く
なっ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
形の
変
化
を
遂

げ
る
の
で
は
ない
か
と
思
う 。
ベ
ト
ナ
ム
の
ド

イ
モ
イ
（
刷
新〉
は
ま
さに
改
革・
開
放
なの

だ
が 、
ベ
ト
ナ
ム
は
ど
う
し
て
も
中
国の
真
似

を
し
て
改
革・
開
放
を
や
る
と
い
う
感
じに
は

な
れ
ない 。

亀
裂
を
深
め
て
い
た
中
越
関
係の
修
復に
も

か
か
わ
ら
ず 、
や
は
り
中
越
戦
争の
傷口
が
ま

だ
残っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う 。

そ
れ
と
は
別に 、
最
近はベ
ト
ナ
ム
が
脱
社

会
主
義
化
しつ

つ
あ
る
三
つ
の
兆
候
を
見
る
こ

と
が
で
き
る。
一
つ
は
台
湾
と
の
結
び
付
き
が

強
化
さ
れ
て
い
るこ
と
で
あ
る。
ハ
ノ
イ
に
昨

年
秋 、
台
湾の
貿
易
事
務
所
が
開
設
さ
れ
た 。

こ
れ
は
ハ
ノ
イ
で
い
ま
最
も
活
発に
動い
て
い

る
貿
易
事
務
所
で
あ
る。
コ
ン
テ
ナ
の
「エ

パ

｜
グ
リ
ー

ン」
で
知
ら
れ
る
台
湾の
長
栄
グ
ル

ー
プ
も
積
極
的に
投
資
活
動
を
始
め
て
お
り 、

ベ
ト

ナ
ム
側の
期
待
も
大
きい 。

N
I
E
S
化
狙
う
ベ
ト
ナ
ム

二
つ
に
は 、
昨
年
十一
月にベ
ト
ナ
ム
の
歴

史
学
会や
社
会
科
学
研
究
所 、
ハ
ノ
イ
総
合
大

学の
長
老
教
授
た
ち
を日
本に
招い
た
と
き 、

彼
ら
は
「

自
分
た
ち
の
国は
儒
教
文
化
圏
で
あ

り 、
華
人
社
会が
あ
る。
ホ
ー

チ
ミ
ン
市の
シ

ヨ
ロ
ン
は
ア
ジ
ア
最
大
の
中
国
人
街だ」
と
盛

ん
に
自
慢し
て
い
たこ
と
で
あ
る。
こ
の
点
か

ら
し
て
も
恐
ら
くベ
ト
ナム
は
N
I
E
S
化
を

狙っ
て
い
る
の
で
は
ない
か
と
思
う 。

こ
うい
うこ
と
を
考
え
る
と 、
ベ
ト
ナ
ム
の

将
来に
つ
い
て
の
見
取
り
図が
出
て
く
る。
そ

れ
を
裏
付
け
る
問
題
と
し
て 、
ベ
ト
ナム
共
産

党が
支
え
て
き
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
のへ
ン・
サ
ム

リ
ン
政
権の
与
党が
昨
年
十
月
中
旬の
臨
時
党

大
会で
社
会
主
義の
旗
を
降
ろ
し
て
し
まっ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う 。
市
場
経
済の
導入 、

複
数
政
党
制 、
自
由
民
主
主
義
を
掲
げ 、
党
名

も
人
民
革命
党か
ら
革
命
と
い
う
文
字
を
取っ

て
し
まっ
た 。
こ
れ
は 、
や
が
て
近い
将
来の

ベ
ト

ナ
ム
共
産
党の
方
向
を
示
唆し
て
い
る。

こ
れ
ら
の
事
実か
ら
考
え
る
と 、
ベ
ト

ナ
ム
は

意外に
早
く 、
す
で
に
市
場
経
済
化の
方
向に

国
を
挙
げ
て
進
も
う
と
し
て
い
る
の
で
は
ない

か
と
思
う 。

残
る
の
は
北
朝
鮮
で
あ
る。
私は
結
局 、
ア

ジ
ア
型
社
会
主
義の
場
合に
は 、
革
命
第一
世

代の
リ
ー

ダ
ー

が
決
定
的
な
重
し
と
な
る一
種

の
前
近
代
的
な
統
治シ
ス
テ
ム
を
作っ
て
い
る
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と
考
え
て
い
る。
あ
る
意味
で
は
権
威
主
義
的

専
制
体
制
と
言っ
て
も
よ
い 。
そ
の
点
か
ら
考

え
る
と 、
金
日
成や
郡
小
平に
は
ゴ
ル
バ
チョ

フ
やエ
リ
ツィ
ン
に
は
ない一
種の
プ
レ
ス
テ

ー
ジ
が
あ
る
わ
け
だ 。

と
くに
北
朝
鮮の
場
合に
は 、
ま
さに
金
日

成一
族が
金
王
朝
と
も
言
うべ
き
独
裁
体
制
を

つ
くっ
て
い
る。
つ
ま
り
朝
鮮
民
主
主
義
人
民

共
和
国の
統
治シ
ス
テ
ム
を 、
一
種の
金日
成

神
話と
と
もに
作
り
上
げ
て
き
た
と
い
う
極め

てユ
ニ
ー
ク
な
形
を
とっ
て
い
る。
し
か
も 、

私
自
身 、
自
ら
訪
朝
し
て
実
感
し
た
の
だ
が 、

北
朝
鮮は
韓
国
以
上に
儒
教
的
な
政
治
文
化
や

社
会シ
ス
テ
ム
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で 、
い

わ
ば
ノ
i
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
l

ラ
に
代
表
さ
れ
る

赤い
ピュ
ロ
ク
ラシ
！
と 、
儒
教
的
権
威
主
義

体
制 、
儒
教
的
家
父
長
体
制が
結
び
付い
た
国

だ
と
言
うこ
と
が
で
き
よ
う 。

r三つの中間J共存の図式

権
力
継
承
の
，
台
湾
化’

