
計っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
国
社
会
主

義
の
現
実、
そ
ζ
を
き
ち
ん
と
見
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
思い
ま
す。
中
国
は
ソ
迎
社
会
主
義

と
は
巡っ
た
形
で
す
が、
も
し
今
の
ソ
迎
崩
媛

訟
のロ
シ
ア
の
よ
う
に、
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
独

立
を
主
渡
し
て
タ
ガ
が
外
れ
る
よ
う
な
と
と
に

4なっ
た
ら
中
国
の
将
来
は
ど
う
な
る
で
し
ょ

、「J。日
本
の
人
口
は一
億
二
O
O
O
万
で
す
が、

中
国
で
は
四
川
省
だ
け
で一
位
で
す。
そ
れ
を

考
え
る
と、
も
し
何
百
万、
何
千
万
と
い
う
難

民
が
出
た
場
合
に、
日
本
側
は
受
け
入
れ
ら
れ

る
で
し
上
う
か。
今
で
さ
え
拍
で
難
民
が
何
十

人
来
た
と
い
っ
て
大
き
な
問
題
に4なっ
て
い
る

く
ら
い
な
の
で
す
か
ら。

咋
年、
中
国
の
ど
招
待
で
釣
魚
台
と
い
う
迎

賓
館
に
泊
まっ
た
の
で
す
が、
そ
の
と
き、
歓

迎．ハ
l
テ
ィ
で
行っ
た
ホ
テ
ル
の
入
り
口
に

「
台
湾
の
有
名
歌
手」
と
い
う
横
断
幕
が
鋳
か

っ
て
い
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た。
ま
た、
釣
魚

台
の
隣
の
掠
に
は
台
湾
の
代
表
団
の
方
が
泊
ま

っ
て
い
ま
し
た。
台
湾
の
と
と、
そ
し
て
間
も

な
く
中
国
に
返
還
さ
れ
る
香
港
の
問
題、
と
れ

か
ら
は
将
来
の
中
国
の
姿
を
展
望
し
て
考
え
て

い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん。

ま
た、
と
れ
は
中
国
だ
け
で
な
く
ア
ジ
ア
全

体
に
関
わ
る
と
と
で
す
が、
従
軍
慰
安
婦
の
問

題
に
関
し
て
も、
私
は
何
ら
か
の
償い
の
形
を

示
すべ
き
だ
と
思っ
て
い
ま
す。

固
と
固
と
の
話
し
合い
で
も
う
賠
償
は
済

ん
で
い
る、
と
い
う
経
済レ
ベ
ル
の
考
え
方
で

は
な
く、
日
本
の
犯
し
た
ア
ジ
ア
侵
略
と
い

う
罪
を
何
ら
か
の
形
で
謝っ
て、
亡
く
なっ
た

方
た
ち
の
冥
福
を
祈
るべ
き
だ
と
思
う
の
で

－・す。そ
うい
っ
た
お
詫
び、
償い
の
形
いは
個
人レ

ベ
ル
の
と
と
ろ
ま
で
ま
だ
水
が
凄
み
て
き
て
い

ま
せ
ん。
今
の
日
本
は
そ
の
痛
み
に
報い
る
と

と
を
当
然
や
るべ
き
だ
と
私
は
思い
ま
す。
そ

うい
う
ζ
と
を
き
ちっ
と
し
て
ケ
ジ
メ
を
付
け

れ
ぽ、
た
と
え
ば
日
本
が
P
K
O
で
海
外
に
出

て
い
き
ま
す
と
言っ
て
も
信
用
さ
れ
る
の
で

す。
何
も
し
な
い、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
分

か
ら
な
い、
と
い
う
の
で
は、
P
K
O
が
P
K

F
に
つ
な
が
る
ん
じ
ゃ
ない
か
と
い
う
疑
念
が

生
ま
れ
る
の
は
当
然
で
す。

戦
A一千
の
罪
を、
土日
の
軍
人
が
や
っ
た
と
と

だ、
祖
父
や
父
の
時
代
の
と
と
だ
か
ら
自
分
に

天

皇

訪

中

と

日

本

外

交

在
か

じ
ま

み
ね

hd

中

嶋

嶺

雄

は
関
係
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く、
今
の
日
本

人
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
か
な
く
て
は
い
け

ま
せ
ん。
「
戦
争
は
旧
軍
閥
の
やっ
た
と
と
で、

あ
な
た
た
ち
に
は
罪
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う

中
国
側
の
心
の
広
さ
を、
あ
あ
そ
う
で
す
か
で

済
ま
・ゼ・て
は
い
け
な
い
の
で
す。

孫
平
化
先
生
が
「
ミュ
ー
ジ
カ
ル
李
香
蘭」

を
ど
覧
に
なっ
て、
と
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

・
し
た。
「
あ
れ
は
事
実
だ。
中
国
の
若
者
も
あ

の
歴
史
を
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い。
日
本
侵

略
が
ど
う
だつ
た
の
か、
中
国
の
先
制品
た
ち
が

ど
う
戦っ
た
の
か、
今
の
若
者
は
あ
ま
り
に
も

知
ら
な
す
ぎ
る」。
と
れ
は
日
本
の
若
い
人
た

ち
も
問
機
で
す。

設
員
を
辞
め
た
今
後
も、
一
民
間
人
と
し
て

日
中
関
係
促
進
の
お
手
伝い
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
つ
も
り
で
す。
さ
い
わ
い、
日
中
合
作
の
ド

ラマ
や
ド
キュ
メ
ン
ト
の
企
画
も
進
ん
で
い
ま

す
し、
中
国
か
ら
は、
今
年
の
秋
に
桂
林
で
開

か
れ
る
国
際
映
画
祭
に
も
ど
招
待い
た
だ
い
て・

い
ま
す。
日
中
の
真
の
友
好
と
理
解
を
願っ

て、
設
カ
な
が
ら
両
国
間
の
架
け
穏
と
し
て、

今
後
と
も
努
力
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
思っ
て

お
り
ま
す。
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国

民

心

理
の

揺

れ

が

大

き

く
、

亀

裂
の

深
い

乙

の

問

題
だ

が
、

す
て

に

費

は

投

げ

ら

れ

た

日

本

外

交
は
、

乙

の

機

会
に
、

グ
日

中

友

好

外

交
H

の

情

性

を

断

ち

切
っ

て・、

透

徹
し

た

現

実

主

義
の

立

場

か

ら、

開
か

れ

た

ア

ジ

ア
の

未

来

を

切

り

開
い

て

ゆ

く

努
力

を

積

み

重

ね
て

い

く
べ

き

だ

ろ

う

は

じ

め

に
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徐々
に
傾い
て
い
っ
た
マ
ス
コ
ミ
の
動
向、
知
践
人
の
あ
い
だ
の
賛
否

