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は
じ
め
に

　

一
九
六
六
年
に
始
ま
っ
た
文
化
大
革
命
は
、
大
陸
反
攻
を
国
是
と

し
て
い
た
蔣
介
石
率
い
る
中
華
民
国
に
と
っ
て
、
そ
の
大
陸
反
攻
の

格
好
の
好
機
に
映
っ
た
に
ち
が
い
な
〉
1
〈
い
。
蔣
介
石
は
そ
の
日
記
で

「
こ
の
時
こ
そ
「
倒
毛
」（
毛
沢
東
を
倒
す
）
に
は
最
も
容
易
な
時
」

だ
と
し
て
い
〉
2
〈

た
。
し
か
し
、
そ
の
蔣
介
石
の
大
陸
反
攻
を
食
い
止
め

た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
勃
発
後
に
ア
メ
リ
カ
は
台

湾
海
峡
防
衛
を
決
め
た
が
、
そ
れ
は
中
華
民
国
に
よ
る
大
陸
反
攻
を

支
援
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
台
湾
海
峡
の
現
状
を
維
持
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
中
華
人
民
共
和
国
の
台
湾
「
解
放
」
を

防
ぐ
と
と
も
に
、
中
華
民
国
に
よ
る
大
陸
反
攻
を
も
防
ぐ
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
〉
3
〈

た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
蔣
介
石
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
不
信
感
を
露

わ
に
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
九
六
八
年
の
日
記
で
は
日
中
戦
争
の
歴

史
が
回
顧
さ
れ
、「
当
初
ア
メ
リ
カ
は
正
義
公
理
の
盟
主
」
だ
と

思
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
二
七
年
を
経
て
、「
国
敗
れ
て
家
も
已
み
、

人
民
も
塗
炭
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
先
人
の
墓
骨
も

砕
か
れ
、
個
人
的
に
も
こ
れ
ま
で
に
な
い
侮
辱
を
受
け
た
が
、
さ
ら

に
ア
メ
リ
カ
に
欺
さ
れ
弄
ば
れ
」、
こ
れ
以
上
の
恥
辱
は
な
い
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
次
の
一
文
が
重
要
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
望
み
を
託
さ
ず
、
別
に
炉

烘
を
た
て
、
自
ら
を
救
い
、
ま
た
自
立
を
図
ろ
う
と
思
う
。
こ

れ
も
決
し
て
行
き
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
〉
4
〈

う
。

「
別
に
炉
烘
を
た
て
」
と
い
う
の
は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
建
国
さ

中
華
民
国（
台
湾
）か
ら
み
た
文
化
大
革
命 

　
─
─
ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ
ス
と
華
ソ
接
近
問
題
を
例
と
し
て
─
─
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れ
た
時
に
中
国
外
交
の
方
針
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
別
に
竃
を
立
て

る
」
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
後
、
ア
メ
リ
カ
に
頼

ら
ず
、
別
の
関
係
を
築
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

蔣
介
石
は
こ
の
後
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
と
の
接
近
を
模
索
す
る
。
そ

し
て
、
ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ
ス
と
い
う
人
〉
5
〈
物
が
台
北
を
訪
問
し
、
実
際

に
初
期
的
な
交
渉
が
も
た
れ
る
。
最
終
的
に
、
こ
の
華（
台
）ソ
接

近
が
何
か
し
ら
の
結
果
を
生
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
台
湾
か

ら
文
革
を
見
る
上
で
は
一
つ
の
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ
ス
と
台
湾
の
関
わ
り
は
、
す
で
に
少
な

か
ら
ぬ
研
究
者
の
関
心
を
引
き
つ
け
て
き
た
。
英
語
圏
で
の
代
表
的

な
研
究
と
し
て
は
、
ま
ずJohn G

arver
の
一
九
七
八
年
の
論
考
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
ソ
連
と
中
華
民
国
の
双
方
が
互
い
に
き
わ
め
て
現

実
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
し
、「
曖
昧

な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」（A

m
biguous Partnership
）
を
形
成
し

た
と
評
価
し
た
。M

ichael Share

の
二
〇
〇
三
年
の
論
考
は
、
比

較
的
長
期
的
な
ス
パ
ン
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
か
ら
分
析
を
加

え
、
華
ソ
接
近
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
対
立
か
ら
不
確
か
な
友
好
関

係
へ
と
移
行
し
た
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、C

zeslaw Tubilewicz

に
よ
る
二
〇
〇
五
年
の
論
考
は
、Share

を
批
判
し
つ
つ
、
中
華
民

国
は
あ
く
ま
で
ソ
連
接
近
を
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
「
梃
子
」

（Leverage

）
と
し
て
利
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、「
敵
か
友

か
」
と
い
っ
た
二
分
法
に
疑
義
を
呈
し
た
の
だ
っ
〉
6
〈

た
。
し
か
し
、
当

時
の
冷
戦
史
研
究
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
、
理
想
主
義
的
か
、
現
実
主

義
的
か
と
い
う
論
点
は
横
に
置
く
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究

の
多
く
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ソ
連
の
史
料
を
用
い
て
い
た
。G

arver

が
中
華
民
国
の
文
書
を
一
部
用
い
た
も
の
の
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た

台
湾
に
お
け
る
ル
イ
ス
の
行
動
な
ど
に
つ
い
て
は
、
魏
景
蒙
の
日
記

を
用
い
て
い
た
に
す
ぎ
な
〉
7
〈
い
。
そ
の
後
、
公
開
さ
れ
た
蔣
介
石
日
記

な
ど
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
蔣
介
石
日
記

や
台
湾
の
新
た
に
公
開
さ
れ
た
外
交
文
書
な
ど
を
用
い
て
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
二
〇
〇
九
年
に
報
告
し
た
。

　

他
方
、
蔣
介
石
日
記
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
楊
天
石

は
、
二
〇
〇
八
年
に
『
找
尋
真
実
的
蔣
介
石
│
│
蔣
介
石
日
記
解
読
』

で
こ
の
ル
イ
ス
の
案
件
を
日
記
に
基
づ
い
て
記
し
、
さ
ら
に
二
〇
一

〇
年
十
月
二
十
七
日
、
人
民
日
報
『
文
史
参
考
』
雑
誌
社
主
催
の

「
文
史
大
講
堂
」
第
一
回
（
於
：
北
京
大
学
百
年
講
堂
）
に
お
い
て
お

こ
な
っ
た
講
演
「
告
訴
你
所
不
知
道
的
蔣
介
石
」（
あ
な
た
の
知
ら

な
い
蔣
介
石
に
つ
い
て
話
そ
う
）
で
、
ル
イ
ス
の
訪
台
の
件
を
日
記

に
基
づ
い
て
述
べ
、
中
国
で
も
新
た
な
知
見
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
〉
8
〈
た
。
楊
は
そ
の
後
そ
の
講
演
内
容
を
活
字
に
も
し
て
い
〉
9
〈
る
。

　

二
〇
〇
九
年
の
報
告
の
際
、
筆
者
は
楊
の
業
績
を
踏
ま
え
て
報
告

を
お
こ
な
っ
て
お
ら
ず
、
後
に
な
っ
て
そ
の
内
容
の
重
複
を
知
っ

た
。
ま
た
そ
の
後
、
蔣
介
石
日
記
を
用
い
た
英
語
、
中
国
語
の
論
考

な
ど
も
出
て
い
〉
10
〈
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
ル
イ
ス
案
件
の
内
容
が
必
ず

し
も
日
本
語
で
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
鑑
み
、
主
に
蔣
介
石

日
記
や
魏
景
蒙
（
王
平
）
日
記
を
用
い
て
、「
台
湾
か
ら
見
た
文
化
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大
革
命
」
を
示
す
一
事
例
と
し
て
叙
述
し
た
い
。
こ
の
案
件
は
中
華

民
国
の
行
政
機
関
が
直
接
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
魏
や
蔣
父
子
な

ど
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
の
で
、
用
い
る
史
料
と
し
て
は
、
檔
案
よ

り
も
日
記
が
有
用
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
叙
述
に
際
し
て
は
、
自
ら

の
二
〇
〇
九
年
の
報
告
内
容
を
踏
ま
え
、
先
行
研
究
と
の
重
複
を
な

る
べ
く
回
避
し
た
い
。

一
　
冷
戦
下
の
中
華
民
国
と
ソ
連

　

冷
戦
下
、
中
国
は
分
断
国
家
と
な
り
、
北
京
に
中
華
人
民
共
和
国

政
府
が
あ
り
台
北
に
中
華
民
国
政
府
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
政

府
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
当
初
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン

ダ
の
例
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
片
方
と
外
交
関
係
、
い
ま
一
方
と
領

事
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
あ
り
え
た
が
、
次
第
に
双
方
の
政
府
の

