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こ

そ

「

日

中

友

好」

外

受

か

ら

脱

却

す
へ

き

で

あ

る

『対中国位負け外交』にひそむ陥葬

ソ
述
崩
壊
に
象
徴
さ
れ
る
脱
社
会
主
義へ
の
服
史
的

潮
流
と
東
西
冷
戦
時
代
の
終
時
と
い
う
新
し
い
間
際
環

境
の
な
か
で、
日
本
の
対
中
同
外
交
の
あ
り
方
が
内
外

か
ら
問
わ
れ
て
い
る。
一
九
九
二
年（
平
成
問
年）
一
O

月
下
旬
の
天
虫
訪
中
は、
そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
明
瞭
に

浮
き
彫
り
し
て
い
る。

六・
四
天
安
門
事
件
に
起
闘
し
た
中
同
に
対
す
る
制

裁
の
解
除
に
際
し
て
も．
日
本
は一白
側
泊
聞
の
な
か
で

ひ
と
き
わ
克
大
で
あっ
た
が、
そ
こ
に
明
白
な
外
交
思

念
が
示
さ
れ
た
と
は
い
え
な
か
っ
た。
隣
同
と
し
て、

ま
ず
第一
に
中
同
の
怖
に
飛
び
込
ん
で
い
く
の
は
よ
い

と
し
て
も、
あ
れ
ほ
ど
の
人
権
抑
圧
を
やっ
て
平
然
と

(i 

イ札
、

い
は
そ
の
後
継
者
は、

今
後
も
長
期
に
わ
た
っ
て
こ
KK

〆h
M
町
内
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。
湾
岸
戦
争

の
勝
利
や
米
ソ
冷
戦
か
ら
の
脱
却
に
も
か
か
わ
ら
ず、

ア
メ
リ
カ
の
釘
幼
赤
字
や
財
政
亦
字
も
依
然
と
し
て
改

普
さ
れ
る
余
地
が
な
い。

情性外交を排すベし

こ
の
よ
う
な
状
況
を
見
る
と、
好
む
と
M
ま
ざ
る
と

に
か
か
わ
ら
ず、
わ
が
問
は、
今
後、
昨
芥
の
な
か
で

ま
す
ま
す
大
き
な
役
訓
を
は
た
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
併
な

、。・LVそ
し
て、
わ
が
国
を
取
り
巻
く
ア
ジ
ア
N
I
E
S
は、

台
湾、
糾
問、
及川
港、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
は
じ
め
と
し

て、
依
然
と
し
て
大
き
な
経
済
的・
社
会
的
前
力
を
持

っ
て
い
る
と
な
る
と、
そ
う
し
た
ア
ジ
ア
の
な
か
で
日

本
と
中
国
が
こ
れ
以
上
に
緊
街
化
す
る
こ
と
の
マ
イ
ナ

ス
面
も
十
分
に
考
慮
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
明
白
な
区
切
り
を
設
け
て
お
か
な

い
と、
人
榔
抑
圧
の
あ
の
天
安
門
ポ
件
を
起
こ
し
た
中

国
と一
緒
に
なっ
て、
一一刊
の
地
政
学
的
な
ア
ジ
ア
主

義
が
台
頭
す
る
の
で
は
な
い
か、
と
い
う
見
方
が
国
際

社
会
に
出
て
こ
よ
う。
現
に
今
回
の
天
出
訪
中
を
め
ぐ

し
て
い
る
中
国
に
対
し、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と

る
の
か、
そ
の
理
由
を
明
確
に
せ
ず、
そ
の
よ
う
な
中

同
に
対
し
て、
い
うべ
き
こ
と
を
十
分
に
は
表
明
し
て

い
な
い。
だ
か
ら、
日
本
は
中
国
に
対
す
る
経
済
的
な

利
守
に
よっ
て
何
か
企
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
国
際
的
な
梢
疑
心
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る。