両
論、
あ
る
習
の
戸
惑い
が
感
じ
ら
れ
る
世
論、
天
皇
訪
中
反
対
の
集

会
や
新
聞
紙
上
で
の
意
見
広
告に
見
ら
れ
る
諸
集
団
や
圧
力
団
体
な
ど

が
様々
に
か
か
わ
り
あっ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

し
か
し、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は、
わ
が
国
の
外
交
上
な
い
し
は

対
外
関
係
上
の
選
択
の
問
題
と
し
て、
過
般
の
P
K
O
法
を
め
ぐ
る
与

野
党
の
攻
防
や
世
論
の
分
絞
以
上
に、
天
皇
訪
中
問
題
に
関
す
る
国
民

心
理
の
揺
れ
が
大
き
く、
亀
裂
が
深い
と
と
で
あ
る。
本
来
は、
日
中

国
交二
十
周
年
に
ち
な
ん
だ
日
中
間
の
親
善
行
事
の一
環
と
し
て
の
天

皇
訪
中
問
題
が、
国
際
社
会
に
お
け
る
B
太・
の
責
任
と
投
割
と
い
う
点

で
よ
う
や
く一
つ
の
方
向
に
収
数
し
つ
つ
あ
る
わ
が
国
の
対
外
的・
対

と
の
秋
の
天
皇
訪
中
が、
い
よ
い
よ
実
現
の
運
び
に
な
ろ
う
と
し
て

い
る。
今
回
の
天
皇
訪・中
問
題
位、
日
本
外
交
の
意
志
決
定
過
程
を
ま

ざ
ま
ざ
と
思
想
す
る
と
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
も、
き
わ
め
て
重
要

か
つ
研
究
よ
の
関
心
の
高い
問
題
で
あ
る。
そ
れ
は
ま
さ
に
グ
レ
ア

ム－
T・
ア
リ
ソ
ン
い
う
と
と
ろ
の、
政
府
の
最
高
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
意
志
と
外
務
当
局
者
と
の
組
織
過
程
論
的
諸
関
係
を
含
む
政
府
内
政

治、
自
民
党
内
の
窓
見
対
立
と
そ
の
調
整
の
た
め
の
ボ
リ
テ
ィ
ッ
ク

ス、
一
部
野
党の
反
対、
『
産
経
新
聞』
以
外
は
天
皇
訪
中
賛
成
論
に
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内
的
なコ
ン
セ
ン
サ
ス
に、
ζ
れ
ま
で
に
ない
深
刻
な
賠
り
を
も
た
ら

し
か
ね
ない
と
も
思
わ
れ
る。

天
皇
訪
中
問
題
に
閲
し
ていは、
P
K
O
問
題
に
政
治
の
焦
点
が
当
て

ら
れ
て
い
た
じ
と
数
か
月
の
過
程
で、
す
で
に
積
極
論、
慎
重
器、
反

対
論
が
ほ
ぼ
出
つ
く
し
て
い
る。
私
自
身
も
し
ば
し
ば
意
見
を
求
め
ら

れ
た
が、
去
る
七
月
九
日
付
『
毎
日
新
聞』
「
私
見
／
直
言」
摘
に

「
天
皇
訪
中
の
条
件
｜｜
聞
か
れ
た
ア
ジ
ア
を」・
と
題
す
る
拙
見
を
述

べ
た
ほ
か
は、
と
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
評
を
慎
ん
で
き
た。
そ
れ

は、
と
の
問
題
を
め
ぐっ
て
国
簡
が
二
分
す
る
と
と
を、
ぜ
ひ
と
も
道

け
るべ
き
だ
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い。
し
か
し、
現
時
点
で

は、
す
で
に
認
は
投
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り、
だ
と
す
れ
ば、
日
本
外
交

と
日
中
関
係
の
将
来
に
た
い
し
て、
で
き
る
だ
け
建
設
的
な
方
向
で
問

題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る・ま
い。
以
下、
と
う
し
た
前
提
で
私
の
意
見

を
述べ
て
み
たい。

天

皇

訪

中
を

め

ぐ

る

園

内
の

風

景

天
皇
訪
中
を
め
ぐっ
て
は、
慎
重
な
姿
努
な
が
ら
も、
国
内
世
論、・

と
く
に
自
民
党
内
の
か
な
り
強
硬
な
反
対
論
を
徐々
に
軟
化
さ
せ、
最

終
的
に
は
訪
中
実
現へ
の
流
れ
を
つ
く
り
出
そ
う
と
考
え
て
い
る
宮
沢

首
相
や
そ
の
周
辺、
ho
よ
び、
去
る一
月
初
伺
の
勧
中
に
よっ
て
中
国

か
ら
の
要
お
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
与
え
た
渡
辺
外
相
以
下
の
外
務
当

局
の
前
向
き
の
鹿
野
を
よ
そ
に、
か
な
り
広
範
な
国
民
府
や
知
路
人
の

は、
戦
後
の
日
本
政
治
史
に
お
い
て
も
稀
に
見
る
現
象
だ
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ない。

そ
う
し
た
な
か
で、
多
く
の
国
民
も、
む
し
ろ
慎
重
論
た
い
し
は
せ

い
ぜ
い
条
件つ
き
の
賛
成
簡
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る。
そ
れ

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か。

グ

日

中

友

好

外

交
d

へ

の

国

民
の

不

満

日
本
政
府・
外
務
省
の
立
場
は、
日
中
友
好
鵠
員
連
盟
の
政
治
家
や

訪
中
賛
成
論
ない
し
は
拙
据
推
進
論
の
立
場
の
知
酷
人
ら
と
と
も
に、

天
皇
訪
中
に
よっ
て、
日
中
友
好
関
係
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
に
し、

ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定
に
資
し
た
い
と
い
う
も
ので
あ
ろ
う
し、
そ
の

ζ
と
は
「
天
皇
の
政
治
的
利
用」
な
ど
で
は
決
し
て
な
く、
今
回
の
天

皇
訪
中
は、
日
中
両
国
民
の
友
好
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て、
もっ
と
高
次

元
な
大
局
的
展
望
に
立
つ
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い。
そ

の
と
と
は、
私
も
認
め
る
の
だ
が、
し
か
し、
白
中
国
交二
十
年
の
現

時
点
で
と
れ
ま
で
の
日
中
関
係
を
回
顧
し
て
み
る
と、
日
中
間
の
外
交

ヲ�fu訪中と日本外交

あ
い
だ
に、
反
対
論
が
根
強
く
存
在
し
て
い
る1

反
対
論
も
し
く
は
時
期
尚
早
設
の
立
場
に
共
通
す
る
の
は、
P
K
O

問
題
や
尖
閣
列
島
領
有
諮
問
題
を
め
ぐ
る
中
国
の
対
日
姿
勢、
い
わ
ゆ

る
改
革
派
と
保
守
派
と
の
滋
し
い
党
内
闘
争
に
見
ら
れ
る
中
圏
内
政
の

不
安
定、
天
安
門
事
件
以
来
の
人
権
掬
圧
に
た
い
す
る
西
側
諸
国
の
厳

し
い
対
中
国
姿
努
の
な
か
で
の
天
皇
訪・中へ
の
懸
念
と
い
っ
た
と
と
ろ

で
あ
る
が、
反
対
派
の
立
場
に
共
通
す
る
も
う一
つ
の
論
点
は、
今
回
の

訪
中
が、
「
天
皇
の
政
治
的
利
用」
に
つ
な
が
る
と
い
う
も
の
で
あ
る。

最
も
積
極
的
に
訪
中
反
対
を
唱
え
る
立
場
の
人
び
と
に、
天
皇
制
と

皇
室へ
の
忠
誠
心
な
い
し
は
思い
入
れ
が
強い
人
び
と
が
多
い
と
と

は、
わ
が
国
の
制
神
風
土
の一
織
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
う
が、
一

方、
天
皇
制
と
皇
室へ
の
批
判
な
い
し
は
違
和
感
を
現
行
詰
法
下
に
お

い
で
さ
え
抱い
て
い
る
知
践
入
居
に
も、
反
対
論
が
強い。
私
自
身、

そ
れ
ら
の
反
対
践
が
右
の
よ
う
ない
わ
ゆ
る
愛
国
主
義
者
の
反
対
論
と

き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
ζ
と
を、
ζ
の
問、
様々
な
接
会
に
知
る
ζ

と
が
で
き
た。
そ
の
点
で
は
日
本
共
産
党
も、
た
と
え
ば
『
前
衛』
二

月
号
の
「
天
皇
訪
中
計
画
を
問
う
ll
日
中
両
国
民
の
真の
適
格
の
た

め
に
l！」（
末
浪
判明
司
氏）
に
早
く
も
見
ら
れ
た
よ
う
に、
今
回
の
訪

中
は
中
国
当
局
と
自
民
党
政
府
に
よ
る
「
天
皇
の
政
治
的
利
用」
だ
と

し
て
強
く
反
対
し
て
い
る。

と
の
よ
う
に、
い
わ
ば
左
右
両
翼の
人
び
と
が
まっ
た
く
論
点
を
同

じ
に
し
て
反
対
の
意
向
を
示
し
て
い
る
と
と
が、
今
回
の
天
皇
訪
中
問

題
に
見
ら
れ
る
圏
内
的
な
風
景
だ
と
い
え
よ
う
が、
と
の
よ
う
な
状
況
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的
軌
跡
は、
国
中
角
栄
内
閣
当
時
の
「
そ
れ
ゆ
け
中
国」
式
の
雪
崩
現

象
か
ら
始
まっ
て
今
日
に
い
た
る
ま
で、
つ
ね
に
日
本
国
民
の
大
多
数

の
心
理
に
あ
る
誼
の
戸
惑い
と
不
安、
と
き
に
は
少
な
か
ら
ぬ
不
満
を

蓄
積
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

今
回
の
天
皇
訪
中へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
心
証の
大
半
位、
今
日
の
中

国
の
対
内
的・
対
外
的
姿
努、
要
す
る
に
中
国
が
依
然
と
し
て
強
栂
的

な一
党
独
設
体
制
を
保
持
し
て
い
る
と
ζ
ろ
に
由
来
す
る
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
と
し
て
も、
そ
の
よ
う
な
中
国へ
の
天
皇
訪
中
に
国
民
が
諸

手
を
挙
げ
て
向
調
で
き
ない一
つ
の
重
要
な
原
因
が、
ζ
れ
ま
で
の

，
日
中
友
好
外
交H
そ
の
も
の
に
あっ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思

わ
れ
る。
も
と
よ
り、
ζ
の
点
位、
わ
が
外
交
当
局
者
と
ね
自
身
と
で

も
見
解
の
異
な
る
と
と
ろ
な
の
か
も
し
れ
な
い
が、
中
国
を
研
究
す
る

立
場
に
あ
る
私
自
身
に
と
っ
て
も、
と
れ
ま
で
の
日
中
関
係
の
節
目
節

目
に
お
け
る
日
本
政
府
の
外
交
的
選
択
に
は、
多
く
の
場
合
に
不
満
が

残っ
た。

そ
う
し
た、
ρ
日
中
友
好
外
交H
を
私
は
中
国
に
呪
縛
さ
れ
る
日
・本

の
「
対
中
国
位
負
け
外
交」
と
も
表
現
し
て
き
た。
も
と
よ
り
外
交
当

事
者
に
そ
ん
な
卑
屈
な
意
詰
は
ない
と
し
て
も、
結
果
的
に
日
本
外
交

の
選
択
が
そ
の
よ
う
な
軌
跡
を
描
い
て
き
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
で
あ
る。・
ζ
の
点
に
と
そ、
中
国
側
の
条
件
や
要
請
を
必
要
以
上
に