「
一
つ
の
中
国
」
政
策
が
形
成
さ
れ
〉
11
〈
た
。
朝
鮮
戦
争
で
台
湾
海
峡
の

「
現
状
維
持
」
が
図
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
政
府

の
対
立
は
世
界
的
な
「
冷
戦
」と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
前
述
の
よ

う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
中
華
民
国
の
大
陸
反
攻
を
支
援
し
て
は
お
ら

ず
、
一
九
五
四
年
の
米
華
相
互
防
衛
条
約
に
は
金
門
、
馬
祖
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。し
か
し
、そ
れ
で
も
一
九
五
四
年
、一
九
五
八
年
の
台

湾
海
峡
危
機
で
は
ア
メ
リ
カ
も
そ
れ
に
一
定
程
度
関
与
し
て
い
る
。

　

冷
戦
下
の
中
華
民
国
は
反
共
陣
営
の
一
員
で
あ
り
、
ソ
連
と
直
接

的
な
関
わ
り
を
持
っ
た
こ
と
は
決
し
て
多
く
な
い
。
一
つ
の
事
例

は
、
一
九
五
四
年
六
月
二
十
三
日
に
中
華
民
国
が
バ
シ
ー
海
峡
で
ソ

連
船
籍
の
タ
ン
カ
ー
、Tuapse

号
を
拿
捕
し
た
件
で
あ
〉
12
〈

る
。
一
九

五
〇
年
代
、
台
湾
海
峡
を
挟
む
両
岸
関
係
が
緊
張
す
る
中
で
、
中
華

民
国
が
中
華
人
民
共
和
国
の
背
後
に
い
る
と
考
え
ら
れ
た
ソ
連
に

「
一
矢
報
い
た
」
と
い
う
こ
と
は
一
定
の
意
味
を
持
っ
た
。
無
論
、

そ
の
後
に
、
中
ソ
対
立
の
進
行
過
程
で
中
ソ
接
近
が
あ
る
な
ど
、
中

ソ
、
米
中
関
係
が
変
化
す
る
と
、
華
ソ
間
の
緊
張
が
緩
和
し
た
こ
と

は
少
な
か
ら
ぬ
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
〉
13
〈

る
。

　

し
か
し
、
蔣
介
石
日
記
は
そ
れ
と
は
や
や
異
な
る
示
唆
を
あ
た
え

て
く
れ
る
。
一
九
五
四
年
六
月
二
十
二
日
、
日
記
に
は
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
〉
14
〈
る
。

　
　

ソ
連
の
タ
ン
カ
ー
に
対
し
て
そ
れ
を
拿
捕
す
る
命
令
を
く
だ
し

た
。
第
七
艦
隊
は
、
通
常
我
々
を
支
援
す
る
も
の
の
、
最
終
的

に
は
こ
れ
〔
こ
の
拿
捕
＝
筆
者
注
。
以
下
同
〕
に
は
加
わ
れ
な

い
と
声
明
し
た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
命
じ
て
阻
止
し

た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
自
分
は
独
自
に
命
令
を
く
だ
し
、
予
定

し
て
い
た
計
画
に
基
づ
い
て
単
独
で
拿
捕
す
る
命
令
を
く
だ
し

た
。
た
と
え
タ
ン
カ
ー
が
武
装
し
て
抵
抗
し
た
と
し
て
も
、
戦

闘
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
こ
そ
、
ソ
連
が
十
年
来
、
匪
〔
中
国
共

産
党
〕
と
物
資
を
貿
易
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
最
初
に
勝
ち

取
る
も
の
で
あ
り
、
ソ
連
の
中
国
侵
略
に
対
し
て
最
初
に
お
こ

な
う
報
復
行
動
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ソ
連
が
中
華
人
民
共
和
国
を
支
援
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し
て
い
る
こ
と
へ
の
報
復
で
あ
り
、
同
時
に
ソ
連
が
中
国
を
侵
略
し

て
い
る
こ
と
へ
の
報
復
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の

許
可
が
な
く
て
も
そ
の
行
為
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
六

月
二
十
三
日
の
日
記
で
は
、「
我
が
艦
が
発
見
し
た
ら
、
そ
の
タ
ン

カ
ー
拿
捕
の
命
令
を
下
し
、
そ
の
船
上
の
機
器
を
破
壊
し
て
使
用
不

能
に
し
て
か
ら
、
高
雄
港
に
曳
航
す
る
」
と
し
て
い
〉
15
〈

る
。
実
際
、
同

船
は
六
月
二
十
四
日
に
高
雄
港
に
曳
航
さ
れ
た
。
だ
が
、
蔣
介
石
は

月
末
に
「
ソ
連
は
た
だ
ア
メ
リ
カ
に
だ
け
抗
議
し
、
自
分
に
は
船
の

返
還
を
要
求
し
て
こ
な
い
」
と
日
記
に
記
し
て
い
〉
16
〈

る
。
最
終
的
に
中

華
民
国
は
乗
組
員
を
送
還
は
し
た
が
、
タ
ン
カ
ー
は
返
還
し
な
か
っ

た
。

　

こ
の
案
件
を
め
ぐ
る
蔣
介
石
日
記
の
表
現
は
、
冷
戦
下
で
の
東
西

両
陣
営
重
視
で
あ
る
と
か
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
思
考
で
は
な

く
、
や
は
り
中
国
共
産
党
を
ソ
連
が
支
援
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
ソ
連
が
中
国
を
侵
略
し
て
い
る
と
い
う
二
点
に
求
め
ら
れ
て
い

る
。ソ
連
で
は
、こ
の
案
件
は
映
画
化
さ
れ
る
が（A

n E
xtraordinary 

Incident / Чрезвы
чайное происш

ествие

）、
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
満
ち
て
い
る
と
さ
れ
〉
17
〈

る
。
ま
た
、
先
行
研
究
も
、
こ
の
タ
ン

カ
ー
拿
捕
は
中
華
民
国
政
府
独
自
の
行
動
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
船

舶
拿
捕
に
関
す
る
事
前
調
整
が
米
中
で
あ
っ
た
こ
と
〉
18
〈

や
、
こ
の
船
舶

に
関
す
る
情
報
な
ど
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

を
も
っ
て
、
広
い
意
味
で
は
ア
メ
リ
カ
の
影
響
下
で
生
じ
た
こ
と
と

し
て
い
〉
19
〈

る
。
だ
が
、
国
際
政
治
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
や
案
件
処
理
の
プ

ロ
セ
ス
は
別
と
し
て
、
蔣
介
石
の
認
識
は
中
国
に
お
け
る
正
統
性
、

そ
し
て
中
国
に
対
す
る
侵
略
へ
の
抵
抗
と
い
う
論
理
に
基
づ
い
て
い

た
。
こ
う
し
た
観
点
は
一
九
五
六
年
の
『
蘇
俄
在
中
国
』
に
も
継
承

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

二
　
文
革
期
の
ソ
連
・
中
華
民
国
の
接
近 

　
─
─
ル
イ
ス
の
訪
台
─
─

　

一
九
六
六
年
に
文
化
大
革
命
が
始
ま
る
と
、
蔣
介
石
は
こ
れ
を
大

陸
反
攻
の
絶
好
の
機
会
と
考
え
る
が
、
ア
メ
リ
カ
は
決
し
て
そ
の
大

陸
反
攻
を
支
援
せ
ず
、
ま
た
一
九
五
四
年
と
は
異
な
り
、
側
面
支
援

さ
え
も
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
文
革
以
前
の
一
九
六
四
年
の
周

恩
来
の
訪
ソ
以
降
、
す
で
に
ソ
連
の
台
湾
接
近
が
始
ま
っ
て
い
た
と

す
る
論
考
も
あ
る
〉
20
〈

が
、
一
九
六
六
年
五
月
十
六
日
の
「
五
一
六
通

知
」
を
経
た
一
九
六
七
年
に
は
メ
キ
シ
コ
の
陳
質
平
を
通
じ
た
、
中

華
民
国
と
ソ
連
と
の
接
触
も
試
み
ら
れ
て
い
た
。

　

ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ
ス
と
い
う
ソ
連
出
身
の
、
ロ
ン
ド
ン
のThe 

Evening N
ew

s

の
記
者
が
中
華
民
国
側
と
接
触
し
た
の
は
、
東
京
に

お
い
て
で
あ
る
。
一
九
六
八
年
十
月
に
駐
日
大
使
の
陳
之
邁
が
行
政

院
新
聞
局
長
の
魏
景
蒙
に
こ
の
人
物
が
訪
台
を
希
望
し
て
い
る
旨
が

告
げ
ら
れ
る
。
こ
の
人
物
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
英
語
通
訳
を
務
め

て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
一
般
に
Ｋ
Ｇ
Ｂ
の
海
外
工
作
員
だ
と
目

さ
れ
て
い
〉
21
〈

る
。
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十
月
五
日
の
「
蔣
介
石
日
記
」
に
は
「
対
ソ
連
問
題
を
考
慮
す
る
」

と
あ
り
、十
月
十
六
日
に
は
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
あ
〉
22
〈