し
か
も、
今
後
の
わ
が
国
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
を
見

て
み
る
と、
旧
ソ
述
は
経
済
的・
社
会
的
な
惨
状
を
露

呈
し
て、
も
は
や
超
大
国
ど
こ
ろ
か
大
国
で
さ
え
な
く

な
ろ
う
と
し
て
お
り、
ソ
連
に
圧
勝
し
た
か
に岡山
わ
れ

る
ア
メ
リ
カ
も、
国
内
的
に
は
麻
薬
やエ
イ
ズ
の
蔓
延、

人
組
対
立、
教
育
水
準
の
低
下
な
ど
の
深
刻
な
社
会
問

題
に
悩
ん
で
い
る。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で、
プ
ッ
シ
ュ
犬
統
韻
あ
る

っ
て
も、

殴
米
で
は
そ
の
よ
う
な
見
方
が
m
u
じ
め
て

い
る。
今
後
の
世
界
の
あ
り
方
と
し
て
は、
けっ
し
て

好
ま
し
く
な
い、
日
中
密
着
に
よ
る
新
し
い
ア
ジ
ア
主

義
の
時
代
の
到
来
だ
と
世
界
的
に
受
け
取
ら
れ
る
危
険

性
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る。

そ
う
し
た
選
択
で
は
な
く、
わ
が
国
は
あ
く
ま
で
も

西
側
諸
国
の
責
任
あ
る一
員
と
し
て、
世
界
の
普
遍
的

な
原
理、
つ
ま
り
経
済
の
自
由
な
あ
り
方、
社
会
の
多

元
的
な
価
値
観
の
共
存、
人
権
の
尊
重
と
い
っ
た、
近

代
世
芥
が
生
み
出
し
た
普
通
的
な
側
値へ
の
忠
誠
と
い

う
「
国
境
を
超
え
る
義
務」
（
ス
タン
レ
イ・
ホ
フ
マ
ン）

に
対
し
て
は、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
を
擁
護
し
遵
守
す
る

立
場
に
あ
る
こ
と
を
今
こ
そ
強
制
すべ
き
で
あ
り、
そ

う
し
た
理
念
を
外
交
上
も
表
明
す
る
こ
と
が、
当
而、

もっ
と
も
必
要
で
は
な
い
か。

こ
う
し
た
グロ
ーバ
ル
な
視
野
を
欠
い
た
ま
ま、
例

え
ば
「
中
国
は
ア
ジ
ア
の
大
国
で
あ
る
か
ら」
と
か、

「
日
本
は
中
国
の
隣
国
で
あ
る
か
ら」
と
か
の
特
殊
的
か

っ
単
純
な
地
理
的
発
想
で
日
中
友
好
関
係
の
強
化
を
唱

え
る
こ
と
が、
い
か
に
没
理
念
的
な
地
政
学
的
決
定
論

で
あ
る
か
を
自
覚
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。

し
か
も
中
国
に
対
し
て
は、
人
権
抑
圧
の
問
題
や
武

1
11

1

 

J

 
－

 

da姻酒咽咽掴団司aEE－－沼宮内

・1

 

1

11

；

 

personal data 
なかじま・みねお 1936il'畏野県笠まれ．東
京外大中包科卒．史文大学院国鳳関係踊修士
回程修7.局樽士1111中翠．社会学僧土｛東
大｝．外稼笥符別研究員.::tーストラリア国立
大字書貝栂度、パリ政治学院審員鞍疫を縫て．
現在は東京外大報復・海外事情研究所所長．
日本国輝政治学会理事．アジア政経学会常務
理事．文化大革命を樋力闘争の穴，R週勘化と
Ill鏑‘一貫して盆剥した• r中国か本当に近代
化しようと思うなら．自己中心的な中軍思忽
的世界からの脱却が必要Jと滋11・鋼血筒繍
もIIしく見る• r現代中国崎Jなと事E・多恕．
F北京烈烈Jはサントリー学窓賞受賞．