考
慮
し、
つ
ね
に
中
国
を
刺
滋
し
な
い
と
と
を
対
中
国
外
交の
最
医
先

順
位
に
位
置づ
け
て
き
た
w
日
中
友
好
外
支H
へ
の
国
民
の
不
満
と
苛

立
ち
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い。
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， d・

と
れ
ら
の
問
題
を
踏
ま
え
て
、

と
の
こ
十
年
間
を
振

り
返
っ
て
み
よ

う。

日
中
国
交
正

常
化
が
実
現
し
た一
九
七
二
年
段、
中
国
で
文
化
大

事
命
の
ほ
と
ぼ
り
が
ま
だ
冷
め
切
ら
左
い
頃
で、

そ
の
前
年
に
は
衝
撃

的
な
林

彪

事
件
が
起
き、
中
国
の
政
治
状
況
は
安
定
し
て
い

な

か
っ

た。

そ
う
し
た
な
か
で
毛
沢
東
体
制
は
末
期
的
症
状
を
呈
し
つ

つ

あ

り、
一

九
七
四
年
に
は
郡
小
平
が
復
活
し
て
翌
七
五
年
か
ら
周
恩
来
首

相
を
中
心

と
す
る
「

四
つ
の
現
代
化」
政
策、

今
日
の
改

革
・

開
放
と

い
う
部
小
平
路
線
に
つ
な
が
る
脱
文
革
の
非
毛
沢
東
化
政
策
が
推
進
さ

れ
は
じ
め
た。

し
か
し
、

と
う
し
た
潮
流
に
た
い
す
る
抵
抗
も
中
国
圏

内
で
は
根
強
か
っ
た。
一
九
七
六
年
一

月
の
周
恩

来
の
死
段、
や
が
て

第
一

次
天
安
門
事
件
を
同
年
四
月
に
も
た
ら
し
、

九
月
の
毛
沢
東
の
死

の
後
に
は
護
国
鋒
が
権
力
を
握
っ
て
、

四
人
組
逮
捕

の
北
京
政
変
が
起

き
た
の
で
あ
る。

と
の
よ
う
な
状
況
で
日
中
関
係
が
安
定
す
る
すべ
は
な
か
っ
た
が、

一

九
七
八
年
末
に
は
郵
小
平
来
日
と
い
う
大
き
な
セ
レ
モ
ニ
ー
が
あ
っ

た。

し
か
し
郵
小
平
来
日
と
前
後

し
て
中
越
戦
争
が
勃
発
し
、

中
国
は

ず
ェ

ト

ナ
ム
制
裁
を
叫
ん
だ。
日
本
に
た
い
し
て
は一
九
七
二
年
の
日

中
共
肉
声
明
以
来、

反
繍
権
の
立
場
を
主
援
し
な
が
ら、

自
ら
は
ず
エ

ト

ナ
ム
に
た
い
し
て
籾
権
国
家
と
し
て
の
姿
努
を
示
し
た
と
と
は
、

と

て
も
日
本
国
民
の
納
得
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
・な
か
っ
た。

し
か
し
、

そ
の
な
か
で
日
中
経
済
関
係
が
上
向
い
た
の
も
疑
い
の
な

い
事
実
で
あ

る。

そ
れ
は一
九
七
八
年
の
郡
小

平来

日
前
に
日
中
平
和．

友
好
条
約
が
締
結
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た。
と
の
条
約
は
い
わ
ゆ
る
覇