る
。

　
　

も
し
、
彼
〔
ソ
連
〕
が
モ
ノ
を
介
し
て
我
々
に
接
近
し
て
き
て

い
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
モ
ノ
を
送
る
方
法
と
ル
ー
ト
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。
ま
ず
は
そ
れ
へ
の
準
備
を
お
こ
な
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。（
甲
）
空
輸
し
て
直
接
台
湾
に
運
ば
れ
る
の
か
。

（
乙
）
海
運
で
間
接
的
に
運
ぶ
な
ら
、
そ
の
地
点
と
航
路
。

（
丙
）
直
接
海
運
。

こ
れ
は
ソ
連
か
ら
大
陸
反
攻
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
を
想
定
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
日
の
十
七
日
に
は
、「
某
方
面

の
提
出
し
て
い
る
米
華
相
互
防
衛
条
約
〔
原
文
で
は
「
中
美
協
防
台

澎
問
題
」〕
の
問
題
を
予
防
す
べ
く
、
次
の
よ
う
に
答
え
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
と
中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約
〔
原
文
で
は
「
匪
俄

共
同
防
禦
協
定
」〕
と
の
性
質
は
異
な
っ
て
い
る
。
共
匪
が
大
陸
で

消
滅
し
て
か
ら
、
当
然
自
然
に
撤
廃
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
な
ど
と

記
さ
れ
て
い
〉
23
〈

る
。
そ
の
週
の
週
末
に
記
し
た
反
省
録
に
は
、
本
文
の

冒
頭
で
引
用
し
た
「
こ
れ
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
望
み
を
託

さ
ず
、
別
に
炉
烘
を
た
て
、
自
ら
を
救
い
、
ま
た
自
立
を
図
ろ
う
と

思
う
。
こ
れ
も
決
し
て
行
き
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
〉
24
〈

う
」
な
ど
と
記
さ
れ

て
い
た
し
、
そ
こ
に
は
ソ
連
業
務
に
集
中
的
に
取
り
組
む
決
意
も
記

さ
れ
て
い
た
。

　

十
月
二
十
二
日
、
ル
イ
ス
と
魏
景
蒙
が
会
見
し
た
。
そ
の
模
様
を

魏
が
国
防
部
長
で
あ
っ
た
蔣
経
国
に
報
告
し
、
そ
れ
が
蔣
介
石
に
報

告
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
後
の
数
日
の
日
記
の
内
容
は
楊
天
石
の
研
究

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
重
複
も
あ
る
が
、
経
緯
を
記
し
て
お

き
た
い
。
二
十
三
日
、
蔣
介
石
は
日
記
で
「
経
国
か
ら
ソ
連
人
と
景

蒙
と
の
昨
日
の
対
話
の
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
直
接
報
告
を
受
け

た
。
こ
れ
こ
そ
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
が
こ
の
密
偵
〔
原
文
「
密
探
」〕

を
派
遣
し
て
視
察
を
お
こ
な
う
こ
と
の
始
ま
り
だ
」
と
述
べ
、
さ
ら

に
今
日
は
ず
っ
と
ソ
連
の
密
使
対
策
を
し
て
い
た
と
も
記
し
て

い
〉
25
〈

た
。
二
十
四
日
の
日
記
に
は
こ
の
密
偵
の
意
図
に
つ
い
て
の
分
析

が
七
点
に
亘
っ
て
記
さ
れ
て
い
〉
26
〈

る
。

　

甲
：
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
た
だ
我
が
党
〔
国

民
党
〕
だ
け
が
中
国
を
統
一
し
て
よ
く
、
毛
沢
東
の
共
産
党
に

は
将
来
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

乙
：
ア
メ
リ
カ
、
日
本
に
対
し
て
警
戒
心
を
抱
い
て
お
り
、
も
し

日
本
が
中
国
を
侵
略
す
れ
ば
そ
の
半
分
を
占
領
で
き
る
だ
ろ

う
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
我
々
が
日
本
と
と
も
に
毛
沢
東
を

攻
め
る
な
ら
ば
、
ソ
連
が
華
北
を
占
領
す
る
と
し
て
い
る
。

　

丙
：
そ
の
主
た
る
目
的
は
、
経
国
と
連
絡
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

丁
：
大
使
級
会
談
の
実
施
。

　

戊
：
貿
易
通
商
の
主
張
。

　

己
：
台
湾
の
実
情
を
観
察
し
、
中
国
共
産
党
の
状
況
と
我
々
の
中

国
大
陸
で
の
力
に
つ
い
て
聞
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

庚
：
文
物
を
台
湾
か
ら
ソ
連
に
運
ん
で
展
覧
に
供
す
る
こ
と
、
ま

た
記
者
を
ソ
連
に
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
主
張
。
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そ
の
意
図
は
我
が
政
府
と
公
開
で
き
る
か
た
ち
で
急
ぎ
往
来

し
、
毛
沢
東
の
共
産
党
と
の
関
係
が
断
絶
し
た
り
、
毛
沢
東
の

共
産
党
を
威
嚇
す
る
こ
と
を
惜
し
ま
ず
、
中
米
関
係
〔
中
華
民

国
と
ア
メ
リ
カ
の
関
係
〕
を
離
間
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

翌
日
の
日
記
に
蔣
介
石
は
、「
昨
日
の
午
前
に
は
ソ
連
の
密
偵
へ
の

応
対
と
採
る
べ
き
方
針
に
つ
い
て
考
慮
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
丁
寧

に
指
示
を
し
た
」
と
あ
〉
27
〈

る
。
蔣
経
国
が
そ
れ
に
応
じ
た
対
応
を
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
翌
日
に
ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ
ス
は
、

国
防
部
情
報
局
の
葉
翔
之
局
長
と
会
談
し
、
大
使
級
会
談
の
実
施
や

大
陸
反
攻
時
の
支
援
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
〉
28
〈
る
。
こ
の
日
も
蔣
介

石
は
「
完
全
に
対
ソ
、
対
米
方
針
に
つ
い
て
研
究
し
、
他
の
業
務
が

で
き
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
〉
29
〈

る
。
当
の
ル
イ
ス
は
こ
の
日
台
湾
南
部

に
向
か
っ
て
い
る
。

　
「
魏
景
蒙
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
十
月
二
十
六
日
に
蔣
経
国
、
魏
景

蒙
、
葉
翔
之
の
三
者
が
会
議
し
て
い
〉
30
〈

る
。
そ
こ
で
定
め
ら
れ
た
方
針

は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
一
、
中
ソ
関
係
の
歴
史
は
悠

久
だ
が
関
係
が
悪
化
し
た
の
は
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
。
第
二
次
世
界

大
戦
に
際
し
て
我
々
は
協
力
し
た
が
、
後
に
ソ
連
は
毛
沢
東
を
支
持

し
、
我
々
は
不
利
な
地
位
に
置
か
れ
た
。
二
、
ソ
連
が
恐
れ
て
い
る

の
は
毛
沢
東
で
あ
っ
て
、
欧
米
で
は
な
い
。
三
、
内
在
、
外
在
的
な

関
係
に
よ
り
、
台
湾
が
三
六
〇
度
の
転
換
を
す
る
こ
と
は
大
変
困
難

だ
。
そ
の
た
め
、
こ
の
こ
と
は
静
か
に
進
め
る
」。
こ
こ
で
の
三
六

〇
度
と
い
う
の
は
一
八
〇
度
の
こ
と
で
、
全
面
転
換
し
て
ソ
連
と
同

盟
を
結
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

次
い
で
、「
四
、
我
々
は
こ
の
海
島
へ
と
退
い
て
守
っ
て
お
り
、

中
共
か
ら
の
脅
威
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
こ
の
こ
と
は
我
々
の
生
死

に
関
わ
る
。
我
々
は
毛
沢
東
の
滅
亡
を
見
た
い
の
で
、
我
々
と
ソ
連

は
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
、
ア
メ
リ
カ
は
近
年
ず
っ
と
中
国

〔
中
華
人
民
共
和
国
〕
と
接
触
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
我
々
の
大

陸
へ
の
反
攻
を
望
ま
ず
、
む
し
ろ
我
々
と
中
共
と
の
談
判
を
望
ん
で

い
る
。
あ
な
た
は
我
々
台
湾
の
立
場
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
こ
そ
、
も
し
我
々
が
大
陸
に
戻
れ
る
の
な
ら
、
辺
境
問
題
は
ソ
連

の
問
題
に
は
な
ら
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
毛
沢
東
と

の
敵
対
関
係
こ
そ
が
ソ
連
と
中
華
民
国
と
の
の
り
し
ろ
で
あ
る
こ
と

を
示
す
と
と
も
に
、
も
し
中
華
民
国
が
大
陸
に
戻
れ
ば
、
ソ
連
と
の

間
で
辺
境
問
題
に
つ
い
て
問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
そ
の
あ
と
は
原
則
論
で
、「
六
、
我
々
は