し
た
がっ
て 、
い
ま
北
朝
鮮に
とっ
て
の
最

大
の
問
題は 、
ま
さに
父
親
（
金
目
成〉
が
長

男
〈
金
正
日〉
に
い
か
に
家
曹
を
相
続
さ
せ
る

か
と
い
う
権
力
継
承
問
題
で
あっ
て 、
そ
れ

は 、
こ
の
四
月
十
五
B
の
金日
成
主
席の八
十

歳の
誕
生
日
を
機
会に 、
か
な
り
はっ
き
り
し

た
形
で
表
面
化
し
て
き
た 。

私
は
北
朝
鮮
が
絶
望
的
な
状
況 、
つ
ま
り

，
ル
ー

マ
ニ
ア
化’
を
避
け
る
た
めに
は 、
権

力
継
承に
お
け
る

，
台
湾
化’
し
か
ない
の
で

は
ない
か
と
考
え
て
い
る。
平
壊
で
も
北
朝
鮮

の
最
高
指
導
者の一
人に
私は
あ
え
て
そ
う
明

言
し
た 。
つ
ま
り 、
同
じ
よ
うに
二
千
万
人の

人口
を
持
ち 、
同
じ
よ
う
な
儒
教
的
家
父
長
体

制の
時
代の
台
湾
で
は 、
蒋
介
石一
族
が
蒋
経

国
と
い
う
長
男に
権
力
を
渡
すこ
と
を
誰
も
不

思
議
に
思
わ
な
い
体
質
が
あっ
た 。
も
ち
ろ

ん 、
今日
の
台
湾は
李
登
輝
総
統
指
揮
下の
民

主
体
制に
あっ
て
当
時
と
は
大
き
く
異
なっ
て

い
る
が 、
金
臼
成
主
席が
健
在の
う
ちに 、
金

正
日
書
記に
権
力
を
移
譲
し
て
何と
か
体
制
維

持
を
図
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
は 、
蒋
介
石
時
代

の
台
湾に
よ
〈

似
て
い
る。
し
か
し 、
台
湾

は 、
蒋
介
石
独
裁
体
制
か
ら
蒋
経
国
権
威
主
義

体
制へ 、
そ
し
て
現
在の
李
登
輝
民
主
体
制へ

と
進
展
し
て
き
た
の
で
あっ
て 、
私に
は
そ
う

し
た
権
力
継
承の

，
台
湾
化’
し
か
選
択の
道

は
当
面
ない
よ
うに
思
わ
れ
る。
こ
の
場
合 、

問
題は 、
金
正
日
が
勝
経
国ほ
ど
の
大
人
物
で

あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
る
と 、
北
朝
鮮は

ア
ジ
ア
に
最
後
ま
で
残
る
社
会
主
義
国に
な
る

の
で
は
ない
か
と
い
う
気
も
す
る。
ちょ
う
ど

郡
小
平と
金日
成の
年
齢の
差が
中
国
と
北
朝

鮮の
社
会
主
義の
寿
命
の
差に
な
る
か
も
し
れ

ない 。
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
を
考
え
る
場
合に

は 、
意
外に
こ
う
し
た
要
素
を
看
過
す
る
こ
と

は
で
き
ない
だ
ろ
う 。

社
会
主
義
世
界の
変
貌
を
前
提に
現
在の
ア

ジ
ア
を
考
え
る
と
き 、
と
くに
東ア
ジ
ア
に
広

が
る
中
国
的
世
界
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い 。
そ
し
て
私
は 、
こ
の
中
国
的
世
界が
確
実

に
「

三
つ
の
中
国」
の
時
代に
なっ
て
き
て
い

る
こ
と
を
指
摘し
ない
わ
けに
は
ゆ
か
ない 。

最
近
ま
で
は
中
華
人
民
共
和
国
だ
け
が
中
国

で 、
そ
れ
と
競い
あっ
て
い
る
け
れ
ど
も 、
い

まに
も
歴
史
か
ら
消え
て
い
き
そ
う
な
小
さ
な

存
在
と
し
て
の
「

中
華
民
国」
台
湾 、
そ
れ
と

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
る
香
港
llv』

うい

う
図
式
で
多
くの
人
た
ち
は
中
国
的
世
界
を
考

え
てい
た
とき守え
よ
う 。
一
九
九二
年は
日
中

国
交二
十
周
年
で 、
日
中
友
好の
セ
レ
モ
ニ
ー
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が
い
ろい
ろ
予
定
さ
れ
てい
る
が 、
こ
れ
ま
で