182 

＊
1
天
安
門
事件に
対す
る
制
裁

一
九
八
九
年
六
月
の
「
天
安
門
事
件』

発
集
後、
米
国
ブッ
シュ
大
統
領
は、

人
備と
民
主
主
砲
細
血
の
立渇
か
ら、

民祭へ
の
武
力
制
圧
を非
毘
し、
中
国

に
苅す
る
武
闘闘
の
策
縮、
g
g
受
流
停

止
を
発
表
し、
高
官
の交
元
祭
止、
新

規
対中
億
獄
の
停
止
な
ど、
厳
し
い
制

滋
情
置
を
とっ
た．
こ
れに
西
欧
結
国

も
問
調
し、
日
本
は、
中
国
の
到
立
他

は
好
ま
し
くない‘
と
寛
大
な
畑
認
を

岨提
案
し
た
が、
米
欧
の
E置
しい
態
度
に

足笠み
を
繍え
ざ
る
を
え
す‘
高
官
交

流
の
停
止、
第
三
次
円
借殺
の
濠
絡
な

ど
の
創
設
箔
置
を
とっ
た．
し
か
し、

半年
後の
九
O年一
月に
は
米
欧に
先

駆
けて
高
官
変
蕊
を
再
開．
第
三
次
円

借殺
も
民
笠
案
件に
限
り
初
年
度分
を

分
割供
与し
た。
さ
らに、
九＝
ヰ
ハ

同門
の
湾
首副
首
相
街
中
で
は、
こ
零
度
分

の
＝
E2ハ
篭白りを『
R司咲号するな

ど、
白伊
関
係の
究主修
復在
果た
レ

た．
米中関係以．
湾岸魁争で中
国

が
安
保
理
決
問酬に
深
噌惜
し・
米
国
の政

策に
同調
し
た
こ
と
か
ら
様
に々
緩
和

さ
れ
た
が‘
中
国
の
武
園値
箆
阪
と人
橋

問題
に
は
依
然
と
し
て
強い
懸
念を
も

ち
完
全
な
関
係
修
復
に
は
至っ
て
い
な

い．
こ
の
よ
う
な
対中
政
策
の
椙
週
は、

と
くに
人
福
間
忽
に
つ
い
て‘
米
国副
会

で
日本
不
信
を
生
む
要
因
の一
つ
に
な

っ
て
い
る。

＊
2
日
中
国交
樹
立ニ
O
周
年

掲
尚昆
国
家主
席
の
沼
きに
応
じ
た
天

皇
街中
は、
B
中
国
安
正
常
化二
O
周

年
の
節
目
とはい
え、
ニ
O
O
O年
の

臼
中
交
流
史
上
は
じ
め
て
の
こ
と
とな

っ
た．
自
民
党
や
野
党の一
郎
に
天
臼

を
磁
治
的に
利
用
す
る
こ
とに
な
る
な

ど
慢
強い
反
対
厳が
あっ
た
が、
政
府

はあ
く
ま
で
親
種
目
的
の
ご
肪
問
であ

る
と
し
て、
時
閣
を
か
けて
環
境づ
く

りに
あたっ
て
き
た．
九一
年
の
東
南

アジ
ア
三
カ
国
の
庖
防
に
も、
ア
ジ
ア

緒
固に
慢
強
く
妓
る
句
鰐二
次
也
界
大

胞
のEZ』
を
払
ほ
し、『
蛾
後に
区
切
り』

をつ
け
たい
と
い
う
政
府の
期
得
が
あ

っ
たこ
と
も
た
し
か
で、
閣
僚
の
鍋園

出押社
移
痔
や
P
K
O
8
カ
湿
な
ど
で
掬

径
を
尖ら
せ
る
中国の
艶
争
体
験
に
基
3

づ
く
不
健闘却
を一
掃
し
たい
と
こ
ろ。

日

V
日
本HM
中
国に
対し
て
明
確

な
書置
をすべ
き
時
期に
き
てい
る
の
か・
従
来
の
ま
ま
で
い
い
か
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器
輸
出
の
問
題、
世
芥
的
な
軍
縮
傾
向
の
な
か
で
の
軍