三
民
主
義
を
主
張
し
て
お
り
、
他
国
を
侵
略
し
な
い
。
七
、
ア
メ
リ

カ
は
我
々
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
参
加
を
望
む
が
、
我
々
は
拒
否
し

た
。
我
々
は
国
際
戦
争
に
参
加
し
た
く
な
い
。
八
、
中
共
は
我
々
の

内
部
問
題
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
我
々
は
強
い
関
心
を
持
っ
て
い

る
。
九
、
総
統
の
三
民
主
義
と
総
理
〔
孫
文
〕
の
そ
れ
は
同
じ
で
あ

る
。
孫
総
理
の
政
策
に
お
い
て
、
中
ソ
関
係
は
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ

と
の
関
係
の
よ
う
で
あ
っ
た
」。

　

十
月
二
十
六
日
の
「
蔣
介
石
日
記
」
に
は
、「
某
と
の
接
触
に
つ

い
て
は
、
毛
沢
東
の
共
産
党
に
対
す
る
華
ソ
双
方
の
共
同
計
画
を
た
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て
る
の
に
責
任
を
も
て
る
人
物
を
彼
ら
が
派
遣
す
る
こ
と
が
ま
ず
必

要
だ
。
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
そ
の
次
で
よ
く
、
急
ぐ
こ
と
で
は

な
い
」
と
し
て
い
る
。
蔣
介
石
は
ル
イ
ス
を
交
渉
担
当
と
い
う
よ
り

も
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
華
ソ
間

の
利
害
関
係
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
普
通
の
外
交
関
係
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
試
し
期
間
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
に

相
手
側
へ
の
警
戒
心
、
慎
重
さ
も
の
ぞ
か
せ
る
。
そ
し
て
、「
今
後

の
問
題
は
、
実
質
的
な
双
方
の
行
動
と
必
要
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ

て
決
定
す
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
相
手
側
の
行
動
を
い
か

に
見
る
か
に
つ
い
て
、
我
々
に
と
っ
て
総
理
以
来
の
ソ
連
に
対
す
る

宗
旨
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
ソ
連
と
の
連
携
の
可

能
性
も
示
唆
し
て
い
〉
31
〈

る
。

　

十
月
二
十
六
日
は
土
曜
日
で
あ
り
、
蔣
介
石
は
週
末
ご
と
に
記
し

て
い
る
一
週
間
の
反
省
た
る
「
上
星
期
反
省
録
」
に
て
ル
イ
ス
関
連

の
こ
と
に
多
く
触
れ
て
い
〉
32
〈

る
。
そ
れ
は
「
ロ
シ
ア
の
密
偵
に
対
す
る

方
針
と
答
案
」
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
全
部
で
十
項
目
か
ら
成
る
。

　
（
甲
）
中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約
が
破
棄
さ
れ
る
よ
り
前
に

は
、
我
が
国
の
対
内
外
関
係
に
関
し
、
決
し
て
ソ
連
と
の
往
来

や
貿
易
を
公
開
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
乙
）
我
が
空
軍
の
力
量
が
不
足
し
て
お
り
、
上
陸
し
て
毛
沢
東

側
に
相
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
中
共
の
側
に
は
中

距
離
ミ
サ
イ
ル
や
核
兵
器
の
基
地
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
ら
を
破

壊
す
る
方
法
が
な
い
。

　
（
丙
）
ア
メ
リ
カ
は
始
終
我
々
が
毛
沢
東
に
反
攻
し
て
い
く
の
を

妨
害
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
有
効
な
空
軍
を
以
て

我
々
を
支
援
す
る
と
い
う
こ
と
に
応
じ
な
い
だ
ろ
う
。

　
（
丁
）
ア
メ
リ
カ
は
常
に
毛
匪
と
国
交
を
密
か
に
結
ぼ
う
と
し
、

自
分
を
こ
の
孤
島
に
凍
結
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
。

　
（
戊
）
我
々
が
中
国
大
陸
の
重
要
な
拠
点
を
占
領
す
る
よ
り
前
に

は
、
ア
メ
リ
カ
の
海
軍
、
空
軍
の
統
制
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
で

き
な
い
し
、
ま
た
ソ
連
と
公
開
的
に
貿
易
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
我
が
国
は
孤
島
に
位
置
し
て
お
り
、
容
易
に
他
者
に
封
鎖

さ
れ
、
ま
た
容
易
に
中
共
側
の
空
軍
と
ミ
サ
イ
ル
に
よ
っ
て
滅

ぼ
さ
れ
る
。

　
（
己
）
毛
沢
東
の
死
後
、
第
二
世
代
の
中
共
が
ソ
連
と
誠
意
を

も
っ
て
協
力
す
る
可
能
性
の
有
無
、
ま
た
ソ
連
と
と
も
に
覇
を

唱
え
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
彼
に
問
う
。

　
（
庚
）
中
国
は
大
陸
国
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
近
隣
の
大
国
と
は
和

平
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
辛
）
我
が
国
が
大
陸
反
攻
を
お
こ
な
う
と
し
て
、
も
し
ソ
連
の

同
情
、
諒
解
と
協
力
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
容
易
に
は
成
功
し

な
い
。

　
（
壬
）
ソ
連
に
人
員
の
派
遣
を
求
め
る
。

　
（
癸
）
共
同
し
て
毛
沢
東
を
倒
す
計
画
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
。

現
在
こ
そ
、
毛
沢
東
を
倒
す
の
に
最
も
容
易
な
時
で
あ
り
、
こ
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の
機
会
を
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
華
ソ
双
方
が
再
び
協

力
す
る
良
い
機
会
で
あ
る
。

こ
の
反
省
録
に
は
蔣
介
石
の
思
考
の
揺
ら
ぎ
が
見
て
取
れ
る
。
大
陸

反
攻
と
い
う
目
標
は
揺
ら
ぎ
な
く
、
ま
た
現
在
が
最
高
の
機
会
で
あ

る
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
を
支
援
し
て
く
れ
な
い
。
そ
の
た

め
、
ソ
連
と
協
力
す
る
以
外
に
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
公
開
で
お

こ
な
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
、
歴
史
的
経
緯
か
ら
し
て
も
ソ
連
を

十
分
に
信
用
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
こ
そ
、
さ
ら
な
る
使
節
の
派
遣
を
ソ
連
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
中
華
人
民
共
和
国
の
ミ
サ
イ
ル
の

脅
威
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
だ
。
こ
の
こ
ろ
中
華
人
民
共

和
国
は
ミ
サ
イ
ル
配
備
を
強
化
し
て
お
り
、
そ
れ
が
新
た
な
脅
威
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
〉
33
〈
る
。

　

十
月
二
十
七
日
の
日
記
に
は
、
こ
れ
以
後
も
現
れ
る
フ
レ
ー
ズ
が

記
さ
れ
て
い
る
。
蔣
介
石
な
り
に
一
つ
の
判
断
を
下
し
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
ソ
連
と
親
し
む
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば

容
共
と
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
容
共
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
ソ
連
と

親
し
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
あ
〉
34
〈

る
。
こ
こ
で
の

「
容
共
」
は
、
中
国
共
産
党
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ば
一
九
二
〇
年
代
の
「
連
ソ
容
共
」（
中
国
語
で
は
「
聯

俄
容
共
」）
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
六
八
年
で
は
「
親
ソ

不
容
共
」「
容
共
不
親
ソ
」
の
可
能
性
し
か
な
く
、
結
局
前
者
に
な

る
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
蔣
介
石
は
こ
の
日
も
、「
ソ
連

に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
考
慮
」
し
、「
経
国
に
対
し
て
某
使

と
話
す
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
指
示
し
た
」。

　

十
月
二
十
九
日
、
蔣
経
国
と
ル
イ
ス
が
会
見
し
た
。
蔣
介
石
は
三

十
日
の
日
記
で
、
経
国
か
ら
報
告
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
、「
経
国

と
某
使
と
の
談
話
の
経
過
の
要
点
を
聞
い
た
。
だ
い
た
い
自
分
が
考

え
て
い
た
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
へ
の
応
答
に
つ
い
て
指
示
し

た
」
と
あ
り
、
ま
た
「
湖
の
ほ
と
り
の
家
に
戻
っ
て
休
み
、
目
を
覚

ま
し
て
か
ら
最
後
の
指
示
と
な
る
某
使
へ
の
回
答
に
つ
い
て
考
え

た
」
と
あ
〉
35
〈

る
。
そ
の
翌
日
の
三
十
一
日
、
ル
イ
ス
は
台
湾
を
離
れ
た
。

　