は
日
本
人の
中
国
認
識
も
その
よ
う
な
図
式に

基づ
い
て
い
た 。

経
済
サ
イ
ズ
は
「
三
つ
の
中
国
」

措
抗

とこ
ろ
が 、
こ
れ
か
ら
の
時
代は
ま
さに
経

済
中
心
の
時
代
で
あっ
て 、

経済の
サ
イ
ズ
で

考
え
て
み
る
と 、
中
園 、
台
湾 、
香
港
と
い
う

「
三
つ
の
中
国」
が
ほ
ぼ
措
抗
し
て
存
在
す
る

現
実が
今
後
ま
す
ま
す
無
視で
き
な
く
な
る。

例
え
ば 、
人口
を
と
れ
ば 、
片
や
十ニ
憶の
中

園 、
片
や
その
六
十
分の一
の
人口
二
千
万
の

台
湾 、
そ
し
て
香
港が
多
く
見
積
もっ
て
も
六

百
万
と
い
う
大
変
な
格
差が
あ
る
わ
け
だ
が 、

こ
れ
を一
人
当
た
り
G
N
P
で
見る
と 、
もっ

と
も
成
績の
良い
の
が
香
港の一
万二
千
米
ド

ル 、
台
湾
が八
千
五
百
米
ド

ル 、
中
国
が
平
均三

百
五
十
米
ド

ル
で 、
膨
大
な
人口
を
抱
え
る
中

国は
著
し
く
落
ち
込ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る。

こ
れ
を
外
貨
準
備高で
見る
と 、
台
湾は
飛

び
抜
け
て
成
績
が
良い 。
い
ま
や八
百
数
十
億

米
ド

ル
で 、
日
本 、
米
国
を
抜い
て
世
界一
と

い
う
状
況に
なっ
て
き
て
い
る。
貿
易
総
額
で

見る
と
ど
うか 。
私
は
こ
れ
が
もっ
と
も
重
要

な
指
標
で
は
ない
か
と
思
う 。
つ
ま
り 、
ア
ジ

ア
地
域
で
ど
の
よ
う
な
形
で
物
資や
資
金
が
動

い
て
い
る
か
を
即
座に
反
映し
て
い
る
か
ら
で

あ
る。
一
九
九一
年の
実
績
か
らこ
れ
を
見
る

と 、
台
湾
の
貿
易
総
額
は
約
千
四
百
億
米
ド

ル 。
香
港は
二
千
億
米
ド

ル
前
後 、
中
国
が
お

よ
そ
千三
百
億
米
ド

ル
だっ
た 。
こ
の
う
ち
香

港の
貿
易
総
額
が
多い
の
は 、
と
くに
台
湾か

ら
の
輸
入
が
急
増
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り 、
そ

の
う
ち
大
部
分は
大
陸へ
再
輸
出
さ
れ
て
い
る

の
で 、
貿
易
総
額
か
ら
見る
と 、
ま
さに
J一

つ
の
中
国」
が
ほ
ぼ
措
抗し
て
い
る
時
代
なの

で
あ
る・

私
た
ち
は
中
国
と
い
う
と 、
い
ま
ま
で
は
中

華
人
民
共
和
国
と
「

中
華
民
国」
台
湾の
ど
ち

ら
の
中
国
を
選
ぶ
か
と
か 、
「一

つ
の
中
国」

か
「二

つ
の
中
国」
か 、
と
いっ
たこ
と
に
余

りに
も
気
をつ
か
い
す
ぎ
て
い
た
け
れ
ど
も 、

現
実に
はこ
の
「

三
つ
の
中
国」
が
相
互に
相

補い
なが
ら、
中
国
的
世
界
を
拡
大
し
て
い
る

こ
とに
は 、
あ
ま
り
気
付
か
な
かっ
た 。
そ
の

意
味で
は 、
日
本や
ア
ジ
ア
N
I
E
S
の
経
済

発
展に
ば
か
り
目
を
奪わ
れ
ずに 、
中
国
的
世

界が
現
実に
は
相
互
浸
透
的に
拡
大
し
て
い
る

ーーと
くに
香
港の
影
響は
広
東省に
行
き 、

台
湾の
影
響は
福
建
省に
行っ
て
い
る
l！こ

と
を
も
う
少し
重
視し
て
考
え
て
よ
い
の
で
は

ない
か 。

ま
た
同
時に 、
こ
う
し
た
状
況の
中で 、
い

か
にこ
の
「

三
つ
の
中
国」
的
世
界
を
調
和
的

に
ア
ジ
ア
の
国
際シ
ス
テム
の
中に
受
け
入
れ

てい
く
か
が 、
と
くに
日
本に
とっ
て
は
重
要

な
外
交
課
題と
な
る
は
ず
で
あ
る。
例
え
ば
あ

る
公
的
会
議に
中
国が
出
席し
た
ら
台
湾が
出

ない
と
か 、
台
湾が
出
席し
た
ら
中
国が
出
な

い
と
い
うこ
と
で
は
な
く
て 、
巨
大
な
中
国
的

世
界
が
そ
こ
に
存
在
し 、

相
互
に
影
響
し

あ

い 、
依
存し
あっ
て
い
る
が
ゆ
えに 、
そ
れ
を

ど
の
よ
うに
し
て
現
実
的に
ア
ジ
ア
ない
し

世

界の
国
際シ
ス
テム
の
中に
取
り

込ん
で
い
く

か
とい
う
問
題
で
あ
る。

日
中
国
交の
二
十
年は 、
同
時に
日
台
断
交
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の
二
十
年
だっ
た
が 、
こ
れ
か
ら
二
十一
世
紀

に
か
け
て
の
日
中
関
係は 、
香
港
も
含む
こ
の

「
三
つ
の
中
国」
をい
つ
も
考
慮
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
ない 。
日
中
関
係
も 、
こ
の
よ
う