事
化
と
寧
鉱
の
問
題
な
ど、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄へ
の
懸

念
を
き
ち
ん
と
淡
明
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず、
私
が
し
ば
し
ば
い
う
と
こ
ろ
の
「
対
巾・
国
位

負
け
外
交」
の
情
性
な
の
か、
そ
う
し
た
こ
と
を
日
本

側
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
明
白
に
主
川別
し
て
こ
な
か
っ

た
（
こ
れ
ら
の
間
組
に
つ
い
て
詳
し
く
は、
州
市引
『
中
国
に

呪
縛
さ
れ
る
日
本』
文
袋
芥
秋．
一
九
八
七
年、
参
照）。
中

国
が
改
革・
開
放
を
続
け
る
と
い
う
な
ら
ば、
そ
の
最

大
の
担
い
手
で
あ
り
な
が
ら
失
脚
し
た
組
紫
陽
氏
は、

い
ま、
ど
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
か、
組
紫
問
主
将
の

沿
岸
経
済
発
展
計
画
と
部
小
平
主
持
の
改
革・
開
放
政

策
と
の
違い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い、

訪
中
し
た
日
本
の
政
治
家
は
き
ち
ん
と
問
い
た
だ
し
て

し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

一
九
九
二
年一
月
下
旬
か
ら
二
月
上
旬
に
か
け
て、

イ
タ
リ
ア、
ス
イス、
ス
ペ
イ
ン、
ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど

の
西
欧
諸
国
や
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
た
中
国
の
首
脳
に

対
し、
西
側
諸
国
が、
人
栴
称
監
の
立
場
か
ら、
き
わ

め
て
明
白
に
毅
然
と
し
た
態
度
で
迫っ
た
こ
と
を
想
う

に
つ
け
て
も、
そ
う
し
た
対
応
を
按
き
に
し
て、
第
三

次
円
借
ぷ
の
な
し
崩
し
的
な
解
除
や、

来
る
べ
き
第
四

と
こ
ろ
が・

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
ま
さ
に
経
涜
中
心

の
時
代
で
あ
り、

経
済
規
慌
で
考
え
て
み
る
と、

中
園、

台
湾、
寄
港
と
い
う
「
三
つ
の
中
国」
が
ほ
ぼ
桔
抗
し

て
存
在
す
る
現
実
が、
今
後、
ま
す
ま
す
無
視
で
き
な

く
な
る。
た
し
か
に、
人
口
を
と
れ
ば、
片
や一
二
億

の
中
園、
片
や
そ
の
六
O
分
の一
の
二
O
O
O
万
の
台

湾、
そ
し
て
香
港
が
多
く
見
柿
もっ
て
も
六
O
O
万
と

い
う
大
変
な
柿
差
が
あ
る
の
だ
が、
こ
れ
を一
人
当
た

り
G
N
P
で
見
る
と、
一
九
九
二
年
や
の
時
点
で
もっ

と
も
成
制
の
よ
い
の
が、
香
港
の一
万
二
O
O
O
米
ド

ル、
台
湾
が
九
七
O
O
米
ド
ル、
山中
川
が
平
均
三
五
O

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
幣
備
前
で
見
る
と、
台
湾
は
飛
び
抜
け

て
成
紛
が
よ
い。
い
ま
や
九
O
O
億
米
ド
ル
前
後
で、

日
本、
米
国
を
抜
い
て
世
耕一
と
い
う
状
悦
に
なっ
て

き
て
い
る。

れ
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
戚
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
災
訓
か
ら
こ
れ
を
見
る
と、
台
湾
の