そ
の
週
の
週
末
、
蔣
介
石
は
「
上
月
反
省
録
」（
先
月
の
反
省
録
）

や
「
上
星
期
反
省
録
」（
先
週
の
反
省
録
）
で
こ
の
問
題
に
触
れ
て

い
る
。
前
者
で
は
、「（
い
わ
ゆ
る
国
共
合
作
）
中
共
の
問
題
」、「（
い

わ
ゆ
る
中
ソ
友
好
条
約
）
過
去
の
条
約
問
題
」、「
タ
イ
ム
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
の
問
題
」、「
大
使
会
談
問
題
」、「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
協

力
と
反
毛
沢
東
の
共
産
党
員
を
我
々
の
た
め
に
活
用
し
て
い
く
と
い

う
提
案
に
つ
い
て
」
な
ど
と
論
点
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
点

は
、
ル
イ
ス
か
ら
提
案
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
中
国
共
産
党
内

で
の
反
毛
沢
東
勢
力
と
蔣
介
石
と
が
結
び
つ
く
こ
と
を
示
し
て

い
〉
36
〈

た
。

　

後
者
の
記
述
は
、
歴
史
的
、
地
政
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
ル
イ
ス

に
対
し
て
言
う
べ
き
こ
と
と
し
て
、
ソ
連
の
過
去
の
対
華
政
策
と
行

動
の
過
ち
に
つ
い
て
批
判
す
る
で
あ
る
と
か
、
ソ
連
側
の
中
国
側
へ

の
視
線
が
以
前
の
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
と
変
わ
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
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が
あ
る
も
の
の
、
ま
た
一
方
で
「
中
華
民
族
の
民
族
性
と
文
化
伝

統
」
と
し
て
、「
以
徳
報
徳
」
と
と
も
に
「
以
徳
報
怨
」
も
あ
る
と

し
て
、
ロ
シ
ア
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
も
示
す
。
そ
し
て
結
論
部
に

は
、「
今
後
、
中
ソ
が
再
び
協
力
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
た
だ

二
つ
の
フ
レ
ー
ズ
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。
こ
れ
は
断
言
し
て
も
い

い
だ
ろ
う
。『
も
し
我
に
容
共
せ
よ
と
い
う
の
な
ら
、
ソ
連
に
親
し

む
方
法
は
な
く
、
ま
た
も
し
我
に
ソ
連
に
親
し
め
と
い
う
の
な
ら
、

容
共
と
な
る
方
法
は
な
〉
37
〈

い
』」。
こ
こ
で
も
「
容
共
」
の
「
共
」
は
中

国
共
産
党
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

三
　
ル
イ
ス
離
台
後
の
動
向

　

一
九
六
八
年
十
一
月
、
ル
イ
ス
は
す
で
に
台
湾
を
離
れ
て
い
る
と

い
う
の
に
、
蔣
介
石
は
引
き
続
き
ソ
連
と
の
関
係
構
築
を
検
討
し
続

け
〉
38
〈

た
。
四
日
に
も
蔣
経
国
か
ら
ル
イ
ス
と
の
話
の
状
況
を
聞
〉
39
〈

き
、
五

日
に
は
ル
イ
ス
に
つ
い
て
ソ
連
の
情
報
関
係
の
人
間
で
あ
ろ
う
と
推

測
し
た
り
、「
二
、
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
内
部
に
は
ま
だ
毛
沢
東
シ
ン

パ
が
い
る
。
…
…
四
、
反
毛
沢
東
派
に
よ
る
中
国
共
産
党
の
組
織
と

の
協
力
（
運
用
）」
な
ど
と
記
し
て
い
る
。
蔣
介
石
は
、
中
国
に
反

毛
沢
東
派
に
よ
る
新
た
な
中
国
共
産
党
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
新
共
産

党
と
の
間
で
国
共
合
作
を
実
現
す
る
こ
と
を
、
疑
念
を
抱
き
な
が
ら

も
考
慮
し
始
め
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
も
「
五
、
新
疆
で
政

権
を
組
織
す
る
意
図
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
大
陸
反
攻
構
想
は
さ

ら
に
膨
ら
ん
で
い
た
〉
40
〈
が
、
同
時
に
こ
の
計
画
が
「
失
敗
し
た
場
合
、

東
ア
ジ
ア
全
体
が
毛
沢
東
の
手
に
落
ち
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ

と
も
考
慮
し
て
い
〉
41
〈

た
。

　

十
一
月
二
十
日
、
蔣
介
石
は
「
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
が
す
で
に
設
け

た
中
国
の
「
新
共
産
党
」
と
我
と
一
致
し
て
毛
沢
東
に
対
し
て
反
攻

さ
せ
る
と
い
う
陰
謀
」
に
つ
い
て
研
究
を
加
え
る
よ
う
に
と
述
べ
て

い
〉
42
〈

る
。
そ
こ
で
は
、「（
甲
）
新
共
産
党
は
軍
隊
を
組
織
で
き
な
い
、

（
乙
）
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
あ
れ
政
府
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
は
で

き
な
い
、（
丙
）
そ
の
新
政
党
が
も
し
組
織
を
つ
く
る
な
ら
政
府
に

対
し
て
登
記
し
て
許
可
を
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、（
丁
）
も
し
そ

の
政
党
が
宣
伝
を
お
こ
な
う
な
ら
ば
、
政
府
が
す
で
に
頒
布
し
て
い

る
法
令
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
が
、
研
究
す
べ
き
論

点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
日
の
日
記
に
は
さ
ら
に
、「
今

後
、
も
し
新
中
国
共
産
党
が
こ
ち
ら
と
共
同
し
て
反
毛
沢
東
戦
線
を

な
す
こ
と
を
認
め
る
の
な
ら
ば
、
一
九
二
四
年
の
時
と
は
異
な
り
、

わ
が
党
に
は
す
で
に
四
十
五
年
の
経
験
が
あ
り
、
ソ
連
の
陰
謀
を
察

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
」
と
し
て
、
二
度
と
同
じ
轍
は
踏
ま
な
い

と
述
べ
て
い
る
。
ソ
連
側
の
意
図
は
察
知
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も

ソ
連
を
利
用
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
〉
43
〈

う
。

　

だ
が
、
蔣
介
石
は
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
も
信
じ
ら
れ
な
い
で
い
た
。

一
九
六
八
年
末
の
「
総
反
省
録
」
に
は
そ
れ
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い

る
。「
本
年
度
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
の
盟
邦
を
売
っ
た
。
中
華
民
国
は

特
に
そ
れ
を
恨
み
に
思
っ
て
い
る
し
、
我
が
外
交
上
最
も
危
険
な
一
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年
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
信
を
失
し
、
義
も
な
い
。
決
し
て

頼
り
に
し
て
は
な
ら
な
〉
44
〈

い
」。
と
は
い
え
、
歴
史
的
経
験
か
ら
蔣
介

石
は
ソ
連
も
直
ち
に
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。「
ソ
連
の
ル

イ
ス
の
訪
台
以
後
、
華
ソ
関
係
は
よ
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
特

に
、
ソ
連
の
対
中
侵
略
の
伝
統
、
陰
謀
は
徹
底
的
に
改
ま
っ
た
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
は
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の

将
来
の
対
華
の
利
害
、
損
得
の
行
方
、
そ
し
て
禍
福
も
み
な
予
測
で

き
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
二
十
年
の
う
ち
で
ソ
連
が
中
華
民

国
に
与
え
た
機
会
と
し
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
心
情
も
あ
っ
〉
45
〈

た
。

　

中
華
民
国
に
対
す
る
ソ
連
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ

ス
だ
け
が
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
、
中
華
民
国
駐
国
連
軍
事
代
表
団
の
王
淑
銘
に
対
す
る
ソ

連
陸
軍
の
フ
ェ
ド
ロ
フ
か
ら
の
接
触
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
蔣
介
石
は
そ
れ
に
あ
ま
り
強
い
関
心
は
示
さ
な
か
っ
〉
46
〈

た
。
だ

が
、
蔣
介
石
は
ソ
連
と
の
連
絡
維
持
を
考
え
て
い
〉
47
〈

た
。
そ
れ
は
、
蔣

介
石
に
と
っ
て
の
最
大
の
政
策
目
標
で
あ
る
大
陸
反
攻
と
こ
の
ソ
連

要
因
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
蔣
介
石
は
、「
光
復
大

陸
」
の
基
本
条
件
と
し
て
、
中
華
民
国
自
身
の
条
件
、
中
国
大
陸
側

の
条
件
（「
混
乱
内
闘
、
崩
壊
自
滅
」）、
友
邦
国
家
の
政
策
と
世
界

形
勢
、「
半
友
半
敵
」
で
あ
る
存
在
の
利
害
得
失
な
ど
を
挙
げ
〉
48
〈

た
。

　

二
月
に
は
い
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
Ａ
Ｐ
社
が
ル
イ
ス
の
訪
台
の
模