な
中
国
的
世
界に
対
応
し
た
外
交
関
係に
なっ

て
い
くべ
き
で
あ
ろ
う 。

同
じ
資
格
で
A
P
E
C
加
盟

「三つの中国」共存の図式

こ
の
点
で
画
期
的
だっ
た
の
は 、
一
九
九一

年
十一
月に
ソ
ウ
ル
で
聞か
れ
た
ア
ジ
ア・
太

平
洋
経
済
協
力
閣
僚
会
議
〈A
P
E
C）
の
年

次
総
会で
あっ
た 。
つ
ま
り 、
中
園 、
台
湾 、

香
港と
い
う
「

三
つ
の
中
国」
が
同
じ

資
格で

A
P
E
C
に
加
盟
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る。

も
ち
ろ
ん
そこ
に
はベ
ー

カ
ー

米
国
務
長
官の

非
常に
強い
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
あっ
た
わ
け
だ

が 、
ソ
ウ
ル
が
そ
れ
を
う
ま
く
マ
ネ
！

ジ
し

て 、

本来
な
ら
ば
日
本
外
交が
な
すべ
きこ
と

の
お
株が
奪
わ
れ
て
し
まっ
た
の
で
あ
る。

その
意
味
で
は 、
ア
ル
パ
ニ
ア
決
議
案に
よ

っ
て
国
連に
中
国
が
加
盟
し 、

台
湾
が
脱
退
し

た
と
い
う
「一

つ
の
中
国L
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ

チッ
ク
な
図
式が 、
二
十
年
後に
し
て
崩
れ
去

っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る。
そ
れ
は
ま
た
同

困

－・

時に 、
ア
ジ
ア
の
経
済の
現
実
を
非
常に
よ
く

反
映
す
る
方
式
なの
で
あっ
て 、
その
必
要
性

が 、
ま
さに
ア
ジ
ア
諸
国
あ
る
い
は
世
界に
認

め
ら
れつ
つ
あ
る
と
い
うこ
と
の
あ
ら
わ
れ
で

は
ない
か
と
思
わ
れ
る。

も
ち
ろ
ん 、
こ
の
「

三
つ
の
中
国」
に
は
そ

れ
ぞ
れ
に
大
き
な
違い
が
あ
り 、
社
会シ
ス
テ

ム
も
国
家
目
標
も
異
な
る
わ
け
で
は
あ
る
が 、

そ
う
し
た
状
況の
中で 、
わ
れ
わ
れ
の
中
国
認

識
あ
る
い
は
中
図
的
世
界に
つ
い
て
の
認
識
を

根
本
的に
考
え
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
時
代に
な
りつ
つ
あ
る
と一宮守え
よ
う 。
こ
れ

か
ら
の
時
代は
政
治
や
軍
事よ
り
も
経
済
や
社

会の
成
熟
が
指
標に
な
る
だ
けに 、
こ
の
点
か

ら
す
る
と 、
中
国は
中
華
人
民
共
和
国
だ
け
で

あ
る
と
い
う
時
代は
も
う
過
去の
もの
に
な
り

つ
つ
あ
る
し 、
そ
の
中
国
社
会の
中に
も
台
湾

や
香
港
と
い
う
要
素
が
急
速に
浸
透
し
て
い
る

と
い
う
現
実
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
時
代に
なっ
て
き
て
い
る。

そ
う
し
た
中
で 、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
ない
の
は 、
外
部
世
界が
「一

つ
の
中

国」 、
「

二
つ
の
中
国」
と
いっ
た
形
で
選
択
を

し
て
い
る
聞に 、
中
国
的
世
界の
空
間が
著
し

4自

－・

－・

く
拡
大
し
て
き
て
い
る
とい
う
事
実で
あ
る。

将
来は
世
界の
人口
の
四
分の一
以
上
を
占
め

る
こ
十
億人
以
上の
中
国
人
とい
う
図
式
も
考

え
ら
れ
る
ほ
ど 、
大
き
な
存
在に
な
ろ
う 。
そ

の
「一一一

つ
の
中
国」
の
中で 、
す
で
に
香
港や

台
湾は
先
進
国に
な
りつ
つ
あ
る
の
で
あ
り 、

さ
ら
に
中
国
大
陸が
徐々
に
テ
イ
ク
オ
フ
し
て

いっ
て 、
巨
大
な
G
N
P
を
産
出
す
る
よ
うに

なっ
た
と
き
の
人
類
の
将
来
を
考
え
て
み
る

と 、
そ
れ
は
決
し
てハ
ッ
ピ
ー

な
予
測
だ
け
で

は
あ
り
得
ない 。

例
え
ば 、
地
球
環
境
破
岐に
つ
なが
る
公
害

問
題一
つ
を
とっ
て
も 、
こ
の
ま
ま
中
国
が
推

移
し
て
ゆ
けば 、
大
変
なこ
と
に
な
り
か
ね
な

い 。
い
まの
と
こ
ろ
中
国の
経
済が
停
滞
し
て

い
る
が
ゆ
えに 、
わ
れ
わ
れ
は
救わ
れ
て
い
る

面
も
あ
る。
し
か
し
な
が
ら 、
香
港や
台
湾の

政
治シ
ス
テム
は
中
国
と
根
本
的に
異
なっ
て

い
て
も 、
「

三
つ
の
中
国」
の
内
側
で
の
経
済

的
な
相
互
依
存と
相
互
浸
透が
中
国
を
テ
イ
ク

オ
フ
さ
せ
る
とい
う
展
望は 、
現
実に
あ
り
得

る
こ
と
で
あ
り 、
現に
そ
う
し
た
方
向へ
の
潮

慌
が
大
き
く
な
りつ
つ
あ
る。
日
本と
の
合
弁

企
業は
中
国
で
轡
戒
さ
れ
る
け
れ
ど
も 、
香
港
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や
台
湾の
華
人
資
本に
は
中
国
も
非
常に
面
倒

