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山間…

加
々
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ま
ず 、
こ

の
数
年
間
に、
中
ソ
接
近
が一
体
ど
う
い
う
要

因
で
急
速
に
起
き
て
き
た
の
か
を
お
話
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す。

基
本
的
に
は 、
米
ソ
聞
の
新
デ
タ
ン
ト、

東
西
冷
戦
体
制
の
緩
和
が

国
際
政
治
の
基
調
に
あ
っ

て、
そ
の
中
で
中
ソ
接
近
が
起
き
て
き
た
と

思
い
ま
す。

中
嶋

米
ソ
聞
の
緊
張
緩
和
が
中
ソ
和
解
へ
の
促
進
要
因
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
が、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
私
は
違
う
見
方
を
し

て
い

ま
す。中

ソ
和
解
の
動
き
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
出
て
き
た
の
か
を
考
え
る
と、

瀬
踏
み
が
あ
っ
た
の
は
す
で
に
七
0
年
代
の
終
わ
り
で
す。
七
八
年
末

の
三
中
全
会
で
部
小
平
の
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ
プ
が
固
ま
っ
た
後 、
早
く
も

中
ソ
和
解
へ
の
勤
き
が
あ
り 、
つ
い
で
八
0
年
代
前
半
に
中
ソ
聞
の
調

整
期
が
あ
り 、
そ
の
上
で
最
近
の
は
ず
み
が
つ
い
て
い
る
の
で
す。
そ

の
意
味
で 、
米
ソ
聞
の
デ
タ
ン
ト

が
中
ソ
接
近
を
も
た
ら
し
た
と
い
う

の
は 、
今
回
の
中
ソ
首
脳
会
談
に
至
る
最
後
の
段
階
に
つ
い
て
は
ご
指

摘
の
通
り
で
す
が、
も
っ
と
根
深
い
要
因
が、
中
園 、
ソ
連
そ
れ
ぞ
れ

に
内
在
し

て
い
た
と
私
は
見
て
い
ま
す。
と
く
に
中
国
内
政
の
動
向
が

決
定
的
だ
と
思
い
ま
す。

と
い
う
の
は 、
七
八
年
の
三
中
全
会
で
国
内
政
治
に
お
け
る
非
モ
沢

東
化
を
開
始
し
た 。
そ
し
て
中
国
の
対
外
行
動
は
常
に
内
政
と
の
高
い

．
リンケージをもっている）
その外・交政策あるいは世界犠略に

和解の要因は何か

SEKAI 1989.6 

おける毛沢東路線はひとえに・対ソ対決であった ・
したがっ

て、
圏
内
政
治
に
お
け
る
非
毛
沢
東
化
の
進
展
は 、
当
然
中
国
の
対
ソ

対
決
路
線
を
否
定
す
る
方
向
に、
論
理
的
に
も
動
い
て
こ
ざ
る
を
え
な

－uw

 

七
九
年
こ
ろ
か
ら
中
ソ
和
解
へ
の
中
国
側
の
い
ろ
い
ろ
な
シ
グ
ナ
ル

が
見
ら
れ
ま
し
た
が、
そ
れ
は
か
な
り
高
い
レ
ベ
ル
の
意
思
決
定
に
基

づ
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す 。
そ
れ
ら
が
や
が
て
八
二
年
の
プ
レ
ジ
ネ

フ・
ソ
連
共
産
党
書
記
長
に
よ
る
タ
シ
ケ
ン
卜

演
説
の
受
け
入
れ
に
つ

な
が
り 、
一
二
回
党
大
会
で
は
党
規
約
か
ら
ソ
連
批
判
の
文
言
を
削
除

し
た

。
米
ソ
間
で
は 、
こ
の
七
0
年
代
末
に
ま
さ
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

紛
争
を
決
定
的
な
契
機
と
す
る
新
冷
戦
が
始
ま
っ
て、
対
立
が
激
化
す

る
局
面
に
あ
っ
た 。
と
こ
ろ
が、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
中
国
は
中
ソ
和
解

へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
進
み
つ
つ
あ
っ
た
の
で
す。
そ
れ
を
見
て
も 、
中
国

の
内
政
上
の
変
化
と
い
う
要
因
の
重
大
さ
は
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す。

い
わ
ゆ
る
三
大
障
害
も 、
そ
う
し
た
中
ソ
和
解
へ
の
動
き
の
中
で
は

じ
め
て
意
味
を
も
つ
の
で
あ
り 、
し
か
も
そ
れ
は
む
し
ろ
西
側
に
向
け

て
提
起
さ
れ
た
も
の
だ
と
私
は
見
る
の
で
す
が。

加
々
美

中
国
の
対
ソ
接
近
が
七
九
年
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ

と
は 、
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す。
し
か
し、
そ
れ
が
瀬
踏
み

や
予
備
的
な
交
渉
に
と
ど
ま
り 、
対
ソ
和
解
踏
み
切
り
へ
の
決
定
が
延

ば
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か 。

ア
メ
リ
カ
が
イ
ン
ド
シ
ナ
を
は
じ
め
他
の
世
界
へ
の
オ
ー

バ
ー
－
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

（
過
剰
な
関
わ
り）
を
反
省
し

始
め
た
の
が
七
0
年
代

の
半
ば
ご
ろ 。
そ
の
時
期
か
ら 、
逆
に
ソ
連
が
ア
メ
リ
カ
の
引
く
の
に

’ 
， 
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油開
相官
ト
す
ん

合
い
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意

lilIlli
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11l
i
f－－
ーーーll
l
lllllトト
1

1
E
E

8

E

割

以
創
倒
的

合
わ
せ
る
よ
うに
オ
ーバ
ー－

コ
ミッ
ト

メ
ン
ト
を
す
る
よ
うに
なっ

た 。
ソ
連がいヤ
わ
ゆ
るパ
ク
ス・
ソ
ピ
エ
チ
カ
を
志
向
し 、

追
求
す
る

限
り
llプ

レ
ジ
ネ
フ
時
代は
その
志
向が
強
まっ
た
と
思
うの
で
す

が
ll 、

中
国ば
基
本
的に
は
和
解に
乗
り
出
さ
な
かっ
た 。

ソ
連の
ア
フ
ガ
ン
に
お
け
る
失
敗に
よっ
て・
米ソ
冷
戦
体
制
が
崩れ

な
け
れ
ば 、
お
そ
ら
く
中ソ
和
解は
な
かっ
た
ろ
う
と
思い
ま
す 。

中
嶋
毛
沢
東
思
想
ない
しは

毛
沢
東め
世
界
戦
略
を
否
定し
た
と

こ
ろに 、
す
でに
中ソ
和
解の
論
理
的
必
然
性が
出て
き
てい
た
と
見

る
か
ど
う
か
が
私
との

違い
で
す
ね 。
米ソ・
デ
タ
ン
ト

に
は 、
米ソ

と
もに

軍事力の
肥
大
化の
限
界に
き
た
とい
う
内
在
的
な
要
因
が
あ

る
と
思い
ま
す
が 、
米ソ
・

デ
タ
ン
ト

は 、
逆に
中ソ
和
解の
動
きに

刺
激
さ
れ
てい
る
よ
うに
さ
え
思
え
ま
す 。
その
相
関
関
係
を
み
てい

くv」
と
が
大
事
だ
と
思い
ま
す 。

中
国の
内
政が
外
交
政
策
を
決
定
す
る
点
を
具
体
的に
い
う
と 、
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ル
ド・
オ
ー

ダ
ー

と
私
た
ち
が
呼
ん
でい
る
もの
で
す 。
こ
の
秩
序
認

識
か
ら
し
て
も 、・
か
つ
て
は
ソ
連が
邪
魔で
あっ
た ＠
とこ
ろ
が 、
中

ソ
関
係が
徐々
に
改
善
し
て
く
るに
従っ
て 、
中
国
本
来の
歴
史
的
な

世
界
秩
序
認
識
l！と
くに
中
国
を
中
心
と
し
て
周
辺
国
を
中
国の
思

うよ
うに
動
か
そ
う
とい

うーーが
回
復
可
能に
なっ
て
き
た 。
そ
れ

に
反
発
し
た
の
がベ
ト

ナ
ム
で
しょ
う 。
中
越
戦
争は
中
国の
対ベ
ト

ナ
ム
制
裁
行
動と
し
て 、
ま
さに
そこ
で
起こっ
てい
る 。

とこ
ろ
が
ブ

必
ず
し
も
中
国の
思
う
よ
うに
い
か
な
かっ
た 。
中
国

か
ら
す
れ
ば
ソ
連は
結
権
主
義とい
う
け
れ
ど
も 、
ベ
ト

ナム
か
ら
す

れ
ば
中
国こ
そ
覇
権
主
義
だ
とい
い
う
る
状
況
が
あっ
た 。
そこ
で一

種の
ディ
レ
ンマ
が
中
国
側に
も
あっ
た
と
思い
ま
す 。
その
こ
と
が

中
国
を
や
が
て
多
元
的
な
外
交 、
今日
の
多
元
的
な
世
界
戦
略へ
と
動

か
し
た 。
中ソ
関
係が
よ
く
なっ
た
か
ら
といっ
て
ア
メ
リ
カ
と
対
立

す
る
わ
け
で
も
ない
とい
う
構
造に
移っ
て
き
てい
る 。

sl
’Erat
－，l

IiH日引MHH

つ
は
イ
デ
オロ
ギ
ー

的
な
要
因
が
あ
る
と
思い
ま
す 。
七
0
年
代
末
以

降 、
中
国
自
身が
脱イ
デ
オロ
ギ
ー

の
方
向に
走っ
て ．い
く 。
こ
れ
が ．

な
け
れ
ば
お
そ
ら
く
中ソ
和
解は
な
かっ
た
と
思い
ま
す 。

も
う一
つ
の
要
因
と
し
て
の
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
とい
う
問
題
を
考
え