様
を
伝
え
た
が
、
蔣
介
石
は
そ
れ
を
ソ
連
に
よ
る
宣
伝
だ
と
し
な
が

ら
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
自
ら
に
不
利
に
は
な
ら
な
い
と

述
〉
49
〈
べ
、
そ
の
内
容
に
不
満
を
顕
に
は
し
な
か
っ
た
。
特
に
、
そ
の
内

容
の
中
で
中
華
民
国
を
独
立
国
家
と
し
て
認
め
た
点
に
つ
い
て
、
中

華
民
国
が
「
ア
メ
リ
カ
の
附
庸
」
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
、

中
華
民
国
の
印
象
に
つ
い
て
も
肯
定
的
で
、
台
湾
を
「
軍
営
」
と
は

し
て
い
な
い
点
に
も
注
目
し
、「
こ
れ
は
ソ
連
が
継
続
し
て
我
々
と

連
絡
協
商
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
」
な
ど
と
記
し
て

い
〉
50
〈

た
。

　

三
月
二
日
、
ダ
マ
ン
ス
キ
ー
島
事
件
が
発
生
す
る
が
、
そ
の
日
蔣

介
石
は
「
ア
メ
リ
カ
へ
の
警
告
」
と
し
て
、「
台
湾
を
凍
結
す
る
と

い
う
政
策
は
絶
対
に
通
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば

最
終
的
に
匪
〔
中
国
共
産
党
〕
に
攻
め
込
ま
れ
て
占
領
さ
れ
、
世
界

に
害
を
与
え
る
だ
け
だ
」
と
述
べ
て
い
〉
51
〈

る
。

　

四
月
十
三
日
、
楊
天
石
が
「
四
条
原
則
」
と
し
て
い
る
ソ
連
と

協
力
し
て
共
産
党
政
権
と
戦
う
条
件
を
、
蔣
介
石
は
日
記
で
提
示

し
〉
52
〈

た
。

　

甲
：
無
条
件
の
互
恵
互
諒
の
下
で
進
行
す
る
こ
と
。

　

乙
：
相
互
内
政
不
干
渉
。

　

丙
：
各
党
派
は
我
々
の
領
導
の
下
で
、
我
々
の
指
揮
と
工
作
を
受

け
入
れ
、
わ
が
政
府
の
統
一
的
な
命
令
に
行
動
す
る
こ
と
。

　

丁
：
ソ
連
は
〔
中
華
民
国
の
〕
中
央
政
府
だ
け
を
援
助
し
、
そ
の

他
の
党
派
を
援
助
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
（
子
）
い
か
な
る
方
法
を
も
っ
て
し
て
も
政
府
や
軍
隊
を
自
ら

組
織
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
丑
）
自
由
に
宣
伝
を
お
こ
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
（
寅
）
い
か
な
る
外
国
か
ら
の
援
助
も
得
て
は
な
ら
な
〉
53
〈

い
。

こ
こ
で
各
党
派
と
し
て
い
る
の
は
、
中
国
に
新
共
産
党
を
設
け
て
、

そ
れ
と
新
た
な
国
共
合
作
を
お
こ
な
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
翌
日
、
蔣
介
石
は
ソ
連
情
報
五
点
を
検
討
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
ソ
連
共
産
党
お
よ
び
共
産
主
義
陣
営
向
け
の
宣
伝
で

あ
り
、
ま
た
国
民
党
と
協
力
し
て
毛
沢
東
と
敵
対
す
る
意
義
を
説
明

し
た
り
、
あ
る
い
は
中
華
民
国
と
ア
メ
リ
カ
と
の
間
の
関
係
に
つ
い

て
挑
発
し
た
り
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
〉
54
〈

る
。
蔣
介
石
は
、
ソ
連
の
こ

う
し
た
宣
伝
に
も
敏
感
に
反
応
し
て
い
た
。
四
月
二
十
日
に
も
蔣
経

国
と
「
ル
イ
ス
問
題
と
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

宣
伝
資
料
の
分
析
」
を
お
こ
な
っ
た
と
あ
〉
55
〈

る
。

　

四
月
二
十
二
日
、
蔣
介
石
は
一
つ
の
決
断
を
下
す
。
そ
れ
は
、

「
ソ
連
に
対
し
て
新
中
共
と
い
う
名
義
を
つ
か
っ
た
協
力
を
お
こ
な

う
こ
と
は
で
き
な
い
五
つ
の
理
由
を
説
明
す
る
。
た
だ
し
、
ソ
連
と

の
協
力
に
は
反
対
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
〉
56
〈

た
。
そ
の
翌
日
の

日
記
は
ア
メ
リ
カ
側
の
反
応
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
ソ
連
と
我
が
国

と
の
間
に
発
生
し
て
い
る
関
係
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
、

反
対
は
し
な
い
が
賛
成
も
し
な
い
と
ア
メ
リ
カ
大
使
が
述
べ
た
と
い

う
」、「
ア
メ
リ
カ
側
は
反
対
な
ど
で
き
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
目
的
は
最

後
の
『
賛
成
も
し
な
い
』
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
将
来
ソ
連
と
の

協
力
を
阻
止
す
る
た
め
の
布
石
に
し
た
い
の
だ
ろ
う
」
と
記
し
て

い
〉
57
〈
る
。
ダ
マ
ン
ス
キ
ー
島
事
件
の
後
、
中
華
人
民
共
和
国
は
ソ
連
か

ら
の
脅
威
の
下
で
対
米
接
近
を
検
討
し
、
ア
メ
リ
カ
も
ま
た
北
京
と

の
関
係
改
善
を
模
索
し
始
め
て
い
た
。
蔣
介
石
は
ア
メ
リ
カ
の
動
向

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
〉
58
〈

る
。

　
　

ア
メ
リ
カ
の
対
華
政
策
は
も
っ
ぱ
ら
匪
共
と
の
妥
協
、
な
ら
び

に
我
々
を
台
湾
に
凍
結
し
て
動
け
な
く
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

う
す
る
こ
と
で
、
二
つ
の
中
国
、
ま
た
は
一
つ
の
中
国
、
一
つ

の
台
湾
に
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
わ
が
政
府
を
何
か
し
ら
の
条
件
を
つ
け
て
売
り
、
匪

共
の
統
一
と
い
う
目
的
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と

さ
え
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。

蔣
介
石
は
ア
メ
リ
カ
の
支
援
に
基
づ
く
大
陸
反
攻
に
絶
望
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

五
月
に
な
る
と
再
び
ル
イ
ス
か
ら
中
華
民
国
へ
の
接
触
が
始
ま

る
。
欧
州
に
い
た
ル
イ
ス
が
魏
景
蒙
に
連
絡
を
取
り
、
は
じ
め
訪
台

を
ほ
の
め
か
し
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
ウ
ィ
ー
ン
で
魏
と
会
う
こ

と
に
な
っ
た
。
蔣
介
石
は
五
日
に
魏
の
訪
欧
を
認
め
、
六
日
、
七
日

に
魏
と
ル
イ
ス
と
の
会
見
要
領
の
作
成
を
急
い
〉
59
〈

だ
。
他
方
、「
魏
景

蒙
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
五
日
に
西
ド
イ
ツ
か
ら
ソ
連
に
関
す
る
情
報

と
し
て
、
ソ
ビ
エ
ト
内
部
で
ペ
ト
ロ
・
シ
ェ
レ
ス
ト
や
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
・
シ
ェ
レ
ー
ピ
ン
ら
か
〉
60
〈

ら
、
中
華
民
国
、
あ
る
い
は
国
民
党
と

の
協
力
を
重
視
す
る
見
解
が
提
出
さ
れ
、
中
国
に
親
ソ
の
新
共
産
党

を
つ
く
り
、
国
民
党
と
協
力
さ
せ
る
と
い
う
案
が
提
案
さ
れ
た
と
の
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情
報
が
台
北
に
伝
え
ら
れ
て
い
〉
61
〈
た
。
こ
の
五
日
に
は
蔣
介
石
は
蔣
経

国
、
魏
景
蒙
と
会
い
、
対
策
を
講
じ
た
の
だ
が
、
そ
の
時
に
も
蔣
介

石
は
新
共
産
党
と
の
協
力
は
想
定
し
な
か
っ
た
。「
歴
史
上
す
で
に

失
敗
し
、
そ
の
結
果
甲
乙
〔
華
ソ
〕
双
方
に
極
め
て
大
き
な
禍
い
を

も
た
ら
し
た
、
い
わ
ゆ
る
国
共
合
作
の
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に
「
い
か
な
る
形
態
で
あ
れ
共
産
党
と
い
う

名
を
も
ち
い
れ
ば
中
国
人
民
の
恐
怖
、
恨
み
や
反
対
を
招
く
だ
け
で

な
く
、
毛
沢
東
の
共
産
党
内
部
に
お
け
る
反
毛
沢
東
分
子
か
ら
も
抵

抗
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
中
国
国

内
に
対
し
て
は
、「
毛
政
権
内
の
各
部
門
の
反
毛
分
子
を
吸
収
す
る

政
策
を
進
め
る
べ
く
、
政
治
的
に
は
中
華
民
国
の
領
導
の
下
に
反
毛

救
国
連
合
戦
線
を
組
織
し
、
全
国
の
各
党
派
の
人
々
が
共
同
し
て
討

毛
復
国
戦
争
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
と
し
〉
62
〈
た
。

　