を
見る
と
い
うこ
と
が
あ
る。
最
近
も
面
白
い

例
が
あっ
た 。
あ
る
日
本の
大
手
商
社が
北
京

で
合
弁
会
社
を
作
り 、
駐
在
員
向
けの
高
級ア

パ
ー
ト
を
建
て
た 。
と
こ
ろ
が 、
商
家
賃の
た

め
実
際に
は
な
か
な
か
テ
ナ
ン
ト
が
な
く
て 、

一
年
経っ
て
も
半
分
近
く
が
埋
まっ
て
い
な

ぃ 。
し
か
し 、
同
じこ
と
を
台
湾の
資
本
が
香

港
を
経
由
し
て
やっ
た 。
こ
れに
対
し
て
は
手

厚い
保
護が
あっ
て 、
十
分に
テ
ナ
ン
ト
が
集

まっ
た
と
い
うの
で
あ
る。
こ
う
し
た
事
例は

一
つ
の
皮
肉
で
も
あ
ろ
う
が 、
ま
た
わ
れ
わ
れ

に
あ
る
種の
轡
告
を
与
え
て
い
る。

シ
ョ
ッ
ク
・

ア
ブ
ソ
l
パ
ー
が
謀
題

最
後に 、
新
し
い
ア
ジ
ア
のシ
ス
テム 、
国

際
秩
序
を
ど
の
よ
うに
考
え
て
い
くべ
き
か
に

つ
い
て
老
乗し
た
い 。
そ
の
際 、
ま
さに
社
会

主
義
の
崩
媛
後
の
ア
ジ
ア
で
は
「

三
つ
の
中

国」
を
中
心
と
し
た
中
国
的
世
界の
拡
大
と
い

う
状
況の
中
で 、
い
か
に
こ
れ
ら
の
要
因
を
国

際シ
ス
テム
が
う
ま
く
吸
収
し 、
で
き
る
だ
け

亀裂や
摩
擦
を
少
な
く
し
て 、
国
際シ
ス
テ
ム

の
中に 、
あ
る
種の
ショ
ッ
ク・
ア
ブ
ソ
l

パ

ー
を
作っ
て
い
く
か
が 、
重
要
な
課
題に
な
る

の
で
は
ない
か
と
思
う 。

その
辺が
う
ま
く
ゆ
か
な
く
なっ
て 、
一
九

九
七
年の
香
港
回
収に
当
たっ
て
ト
ラ
ブ
ル
が

生
じ 、
中
国
が
強
継
を
発
動
す
る
と
いっ
た
事

態 、
あ
る
い
は 、
香
港で
は
最
近の
立
法
評
議

会の
選
挙に
も
見
ら
れ
た
よ
うに 、
か
な
り

急

速に
民
衆が
民
主
化
を
求め
て
い
る
か
ら 、
そ

う
し
た
民
主
化
要
求
を
中
国
が
力で
抑
え
る
事

態が
起
き
ない
と
い
う
保
証は
ない 。

ま
た 、
台
湾の
人々
は
国
民
党
を
含め
て 、

好む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず 、
台
湾
人

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
ティ
ティ
ー

を
強
く
持ち

始
め
て
い
る。
経
済
が
こ
ん
な
に
豊
か
に
な

り 、
半
世
紀
近
く
「

中
華
民
国」
・

台
湾と
し

て
存
在
し
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら 、
も
う
現
実

に
は

，
台
湾
共
和
国’
と
し
て
問
題
を
考え
て

ゆこ
う 、
と
い
う
わ
け
だ 。
香
港で
も
香
港
人

と
い
う
新
しい
アイ
デ
ン
ティ
ティ
ー

が
出
て

き
て
い
る。
そ
れ
ら
の
動
き
を 、
例
え
ば 、
郡

小
平の
言
う
よ
うに 、
武
力
行
使に
よっ
て
抑

え
る
と
いっ
た
悲
劇
的
な
結
果に
な
ら
ない
た

めに
も 、
国
際シ
ス
テム
が
い
か
に
こ
の
「三

つ
の
中
国」
に
対
応
し
う
る
か
は 、
非
常に
重

要
な
問
題
だ
と
言わ
ざ
る
を
得
ない 。

そこ
で 、
振
り
返っ
て
み
る
と 、
い
ま
ア
ジ

ア
に
は
新
しい
ア
ジ
ア
主
義
的
潮
慌 、
あ
る
い

は
新
し
い
国
際シ
ス
テム
形
成へ
の
模
索が
あ

る
よ
うに
思
わ
れ
る。
こ
の
模
索の
中に
は 、
大

き
く
分
け
て
二
つ
の
傾
向
が
あ
り 、
ア
ジ
ア
主

義へ
の
志
向
と
グ
ロ
lパ
リ
ズムへ
の
志
向
と
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「三つの中国J 共存の図式