天皇訪中と日本外交

観
の
表
明
で
あ
っ
た。

そ
れ
に
た
い
す
る
中
国
の
内
政

干
渉
を
批

判
す

る
立
場
か
ら
藤
尾
氏
は
論
陣
を
援
っ
た
の
だ
が、

結
局
ス
ケ
1
プ
・
ゴ

1
ト
に
さ
れ
た。

中
曽
根
首
相
は
、

同
年
秋
の

訪
中
で、
「
誤

国

主

批判」
と
い
う
胡
純
邦
発
言
を
受
け
容
れ
て、
間
接
的
・な
表
現
な
が
ら
藤

尾
発
言
に
も
遺
憾
の
意
を
表
明
し
た。

と
う
し
て
政
治
決
着
が
つ
い
た

よ
う
に
見
え
な
が
ら
、

中
国
側
は
十
分
に
納
得
し
た
の
で
は
な
か
っ
た。

と
う
し
た
流
れ
は
、

翌
八
七
年

二
月
の
京
都
の
光
議
寮
問
題
の
大
阪

高
裁
に
よ
る
判
決
（
光
義
努
の
所
有
権
を
台
湾
側
に
認
め
た
逆
転
判
決）
を

め
ぐ
る
日
中
路
僚
に
も
深
刻
な
影
を
投
げ
た。

中
国
側
仕
入
五
年
十
月

に
胡
紹
邦
総
書

記
が
日
中
関
係
の
「

四
点
の
意

見
」

を
表
明
し
て
い
る

が
、

そ
の
ポ
イ
ン
ト

は
日
中
共
同
声
明

と
日
中
平
和
友
好
条
約
に
日
本

国
民
が
忠

実
で
あ
る
べ
き
と
と
を
強
調
し
た
と
と
だ
っ
た
。

し
か
し
問

題
は
、

そ
の
と
と
に
よ
っ
て
政

府

レ
・
ベ
ル
は
拘
束
さ
れ
て
も
、

日
本
人

の
言
論
や
思
想
の
自
由
は
拘
束
さ
れ
得
な
い
と
と
で
あ
る。

そ
札
は
ま

さ
に
日
本
国
憲
法
が
規
定
し
て
い
る
と
と
で
あ
り、
胡
紹
邦
の
よ
う
な、

後
に
中
国
民
主
化
運
動
を
評
価
す
る
立
場
の
指
摘噌
者
で
さ
え
も、

自
由

主
義
国
と
し
て
の
日
本
の
あ
り
方
と
そ
の
国
民
感
情
を
十
分
に
理
解
し

て
は
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う。

翌
八
八
年
八
月
に
は
竹
下
首
相
が
訪

中
し
、

巨
額
の
同
借
款
を
約
束
し
た
が、

賊
罪
外
交
の
半
面
で
経
済
援

助
を
提

供
す
る
と
い
う
パ
タ

ー

ン
の
く
り
か
え
し
は
、

逆
に
中
国
が
日

本
に
た
い
し
て
つ
ね
に
高
姿
勢
に
出
る
と
と
を
誘
う
結
果

に
も
な
っ
て

い
る。

そ
う
し
た
な
か
で、
八
九
年
六
月
、

例
の
六
・

四
天
安
門
事
件

が
起
き
た。

天
安
門
事
件
は
中
国
に
悲
劇
を
も
た
ら
し
、

そ
れ
を
代
償

権
条
項
入
り
の
も
の
で
あ
り、
当
時
の
y
速
を
覇
権
主
義
と
み
な
し
て

激
し
く
非
難
し
て
い
た
中
国
の
対
y
戦
略
が
含
ま
れ
て
い
る
条
約
を
締

結
すべ
き
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
問
題
が
残
っ
た
が、
中
国
側
の
条
件
を

受
け
容
札

る
か
た
ち
で
妥
結
し
た
と
と
は
否
め
な
い。

だ
が、
そ
の
後
の
日
中
関
係
も
安
定
的
で
は
な
く、
八
0
年
代
初
頭

に
は
宝
山
製
鉄
所
へ
の
大
型
経
済
協
力
を
め
ぐ
っ
て
も
日
中
間
に
ト
ラ

ブ
ル
が
発
生
し
た。
そ
う
し
た
な
か
で一
九
八
二
年
夏
に
起
と
っ
た
の

が
第
一

次

教

科
書

問
題
で
あ
る。
「
侵
略」
の
字
句
を
め
ぐ
っ
て、
中

国
側
は
・ま
さ
に
内
政
干
渉
に
等
し
い
姿
勢
を
示
し、
と
の
点
は
文
化
大

草
命
時
に
毛
沢
東
路
線
を
礼
践
し
た
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
が
依
然
と
し
て

中
国
傾
斜
の
体
質
か
ら
脱
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に、
事
態
が
よ
り
鉱

大
さ
札
た
が、
当
時
の
宮
沢
喜一
嘗
房
長
官
が、
「
近
隣
諸
国
に
配
慮

し
て
教
科
書
を
つ
〈
る」
旨
の
官
房
長
官
談
話
を
発
表
し
て．一
応
の
決

着
を
見
た。
と
れ
で
し
ば
ら
く
日
中
関
係
が
修
復
さ
れ
た
と
思
い
き

や、
八
四
年
夏
に
肱
中
曽
根
元
首
相
の
精
国
神
社
参
拝
を
め
ぐ
っ
て、

中
国
側
が一
丹
ぴ
硬
化
し
た。
と
れ
に
は
い
わ
ゆ
る
A
級
戦
犯
合
胞
の
問

題
も
関
係
し
て
と
じ
れ
た
が、
同
年
秋
の
国
連
で
の
中
曽
根・
趨
紫
陽

会
談
に
よ
っ
て、
一
応
の
政
治
的
決
着
を
見
た
の
で
あ
る。

と
の
な
か
で
出
て
き
た
の
が一
九
八
六
年
夏
の
歴
史
教
科
書
「
新
編

日
本
史」
を
め
ぐ
る
藤
尾
正
行
文
相
の
発
言
で
あ
る。
藤
尾
氏
の
発
言

は、
そ
の
口
調
が
か
な
り
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ヌ
ク
で
あ
っ
た
と
は
い

え、
わ
が
国
の
駿
後
史
あ
る
い
は
近
代
史
の
遇
税
に
抗
す
る
か
た
ち

で、
あ
る
種
の
ふ
っ
き
札
な
さ
と
と
も
に
潜
在
し
て
い
た一
つ
の
歴
史
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に
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て
鼓
吹
し
て
い



る
部
小
平
位、
本
年一
月
下
伺
か
ら
二
月
上
伺
に
か
け
て、
い
わ
ゆ
る

南
方
視
察
に
出
た
際
に
重
要
諮
話
を
発
表
し
て
い

る
（「
中
共
中
央
第
二

号
文
件」）。

そ
と
で
郡
小
平
は、
中
国
の
当
面
の
国
家
目
標
仕
改
革・

開
放
の
遂
行
で
あ
る
と
と
も
に、
「
四
つ
の
基
本
原
則」
で
あ
る
と
と

を
も
力
説
し
て
い
た。
「
四
つ
の
基
本
原
則」
と
は
す
な
わ
ち、
社
会

主
義
の
道、
共
産
党
の
指
母、
人
民
民
主
主
義
独
裁、
マ
ル
ク
ス
・
レ

lJ一
ン
主
義
と
毛
沢
東
思
想
の
と
と
で
あ
る。

と
の
よ
う
に、
ま
ぎ
れ
も
な
い
社
会
主
義
革
命
国
家
と
し
て
の
原
則

を
依
然
と
し
て
固
持
し
て
い
る
中
国
が、
で
は
な
ぜ、
天
皇
訪
中
と
い

う
H
皇
室
外
交H
を
求
め
る
の
で
あ
る
う
か。
し
か
も
中
国
段、
日
中

戦
争
の
過
去
に
照
ら
せ
ば
な
お
さ
ら
否
定
すべ
き
対
象
で
あ
る
天
皇
の

訪
中
を
立
ぜ
強
く
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か。
部
小
平
体
制
下
の一
九
八