蔣
介
石
は
ソ
連
関
連
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
に
接
し
、
困
惑
し
な
が

ら
も
、
ル
イ
ス
か
ら
の
会
見
要
望
の
強
さ
な
ど
か
ら
見
て
、「
ソ
連

の
匪
と
の
決
裂
政
策
は
ほ
ぼ
定
ま
っ
た
よ
う
だ
」
な
ど
と
述
べ
、
交

渉
に
前
向
き
な
姿
勢
も
示
し
て
い
〉
63
〈

た
。
同
日
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は

魏
景
蒙
と
ル
イ
ス
が
会
談
を
開
い
た
が
、
中
華
民
国
側
が
策
定
し
た

協
力
条
件
に
つ
い
て
は
議
論
さ
れ
ず
、
ル
イ
ス
側
は
む
し
ろ
軍
事
情

報
交
換
で
あ
る
と
か
、
ま
た
中
華
民
国
が
ソ
連
か
ら
購
入
す
る
武
器

の
リ
ス
ト
を
提
出
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
で
あ
っ
〉
64
〈

た
。

　

ル
イ
ス
と
魏
の
会
談
内
容
は
台
北
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ま
ず

ソ
連
が
新
疆
侵
略
の
た
め
に
中
華
民
国
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
乙
。
両
国
の
今
後
の
協
力
共
存
の
政

策
を
重
視
し
て
い
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
誠
意
が
な
く
、
簡
単
に
い

え
ば
我
々
を
弄
ん
で
い
る
。
丙
。
そ
の
最
後
の
目
的
は
、
新
た
な
中

国
共
産
党
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
中
国
を
収
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

武
器
を
以
て
我
々
を
誘
う
の
が
彼
ら
の
唯
一
の
手
段
で
あ
る
が
、
誠

意
の
な
い
支
援
方
法
で
あ
る
」
と
し
て
ソ
連
を
批
判
す
る
内
容
で

あ
っ
〉
65
〈

た
。

　

そ
の
二
日
後
、
蔣
介
石
は
す
で
に
武
器
リ
ス
ト
を
提
出
し
な
い
こ

と
に
決
め
て
い
た
。
ま
た
ソ
連
側
の
代
表
の
訪
華
の
可
能
性
に
つ
い

て
ル
イ
ス
が
否
定
し
な
い
な
が
ら
も
、「
交
通
手
段
が
な
い
と
か
、

仮
名
を
使
っ
て
出
国
で
き
な
い
」
な
ど
と
派
遣
で
き
な
い
理
由
を
述

べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
蔣
介
石
は
ま
ず
批
判
を
加
え
、
さ
ら
に
ソ
連

が
「
政
治
と
原
則
の
談
判
を
重
ん
じ
て
い
な
い
」
な
ど
と
し
て
、
そ

の
対
中
政
策
に
つ
い
て
「
我
々
を
基
本
的
な
対
象
と
は
み
な
し
て
い

な
い
」
と
断
じ
た
の
だ
っ
〉
66
〈

た
。
そ
の
よ
う
な
観
点
は
「
上
月
反
省

録
」
で
も
繰
り
返
さ
れ
た
の
だ
が
、
し
か
し
ソ
連
が
中
華
民
国
を
そ

の
よ
う
に
見
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
奇
と
す
る
に
は
十
分
で

な
い
」
と
し
、
む
し
ろ
重
要
な
の
は
両
国
が
相
手
を
い
か
に
利
用
す

る
か
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
蔣
介
石
は
、
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
の

北
朝
鮮
、
モ
ン
ゴ
ル
訪
問
、
ま
た
コ
ス
イ
ギ
ン
の
パ
キ
ス
タ
ン
訪
問

と
、
ル
イ
ス
の
中
華
民
国
と
の
接
近
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
重
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
そ
の
討
匪
の
全
体
の
計
画
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
」
な
ど
と
も
し
て
い
〉
67
〈

る
。
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六
月
十
六
日
、
蔣
介
石
は
次
回
の
会
議
に
向
け
、
必
要
な
武
器
リ

ス
ト
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
ソ
連
が
武
器
を
台
湾
に
供
給
す
る
際
に
全
て
を
台
湾
に
運
ん
で

か
ら
戦
地
に
運
ぶ
の
で
は
な
く
、
武
器
を
中
華
民
国
国
軍
の
中
国
大

陸
で
の
上
陸
地
点
付
近
に
送
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
だ
と
さ

れ
、
ま
た
ソ
連
の
基
地
を
利
用
し
て
大
陸
反
攻
を
お
こ
な
う
な
ら

ば
、
そ
れ
を
具
体
的
に
い
か
に
お
こ
な
う
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
こ

と
が
論
点
に
あ
げ
ら
れ
て
い
〉
68
〈

る
。
蔣
介
石
は
最
終
的
に
海
軍
、
空
軍

面
で
の
支
援
を
ソ
連
に
期
待
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
な
お
も
ソ

連
の
誠
意
に
疑
念
を
有
し
て
い
た
。

　

七
月
十
五
日
、
蔣
介
石
は
次
の
よ
う
に
述
べ
〉
69
〈

る
。

　
　

一
、
大
陸
領
土
主
権
を
回
復
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
ソ
ビ
エ
ト

共
産
党
が
も
し
我
々
と
先
に
そ
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い
と
い

う
の
な
ら
、
陽
に
は
我
々
と
同
意
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が

ら
、
陰
に
は
誠
意
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
ら

ば
、
我
々
は
ソ
連
と
協
力
す
る
べ
き
で
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ

ば
、
清
の
入
関
に
際
し
て
、
呉
三
桂
や
洪
承
疇
が
騙
さ
れ
た
の

と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
。

楊
天
石
は
「
蔣
介
石
は
こ
の
時
期
、
ソ
連
に
対
し
て
な
お
も
強
い
警

戒
心
が
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
蔣
介
石
は
常
に

「
ソ
連
の
誠
意
」
を
問
題
に
し
て
い
〉
70
〈

た
。
他
方
で
蔣
は
、「
ア
メ
リ
カ

の
誠
意
」
は
そ
も
そ
も
信
じ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
に
は
絶

望
し
て
い
た
。
ま
た
、
方
法
論
の
面
で
は
「
国
共
合
作
」
の
面
で
ソ

華
は
折
り
あ
え
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
以
後
も
、
ル
イ
ス
と
の
一
定
の
交
渉
は
続
い
て
い
た
が
、
一

つ
の
転
機
は
一
九
六
九
年
八
月
十
三
日
の
新
疆
の
中
ソ
国
境
で
の
軍

事
衝
突
で
あ
っ
た
。
中
ソ
対
立
の
激
化
に
よ
っ
て
、
蔣
介
石
は
ま
さ

に
ソ
連
と
中
華
民
国
と
の
外
交
関
係
の
回
復
の
時
期
だ
と
も
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
時
期
の
蔣
介
石
は
中
国
の
核
兵
器
に

注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
〉
71
〈

た
。「
魏
景
蒙
日
記
」
に
は
、
九
月
二

十
日
に
蔣
介
石
と
蔣
経
国
、
そ
し
て
魏
と
の
間
で
も
た
れ
た
会
合
の

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ル
イ
ス
の
態
度
が
友
好
的
で
あ
る
こ
と
を

大
前
提
に
し
て
、
以
下
の
諸
点
が
示
さ
れ
た
。
第
一
に
目
下
の
国
際

状
況
を
両
国
関
係
の
発
展
の
好
機
と
み
な
し
、
ソ
連
側
が
人
員
を
台

湾
に
派
遣
し
て
交
渉
を
お
こ
な
え
れ
ば
、
双
方
が
い
っ
そ
う
協
力
で

き
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
中
国
（
中
共
）
は
核
兵
器
を
有
し
て

お
り
、
そ
れ
が
ソ
連
と
中
華
民
国
に
と
っ
て
共
通
の
脅
威
と
な
っ
て

い
る
の
で
、
そ
の
脅
威
を
徹
底
的
に
除
く
方
法
を
協
力
し
て
講
じ

る
。
第
三
に
、
武
力
を
用
い
な
け
れ
ば
、
毛
政
権
が
自
壊
す
る
と
い

う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
中
華
民
国
に
は
十
分
に
力
を
尽
く
せ
る

が
、
海
軍
と
空
軍
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
ソ
連
側
か
ら
の
支
援
が

必
要
と
な
る
。
第
四
に
、
適
当
な
条
件
の
下
で
、
中
華
民
国
側
は
外

蒙
古
を
正
式
に
承
認
し
、
外
交
関
係
を
樹
立
す
る
こ
と
を
考
慮

す
〉
72
〈

る
。

　