が 、
ま
さ
に
統
合
と
分
裂
の
綱
引
き
の
よ
う

に 、
せ
め
ぎ
合っ
て
い
る
の
で
は
ない
か
と 、

私
は
考
え
る。
例
え
ば 、
「三

つ
の
中
国」
が

中
国
と
し
て
の一
体
感
を
高め
る
と
い
う
方
向

は 、
一
つ
の
新
しい
ア
ジ
ア
主
義 、
あ
る
い
は

新
し
い
中
国
的
世
界
秩
序
（Z
g竜
門主ロgm

毛O『5
0『島市『〉
の
形
成
だ
と
言
え
よ
う 。
そ

れ
が
果
た
し
て
新
しい
中
獄中
帝
国の
成立に
向

か
う
の
か 、
そ
れ
と
も
香
港や
台
湾が
もっ
と

自
由
化
さ
れ 、
自
立
的に
なっ
て 、
い
わ
ば
グ
ロ

lパ
リ
ズ
ム
の
方
向に
行
く
の
か 。
例
え
ば 、
台

湾の
李
登
輝
総
統
な
ど
が
考
え
て
い
る
の
は 、

後
者の
グ
ロ
l

パ
リ
ズ
ムへ
の
道
で
あ
ろ
う 。

台
湾は
天
安
門
事
件
以
降 、
延べ
三
百
万
人

も
の
台
湾の
庶
民の
大
陸
訪
問
を
認
め
て
い

る。
そ
れ
ら
の
人々
は
全
部が
自
ら
の
「

台
湾

経
験」
を
持
ち 、
お
金
や
物ば
か
り
か
自
由
な

西
側
世
界の
最
新
情
報
を
持っ
て
大
陸に
行っ

て
い
る
の
で
あ
り 、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト

は
非
常

に
大
きい 。
台
湾か
ら
の
訪
問
者の
増
大に
よ

り 、
当
時
西
側の
経
済
制
裁
や
観
光
客の
急
減

で
外
貨
収
入
が
大
幅に
減っ
て
因っ
て
い
た
中

国は

llf余
り
大
声
で
は
言わ
ない
け
れ
ど
も

｜｜
大
変
助
かっ
たの
で
あ
る。
台
湾
海
岸
両

� 

、a

岸
をは
さ
む
こ
う
し
た
，

民
際’
交
流は 、
ど

ん
ど
ん
進
ん
で
い
る。
そ
れ
なの
に
な
ぜ
台
湾

は 、
い
わ
ゆ
る、
「

三
通（
通
信・
通
航・
通

商〉
政
策L
を
拒
否
し
て 、
コニ
不
通
政
策」

を
採っ
て
い
る
の
か 。

李
総
統の
よ
う
なリベ
ラル
な
指
導
者の
考

え
方
か
ら
す
る
と 、
こ
れ
か
ら
は
台
湾
と
中
国

の
間は
経
済
的に
も
自
ず
と一
体
化
せ
ざ
る
を

得
な
い 。
そ
れ
な
の
に 、
あ
え
て
「三

通
政

策」
な
ど
と
い
う
政
策
を
掲
げ
る
こ
と
は 、
過

度に
中
国
的
世
界が
表に
出
す
ぎ
る。
そ
れ
よ

り
も
台
湾は 、
ま
さに
自
由
陣
営の一
員
と
し

て
自
由
貿
易の
立
場か
ら 、
世
界
経
済の
ブ
ロ

ッ
ク
化の
潮
琉に
対
し
て
自
ら
を
聞
き 、
台
湾

経
済の
よ
り一
層の
自
由
化
を
進め 、
世
界
経

済の
ネッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で 、
国
際
社
会に
進

出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。
と
くに
国

連と
い
う
公
的
機
関
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
台

湾
と
し
て
は 、
国
際
通
貨
基
金
（
I
M
F〉
や

ガッ
ト

（
関
税・
貿
易一
般
協
定〉 、
そ
れ
に

A
P
E
C
の
よ
う
な
畑中
公
的 、
あ
る
い
は
民
間

の
国
際
機
関の
ネッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
活
路
を

見
出
さ
ね
ば
な
ら
ない
の
で
あ
る。

ま
た一
方
で
は
最
近 、
華
南
経
済
固
と
か
環

．， 

司．

• 

日
本
海
経
済
圏
と
い
うこ
と
が
盛
ん
に
言わ
れ

てい
る。
あ
る
い
は
マ
ハ
ティ
l

ル・
マ
レ
ー

シ
ア
首
相に
よ
る
ア
ジ
ア
経
済
グル
ー

プ
構
想

ハ
E
A
E
G〉
が
提
出
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
ら

は 、
そ
れ
自
体
と
す
れ
ば
い
ず
れ
も
新
しい

実

験
で
は
あ
る
が 、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
な
け
れ
ば

い
け
ない
の
は 、
次の
よ
う
な
点
で
あ
る。

新
し
い
経
済
圏
は
必
要
か

当
面
ア
ジ
ア
の
経
済は
な
お
活
力
を
持
ち 、

二
十一
世
紀に
向
け
て
世
界
を
牽
引
し
てい
く

で
あ
ろ
う
と
思
う 。
中
国
を
含め
た
N
I
E
S

地
域は 、
こ
の
とこ
ろ
な
お
し
ば
ら
く
は
七パ

ー
セ
ン
ト

前
後の
経
済
成
長
を
続
け
る
で
あ
ろ

う 。
と
い
うこ
と
に
な
れ
ば 、
好
む
と
好ま
ざ

る
と
に
か
か
わ
ら
ず 、
世
界の
中
で
ア
ジ
ア 、

と
り
わ
け
東ア
ジ
ア
が
注
目
さ
れ
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
る。
そ
う
し
た
と
きに 、
あ
え
て

そこ
に
新
しい

経
済
圏
を
作る
必
要が
あ
る
の

か 。
経
済
圏に
直
接
リ
ン
ク
す
る
と
こ
ろ
に

は 、
短
期
的
利
益
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
ない

け
れ
ど
も 、
長
期
的に
は
日
本
を
含む
東ア
ジ

ア
地
域の
突
出と
ア
ジ
ア
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
を
も

た
ら
し
は
し
ない
か
とい
う
懸
念が
生
じ
て
こ
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ざ
る
を
得
ない 。
ア
メ
リ
カ
が
な
ぜ
大
人
気
も