次
円
借
款へ
の
折
衝
に
応
じ
よ
う
と
し、
そ
れ
に
加
え

て
つ
い
に
は
中
国
側
の
強
い
要
前
に
応
じ
て
天
皇
訪
中

に
ま
で
踏
み
切
っ
た
日
本
の
対
中
国
外
交
の
あ
り
方
そ

の
も
の
が
恨
本
的
に
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う。

つの中
� が措抗する時代が来て
る

と
こ
ろ
で、
社
会
主
義
の
全
世
非
的
な
変
貌
と
い
う

歴
史
の
転
換
を
前
提
に、
将
来
の
ア
ジ
ア
を
考
え
る
と

き、
一
方
で
は
東
ア
ジ
ア
に
広
が
る
中
国
的
世
界
を
や

は
り
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
そ
し
て、
私
は
こ

の
中
図
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

あ
り、
そ
れ
と
競
い
あっ
て
は
い
る
が、
い
ま
に
も
歴

史
か
ら
消
え
て
し
ま
い
そ
う
な
小
さ
な
存
在
と
し
て
の

台
湾（
中
華
民
国）、
そ
し
て、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地・

香
港
｜｜こ
う
い
う
図
式
で
多
く
の
人
た
ち
は
中
図
的

世
界
を
考
え
て
い
た
と
い
え
よ
う。
一
九
九
二
年
は
日

中
国
交
樹
立
二
O
周
年
で、
天
皇
訪
中
を
は
じ
め
と
す

る
日
中
友
好
の
セ
レ
モ
ニ
ー
が
さ
ま
ざ
ま
に
行
わ
れ
つ

つ
あ
る
が、

こ
の
こ
0
年
間
の
日
本
の
中
国
認
峰崎
も
そ

の
よ
う
な
図
式
に
基
づ
い
て
い
た・

制限
nMW
S馳
輔似
帥uw
品約
d

聞悶
ハυ
nv
m砂
卓Ar
rι
砂v・

tg
場開
叶uwd
J
nu
nu

O
B
米
ド
ル
前
後、

中
国
が
お
よ
そ
－

三
O
O
偉
米
ド

ル
で
あっ
た。
こ
の
う
ち
香
港
の
貿
易
総
額
が
多い
の

は、
と
く
に
近
年、
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
に
再
輸
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に、
貿
易
総
額
か

ら
見
る
と、
ま
さ
に
「
三
つ
の
中
国」
が
ほ
ぼ
措
抗
し

て
い
る
時
代
だ
と
い
え
よ
う。

私
た
ち
は、
中
国
と
い
う
と、
こ
れ
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」
と
か、
「
二
つ
の
中
国」

と
か、
そ
う
い
う
こ
と
に
あ
ま
り
に
も
気
を
つ
か
い
す

ぎ
て
き
た。
し
か
し、
現
実
に
は、
こ
の
「
三
つ
の
中

国」
が
相
互
に
補
い
合
い
な
が
ら、
中
国
的
世
界
を
拡

大
し
て
い
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
気
づ
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、
現
実
に
は
中
図
的
世
界