六
年
六
月、
中
国
で
建
国
後
初
め
て
日
本
の
天
皇
の
紹
介
容
を
河
原
敏

明
箸
『
天
皇
裕
仁
の
昭
和
史』
（
文
醤
春
秋、
一
九
八
三
年）
の
翻
訳
と

い
う
か
た
ち
で
刊
行
し
た
と
き、
中
国
軍
事
訳
文
出
版
社
と
新
華
書
店

段、
と
の
容
を
批
判
的
に
読
む
よ
う
に
と
の
異
例
の
「
出
版
説
明」
を

掲
げ、
「
日
本
の
軍
国
主
義
者
は
天
皇
へ
の
忠
識
を
利
用
し、
聖
践
を

行
な
う
と
い
う
名
目
で
侵
略
戦
争
を
発
動
し
て
日
本
人
民
を
戦
場
へ
と

駆
り
立
て、
中
国
や
ア
ジ
ア・
太
平
洋
の
諸
国
と
人
民
に
は
な
は
だ
し

い
災
難
を
も
た
ら
し
た」
と
述べ
て
い
た
が、
そ
の
よ
う
な
中
国
側
の

基
本
的
立
場
を、
今
上
天
皇
に
た
い
し
て
は
大
き
く
修
正
し
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
か。

天
皇
の
訪
中
に
よ
っ
て、
も
し
も
中
国
側
が
い
わ
ゆ
る
「
希
言
葉」

天皇訪中と日本外交

の
よ
う
に
は
絶
対
に
見
ょ
う
と
し
老
い。

ア
メ
9
カ
は
経
済
の
上
で
勝
ち、
y
連
は
経
済
の
上
で
崩
壊
し
た
の

だ
か
ら、
中
国
仕
ソ
連
の
二
の
舞
を
し
な
い
よ
う、
改
革・
開
放
の
政

策
に
よ
っ
て
経
済
を
強
化
す
れ
ぽ、
「
ソ
連・
東
欧
の
波
（
蘇
東
波
と

は
避
け
ら
れ
る
と
い
う
の
が、
今
日
の
中
国
の
基
本
認
識
で
あ
る。

「
和
平
演
変〈
平
和
的
に
政
権
が
転
援
す
る
と
を
防
ぐ
た
め
に、
精
神

的・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
仕
万
旦
の
長
械
を
鋼
鉄
で
築
く
の
だ
と
い
う

見
解
に
立
つ
中
国
は、
そ
の
半
面
で
ア
メ
9
カ
に
た
い
す
る
警
戒
心
を

ま
す
ま
す
強
め
て
い
る。

一
方、
ア
メ
9
カ
側
に
は、
天
安
門
事
件
以
来
の
中
国
に
た
い
す
る

厳
し
い
態
度
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
り、
と
う
し
た
米
中
関
係
の
亀
裂

は、
今
後
か
な
り
長
期
的
に
続
く
も
の
と
私
は
見
て
い
る。
米
中
接
近

ほ、
ア
メ
uy
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
9
カ
に
と
っ
て
も
「
チ
ャ
イ
ナ・
カ
ー
ド」
位
不
要
に

な
っ
て
し
ま
っ
た。
そ
の
分
だ
け
中
国
位、
ア
メ
9
カ
に
た
い
し
て
警

戒
心
を
抱
く
と
い
う
構
図
で
あ
る。

そ
う
し
た
な
か
で、
世
界
戦
略
の
新
し
い
構
築
を
求
め
て
い
る
中
国

と
し
て
位、
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
誇
示
す
る
ア
メ
9
カ
に
た
い
し
て、

と
く
に
ハ
イ
テ
ク
兵
器
で
は
と
て
も
太
万
打
ち
で
き
な
い
が、
第
三
世

界
を
中
心
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
ジ
ア・．
太
平
洋
地
域
に
た
い
し
て
は、
最
近
の
南
シ

ナ
海
域
や
尖
閣・
沖
縄
海
域
で
の
中
国
海
軍
の
た
び
か
さ
な
る
脅
嚇
行

為
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
海
軍
力
を
中
心
に
軍
事
的
影
響
力
を
鉱
大
す

を
求
め、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
中
関
係
の
過
去
を
中
国
側
の
論
理
に
よ
っ

て
清
算
し
よ
う
と
す
る
の
だ
と
し
た
ら、
そ
の
よ
う
な
P
皇
室
外
交d

自
体
が
日
本
の
現
行
慾
法
体
制
下
で
は
あ
っ
て
は
走
ら
な
い
事
柄
で
あ

る
の
で、
中
国
側
の
日
本
認
践
の
根
本
が
誤
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い。

そ
と
に
は
や
位
り、
も
う一
つ
別
の
次
元
に
お
い
て
も、
今
日
の
中

国
当
局
の
天
皇
訪
中へ
の
大
き
な
期
待
が
潜
在
し
て
い
る
と
見
な
け
れ

ぽ
な
る
ま
い。
そ
れ
は、
今
日
の
中
国
が
と
の
と
と
ろ
模
索
し
つ
つ
あ

る
新
し
い
国
際
秩
序、
つ
ま
り、
中
国
の
新
し
い
世
界
戦
略
と
無
関
係

で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る。

過
般
の
湾
岸
戦
争
に
お
け
る
ア
メ
Y
カ
の
圧
倒
的
な
勝
利
位、
中
国

に
大
き
な
衝
墜
を
与
え、
中
国
φ
対
米
普
戒
心
を
煽
っ
た
の
で
あ
る

が、
そ
れ
に
加
え
て
昨
夏
以
来
の
y
連
共
産
党
の
崩
媛、
ソ
連
邦
の
解

体
は、
中
国
の
対
米
警
戒
心
を
さ
ら
に
助
長
さ
せ
た。
米
y
冷
戦
と
ニ

極
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て、
中
国
は
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン

グ・
ポ
1
ト
を
握
る
と
と
も
で
き
た
が、
一
挙
に
y
速
が
崩
捜
し
て
し

ま
っ
た
と
と
に
よ
っ
て、
ア
メ
9
カ
が
世
界
の
単
独
覇
権
国
家
に
な
り

つ
つ
あ
る
と
い
う
認
践
が、
中
国
で
は
と
の
と
と
ろ
急
速
に
高
ま
っ
て

い
る。ソ

速
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
な
の
だ
が、
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
中
国
は、
そ

一－ 46 -

る
と
と
に
よ
っ
て、
ア
メ
9
カ
の
独
立
覇
権
に
対
抗
し
よ
う
と
い
う
意－．

図
が
見
え
は
じ
め
て
い
る。
つ
ま
り
圏
内
的
に
は
改
革・
開
放
を
唱
え

な
が
ら、
民
主
化
を
絶
対
に
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
位、
武
器
輸
出
と
軍
事
力
の
拡
大