る
と 、
中
国は
中ソ
対
立の
と
きは
最
もナ
ショ
ナ
リ
ス
ティ
ッ
ク
で

あっ
た 。
その
対
内
的
な
あ
ら
わ
れ
が
文
化
大
革
命
で
あ
り 、

対
外
的

に
は
ソ
連
を
社
会
帝
国
主
義と
し
て
非
難し
た
こ
と
で
す 。
そ
れ
が
崩

れ
てい
くの
は
中
国
が
だ
ん
だ
ん
開
放
体
制に
なっ
てい
く
とい
う 、

や
は
り
内
政
面
との
リ
ン
ケ
ー

ジ
が
強い
と
思い
ま
す 。

三
番
目の
要
因
と
し
て
私
が
い
つ
も
考
え
る
の
は 、
イ
デ
オロ
ギ
ー

と
か
ナ
ショ
ナ
リ
ズム
とい
う
あ
る
意
味
で
は一
般
的 、
普
遍
的
な
フ

ァ
ク
タ
ー

に
加
え
て 、
特
殊
中
国
的
な
要
因
で
す 。
こ
れ
を
「

中
華
思

想」
といっ
て
し
まっ
て
もい
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が 、
歴
史
的
な
衝

動と
し
て
存
在
す
る
中
居
的
世
界秩
序
認
鞍 、
チ
ャ
fこ
l

ズ・
ウ
｜

加々
美
若干の留保をしたいと思います－
cff：・ 8
1’
hu’

ま
ず 、
中
越
紛
争に
つ
い
て 、
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
ア
メ
リ ．カ
が
引い

た
分
だ
け
ソ
連が
コ
ミッ
ト
メ
ン
ト
を
増し
た
こ
とへ
の
反
発が 、
中

国の
行
動の
要
因に
なっ
た
と
思い
ま
す 。
ベ
ト

ナ
ム
が
ソ
連の
動
き

に
加
担
し
てい
る
とい
う
見
方が
そこ
に
は
あっ
た 。

も
ち
ろ
ん
中
崎
さ
ん
が
おっ
しゃ
っ
た
よ
うに 、
ベ
ト

ナム
は
中
華

文
化の
周
辺
部に
あ
る
の
だ
と
い
う
意
識
が
あっ
た
こ
と
は 、
「ベ
ト

ナ
ム
制
裁」
とい
う
言
葉
自
体に
も
示
さ
れ
てい
る
と
思い
ま
す
が 。

「
制
裁」
の
意
図だ
け
で
中
越
紛
争
が
起
き
た
と
は
い
え
ない
で
しょ

‘っ 。そ
れ
か
ら 、
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
で
す
が 、
従
来 、
東
西
冷

戦
体
制の
枠
組
み
と
し
て 、
東
側に
は
ス
タ
ー
リン
以
来の一
国
社
会

主
義 、
西
側に
は
国
民
経
済
単
位の一
国
資
本
主
義が 、
そ
れ
ぞ
れ
国

民
国
家
をユ
ニッ
ト
と
す
る
形
で
か
な
り
長い
間
存
在
し
た 。
こ
の一

中ソ関係略年表
45・2 米英ソ． ヤルタ協定。�密凶定

で中国東北部で のソ遣の指益の尊盤，
外モンゴルの現状維持などを確認

45・8 ソ連対目立戦布告，中国東北都
へ進攻

問 ソ連． 国民党政府と中、ノ；友好同
盟条約締結（49・10破棄〉

49・7 毛沢東「肉、ノ一辺倒」表明
49 ・ 10中懇人民共和国成立
50・2 中ソ友好同盟相互媛助条約調印
ω・6 朝鮮戦争ぼっ発（53・7休戦）
印・10中国． 朝鮮戦争に参戦
51・2 ソ連． 対中軍事借款供与開始
53・3 スターリン死去
関. 6 毛沢東「過渡期の総路線」提起
54・4 ジュネーブ会議．インドシナ及

び朝鮮問題討級
54・6 周恩来・ネーJレ，平和5原則
55・4 アジア・アフリカ会議〈在パン

ドン〉． 平和10原貝IJ発表
55・7 ジュネープで米ソ英仏巨額会談
56・2 ソ連共i!E党20回大会。 フルシチ

ョフ， 平和 共存強調.�密報告でスタ
ーリン批判

56・4 r人民臼級品 スターリン評価で
ソ連と微妙な速い示す

同 毛沢東「百家�C.£\J �唱，知識
人の党・政府批判促す

56・10 ハンガリー動乱
57・6 反右派闘争開始．多数の知識人

を批判・弾圧
57・10中ソ国防新技術凶定調印。 ソ

巡，原爆の供与約束（59・6ソi虫，協
定破棄通告〉

58・5 大沼進運動開始（人民公社化，
鉄鋼大地産など熱狂的に社会主義化目

指す〉
58・7 フルシチョフら訪中．中ソ共同

艦隊提案．中国側短否
58・8 中国JJI. 金門島砲繋（台湾海峡

危織）。米中間の緊張高まる
59・9 �徳、機国防相解任

同 フルシチョフ訪中．中ソの意見
対立激化． 共同声明発表せず

60・4 r人民日報」， ソ速を修正主義と
して批判 ．中ソ蛤争表面化

60・7 ソ連．中国にいる専門家引き上
げ．技術援助停止

62・4 新穂住民6万余． ソ連領へ逃亡
63・3 V人民回線』． 帝政ロシア・清朝

間の領土等にl刻する路条約を初めて不
平等条約と指摘
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国
性
をユ
ニ
ッ
ト
と
し
て 、
米・
ソ
の
覇
権
構
造
を
形
成
し
て
き
た
の

で
す 。
で
す
か
ら
ソ
連の
社
会
主
義
も
中
国の
社
会
主
義
も 、
と
もに

一
国
社
会
主
義
で
あ
る
限
り
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
的
特
性か
ら
相
異
な
る

要
素
を
もっ
とい
うこ
と
は 、
当
然
あ
る
と
思い
ま
す 。

ナ
ショ
ナ
ル
な
もの
が
基
底に
あ
る
とい
うの
も 、
一
国
資
本
主
義

な
り 、

一
国
社
会
主
義
な
りの
あ
ら
わ
れ
方に 、
国
ご
と
の
バ
リエ
ー

ショ
ン
が
あ
る
と
い
う
意
味
で 、
そ
う
な
の
で
は
な
い
か
と
思い
ま一回

私は
中ソ
関
係は
四
つ
の
レベ
ル
で
考
え
るべ
き
だ
といっ

て
き
ま
し
た 。

106 

す 。中崎明 対
立
の
淵
源

ま
ず 、

なかじま・みねお氏
1936年生れ.J巨大卒．現在． 東京外国
露大学教授．専攻は国際関係:a・現代
中国学・アジア地縁研究．箸llflこr現
代中国.., r中ソ対立と現代」7;jt
京烈l烈1.i （；文明の再錦遣をめざす中
国＂r�1巷移りゆく書E市国家a他

い
ちば
ん
フア
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
な
要
素
と
し
て
は 、
ネ
イ
シ

ヨ
ン
対ネ
イ
シヨ
ン
の
葛
藤だ
と
思い
ま
す 。
こ
れ
は
漢
民
族
とロ
シ

な
個
性が
出
て
き
た
こ
と
で
は
ない
で
しょ
うか 。
も
し

毛
沢
東が
い

な
かっ
た
ら 、
あ
るい
は
それ
に
対
す
る
フ
ル
シ
チヨ
フ
の
よ
う
な
人

物が
い
な
かっ
た
ら 、
あの
よ
う
な
か
た
ちの
中ソ
論
争は
起
き
な
か

っ
た
の
で
は
ない
か 。

毛
沢
東が
な
ぜ
中ソ
論
争
か
ら
中ソ
対
決
ま
で
い
っ
た
か
と
い
う

と 、
圏
内
政
治へ
の
い
ら
立
ち 、
その
投
影
と
し
て
の
ソ
連
批
判
とい

う
要
素
が
大
きい 。
人
民
公
社に
せ
よ 、
大
躍
進
政
策に
せ
よ 、
その

極
限
的
な
形
態で
あ
る
文
化
大
革
命に
せ
よ 、
い
わ
ば
原
理
主
義
的
な

ラ
ジ
カ
リ
ズム
に
対
し
て
ソ
連が
ノ，
！
といっ
た
こ
とへ
の
反
発は
す

ご
く
大
きい 。
単に
世
界
政
治の
駒と
なっ
て 、
パ
ワ
l・

ゲ
l

ム
を

や
る
とい
う
対
立
で
は
な
かっ
た
と
こ
ろ
に
中ソ
対
立の
ユ
ニ
ー
ク
さ

も
あ
る
し 、

現
代
的
な
意
味
も
あ
る
の
で
は
ない
か
と
思い
ま
す 。

加々
美
ソ
連
と
中
国が 、
ロ
シ
ア
革
命
及
び
辛
亥
革
命に
よっ
て

ネ
イ
シヨ
ン・
ス
テ
ー
ト
と
し
ての
成
立
を
み
た
とい
う
ご
指
摘に
つ

い
て
で
す
が 、
ソ
連は
ニ
0
年
代
初
頭か
ら
の
ネッ
プ
ハ資
本主
義的
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の中国革命J F漂泊中国一転換期ア
ジア社会主被蛤a 他