が
相
互
浸
透
的
に
拡
大
し
て
い
る
｜｜
と
く
に
香
港
の

影
響
は
広
東
省
に
広
が
り、
台
湾
の
影
響
は
稿
建
省
を

蔽
い
つ
つ
あ
ぷ

｜｜こ
と
を
も
う
少
し
重
視
し
て
よ
い

の
で
は
な
い
か。

ま
た
同
時
に
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
uf－』

－u・14’h
．，‘
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関
紙
政
策
の
鉱
大

九
二
年
ハ
月、

中
国
は
こ
れ
ま
で
経
済

符
区
の
深
淵
と
上
海
に
限
定
し
て
い
た

外
国
銀
行
の
支
店
開
段
を、

大
遇、

天

湾、

広
州、

帽惜
州‘

青
島、

寧
浪、

商

京
の
各
沿
岸
主
要
都
市
に
も
毘
め
る
こ

と
を
決
定
し
た
。

こ
の
決
定
の
目
的
は、

中
国
隆
一

の
外
為
銀
行
で
あ
る
中
国
銀

行
の
金
抱
サ
ー
ビ
ス
の
強
占
を
崩
し
て

餓
争
状
態
に
お
き、

外
貨
送
金、

為
白

取
引
な
ど
中
国
選
出
外
資
金
援
に、

よ

り
よ
い
サ
ー
ビ
ス
の
鍵
供
と
外
資
逮
出

環
慌
の
堕
備
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
に

あ
る．

日
本
か
ら
は、

犬
速
に
東
京
銀
行
と
日

本
興
策
銀
行
か・

広
州
に
は
住
友
銀
行、

宵
島
に
は
山
口
銀
行
が
道
出
す
る
見
通

し
で、
相開
銀
以
外
で
は
寄
港
の
ダ
l
ド・

チ
ャ
ー
タ
ー
ド
銀
行
と
煎
豆
銀
行、

フ

ラ
ン
ス
の
パ
リ
銀
行、

ソ
シ
ヱ
テ
・

ジ

エ
ネ
ラ
ル、

米
国
の
パ
ン
ク
・

オ
フ
・

ア
メ
リ
カ
な
ど
が‘

天
噛庫、

広
州
に
支

店
を
関
怨
す
る。

西
側
結
国
が
望
ん
で

い
た
北
京
は、

舎
回、

同岡
崎臨
に
至
ら
な

か
っ
た
が、

人
民
元
の
取
り
滋
い
と
あ

ゆ

わ
せ
て
今
後
の
開
成
が
待
た
れ
て
い
る
。

日目

対
中
圏
外
受



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
な
か
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
訣
組
と
な
る
は
ず

で
あ
る 。

聞かれたアジアの新しい日中関係を

日
中
国
交
の
二
O
年
は 、
同
時
に
日ムロ
断
交
の
二
O

年
で
あ
っ
た
が 、
こ
れ
か
ら一
二
世
紀
に
か
け
て
の
日

中
関
係
は 、

台
湾 、

符
川町
も
合
む
こ
の
よ
う
な
中
国
的

世
界
に
対
応
し
た
外
交
関
係
に
な
っ
て
ゆ
く

べ
き
で
あ

ろ
う 。こ

の
点
で
画
則
的
だ
っ
た
の
は 、
一
九
九一
年一
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
絡
で
A
P
E
C
に
加
山
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
ら

の
強
い
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
あ
っ
た
の
だ
が 、

本
米
な
ら

ば
日
本
外
交
が
な
す
べ
き
こ
と
の
お
株
が
務
わ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る 。

そ
の
意
味
で
は 、
一
九
七
一
年
の
ア
ル
パ
ニ
ア
決
議

築
に
よ
っ
て
中
国
が
団
連
に
加
盟
し、
台
湾
が
政
治
し

の
起
草
を
組
本・
的
に
考
え
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
代
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
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
棋
に
な
る
だ
け
に 、
こ
の
点
か
ら
す
る

と 、

中
国
は
中
前
人
民
共
和
川
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 。
ま
し
て
や