な
く 、
あ
れ
ほ
どマ
ハ
ティ
l

ル
構
想に
反
対

す
る
の
だ
ろ
う
か 。
そ
れ
は
や
は
り 、
ア
メ
リ

カ
の
中か
ら
見る
こ
と
が
必
要
で
あ
る。
た
だ

で
さ
え
日
本
や
ア
ジ
ア
N
I
E
S
の
台
頭に
手

を
焼い
て
い
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
す
れ
ば 、
そ
の

よ
う
な
構
想の
中
で
東ア
ジ
ア
な
り
西
太
平
洋

地
域が 、
ア
メ
リ
カ
抜
き
で 、
あ
る
い
は
ア
メ
リ

カ
の
イ
ニ
シ
ア
ティ
ブ
に
挑
戦
す
る
形
で
動
き

出
す守』
と
に
対
す
る
懸
念が
あ
る
の
で
あ
る。

新
ア
ジ
ア
主
義
へ
の
懸
念

そ
れ
ゆ
え 、
わ
れ
わ
れ
は
新
しい
ア
ジ
ア
の

シ
ス
テ
ム
の
中で
の
こ
う
し
た二
つ
の
選
択
肢

を
前に 、
自
ら
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う

点
を
十
分
認
識し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

ない
か
と
思
う 。
私は
その
意味で
は 、
む
し

ろ
新
しい
ア
ジ
ア
主
義へ
の
懸
念
を
表
明
し
た

い 。
と
い
う
の
は 、
こ
れ
か
ら
二
十一
世
紀に

か
け
て
の
国
際
化
時
代 、
ボ
ー

ダ
レ
ス
の
時

代 、
国
民
国
家の
分
裂と
統
合
再
編の
時
代に

お
い
て
は 、
例
え
ば
エ
スニ
シ
ティ
に
よ
る
新

し
い
民
族
紛
争や
人の
移
動の
問
題 、
そ
こ
か

ら
生
じ
る
紛
争や
摩
擦の
問
題
な
ど
が 、
人
権

問
題
や
地
球
環
境の
問
題
な
ど
と
と
もに 、
社

会
主
義の
崩
壊
と
い
う
現
実が
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど 、
ま
さに
グ
ロ
ーバ

ル
な
課
題に
なっ
て
い

く
だ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る。

こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は 、
フ
ラ
ン
ス
の

『
レ
タ
ス
プ
レ
ス』
誌
ご
九
九一
年
十
月
十

八
日
号）
の
『．マ

ル
ク
ス
な
き
世
界」
と
屈
し

た
特
嫌
で
あっ
た
が 、
そ
の
中
で
ジ
エ
ロ
ー

ム・
デュ
ム
l

ラ
ン
記
者は
「

新
世
界
秩
序は

目
下 、

局地
的
騒
乱の
終わ
り
な
き
連
続の
様

相
を
呈
し
て
い
る。
あ
る
の
は
全
世
界
的
な
不

安
だ
け
で
あ
る。
楽
観
論
者
た
ち
は 、
こ
れ
を

自
由
と
命
名
し
て
い
る」
と
印
象
的に
述べ
て

い
た 。閉

じ
特
集
の
中
で 、
「

あ
あ、
冷
戦
と
は 、

戦
略
家に
とっ
て
は
何
と
よ
い
時
代
だっ
た
こ

と
か
！」
と
語っ
て
い
る
の
は 、
イ
ブ・
キユ

オ
l

記
者
で
あ
る
が 、
こ
こ
に
見ら
れ
る
よ
う

な
不
安
な
新
しい

時
代に
おい
て 、
恐
ら
く
ア

メ
リ
カ
は
自
ら
の
経
済が
非
常に
苦
し
く
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず 、
と
く
に
人
権
問
題
な
ど
の

グ
ロ
ーバ

ル
な
普
遍
的
課
題に
倒
し
て
は 、
今

後
も
か
な
り
明
白
な
介
入
主
義の
立
場
を
とっ

て
い
く
で
あ
ろ
う 。
中
国の
人
権
問
題に
ア
メ

リ
カ
が
な
ぜ
あ
れほ
ど
こ
だ
わ
る
の
か
と
い
う

問
題
を
考
え
て
も 、
そ
れ
は
明
ら
か
だ
と
思
う 。

その
場
合 、
わ
が
国は
新
しい
ア
ジ
ア
主
義

と
グロ
lパ
リ
ズム
と
の
狭
間に
立っ
て 、
ど

ち
ら
の
側
に
立
つ
の
か 。
恐
ら
く一

般
的
に

は 、
日
本
は
ア
ジ
ア
の
国
だ
か
ら
と
い
う
形

で 、
中
国
と一
緒に
なっ
て 、
天
安
門
事
件
以

降の
中
国
外
交の
孤
立
化
を
脱
却
さ
せ
る
た
め

に 、
関
係
修
復
を
図っ
て
いっ
た
よ
うに 、
地

理
的に
近い
か
ら
と
い
う
形
で 、
問
題
を
立
て

て
い
き
や
すい
の
で
あ
る。
し
か
し 、

私は
そ

う
し
た
方
向
を
と
る
な
ら 、
わ
が
国
が
新
しい

ア
ジ
ア
主
義に
陥っ
て 、
そ
れに
よっ
て
逆に

世
界か
ら
の
日
本の
弧
立
化
を
招
き
か
ね
ない

と
い
う
危
険
を
強
く
感
ず
る
の
で
あ
る。

そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と 、
い
ま日
本に

とっ
て
必
要
なの
は 、
何
ら
か
の
閉
鎖
的
な
経

済
圏に
加
担
し
て 、
その一
員と
し
て
日
本
が

コ
ミッ
ト

す
る
こ
と
で
は
な
く
て 、
も
う
少
し

ア
ジ
ア
の
現
実
を
大
き
なビ
ジョ
ン
で
展
窃
τ

な
が
ら 、
世
界に
通
用
す
る
聞か
れ
た
国
際シ

ス
テ
ム
を
作っ
て
い
く
こ
と
が 、
重
要
なの
で

は
ない
か
と
思
う 。

私
自
身 、
樹木ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏 、
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・4