ア
民
族の
出
会い 、
つ
ま
り
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
三
六八
九
年〉
以

来
と
いっ
て
もい
い 。
こ
れ
は
歴
史
的
な
対
立
で
す 。

その
根
底の
上に
出
て
く
る
第二
の
レベ
ル
と
し
て 、
国
家と
国
家

と
の
対
立
とい
うレベ
ル
が
あっ
た
と
思い
ま
す 。
こ
の
場
合の
国
家

は
ネ
イ
シヨ
ン・
ス
テ
ー
ト

（
国民国
家〉
で
す
か
ら 、
中
国
で
い
え

ば
辛
亥
革
命（一
九
二
年）
に
よっ
て
い
ち
お
う
国
家
的
な
統一
が

な
さ
れ 、
ソ
連はロ
シ
ア
革
命に
よっ
て
新
しい

国
家が
形
成
さ
れ
る

時
期か
ら
こ
の
レベ
ル
で
の
対
立は
あっ
た 。
ス
タ
ー
リ
ン
が
中
国
共

産
党よ
り
も
国
家の
執
政
党
と
し
て
の
国
民
党
を
評
価
し
た
こ
と
に
は

そ
うい
う
背
景が
あっ
た
の
で
は
ない
か
と
考
え
ま
す 。

し
か
し 、

中ソ
対
立
を一
般
の
国
家
間
対
立
か
ら
特
徴
づ
け
る
の

は 、
五
六
年か
ら
の
イ
デ
オロ
ギ
ー

論
争
で
す 。
こ
の
時
点の
対
立
が

第三
の
レベ
ル
の
党
と
党
と
の
対
立 、
つ
ま
り
イ
デ
オロ
ギ
ー

対
立
で

す 。
い
わば
ス
タ
ー
リ
ン
批
判に
よっ
て
も
た
ら
さ
れ
た 、
社
会
主
義

の
現
代
的
再
生
を
フ
ル
シ
チヨ
フ
が
主
張
し
た
の
に
対
し
て 、
そ
れ
を

毛
沢
東は
拒
否
し
た 。
ご
の
レベ
ル
の
対
立の
極
限が
文
化
大
革
命
期

の
中ソ
対
立
で
しょ
う 。

そ
れ
に
対
し
て
第四
の
もっ
と
も
表
層の
関
係と
し
ての
国
家
関
係

｜｜こ
の
場
合の
国
家は
ガ
パ
メ
ン
ト

で
す
が
llの
レベ
ル
で
は 、

中
国
と
ソ
連の
関
係は
ずっ
と
続い
てい
ま
す 。
お
互い
に
大
使
館
も

ずっ
と
置い
てい
ま
す 。

四
つ
の
レベ
ル
の
う
ち 、
少
な
く
と
も
当
面
わ
れ
わ
れ
が
同
時
代
史

に
お
け
る
中ソ
対
立
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ない
の
は 、
イ
デ
オ

ロ
UT
l
対
立
の
要
素
で
あ
り、

あ
る
い
は
中
国
に
毛
況
青木
と
い
う
強
引

要
素
を
一
部
復
活〉

期
に
入
つ
て
は
じ
め
て
国
民
経
請
を
形
成
す
る
と

い
う
思
考
を
もつ
よ
うに
な
り 、
そ
れ
が
三
0
年
代の－
国
社
会
主
義

へ
の
道
を
経
済
的に
基
礎 ，つ
け
た
と
思い
ま
す 。
一
方 、
孫
文は
二
0

年
代
初
頭に 、
ネッ
プ
を
自
分の
三
民
主
義の
な
か
の
民
生
主
義
と
同

じ
だ
と
し
て
大い
に
評
価
し
た 。
孫
文の
頭の
中で
も 、
ネッ
プ
が
国

民
国
家
形
成に
向
け
た
経
済
政
策
で
あ
る
こ
と
が
わ
かっ
てい
た
と
思

うの
で
す 。

逆に 、
国
民
党が
ニ
0
年
代 、
三
0
年
代に
上か
ら
の
資
本
主
義
化

とい
う
形
で
と
は
い
え 、
一
種の
国
民
経
済
形
成
を
目
指
し
た
の
は 、

ス
タ
ー
リ
ン
をは
じめ
と
し
た一
国
社
会
主
義
論
者に
は
高
く

評
価
で

き
る
こ
と
だっ
た 。

そ
れ
に
対
し
て 、
中
国
共
産
党は
周
辺
根
拠
地に
依
拠
し
た
権
力で

そ
うい
う
政
策
を
行
え
る
状
況
で
は
な
かっ
た 。
た
だ 、
解
放
後に
中

国
共
産
党が
国
民
経
済
形
成
を
望
ま
な
かっ
た
か
とい
えば 、
そ
う
で

は
な
く 、
解
放
直
後に
富
農
化
政
策の
よ
う
な
もの
を
含め
て 、
ネツ

プ
的
な
もの
を
目
ざ
そ
う
と
す
る
動
き
は
充
分
あっ
た
の
で
す 。

中
嶋
過
渡
期の
総
路
線〈漸
進的な
社会主義へ
の
移
行を目
ざ
し

た）
な
ど 、
五
0
年
代
初め
の
政
策は
そ
う
で
す
ね 。

加々
美
と
こ
ろ
が 、
一
九
五
O
年に
朝
鮮
戦
争が
勃
発
し 、
中
国

が
秋に
参
戦
し
た 。
そ
れ
か
ら
休
戦
ま
で
の
問 、
中
国は
ソ
連か
ら一

O
億ド
ル
を
超
え
る
膨
大
な 、
し
か
も
有
償の
借
款
を
し
た 。
朝
鮮
戦

争が
終
わっ
た
五
三
年が 、
第一
次
五ヶ
年
計
画の
初
年
度に
当た
り

ま
す
が 、
そこ
で
もソ
連か
ら
戦
争
債
務
と
は
別に一
O
億ド
ル
を
超

え
る
多
額の
借
款
をす
る
こ
と
に
な
る 。
も
と
も
と
解
放
前
後の
時
期
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に、
中
国は
西
側に
門戸
を
閉ざし
てい
たの
では
な
く、
む
し
ろ
対

米
宥
和
政
策の
可
能
性
を
さ
ぐっ
てい
た
時
期が
あっ
た。
こ
もLPhp

わ
ら
ず、
朝
鮮
戦
争が
勃
発し
たこ
と
で、
その
道が也元全日ト
引い）

れ
た。
もは
や
阿戸
を
聞けら
れ
るの
は
東
側だ
けこ
なっUっー
に

ハリ
連か
らの
借
款は
リ
ミツ
ト
を
超え
るほ
どに
か
引に
配し一一川

その
段
階で、
なお
中
国が一
国レベ
ル
の
経
済
的
自
立
性、
国
民

経
済の
形
成
を
望む
と
き、
毛
沢
東の
そ
れこ
そ
中
国
的
な
大
同〈富

よりも平等化を志向する）
的な
思
想が
大
き
く
影
響し
て、
自
力
更

生と
人
民
公
社の
社
会
主
義モ
デ
ルへ
と
突っ
走っ
ていっ
た。

f
で
すか
ら
先に
ナ
ショ
ナ
ル
な
もの、
ナ
ショ
ナ
ル
ーメ
れ
タ
リ
テ

j
I

iっ
て、
ぞれが
毛
沢
東
的な
路
線が
出
現
す
るの
を
基
礎つ
け

犬
とし
うよ
りは、
一
国
的な
自
立
性
を
獲
得
す
るに
は
それ
しか
選

択
肢が
なかっ
たの
だ
と
思い
ま
す。
中ソ
対立の
淵
源とい
うこ
と

では、
その
問
題が
か
な
り
大
きい
よ
うに
思い
ま
す。

さ
らに、
朝
鮮
戦
争自
体に
つ
い
て
も、
中
国は
強い
ら
れ
て
朝鮮

1
1
参
戦し
たの
で、
み
ずか
ら
進ん
で
参
戦し
たの
では
なかっ

ψム一

論争から武力衝突へ

…

中
嶋
五
0
年
代
をど
う
評
価す
るか
と、う
』
ヒこ
£

請
し
つ』
とsv
な
るか
と
思

い
ま
す。
い
まご
指
摘の
こ
と
は
大
筋と
し
て
私
も
賛
成
で
す。
ソι

の
対
中
国
政
策に
対
す
る
毛
沢
東の
不
満は、
潜
在
的に
は
ヤ
ル
タ
協

枚
岩の
団
結で
すが、
それは
虚
優で
あ
りh
神話で
あっ
て、
その

中
を
分
析し
てみ
る
と、
中
国
側の
不
満が
穆
積し
てい
る。
その
不

満が
緩
和さ
れ
るの
は
ス
タ
！
仏ン
の
死と
朝鮮
戦
争の
休
戦に
よっ

て
で
す。
五四
年の
建
国
五
周
年の
国
慶
節に
プ
ル
ガ
lニ
ン、
フ
ル

シ
チヨ
フ
な
ど
が
訪
中
す
るの
で
すが、
私は、
中
国
側が
ほ
ん
と
う

に
平
等
惑
を
味わっ
たの
は
非
常に
短い
期
間で、
こ
の
五四
年の
秋

か
ら
五
七
年の
前
半ま
で
と
見ま
す。

フ
ル
シ
チ雪
フ
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
政
策
を
否
定
す
る
た
め
も
あっ