に
努
め
て
い
る
と
い
う
こ
重
構
造
に
よ
っ
て、
内
政、
外
交
と
も
に
こ

つ
の
磁
路、
二
つ
の
顔
が
あ
る
と
と
を
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
る
ま

い。そ
う
し
た
な
か
で
中
国
位、
最
近、
新
し
い
対
日
姿
勢
を
示
し
は
じ

め
て
い
る。
と
く
に
日
米
経
済
摩
擦
が
深
刻
化
し
て
い
る
問
題
を
中
国

段
決
し
て
対
岸
の
火
災
視
し
て
い
左
い。
政
策
的
に
位、
と
れ
に
た
い

し
て
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
け
れ
ど、
日
米
関
係
の
亀
裂
に
拡
大
い
に
注
目
し、
ア
メ
9
カ
の

単
独
覇
権
を
避
け
る
た
め
に
位、
む
し
ろ
日
米
摩
損
が
激
化
す
る
と
と

を
欲
す
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
て
き
た。
と
の
点
位、
「
中
国
位
日
本
の

政
治
大
国
化
位
認
め
る」
と
い
う
中
国
側
の
最
近
の

一連
の
発
言
に
な

っ
て
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
い
る。
た
だ
し、
政
治
大
固
化
と
い
う
の

段、
あ
く
ま
で
も
中
国
の
験
略
か
ら
見
た
ア
メ
9
カ
に
た
い
す
る
カ

ウ
ジ
タ
l・
ウ
ェ
イ
ト
（
対
抗
力）
と
し
て
の
日
本
と
い
う
意
味
で
あ

る。
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と
の
よ
う
な
認
践
に
お
い
て、

中
国
か
ら
は、

日
本
に
た
い
し
い
ろ

い
ろ
な
誘
い
が
来
て
い
る。
軍
事
大
国
に
な
ら
な
い
限
り、
ア
ジ
ア
に

お
い
て
も
国
際
政
治
の
舞
台
に
お
い

て

も、

も
っ
と
影
響
力
を
行
使

し
て
ほ
し
い
、

と
も
い
う。

つ
ま
り
日
本
を
中
国
の
誘
い
の
一

環
の
な



か
に
招
じ
←入
れ
て、
ア
メ
リy
カ
を
牽
制
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
と
ζ
に

も
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り、
中
国
か
ら
の
天
皇
訪
中へ
の
再
三
の
要

請
も、
そ
う
し
たコ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

》「J。も
と
よ
り、
と
の
揚
合、
国
際
的
に
狐
立
し、
内
政
上
も
抗
争
が
続

く
今
日
の
中
国へ
天
皇
が
訪
中
さ
れ
る
と
と
の
意
味
は
中
国
当
局
者
に

と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
く、
み
ず
か
ら
が
皇
帝
型
権
力
と
し
て
の
体
質

を
今
日
で
も
保
持
し
て
い
る
中
固
に
と
っ
て
は、
何
も
の
に
も
か
え
が

た
い
賜
物
で
あ
ろ
う。

そ
れ
だ
け
に、
ζ
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
は、
軍
要
な
検
討
を
要
す
る
問
題
で

あ
る。
す
で
に
分
析
し
た
よ
う
な
中
国
の
対
米
認
識
な
り、
世
界
戦
略

を
見、
西
欧
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
資
任
あ
る
立
場
に
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
眠い
た
外
交
政
策
を
と
るべ
き
だ、
と
私
は
考
え
る。
さ
も
な
け
れ

ば、
結
局
日
本
位
中
国
と
同
様
に、
人
権
と
か、
民
主
主
義
と
か、
自

由
と
か、
そ
う
し
た
人
類
の
普
通
的
価
値
に
は
無
感
覚
な
ま
ま、
中
国

大
陸
をマ
ー
ケ
ッ
ト
と
み
な
す
日
本
の
当
面
の
国
益
の
た
め
に、
経
済

大
国
日
本
と
い
う
論
理
の
延
長
線
上
で
日
本
が
対
中
傾
斜
し
て
い
る

と
い
う
見
方
を
全
世
界
に
与
え
て
し
ま
うと
と
に
な
り
か
ね
な
い。

日
本
紋
今
ま
さ
に、
と
う
し
た
意
味
で
も
大
き
念
紋
路
に
立
っ
て
い

zu。

天ffiiiti中と日本外交

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
投
入
し
て
い
く
ζ
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
探
聞
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。

し
た
がっ
て、
天
皇
訪
中
の
条
件
と
し
て
は、
日
本
が
人
権
問
題
を

は
じ
め
と
す
る
人
類
の
普
遍
的
な
原
理
に
関
し
て
は、
徹
底
し
た
グロ

1
パ
y
ズ
ム
の
立
場
に
あ
る
と
と
を
明
確
に
すべ
き
で
あ
ろ
う。

同
時
に
開
か
れ
た
ア
ジ
ア
を
模
索
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば、
国
民
の

象
徴
で
あ
る
と
と
も
に一
個
人
で
も
あ
ら
れ
る
天
皇
御
夫
妻
が
中
国
の

み
な
ら
ず、
機
が
熟
せ
ば
他
の
ア
ジ
ア
地
域
に
も
気
軽
に
親
善
訪
問
で

き
る
よ
う
な
国
際
間同
境
を
日
本
外
交
は
整
え
るべ
き
で
あ
ろ
う。
と
の

点
で
私
は、
三
浦
朱
門
氏
が
「
過
去
は
過
去
と
し
て
未
来
を
切
り
開
と

う
と
す
る・・・・
そ
の
よ
う
な
決
意
の
現
れ
と
し
て、
両
陛
下
を
お
招
き

し
よ
う、
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら、
中
国
で
あ
ろ
う
と
グェ
ト
ナ
ム
で