「三つの中国J共存の図式

い
は
儒
教
文
化
圏
を
視
野に
入
れ
て 、
こ
れ
ら

の
伝
統
文
化
が
日
本
を
含む
東ア
ジ
ア
の
経
済

発
展に
有
効
性
を
持っ
て
い
た
の
で
は
ない
か

とい
う
共
同
研
究寸
東ア
ジ
ア
比
較
研
究」
を 、

文
部
省
科
学
研
究
費
重
点
領
域
研
究で
通
算
五

年に
わ
たっ
て
主
宰
し
て
き
た
（
その一
応の

総
括に
つ
い
て
は 、
拙
編
著
『

東ア
ジ
ア
比
較

研
究』 、
日
本
学
術
振
興
会〈
学
振
新
宮v 、
一

九
九
二
年 、
参
照〉 。
こ
の
テ
l

マ
は
非
常に

魅
力
的
で 、
議
論
す
る
材
料
も
多い
の
だ
が 、

し
か
し 、

漢
字
文
化
圏 、
儒
教
文
化
圏
と
い
う

発
想
自
体が
聞
か
れ
た
もの
で
ない
と 、
他
の

文
明
固
と
の
間で
大
き
な
摩岬慨
を
引
き
起ヲ』
す

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ない
の
で
あ
る。
文
化の

交
琉
が
国
際
関
係
を
調
和
的に
す
る
た
めに
役

立っ
た
時
代
か
ら 、
ど
う
も
最
近は 、
文
化の

交
琉
が
逆に
国
際
社
会の
摩
搬
を
深
め
る
時
代

に
な
りつ
つ
あ
る
よ
う
だ 。
そ
う
し
た
と
きに

必
要
なこ
と
は 、
人
類の
共
通の
課
題は
何か

と
い
う
点に 、
常に
眼
を
配
り
な
が
ら 、
具
体

的に
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
地
域に
対
す
る
外
交
政

策
を
遂
行し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う 。

私
自
身
も
民
間の
交
琉
機
関
と
し
て
の
「

ア

ジ
ア・
オ
ー

プ
ン・
フ
ォ
ー

ラム」
を
運
営
す

<! 

る
任に
あ
る
が 、
例
え
ば 、
著
書
『

地
方
か
ら

の
発
想』
（
岩
波
書
店〉
で
知
ら
れ
る
平
松
守

彦
知
事の
も
と
に
あ
る
大
分
県
と
台
湾・
高
雄

県
と
モ
ス
ク
ワ
と
が
ソ
連
邦
解
体
以
前に 、
す

で
に
交
慌
を
始
め
た 。
モ
ス
ク
ワ
の
ポ
ポ
フ
前

市
長は一
昨
年
秋 、
台
北
を
訪
れ
て 、
その
豊

か
さに
大
き
な
衝
撃
を
受
け
て 、
む
し
ろ
台
湾

礼
讃
派に
なっ
た 。
そ
の
よ
う
な
レベ
ル
で 、

経
済
的
な 、
し
か
も
閉
鎖
的
プロッ
ク
で
は
な

い
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よっ
て
交
流
が
進
ん
で
ゆ

く 。
「一

つ
の
中
国」
だ
と
か 、
国
連
た
と
か 、

公
的
な
国
際
機
関
や
国
際
機
構が
な
し

得
ない

非
常に
ユ
ニ
ー
ク
な
経
済
交
流
が
進
も
う
と
し

て
い
る。
い
わ
ば
公
的
な
世
界の
国
際
関
係と

抵
触
し
ない
と
こ
ろ
で 、
新
し
い 、
い
わ
ば
民

際
的
な
国
際
関
係が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
と

言っ
て
よ
い 。

草
の
棋
グ
ロ
l
パ
リ
ズ
ム
に
期
待

こ
れ
も一
つ
の
グ
ロ
l

パ
リ
ズム
で
あ
る。

グ
ロ
l

パ
リ
ズム
と
い
うの
は
何
も
大
国
が
大

上
段に
拳
を
振
り
上
げ
て
首
脳
外
交
を
展
開
し

た
り 、
あ
る
い
は
G
7
（
先
進
七
カ
国
会
議〉

の
よ
う
な
世
界の
桧
舞
台で
議
論
す
る
こ
と
だ

． 

‘ 

ーー

け
で
は
ない 。
こ
の
よ
う
な
草の
根の
グ
ロ
｜

パ
リ
ズム
が 、
し
か
も
従
来の
N
G
O（
非
政

府
問
機
関〉
の
よ
う
な
形
態と
も
違っ
て 、
か

な
り
高い
レベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に 、
新しい
国
際
秩
序と
国
際
関
係
形
成へ
の

芽が
あ
る
と
思
わ
れ
る。
恐
ら
く 、v」
う
し
た
シ

ス
テ
ム
が
多元
的 、
重
層
的に
絡み
合
う
中で 、

ア
ジ
ア
の
国
際
新
秩
序と
い
う
もの
が
徐々
に

で
き
上
がっ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

ヨ
ー

ロッ
パ
に
は 、
ゴ
ルバ
チョ
フ
元
ソ
迎

大
統
領が
言っ
た
「ヨ
ー

ロッ
パ
共
通の
家」

が
で
き
る
可
能
性が
あっ
た 。
そ
れ
が
金一
欧
安

保
協
力
会
議
（
C
S
C
E
て
さ
ら
に
は
今日

の
東
西
対
立
の
解
消で
脱
冷
戦と
い
う
方
向に

つ
な
がっ
た
の
で
あっ
た 。
し
か
し 、
ア
ジ
ア

の
国々
や
路
地
域に
は 、
依
然
と
し
て
大
変
な

経
済
的
格
差や
社
会
的
多
様
性が
あ
り 、
そ
も

そ
も
「

共
通の
家」
を
造
ろ
う
と
し
て
も 、
そ

の
土
台が
ま
だ
ない
の
で
あ
る。
そ
う
し
た
中

で 、
日
本が
開
か
れ
た
ア
ジ
ア
の
二
十一
世
紀

の
リ
ー

ダ
ー

に
な
る
た
めに
は 、
以
上に
述べ

た
よ
う
な
国
際シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方に 、
わ
れ

わ
れ
は
もっ
と
眼
を
見
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
私は
思
う 。
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