て、
中
国に
融
和
的に
な
り
ま
すが、
その
と
きに
毛
沢
東に
とっ
て

思い
もよ
ら
ない
こ
とに
ス
タ
ー
リン
批
判が
起こ
る。
リで
し
てハ
ン

ガ
リ
ー
事
件が
起こ
る。
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件の
中
国
版が
起こ
るか
も

し
れ
ない
とい
う
危
機
意
識が
あっ
て、
百
家
争
鳴
運
動をやっ
た
と

こ
ろ
が、
思わ
ぬ
共
産
党
批
判が
出て
き
た。
そこ
で
「
毒
草
刈り」

の
反
右
派
闘
争と
なっ
た。
その
あ
た
りか
らい
わ
ゆ
る
毛
沢
東路
線

が
形
成
さ
れ
ま
す。

それ
ま
での
毛
沢
東の
不
満は
ナ
ショ
ナ
リズム
といっ
て
もい
い

し、
国
家対立といっ
て
もい
い
と
思い
ま
すが、
イ
デ
オロ
ギ
ー
対

立
では
なかっ
た。
そこに
今度は
イ
デ
庁ロ
ギ
l
対立
を
余儀
な
く

させ
るよ
う
なス
タ
ー
リン
批
判が
起こっ
た。
に
もか
か
わ
ら
ず、

さ
きほ
ど
五
七
年ま
で
といっ
たの
は、
五
七
年一
O
月に
中ソ
新
軍

事
協
定が
結ぼ
れ
たこ
とに
明らか
なよ
うに、
将
来ソ
連か
ら
核の

供
与が
あ
る
予
定だっ
たの
で
す。
とこ
ろが、
人民
公
社、
大
躍
進

政
策や
フ
ル
シチヨ
フの
平
和
共
存路
線
をめ
ぐっ
て
決
定
的に
対立

し
てい
た
ために、
五
九
年に
は
ソ
連が一
方
的に
こ
の
軍事
協
定
を

109一一中ソ和解ーーなぜ． そしてどこへ

定あ
た
りか
ら
あ
る。

知
ら
なかっ
た。

ヤ
ル
タ
体
制のい
ちば
んの
犠
牲
者は
l！日
本の
北
方
領土
問
題

も
そこに
淵
源が
あ
り
ま
すが
11
中
国だ

政
権で
さ
え
も
知
ら
ず、
知っ
て
か
ら
あわ
じγ
日
け
は日

勺
け
れ
ど
も、
非
常に
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ

次
れ
が
れ
即
時
リ
リ
げ
は
u

d幻民一一一

員と
し
て
抗日
戦
争の
バッ
ク
アッ
プ
をし
て
くれ
た
とい
うの
で
高

い
評
価
を
与え

てい
た。
第二
次
大
戦
直
後に
毛
沢
東が
アメ
リ
カに

行くか
ど
う、
と
・刀
とし
う
う
な
筋
書
き
す
ら
あっ
た。
し
か
し、
歴
史

の
行
き
違い
が
幾
度か
あっ
て、
アメ
リカ
と
中
国
共
産
党双
方の
接

近の
試み
は
結
局
実
現し
ない。

そこ
で
出て
く
るの
が
毛
沢
東の
「
向ソ一
辺
倒」
とい
う
対ソ
政

策で、
ど
うせ
賭
けるの
な
ら
全面
的に
賭
けるこ
とに
よっ
てソ
連

：
；」
迎え
るこ
との
ほ
うが
当時と
し
ては
有
利
だ
と
考え
た。
L

J
しい
その
後の
中ソ
友
好
同
盟相
互
援
助条
約の
交渉は、
毛
沢
東

ι
とっ
ては
非
常に
不
満な
もの
で
し
た。
しか
も
条
約自
体が
不
平

等
条
約で
す3
朝鮮
戦
争の
と
きに
ソ
連が
死の
商人に
徹
し
たこ
と

J
刈げ
る
不
満も
あ
る。
あの
と
きに
中
国が
参
戦し
たの
は、
参
戦

し
右
打れば、
再びソ
連が
東北に
侵入
し
て
く
る
で
あ
ろ
うこ
と
が

目に
見
えてい
たか
ら
で
す。

そういうことからみると 、
五0年代は表向きには・中ソの～

つ
ま
り
ヤ
ル
タ
協
定の
秘
密文
書
を毛
沢
東は

廃
棄
す
る・

今
度
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
訪
中
に
至
る
ま
で
の
三
0
年
聞
の

ブ
ラ
ン
ク
をつ
くっ
て
し
ま
う
最
後の
ソ
連首
脳の
訪
中が、
つ
ま
り

ア
イ
ゼ
ンハ
ワ
！
との
キャ
ン
プ・
デ
ー
ピッ
ド
会
談
直
後の
フ
ル
シ

チヨ
フ
訪
中が
五
九
年
秋
で
す。
し
か
し－、
もは
や
中ソ
対立は
決
定

的と
な
り、
翌六
O
年四
月の
レ
lニ
ン
生
誕九
O
周
年
記
念
をめ
ぐ

っ
て
中ソ
論
争が
表面
化し
た。

そ
し
て六
三
年の
中ソ
両
党会
談が
決
裂し
た
あ
と、
フ
ル
シ
チヨ

フ
失
脚の
六
四
年に、
毛
沢
東は
第一
回
原
爆
実
験
を
成
功さ
せ
るこ

とに
よっ
て
自
己の
勝
利
を
訴
える。
それか
ら
文
化
大
革
命とい
う

プロ
セ
スに
な
り
ま
す
ね。

加々
美
基
本
的に
い
まおっ
しゃっ
た
通りの
流れが
あっ
た
と

思い
ま
す。
一
つ
コ
メ
ン
ト
し
たい
の
は、
フ
ル
シ
チヨ
フ
は
ス
タ
ー

リ
ン
批
判と一
緒に
平
和
共
存の
考え
方
を
打
ち
出
す。
こ
れに
関し

ては、
中
国は
異
を
唱
え
ざ
る
をえ
なかっ
た。

ど
う
し
て
平
和共
存に
中
国は
反
対し
たの
か
を、
単
純に
革命は

暴
力と
戦
争に
よっ
て
成
り
立つ
の
だ
とい
う
考え
方で
反
対し
たの

だ、
と
説
明す
るの
では
不
十
分だ
と
思い
ま
す。
とい
うの
は、
こ

うい
う
経
過が
あ
り
ま
す。
米・
英・
仏三
国の
首
脳が
フ
ル
シ
チヨ

フに
対し
て
呼
び
か
け、
一
九五
五
年七
月に
ジュ
ネー
ブ
で
四
大
国

の
巨
頭
会
議が
聞か
れ
た。
こ
の
時
点
で
フ
ル
シ
チョ
フ
は
平
和
共
存

の
考え
方
を
固め
た
わ
けで
す。

とこ
ろ
が、
ちょ
うど
同じ
時
期ア
ジア
では、
米
国が
五四
年の

ジュ
ネー
ブ
会
議の
頃か
らイ
ン
ド
シ
ナへ
の
介入
を
開始し
ま
す。

それ
と
同
時に
ソ
連に
巨
頭
会
談の
呼びか
け
を
行っ
てい
く。
つ
ま
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中
国