あ
ろ
う
と
是
非
と
も
行っ
て
い
た
だ
き
た
い」
と
述べ
て
い
た
意
見

（「
政
治
を
回
避、
友
好へ
の
始
点へ

｜｜
天
皇
ど
訪
中
に
つ
い
て
の
こ
条
件

｜｜」、
『
鐙
経
新
聞』
「
正
論」
側、
一
九
九
二
年
四
月
十
五
B）
に
賛
成
で
あ

る。
そ
の
よ
う・な
方
向に
打
開
し
て
ゆ
く
の
で
な
け
れ
ば、
今
回
の
天

皇
訪
中
は、
中
国
三
千
年
来
の
悪
し
き
中
慈
思
想
の
伝
統
と
し
て
の

「
朝
貢
外
交」
に
日
本
も
応
じ
た
も
の
と
し
て
中
国
側
が
受
け
と
め
る

と
と
に
も
な
り
か
ね
ず、
日
中
関
係
に
も
大
き
な
禍
相棋
を
残
し
か
ね
な

い
で
あ
ろ
う。

右
の
三
浦
氏
の
意
見
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば、
韓
国
ゃい
ず
れ
国
交

四

天

皇

訪

中
へ

の

条

件

以
上
で
述べ
て
き
た
よ
う
に
私
自
身
は、
今
日
の
中
国
の
政
治
的・

社
会
的
環
境
も、
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
も、
天
皇
訪
中
に
ふ
さ

わ
し
い
と
は
必
ず
し
も
思
わ
ない
が、
し
か
し、
あ
く
ま
で
も
親
普
訪

問に
徹
す
る
の
で
あ
る
念
ら
ぽ、
訪
中
自
体
に
反
対
す
る
理
由
は
も
っ

て
い
な
い。

問
題
は、
天
皇
訪
中
が
も
っ
ぱ
ら
日
中
関
係
の
従
来
の
枠
組
み
の
な

か
で
の
み
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
と
ろ
に
ζ
そ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か。
天
安
門事
件
の
対
外
的
な
後
遺
症
が
依
然
と
し
て
残っ
て
い
る
今

日
の
時
点
で、
天
皇
訪
中
と
い
う
か
つ
て
な
かっ
た
行
事
が
実
現
し
た

場
合、
お
そ
ら
く
世
界
の
マ
ス
コ
ミ
は
と
れ
を
大
き
く
取
り
扱
う
で
あ

ろ
う
か
ら、
そ
の
光
長
が
結
局
は
日
中
間
の
指
摘
だ
と
世
界
の
自
に
映

じ、
日
中
提
携
に
よ
る
あ
る
租
の
ア
ジ
ア
主
義へ
の
反
発
と
日
本へ
の

澗
疑
心
が
国
際
的
に
高
ま
り
は
し
ない
か
と
私
は
懸
念
す
る。
と
の
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
の一
員
と
し
て
の
グ
ロ
l
バ
p
ズ
ム
か
と
い
う
問
題

に
も
な
ろ
う。

日
本
は
地
理
的
に
は
ア
ジ
ア
の一
員
で
あ
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が、
日
本
が
今
日
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
道
筋
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
p

カ
的
な
民
主
主
義
の
価
値
観
を
そ
れ
に
つ
け
加
え、
そ
の
原
理
の
上
に
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樹
立
後
の
北
朝
鮮
に
も、
ま
た
香
潜
κ
も
行っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

う。
そ
し
て
天
皇
の
外
国
訪
問
が
政
治
や
外
交と
い
う
国
家
的
枠
組
み

を
超
え
た
真の
友
好
親
善
の
た
め
の
も
の
な
ら
ば、
次
に
は
天
皇
や
皇

族
は
日
本
と
そ
の
皇
室
に
た
い
し
て
世
界
で
も
っ
と
も
親
近
感
を
懐い

て
い
る
台
湾
を
と
そ
訪
問
さ
れ
るべ
き
で
あ
ろ
う。

日
中
国
交
二
十
年
は、
日
台
断
交の
二
十
年
で
も
あ
る
の
で、
そ
れ

が
政
治
や
外
交の
枠
組
み
を
離
れ
た
民
間レ
ベ
ル
ない
し
は
経
済
や
文

化
の
交
流
の
枠
組
み
の
な
か
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り、
日
本
か
ら
も
台

湾
か
ら
も
要
人
の
往
来
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
状
況
を、
日
・本
外
交
は

中
国
に
気
兼
ね
す
る
と
と
な
く
積
極
的
に
抑
想
すべ
き
で
あ
ろ
う
し、

も
し
も
中
国
が
真
に
改
革・
開
放
の
政
策・を
と
る
の
な
ら、
中
国
自
身

が
そ
の
よ
う
な
聞
か
れ
た
ア
ジ
ア
の
国
際
交
流
を
積
極
的
に
支
持
す
る

よ
う
に
仕
向
け
て
ゆ
くべ
き
だ
と
私
は
考
え
る。
日
中
関
係
の
甚
側
に

あっ
て
日
台
関
係
は、
い
ま
や
貿
易
面
で
も
人
の
往
来
の
面
で
も
日
中

関
係
を
凌い
で
い
る。
経
済
的
の
み
な
ら
ず
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も

著
し
く
成
熟
し
て
き
で
い
る
台
湾
の
確
固
た
る
現
存
を
虚
構
と
し
て
い

る
か
ぎ
り、
日
本
の
ア
ジ
ア
外
交
は
本
当
の
も
の
で
は
あ
り
得
ない。

日
本
外
交
は、
と
の
機
会
に、
と
れ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
H
日
中
友
好

外
交H
の
惰
性
を
断
ち
切っ
て、
今
と
そ
透
徹
し
た
現
実
主
義
の
立
場

か
ら、
聞
か
れ
た
ア
ジ
ア
の
未
来
を
切
り
開い
て
ゆ
く
と
い
う
努
力
を

積
み
重
ね
て
い
くべ
き
で
あ
ろ
う
し、
ア
ジ
ア
に
残
る
政
治
の
厚い
壁

を
切
開
し
て
い
く
と
い
う
重
要
な
課
題
を、
中
国
を
そ
し
て
世
界
を
相

手
に
正々
堂々
と
追
求
し
て
ゆ
く
と
い
う
条
件
に
・お
い
て
と
そ、
今
回

の
天
皇
訪
中
が
国
民
の
支
持
を
得
ら
れ
る
の
だ
と、
私
は
思
う。
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