社
会
主
義
体
制
の
陪
・民
的
山川
地
と
い
う

状
汎
を
考
え
れ

ば 、

郡
小
平
ら
の
小
川
の
指
持
者
が
み
ず
か
ら
の
体
制

的
危
機
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
改
革・
州
政
を
川
え
れ

ば
川
え
る
ほ
ど 、

そ
の
小
国
自
体
の
な
か
に
も
台
湾
や

香
港
と
い
う ．
些
お
が
急
速
に
沿
透
し
て
き
て
お
り 、

社

会
主
義
大
国
と
し
て
の
巾
凶
が
逆
に
台
向
や
芥
港
の
協

響
を
受
け
て
内
知
的
に
刻一
一

刻
と
変
質
し
つ
つ
あ
る
と

い
う
現
実
を
庇
悦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ

て
き
て
い
る 。

こ
の
よ
う
な
服
史
の
潮
流
の
な
か
で 、
「一

つ
の
巾自
国」

か
ら
「

三
つ
の
中
尉」
へ
と
い
う
変
化
が
起
り

つ
つ
あ

る
ア
ジ
ア
社
会
の
現
実
を
十
分
に
考
慮
し
つ
つ 、
わ
が

国
は
西
側
諸
国
の
一
日
と
し
て
の
明
白
な
外
交
理
念
に

よ
っ
て 、

二
一
世
紀
に
向
け
て
の
新
し
い
グ
ロ
l

パ
リ

ズ
ム
の
立
喝
に
立
つ
べ
き
で
あ
ろ
う 。
そ
の
た
め
に
は 、

国
民
の
あ
い
だ
に
も
戸
惑
い
の
多
い
天
息
訪
中
を
あ
え

た
と
い
う
「一

つ
の
中
国」
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

な
図
式
が 、

二
O
年
に
し
て
こ
こ
に
崩
れ
去
っ
た
と
い

う
こ
と
に
も
な
る 。
A
P
E
C
が
示
し
た
よ
う
な
選
択

は
ま
た
同
時
に 、
ア
ジ
ア
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
現
わ
れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る 。

一
九
九
二
年
夏
の
中
韓
国
交
樹
立
が
台
湾
に
と
っ
て

さ
ほ
ど
深
刻
で
な
い
の
は 、

事
態
が
折
り

込
み
済
み
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
同
時
に 、

い
ま
や
民
間
外
交
の
チ
ャ

ン
ネ
ル
で
世
界
に
そ
の
経
済
カ
を
伸
ば
し
て
い
る
台
湾

の
自
信
の
表
わ
れ
で
も
あ
る 。

も
ち
ろ
ん 、
「

三
つ
の
中
国」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き

な
述
い
が
あ
り 、

社
会
シ
ス
テ
ム
も
国
家
目
榎
も
災
な

る
の
で
は
あ
る
が 、

右
に
見
た
よ
う
な
状
況
の
な
か
で 、

私
た
ち
の
中
国
認
識
あ
る
い
は
中
国
的
世
界
に
つ
い
て

Aパ

・

J

＊
4

ア
ジ
ア
太
平
洋
経
涜
閣
僚
会
議

6

A
P
E
G －
八
九
年一
月 、
ォ
l

ス
ト
日

ラ
リア
の
ホ
l

ク
首
相
が
鑓
唱 。
一
一

月 、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
で
第一
回
会
織
が
開

催
さ
れた。
日、
館、
米、
加、
張、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド、

A
S
E
A
N
諸

包
の
経
涜
但
当
相・
外
相
が
診
加
し 、

関
政
的
地
媛
経
策
協
力
実
現
を
目
的
と

し
た
貿
易・
関
税
問
題
な
ど
を
包
湿
し

た 。
九一
年
の
ソ
ウ
ル
会
援
で
は 、
中

国・
台
湾・
香
港
が
間
関
加
盟
し 、
診

加
国
向闘
は一
五
カ
固
と
なっ
た 。

｛
著
者
が
推
薦
言③
釜
本
図
書｝

－
『

中
国
に
収
録
さ
れ
る
B
本』
自
著

｛
文
奮
春
秋）

－
『さ

よ
な
ら
ア
ジ
ア』
畏
谷
川
庄
太

郎
著｛
ネ
ス
コ）

－
『

猿
明
の
世
紀

｜｜大
衆
亙
会
混
と

そ
の
主
役た
ち』
深
国
籍
介
著
（
文
留置

響
秋｝

、J白込‘
’二’ミ主主主f-.-

園小平氏tl92年1月、広東省深t閥、 涼淘旭区をE見積、＇i':宣蕊・閣僚」の加速在掲示し主
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