中
崎

い
や

、
そ
う
で
は
な

く
、

農
業
集
団
化
政
策
が
圏
内
に
お
け

る
急
進
路
線
へ

の
転
換

を
も
た
ら

し
て

、
そ
の
急
進
路
線
へ

の
転
換
が

フ
ル
シ
チ
ヨ
フ
型

平
和
共

存
路
線
と
背
馳
す
る

。
そ
の

ピ
i
ク
が
五
八

年
の
台
湾
海
峡

の
危
機

だ
と

思
い
ま
す

。

Ill一一中ソ和解ーーなぜ， そしてどこへ

加
々
美

集
団
化
政
策

そ
の
も
の
が
短
期
に
お
け
る
共
産
主
義

の
実

現
を

目
ざ
す
と

い
う
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム

を
も

っ
て
い
た
こ
と

も
確

か
で
す

が、
な
ぜ
内
政
が
外
交
に
転
化
し

た
か
と

い
え
ば

、
集
団
化
自
体
が
当

初
の
含
意
と
し
て

、
対
ソ
依

存
か
ら
の
離
脱

を
目
ざ
し

て
い
た
か
ら
だ

と
も
い
え
る

の
で
は
な

い
か
と

思
い

ま
す。

話
を
少
し
先
に
進
め

た
い
と
思

い
ま
す

。
中

国
の
対
ソ
対
決

、
独
自

路
線

の
推
進

は
、

六
0
年
代
以

後
さ

ら
に
外
交
面

で
の
急
進
主
義

を
呼

ん
で

、
六
五
年
に
林
彪
と

羅
瑞
卿
の
世

界
戦
略
上

の
対
立
を
生
み
ま

す
。

羅
瑞
卿
は
毛
沢
東
派
に
よ
っ

て
打
倒
さ

れ
る

の
で
す
が

、
そ
れ
は

羅
瑞
卿
の
世

界
戦
略
が

、
中
ソ

の
統一

戦
線

で
イ
ン
ド
シ
ナ

戦
争
を
勝

ち
抜
く
と

い
う
路
線

だ
っ

た
か
ら
で
す

。．

そ
れ
に
対
し

て
林
彪

は
あ

く
ま

で
中
間
地
帯
論
に
基
づ

い
た
構
想

を

出
し

た
。

や
や
単
純
化
し

て
い
え
ば

、
ソ
連

を
も
含
め

た
先
進
世

界
を

一
つ

の
都
市
と
み
な
し
、

そ
れ
に
対
し
て
今
日

い
う
と
こ
ろ

の
発
展
途

上
地

域
を
世

界
の
農
村
と
み
な
し
、

後
者
が
前
者

を
包
囲
す
る
と

い
う

も
の
で
す

。，

中
国
が
求
め

て
い
た
の
は

、
世

界
革

命
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

で
あ

文革をどう評価するか

も
平
和
共

存
路
線

を
当
初

か
ら
否
定
し
て
い

た
わ
け

で
は
な

い
こ
と

で

す
。

む
し
ろ
五
0
年
代
半
ば

の
時
期
に

は
ま
さ
に
中
国
式

の
平
和
共

存

を
先
取
り
し

て
い
た
面
も
あ
る
わ
け
で

、
イ
ン
ド
と

の
平
和
五
原
則
外

崎
の
協
定
が
あ
り
、

バ
ン
ド
ン
会

議
が
あ
り
ま
す。
五
五
年

の
巨
頭
会

認
に
つ

い
て
も

、
当
時
中

国
は
賛
成

を
し
て

、
む
し
ろ
中

国
自
身
が
新

し
い
ア
ジ

ア・
ア
フ
リ
カ
諸
国

の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
し

て
積
極
的
な
外

交
を
や
っ

て
い
た
時
期

で
す

。

と
こ
ろ
が

、
中

国
自
身

の
平
和
共

存
外
交
が

中
圏
内
部

で
崩

れ
て
い

く
面
が
あ
っ

た
と
思

い
ま
す

。
そ
の
転
換
期

は
五
五
年

の
農
業
集
団
化

の
呼
び

か
け

で
す

。
そ
れ

ま
で
対
内
的
に

は
穏
健
な
過
渡
期

の
総
路
線

で
川

く
は
ず

だ
っ

た
の
を

、
毛
沢
東

は
急
激
な
農
業
集
団
化

を
進
め

る
。

そ
の
へ
ん

か
ら
中
圏
内
政
が
狂
っ

て
い
く

。

六
0
年
代
初
頭

の
中
ソ
論

争
を

ど
う
評
価
す
る

か
は

、
平
和
運
動
と

か
、

民
波
解
放
運
動

の
面

か
ら
も
重
要

だ
と

思
い

ま
す
が

、
中

国
は
そ

の
あ

た
り

か
ら
中
国
路
線

を
他
に
強
要
す
る
よ

う
な
方
法

を
と
り
、

国

際
的
に

は
直

立
化
し

て
い
く。
彊

立
化

の
中

で
国
際
共
産
主
義
運
動
に

お
け
る
多
数
派
工
作

も
や
っ

た
。

そ
う
い
う
状
況

の
中
で

、
中
国
は
民

族
解
放

戦
争
を
大
い
に
鼓
吹
し
、

中
間
地
帯
論
（
米
ソ
両
陣
営
の
間
に
あ

る
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
・
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
な
ど
が
米
国
と 、

の
ち
に
は
米
ソ

双
方

と
闘
う
こ
と
を
強
調〉

を
打

ち
出
し

て
、

毛
沢
東
型

の
世

界
戦
略
を
立
て

て
い

く
。

そ
の
極
限
が
文
化

大
革

命
に
な
り 、

中
ソ

の
武
力
衝
突
に
な

る
わ
け

で
す

。

加
々
美

集
団
化
政
策
が
直

ち
に
対
外
政
策

、
外
交
に

大
き
な
影
響

を
与
え

た
と
い

う
こ
と

で
し
ょ

う
か
。

林 は ど ので 考 戦 メ え の に 年 コぱ 体 て問 地た し ツ つ
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シ ま ものを る 点 対 坦
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チ た 際 に し 村て反ス
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っ
↓ゃっ
たの
で
すが、
そ
れ
を
見て
も、
毛
沢
東一
色と
思わ
れ
た

‘
きに
も
中
国
圏
内に
批
判
勢
力ない
しア
ン
チ
テー
ゼ
が
あっ
た
ι

レ
うこ
とに
注
意すべ
きだ
と
思
うの
で
す。
毛
沢
東に
とっ
て上、

党
内に
足
を
引っ
張る
人がい
れ
ば
い
るほ
ど
そ
れ
を
中ソ
対立川
投

影するこ
とに
な
る。
劉
少
奇の
場
合
も
そ
うで
す
し、
軍
近
代
化
を

主
張し
て
失
脚し
た
髭
徳懐の
場
合
も
そ
うで
す。

ー

毛
沢
東の
世
界
戦略が
は
た
し
て
正
し
か？
たが
ど
うわ
ピ介
う
F

価、
こ
れは
文
化
大
革
命が
正
しかっ
たか
ど
？
？
直
札
われん
肘

図と
し
て
世
界の
都
市に
対す
る
農
村か
らの
反
逆が
正
し
くて
も

あ
るい
は
文
化
大
草ム叩がヨ
ーロッ
パ
な
り
近
代が
生み
出しヒキ
ま

ざ
ま
な川理
現
象に
対
す
るア
ン
チ
テ
ー
ゼで
あっ
た
と
し
て
い、
ト一

1l一郡山駅は、
中
国
を
取り
返しのつ
か
ない
ほ
ど
後
退
させて
し
ま

，
ふ人とい

うこ
とに
な
る
と、
それは
歴
史の
評
価と
し
ては、
誤っ
た

とい
わ
ざ
る
をえ
ない。
私はい
まの
開
放
体
制に
対し
て
か
な
り
批

刈一iJJW
1
ナ一
同
時に
毛
沢
東に
つ
い
て
も
すべ
て
否
定す
るつ
も

thh
均しe
しか
し
毛
沢
東の
場
合、
文
革に
関し
ては、
毛
沢
東
思

jJ
絶
対
化し、
家父
長
体
制、
専
制
体制の
支
配
者に
み
ず小
らが

おて
ていっ
たとこ
ろに、
政
治
指
導
者と
し
ての
根
本
的な民り恥

あっ
たの
だ
ろ
うと
思い
ま
す。
軍
事力な
り
大
衆
運
動な
りに
より “

て、
一
見下か
らの
大
衆
運
動の
よ
う
な
形を

e

東は
絶
対だ
と、

と
り
なが
ら
も、
毛
沢

し
うこ
と
を日
常
的に
強
要し
たこ
と
が、
中
国
社
会

を
ず
た
ず
たに
引き
裂い
て
し
まっ
た。

同
J，』
と
が
国際
版と
し
て
もい
え
る
わ
けで、
当
時の
中
国の
戦

112 ’ ス、
ア
イ
ゼ
ンハ
ワ
lの
ド
ミ
ノ
理
論（一
国の
「赤化」
は、
連鎖反，

応的に
隣接国の
「赤化」
を招くと
する〉
とい
う
形
で
定
着
し
てい

く。
そ
れ
を
考え
る
と、
中
国が
挑
発し
てマッ
カ
｜
シ
ズム
が
あ
ら

わ
れ
たの
だ
と一宮守え
るの
か
ど
うか。
む
し
ろ
中
国は
冷
戦
体
制に
巻

き
込ま
れ
た
とい
わ
れ
ざ
る
をえ
ない
と
思い
ま
す。

もっ
と
も、
文
革に
は
非
常なラジ
カ
リズム、
夢
想に
近い
共
産

主
義へ
の
追
求が
あっ
て、
それが
資
本
主
義
世
界の一
部か
らみ
る

と、
違
和
感と
と
もに一
種の
恐
怖
感をあお
る
面
も
あっ
ただ
ろ
う

と
は
思い
ま
す。

ま
た
逆に、
その
ラ
ジ
カ
リズム
が、
資
本
主
義
世
界
内
部の
科
学

万
能
主
義に
対す
る
批
判、
環
境
破
緩
や
公
害
問
題、
医
療や
教
育の

荒
廃な
どへ
の
批
判と
劇
的
な
ま
でに
共
鳴し
て、
毛
沢
東
思
想に
対

す
る
傾
倒
を、
欧
米
諸
国の
知
識
人やニュ
ーレ
フ
トに
も
た
ら
し
た

へ
とい
うこ
と
も
あ
る。

ど

m

m

日
間

社会主義の変化の行方

仰

げて………
W
中
嶋

今度は
中
国の
開
放
体
制の
問
題
をお
話し
て
み
たい
と
思

一
い
ま
す。

糊
冒
頭に
も
申し
上げ
たよ
うに、
中ソ
和
解の
方
向は
や
は
り、
国

肘
内
的な
非毛
沢
東化の
必
然
的な
帰
結と
し
て
出て
き
た。

一・

ただ、
こ
こ
ま
で
中ソ
和
解の
テン
ポ
が
速い
の
は、
その
背
景に

ル
中
国が
経
済
改
革あ
るい
は
経
済
開
放の
政
策
を、
八
0
年代の
前
半

に
は
もっ
ぱ
ら日
本や
ア
メ
リカ
な
ど
西
側との
協
力に
よっ
て
行お

略が
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
正しかっ
たに
せよ、
中
国
自
身に
軍
事

物
神奈
拝とい
うか、
核
兵
器に
強
〈
依
拠
し
てい
こ
うと
す
るk
う

な
衝
動が
あ
り
ま
し
た。
それ
と
同
時に、
自
分じ
違う
ifi
ζ11

ty正
主
義だ、
帝
国
主
義の
手先
だ
とい
う
考え
方が
極端に
出て
き

た
さ」
ろ（、
中
国の
誤り
とい
うか、
悲
劇が
あっ
た
と
思い
ま
す。

しか
し、
中
国は
彊
立
し
なが
ら
世
界
をひっ
か
き
回
した。
その占

では
毛
沢
東は
確かに
偉大
な
存
在だっ
たか
もし
れ
ない
が、
E’～

その
こ
とに
よっ
てア
ジ
アに
悲
劇が
し
わ
寄せ
さ
れ
た
とハ
う
苛む

も
あ
る。
ア
メ
リカ
の
介入
を
招い
た
とい
う
要
素も
あ
る。即鮮
戦争

で
あ
れほ
どの
悲
劇
を
体
験し
なが
ら、
一得びイ
ン
ド
シナ
戦
争の
悲

劇
を
招い
た。
そ
れに
は
中
国
自
身の
世
界
戦略が
ア
メ
リカの
介入

を
挑
発す
るよ
うに
急
進
的で
あっ
たとい
うこ
と
も
あげ
ま
す。

汁
し
て
郡小
平
体
制下では、

号、
毛
沢
東
的な
もの
か
ら
足
を
洗

し
fい
あ
ま
り、
急
激に
西
側に
接
近し・てい
くとい
う
論
理が
出て

きて、
急
速に
市
場メ
カニ
ズム
と
か、
資
本
主
義
的な
要
素の
導入

の
ほ
うに
走っ
ていっ
た
E
L前

f
j
zヵ
し

さに
起
き
て
い
る
の
で

す。加々
i
文
化
大
革
命が
中
国やア
ジ
アに
大
き
な
禍
根
を
残し
た

勺
と
は
釘め
るべ
きだ
と
思い
ま
す。
ま
だい
ろい
ろ
と
わかつ
て
な

け
こ
と
も
あ
り
ます
が、
疑い
の
余
地な
くマ
イ
ナ
ス
の
現
象で
あ引

えといっ
てい
い
と
思い
ま
す。
ただ、
中
国に
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争へ

の
ア
メ
リカの
介入
を
招
く
要
素が
あっ
たと
おっ
しゃ
る
点に
Kる

と、
ど
うし
て
も
私な
どは
納
得し
が
たい
の
です。
一
九五
O十七ご

．．ろ
か
iマッ
サ
l
ウ
ズム
の
嵐が
吹
き
始め
て・、
そ
れ
が
畿の
タ
レ

うとした方向が行き詰まったことがあるよ王に思います ・

い
まの
よ
うに
脆
弱な
中
国の
社
会
経
済
基
盤の
ま
ま
経
済
開
放す

る
と、
完
全に
西
側
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
ない
か
と
い
う
危
機
感

が、
非毛
沢
東化
を
進め
た
側に
も
起こっ
て
きて、
そ
れ
が
今日
の

原
則
派と
改
革
派の
対立の
基
盤に
あ
る。

こ
の
問、
よ
く
次の
よ
う
な
議
論が
あ
り
ま
し
た。
私が
中ソ
和
解

の
可
能
性
を
説くと、
「
中
国は
現
代
化
を
必
要と
し
てい
るの
だ
か

ら
西
側の
技
術や
資
本が
必
要だ、
ゆ
えに
中ソ
和
解は
起こ
りっ
こ

ない。
だ
か
ら日
本は
ア
メ
リカ
と一
緒に
なっ
て、
中
国
を
巻き
込

ん
で
ソ
連の
脅
威に
対
処
す
るの
が
正
しい
の
だ」、
す
な
わ
ち日
中

平
和
友
好
条
約に
見ら
れ
た
反
覇
権
主
義、
対ソ
対
決
路
線でい
くべ

きだ
と、
必
ず
反
論
さ
れ
た。
そ
し
て
それが、
日
本
外
交の
ス
タン

ス
だっ
たの
で
す。

一
方、
ソ
連は、
世
界
政
策の
上か
ら
も、
常に
中ソ
和
解の
準
備

をし
てい
た。
こ
れ
まで
ソ
連は
基
本
的に
は二
極
志
向
型の
体
質
を

もっ
て
お
り、
自
分の
ほ
う
も
あ
く
ま
で
も一
極の
リ
ー
ダ
ー
た
らん

と
す
る
志
向が
あっ
た
と
思い
ま
す。
し
たがっ
て、
中
国は
ソ
連の

陣
営に
入っ
てい
てほ
しい
とい
う
衝
動が
常に
あ
り、
タシ
ケン
ト

演
説に
も
そ
れ
が
あっ
たの
で
す。

しか
しゴ
ルバ
チョ
フ
の
ス
タ
イ
ル
は
違
う。
ウ
ラジ
オ
ス
トッ
ク

演
説
など
か
ら
わか
るよ
うに、
中
国に
ア
プロ
ー
チ
す
る
際に、
ソ

連は
か
な
り
歴
史か
ら
教訓
を
学ん
でい
ま
す。
自
分が
指
揮
俸を
振

るっ
て、
中
国つ
い
てこ
い
とい
うや
り
方の
間違い
を反
省し
てい

る。
こ
こ
では、
ニ
極
志
向
型の
ア
プロ
ー
チ
は
見ら
れ
ない。



一
方、
中国も、
世
界の
共
産
党を
率い
てい
こ
うと
し
た
路
線の

間違い
を
十二
分に
自
覚し
てい
る。
つ
ま
り
相互
学
習の
結
果、
ぉ

．
互い
に
相
手
を
平
等な
存
在、
相互
補
完の
対
象と
し
て
見てい
る。

中ソ
和
解の
動
機が
そ
うい
う
もの
で
あ
れば、
今
後、
中ソ
関
係

が
改
善され
て
も、
かつ
て
五
0
年
代に
西
側で
盛
んに
言わ
れ
たよ

うな
二
枚
岩’
に
は
た
ぶ
ん
な
ら
ま、でて

。
そ
し
て
私の
見

方か
ら
すれ
ば、
そ
も
そ
も、
二
枚
岩’
は
神
話だっ
たの
で
す。

と
こ
ろ
が、
ど
う
も
西
側は
い
まだに
中ソ
は
で
き
る
だ
け
対立
し

てい
て
くれ
たほ
うがい
い
と
期
待し
てい
る。
ア
メ
リ
カの
戦略は

ま
さに
そ
う
で
す
し、
日
本の
政
府も
同じ
で
す。
そ
うい
う
期
待が

仔
勢判
断に
影
響して、
今
後の
中ソ
改
善も
たい
し
たこ
とは
ない

犬
ろ
うとい
う
見
方が
あ
り
ま
す。

しか
し、
こ
れに
つ
いφ
ては
私はこ
う
思い
ま
す。
現
在は
中ソ
が

一一一
ィ
ー
か
らといっ
て臼
本に
とっ
て
脅
威に
な
る
とい
う
時
代
れ

“
おく
な
りつ
つ
あ
る。
世
界
的な
軍
縮が
ま
す
ま
す
進む
で
し
ょ
う

し、
軍
事
力よ
り
も
経
済と
か
社
会の
充
実が
大
き
な
意
味
をもっ
時

代は
な
りつ
つ
あ
ると
思い
ま
す。
そ
うい
う
中で、
社
会
主
義
をど

う
位
fづ
け
る
か
とい
う
根
本
問
題が
今
後い
よい
よ
本
格
的に
出て

く
る。
ま
さに
ソ
連のペ
レ
ス
トロ
イ
カ
も
中国の
改
革も
その
流れ

げ
ーっと
思うの
で
す。
しか
し、
両
者と
も
なか
なか
順
調に
い
か

＋恥吐‘νまた、
民
族
問
題、
人
権
問
題な
ど、
似たよ
う
な
課
題
を
抱えは

じめ、
中ソ
関
係の
改
善
を
軸に、
中
園、
ソ
連は、
社
会
主
義の
再

生
le－－私は
延
命と
み
るの
で
すが
｜｜の
ため
に
もい
ろい
ろ
協
力
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じめ
て、・
中国は
資金、
技
術の
面
で
開
放し
てい
くこ
とに
な
るの

で
すが、
こ
の
過程で
も
ま
だ一
国
社
会
主
義の
考え
方が
強
く
影
響

す
る。
つ
ま
り、
開
発の
セ
オ
リ
ー
ど
お
り
輸入
代
替
型の
戦略
をと

り、
国
民
経
済
形
成の
基
礎と
な
る
重化
学工
業化
を
ま
ず
第一
義に

おい
た。
と
こ
ろ
が、
宝山コ
ン
ビ
ナ
ー
トの
失
敗や
基
本建
設
投
資

の
過
重に
よ
る
過
熱が
起きて、
結
局失
敗
を
す
る。

その
失
敗の
背
景に
は、
六
0
年
代の
後半ご
ろ
か
ら
資
本
主
義の

経
済が
多国
籍化へ
の
道
を
歩ん
でい
たこ
と
が
あ
り
ま
す。
ド
ル
危

機とニ
囲の
石
油
危
機で、
西
側で
も一
国
資
本
主
義
を
基
礎と
し
た

戦略
では
もは
や
経
済
を
運
営で
き
ない
とい
うこ
と
が
はっ
き
り
し

た。
こ
の
よ
うに
世
界
経
済が一
つ
の
連
動し
た
陣偽
造
を
な
し
て
き
た

状況
下に、
発
展
途
上
国が一
国モ
デ
ル
の
重化
学工
業化に
よっ
て

開
発
戦略
を立て
れば
必
ず
破
綻
す
るとい
うこ
と
なの
で
す。

余
談で
すが、
N
I
E
S
が
今日
の
よ
うに
経
済
的に
繁
栄で
き
た

の
は、
こ
の
世
界
経
済の
構
造
変化
をい
ち
早
く
読み
とっ
た
か
ら
で

す。
つ
ま
りN
I
E
S
諸
国は、
戦略
的に一
国モ
デ
ル
を
放
棄して

輸
出
主
導
型に
転
換し、
それ
が
多国
籍
化の
琉れに
み
ご
とに
乗っ

たこ
う
し
た
流れの
中で、
中国が
なお
社
会
主
義
を
展
望す
ると
き

に、・一
国
社
会
主
義では
成
り
立
た
ない
の
は
当
然で
す。
そこ
か
ら

沿
海
発
展
戦略が
出て
く
る。
と
こ
ろ
で、
こ
の
よ
うに
経
済の
論
理

が
多国
籍
化
し、
国
境を
超
えてい
こ
うとい
うと
きに、
国
家の
政

治の
論
理の
方は、
まだ
ま
だネ
イ
シヨ
ン・
ス
テ
ー
トへ
の
あ
く
な．

き
執
着が
あっ
て、
経
済活
動を
国
民
経
済
的な
枠の
中に
押しと
ど

し
合っ
てい
くの
では
ない
か。

こ
う
し
たこ
と
か
ら、
中ソ
を
軸に、
緩や
か
な
社
会
主
義
的
な
連

常
関
係
11
緩や
か
な
同
盟
関
係
llが
回
復す
るの
では
なハ
ゎ。

つ
ま
り
中、
ソ、
モ
ンゴ
ル、
北
朝
鮮、
ベ
ト
ナム、
場
iに
じ・
1

ア
フ
ガニ
ス
タ
ン
等々
のユ
ド
ラ
シ
ア
大
陸に
お
け
る
社
会
主
義諸
国

ま
で
含ん
だ
再
編が
起こ
る。
しか
も、
その
過程は
かつ
ての
よ
う

に
西
側とヘ
ゲ
モニ
ー
を
競い
合う
もの
では
ない
と
思うの
で、
そ

の
よ
う
な
動きが
起こっ
て
も、
日
本は
冷
静に
対
応してい
けば
い

い
の
だ
ろ
うと
思い
ま
す。

加々
美
ア
ジ
ア
も
含め
たゴ
ルバ
チョ
フ
の
軍
縮
提
案は、
も
ち

ろ
ん日
本に
とっ
て
歓
迎すべ
きこ
と
なん
で
すが、
問
題は
北
方四

島
問
題な
どに
つ
い
て、
海
洋
軍抵
を
中心
と
し
た日
米
安
保
体
制と

深い
か
か
わ
りが
あ
るとい
うこ
と
で
しょ
う。

ヨ
ーロッ
パ
では
ワ
ル
シャ
ワ
条
約
機
構とN
A
T
Oの
間で、
デ

タ
ン
ト
の
問
題は
比
較的
容
易に
決
まっ
てい
くが、
ア
ジ
ア・
太
平

洋の
ほ
うが
後回
しに
な
る。
それは
もと
をた
だ
せば、
根
本に
あ

ー従
来
の
米ソ
国
際
冷
戦
体
制の
構
造
その
もの
が
欧
州に
お
け
る

J
dv
g
」、
米ソの
均
衡を
安
定させ
る
構
造
を
なし
てい
たこ
と

と
隙
併が
あ
る
と
思
うの
です。
だ
か
ら
欧
州
で
戦
後に
戦
火
が
や

み、
アジ
ア
では
戦火が
拡
大
し
た。
デタ
ン
ト
も、
ま
た
欧
州か
ら

始
ま
り、
アジ
アは
あと
回
しに
な
る。
ア
ジ
ア
での
デタ
ン
ト立、

ーは
こ
の
間どの
よ
う
な
過程
をた
どっ
て
きてい
る
か］
少し
んU国

ぷ
則
し
て
見・たい
と
思い
ま
す。

七
0
年
代
後
半、
個
人組が
打
倒さ
れ
主
挙
国鋒
時代に
なっ
ては

め
よ
うと
しでい
ろい
ろ
な
札
線を
生ん
でや
る出仰
が
ヌψ
イゅの
実態＝

説草

だ
と
思うの
で
す。

中国やソ
連の
民
族
問
題の
沸
騰
も
その一
つ
で
Li－
－
国
民
国

家の
枠か
ら
飛
び
出
そ
うと
す
る
周
辺
民
族に
対し
て、
経
済の
論
理

で
対
処で
き
な
く
なっ
てい
る。
つ
ま
り
経
済の
論
理で
処
理で
き
る

の
で
あ
れ
ば、
友
好
関
係
を保
ち
なが
ら
分
業
関
係
を成
立
させ
さ
え

すれば、
政
治
的な
札
機に
よ
るロ
ス
を
避
け
るこ
と
も
で
き、
十
分

経
済
効
率は
保て
るは
ずで
す。
政
治
面
でネ
イ
シヨ
ン・
ステ
ー
ト

へ
の
執
着が
強
く
残っ
てい
る
ために
それ
が
で
き
ない。

もと
もと
国
民
国
家を欧
米の
よ
うに
う
ま
く
形
成
で
き
なかっ
た

国で
あ
る
中国やソ
連で
あ
れば
なおの
こ
と、
そ
うい
う
問
題が
起

きや
すい
と
言
え
ま
す。
国
民
国
家が
形
成
し
き
ら
ない
う
ちに、
世

界は
とっ
ぐに
国
境を
超
えて
経
済が
動くよ
うに
なっ
て
きて
し
ま

っ
た。
その
流れに
合わ
せ
な
けれ
ば
経
済
建
設
も
成
り
立
た
ない
状

態に
なっ
てい
るとい
うの
が、
中
国やソ
連の
む
ずか
し
さの
根
源

で
す。ゴ

ルバ
チョ
フ
の
「
新しい
思
考」
も
まだ
世
界
資
本
主
義
全
体の

大
き
な
変
貌に
は
十
分
理
解が
届い
てい
ない
様
子で、
まだ
認
識
不

足
では
ない
か
と
思うの
で
す。
実は
経
済
的
な
基
盤か
ら
国
民
国
家

その
もの
が
既に
変
容
を始め
てい
る。
西
側との
経
済
的
な
協
力
関

係
な
しに
は
ソ
連の
経
済建
設は
成
り
立
た
ない
と
彼
も
しば
しば
指

摘す
るよ
うに
なっ
ては
い
ま
すが、
こ
う
し
た
認
識が
ない
と、
新

しい
社
会
主
義イ
メ
ージ
が
出て
こ
ない
の
で
は
な
い
か
と
思い
ま

す。



出…

川町山開山間

中
嶋
確かに
い
まは、
ボ
ーダ
ー
レ
ス・
エ
コ
ノ
ミ
ー
な
ど
と
ん問

わ
れ
る
よ
うに、
相
互
依
存の
ネッ
ト
ワ
ーク
が
世
界
中に
張
りめ
んい

ら
され
よ
うとい
う
時代で
すか
ら、
中
国、
ソ
連とい
え
ど
も、
緩

や
か
な
同
盟
関
係
を確
保し
てい
きfょが
ら、
体
制の
差
異
を
乗
り
越

え
て
経
済の
多
国
籍
化
を
進め
てい
か
ざる
をえ
ない
と
思い
ま
す。

その
過
程で
中ソ
の
経
済に
補
完性が
あ
るこ
と
が
童市
？
な
ふ
と

思い
ま
す。
中
国は
過
剰
労
働
力
をもっ
てい
ま
す
し、
一
方、
ソ
車

は
労
働
力
不
足だ
とい
う
問
題が
あ
る。
ソ
連は
軽工
業品
と
か
農
産

物が
不
足し
てい
ま
ずか
ら、
ぞれ
を
中
国か
ら
輸入
する
とい
うこ

と
も
あ
り
うる。
すでに
中ソ
聞の
経
済
協
力の
兆
候は
随
所U
見
i

れ
ま
す。
建
設
中の
第四の
最短
距
離の
中ソ
鉄
道も、
E
C
が
政
治

的川
暗合
する
九三
年ま
でに
完成
を目
ざし
てい
ま
す。
つ
ま
り
中

、
ι

仲違い
し
てい
ら
れ
ない
よ
う
な
状
況に
なっ
てい
るの
で
す。

た
だ、
中ソ
聞はい
まだに
無
条
約状
態で
す。
と
り
あ
え
ず
平
和

I
原則
な
り
平
和
共
存をテコ
に
し
た
外
交文
書
をつ
くる
とパ
う
草

が
あ
る
けれ
ど
も、
それ
だ
け
では
す
ま
ない。
中ソ
聞の
菩
十
丸

76
り
平
和
条
約な
り
を
含む
問
題が
次に
出て
くる
と
思い
ま
す。

う一
つ
注目
し
て
お
か
な
け
れば
な
ら
ない
の
がム
基円で
す。
台

湾は
経
済が
好調
で
あ
る
と
同
時に、－
李
登
輝
体
制の
もと
で
民
主
化

が
進みつ
つ
あ
る。
その
こ
とに
よっ
て
従
来の
よ
う
な
硬
直し
た
姿

勢では
な
くて、
弾性
外
交とい
わ
れ
る
よ
うに、
台
湾が
世
界
経
済
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h’‘ タントへの道が模索され始めていったのです 。
よく冷静に考

え
て
み
る
と、
その
問、
血
を
流し
てい
た
地
域は、
イ
ン
ド
シ
ナ、

ア
フ
ガン、
ニ
カ
ラ
グ
ア
な
どの
発
展
途
上
国だっ
た。
中
国では
直

接の
戦
闘が
なかっ
たに
もか
か
わ
ら
ず、
世
界
戦
争の
危
機
意識が

内
同
化
し
ていっ
て、
文
化
大
革
命
とい
う
悲
劇に
つ
ながっ
た。
今

日
の
デ
タ
ン
トは、
その
よ
う
な
発
展
途
上
諸
国の
犠
牲の
上に
成
立

し
たの
で
す。
その一
方でN
I
E
S
の
台
頭が
あ
り、
世
界
経
済の

変
容が
起きる。
そ
し
て
経
済の
多
国
籍化が
進む。

こ
れ
らこ
そが
今日
の
世
界
情
勢を
基
底的に
動か
し
て
き
た
力な

の
で
あっ
て、
日
本は
遅れ
て
後を
追い
か
け
た
だ
けとい
わ
ざ
る
を

え
ない。

中
嶋
こ
の
間カ
ナ
ダ
の
国
際
会
議
で、
「
東アジ
アの
政
治
改
革」

とい
う
テ
lマ
で
私が
講
演をし
たと
きに、
日
本に
外
交は
あ
るの

vb，、ドiv

か
と
質
問
され
て、
ほ
ん
と
うに
恒
促
た
る
もの
が
あ
り
ま
し
た。
ゴ

ルバ
チョ
フ
と
ひ
ざ
を
詰め
て
話
し
合
え
ない
唯一
の
経
済大
国が
日

本だ
とい
う
状
況は、
立
ち
遅れ
以
外の
何
物で
も
ない。
そ
し
て
ア
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・
立
ち
殺
か
る
中
国
知
識
人

望

｜｜
方
励
之
と
民
主
化の
声

⑨825
円
高
空

軍刈間文後・代田智明渇
中国民主化巡動が大きな高まりを兄

翠せている。
今年初頭から中国知議人の民主化要求は公開法婦と

書
して政府・議会に提出されるようになった。その最新事噴宮、

E
公
開念品、
声明 、
インタビュー（
香港の雑誌『九十
年んじ
から

採号 、特別
寄稿等の翻訳で浮き彫りにする同時

代資料提

に
来
た
す
役
割を
自
党しつ
つ
あ
るの
で
す。
こ
れは
台
湾の
自
信の

あ
ら
わ
れ
で
す。
台
湾か
ら
中
国（
の
投
資も
進む。
と
する
と、
七

二
年の
と
きの
日
中
国
交・
日
台
断
交の
枠
組み
では、
い
まの
台
湾

やアジ
ア
の
新しい
発
展に
日
本は
対
応で
き
ない。
硬
直し
た
外
交

姿
勢で
対
応
を
誤れば、
日
本は
米
中、
米ソ、
中ソに
次い
で
中
台

rh
もま
た
頭
を
越
され
るの
では
ない
か。

コ
い
まの
ア
ジ

ヴに
は
中ソ
関
係
を含め
て
大
き
な
地
殻
変
動が
起こ

っ
て
しる。
Lb
もこ
の
地
殻
変
動は、
パ
ワ
i
・
ゲ
lム
の
力
学で

動い
た六
0
年
代、
七
0
年
代の
変
動では
ない。
中
国と
台
湾との

交
流など、
ま
さに
グ
ラス・
ル
l
ツ
か
らの
大
き
な
変化で
す。
朝

鮮
半
島に
つ
い
て
も
南
北の
合
流が
進む。
イ
ン
ド
シナ
半島も
同
様

で
す。
こ
れ
らの
動
き
を
十
分に
つ
か
むよ
う
な
外
交理
念
を
き
ち
ん

とつ
くっ
てい
か
な
け
れば
な
ら
ない。

加々
美
そ
れ
なの
に、
たと
えば
中
曽根
氏が
ま
だ
首
相だっ
ヒ

こ
ろ、
I
N
F
全
廃
宰伊が
米ソ
問で
成
立
し
たとき、
それは
日＋約

一J
含め
た
1カ
の
外
交」
の
勝
利であっ
たとい
う
見
方が
喧
伝
され

‘
り
する・・・・・・。

中
崎
全
く
そ
うじゃ
ない
で
す
ね。
軍
事的
な
力よ
り
も
経
済の

力で
あっ
たとは
言える
と
思い
ま
すが。

加々
美
「
力の
外
交」
の
勝
利だ
とい
う
見
方が
ま
さ
し
くヨ
字

の
もの
の
見
方の
立
ち
遅れ
を
示
す
もの
で
す。
最
初に
米ソ
と
いわ

界に
対するオ
ーバ
ー

コ
＝
ミッ
トメ
ン
トが
あっ
て、
ぞれ
が、
ま

ずア
メ
リ
カ、
次い
でソ
連とい
う
形で、
国
内
経
済ひい
て山
国
h

体
制その
もの
を
危
機に
陥れ
た。
それが～
つ
の
要因と
なっ
てデ

� 

ジ
ア
は
い
ま
非
常
に
動
い
て
い
る
の
も
確
か
で
す
が、
」

方、

中
ソ
が

和
解し
て
も
地
域
紛
争は
まだ
あ
ちこ
ちに
残る
と
思うの
で
す。
し

か
し、
地
域
紛
争も、
六
0
年
代、
七
0
年
代と
性
格が
違っ
て
きて

い
る。
かつ
ての
地
域
紛
争の
多くは
米ソ
のパ
ワ
l・
ゲ
lム
の
し

わ
寄せ
で
し
た。
こ
れ
か
らは
地
域
紛
争は
よ
り
内
発
的、
内
在
的
な

もの
に
なる。
中ソ
の
少
数民
族の
反
乱ゃ
あ
るい
は
ス
リ
ラン
カ
の

シ
ンハ
リ
族と
タ
ミ
｜
ル
族の
対立
な
どに
し
て
も、
宗
教と
か
文
化

の
問
題が
根
本
原
因で
す。

こ
の
よ
う
な
地
域
紛
争に
対し
ては、
経
済
力がこ
こ
ま
で
大
き
く

なっ
た
日
本は、
O
D
A
の
あ
り
方
を
根
本
的に
改
善
す
る
な
ど
し

て、
い
ろい
ろ
貢
献が
で
きる
は
ず
で
す。
台
湾で
も、
最
近
外
貨
準

備が
多い
だ
けに、
それ
をア
フ
リカ
の
福
祉に
充て
よ
う
など
とい

う
動
きが
あ
る。
百
本は
経
済
力
を
有
効に
活
用
し
て、
パ
ワ
l・
ゲ

ーム
の一
認
を
担
う
形と
は
違っ
た
経
済
外
交を
築
くこ
と
が、
い
ま

と
て
も
大
き
な
課
題に
なっ
てい
るの
で
す。
今回の
中ソ
和
解を
大

き
な
教訓
と
受
け
取るべ
きだ
と
思い
ま
す。

•5:�富mlli't：扱：：�・

海
外

紙誌に見る
天
皇
報
道ω

凱風社
〒1 12文京区後楽2·-22・12
mJ3-815-7臼3仮谷5・88715

ア
ジ
ア
民
衆
法
廷
準
備
会
前

回目∞年9月日日の天主
容態急変以後日月初旬までの「自

繍日本」
を伝・50アジア・欧米日か国M紙誌を紹介 。

図的年・1月7日の天皇死去は
海外にどう報道されたか。

園内報道に欠ける
事実を伝えるアジア・欧米玉市議誌。