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
蔣
介
石
は
ル
イ
ス
と
の
会
談
向
け
に

九
つ
の
要
点
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
歴
史
的
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
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も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
先
に
中
華
民
国
側
が
提
示
し
た
も
の
の

ル
イ
ス
が
応
じ
な
か
っ
た
五
つ
の
条
件
に
つ
い
て
の
意
見
を
ソ
連
側

に
求
め
る
こ
と
。
第
二
に
、
孫
文
の
三
民
主
義
は
社
会
主
義
で
あ

り
、
民
生
主
義
は
共
産
主
義
だ
と
の
認
識
に
立
ち
、
そ
の
親
ソ
政
策

に
よ
っ
て
三
民
主
義
に
基
づ
く
建
国
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
と
い
う

こ
と
を
認
め
た
上
で
、
国
民
に
害
を
与
え
る
毛
沢
東
共
産
党
は
受
け

入
れ
な
い
こ
と
。
第
三
に
、
中
国
共
産
党
の
党
員
で
毛
沢
東
に
反
対

す
る
者
が
国
民
党
に
入
る
こ
と
は
受
け
入
れ
る
が
、
彼
ら
が
別
の
組

織
を
作
る
こ
と
も
、
二
つ
の
政
党
に
属
す
る
こ
と
も
認
め
な
い
こ

と
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
国
共
合
作
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
第

四
に
、
中
国
共
産
党
に
別
の
組
織
が
あ
る
場
合
、
他
の
国
内
諸
政
党

と
同
様
に
国
民
党
の
領
導
の
下
に
置
く
こ
と
。
第
五
に
、
も
し
武
器

の
必
要
性
が
議
論
に
な
っ
た
場
合
、
中
華
民
国
の
提
示
し
た
五
条
件

へ
の
回
答
を
得
た
上
で
、
正
式
に
交
渉
を
お
こ
な
う
こ
と
。
中
華
民

国
側
の
陸
軍
に
問
題
は
な
い
が
、
海
軍
と
空
軍
が
不
十
分
で
あ
る
。

第
六
に
、
外
モ
ン
ゴ
ル
に
つ
い
て
そ
の
独
立
は
承
認
す
る
が
、
新
疆

と
東
三
省
の
主
権
と
領
土
は
譲
れ
な
い
こ
と
。
第
七
に
、
毛
沢
東
と

い
か
に
戦
う
か
に
つ
い
て
は
、
双
方
で
参
謀
団
を
組
織
し
、
協
力
し

て
実
施
す
る
こ
と
。
第
八
に
、
討
毛
の
行
動
は
中
華
民
国
政
府
が
単

独
で
そ
れ
を
お
こ
な
い
、
外
国
の
参
加
は
不
要
で
あ
る
こ
と
。
第
九

に
、
毛
沢
東
共
産
党
の
核
兵
器
の
破
壊
に
つ
い
て
は
、
ソ
連
側
が
武

器
を
提
供
し
て
、
中
華
民
国
側
が
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
。
こ
の
九

点
に
蔣
経
国
の
加
え
た
三
点
を
条
件
と
し
、
魏
が
ル
イ
ス
に
再
び
接

触
す
る
こ
と
に
な
っ
〉
73
〈
た
。

　

十
月
一
日
の
「
蔣
介
石
日
記
」
に
は
中
国
の
核
兵
器
の
脅
威
に
対

す
る
具
体
的
な
対
策
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
中
国
大
陸
側
で

台
湾
海
峡
に
面
し
た
地
域
に
配
さ
れ
て
い
る
近
距
離
、
中
距
離
ミ
サ

イ
ル
基
地
を
破
壊
し
、
そ
の
上
で
中
国
西
北
部
の
各
施
設
と
基
地
を

破
壊
す
る
こ
と
で
あ
っ
〉
74
〈

た
。
ま
た
、「
上
月
反
省
録
」
で
は
、
ソ
連

と
関
わ
る
条
件
と
し
て
、
外
交
や
内
政
面
で
の
不
干
渉
を
前
提
と
し

た
上
で
、
中
華
民
国
と
し
て
光
復
完
成
後
に
そ
の
国
土
を
反
ソ
の
基

地
に
し
な
い
こ
と
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
国
と
の
間
で
反
ソ
条
約
を
締
結

し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ソ
連
と
隣
接
す
る
諸
省
は
経
済
的
に
ソ
連
と

平
等
で
あ
り
、
相
互
扶
助
的
な
協
力
を
お
こ
な
う
こ
と
な
ど
で

あ
っ
〉
75
〈

た
。

　

し
か
し
、
十
月
二
日
に
ロ
ー
マ
に
到
着
し
た
魏
景
蒙
は
ル
イ
ス
に

会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
直
接
的
に
は
定
か
で
な

い
が
、
同
日
の
日
記
に
は
、
ソ
連
の
駐
ブ
ラ
ジ
ル
大
使
で
あ
る
セ
ル

ゲ
イ
・
ミ
ハ
イ
ロ
フ
（Sergey M

ihaylov

）
か
ら
中
華
民
国
の
沈
怡

大
使
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
と
、
そ
れ
へ
の
コ
メ
ン
ト
が
記
さ
れ
て
い

る
。
蔣
介
石
は
、
そ
の
伝
達
内
容
に
つ
い
て
、
ソ
連
が
西
ド
イ
ツ
を

承
認
し
て
い
る
と
い
う
前
例
に
鑑
み
て
中
華
民
国
と
国
交
を
結
ぼ
う

と
い
う
こ
と
だ
と
み
な
し
、「
そ
の
一
。
ソ
連
は
西
ド
イ
ツ
を
承
認

し
て
も
な
お
東
ド
イ
ツ
の
共
産
政
権
を
保
護
し
て
い
る
」
と
疑
義
を

呈
し
、「
そ
の
三
。
わ
が
政
府
の
力
を
利
用
し
て
毛
共
を
消
滅
さ
せ

る
か
、
あ
る
い
は
ソ
連
の
傀
儡
の
中
共
を
別
に
組
織
す
る
つ
も
り
だ
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ろ
う
。
そ
の
四
。
我
々
が
ソ
連
と
復
交
す
る
と
し
て
も
そ
れ
は
反
攻

に
有
利
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
ほ
か
の
国
家
に
対
し
て
二
つ
の
中
国
を

承
認
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
な
ど
と
述
べ
〉
76
〈

た
。
ソ
連
を
疑
い
な

が
ら
も
、
ま
だ
ソ
連
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、「
一
つ

の
中
国
」
と
い
う
大
原
則
は
変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

十
月
九
日
、
蔣
経
国
は
帰
国
し
た
魏
景
蒙
と
会
い
、
ル
イ
ス
と
会

え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
翌
十
日
に
そ
れ
を
蔣
介

石
に
報
告
し
た
。
こ
の
時
、
蔣
介
石
は
ソ
連
が
約
束
を
破
っ
た
こ
と

は
想
定
内
と
し
、
ま
た
蔣
経
国
の
判
断
と
し
て
「
こ
れ
は
匪
〔
中
国

共
産
党
〕
ソ
の
政
策
が
変
わ
っ
た
」
た
め
だ
と
い
う
こ
と
を
記

し
〉
77
〈

た
。
こ
の
こ
と
は
同
週
の
反
省
録
で
も
改
め
て
記
さ
れ
「
ル
イ
ス

が
約
束
を
蹴
っ
て
景
蒙
に
会
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
別
に
奇
異
で
は
な

い
」
と
し
、
さ
ら
に
「
共
匪
は
ソ
連
共
産
党
の
外
交
副
部
長
が
約
束

を
し
て
辺
境
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
を
七
日
に
宣
布
し
た

が
、
ソ
連
共
産
党
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
は
じ
め
は
言
い
、
の

ち
に
な
っ
て
庫
茨
達
庭
夫
（
不
詳
）
を
代
表
と
し
て
派
遣
し
、
北
平

で
話
し
合
わ
せ
る
と
言
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
ル
イ
ス
が
約
束
を
破
っ
た

原
因
で
あ
〉
78
〈

る
」、
と
し
て
い
る
。

　

実
際
、
コ
ス
イ
ギ
ン
首
相
が
ホ
ー
チ
ミ
ン
の
葬
儀
に
参
列
し
た
後

の
九
月
十
一
日
に
北
京
に
降
り
立
ち
、
周
恩
来
と
北
京
空
港
で
会
談

を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
ソ
間
の
緊
張
は
緩
和
さ
れ

て
い
た
の
だ
っ
た
。
ル
イ
ス
と
中
華
民
国
と
の
間
の
接
触
は
そ
の
後

も
続
け
ら
れ
る
が
、
一
九
六
九
年
の
中
ソ
関
係
が
緊
張
し
た
際
が
ひ

と
つ
の
重
要
な
機
会
で
あ
っ
た
。
紙
幅
の
関
係
で
、
以
後
の
状
況
は

別
稿
に
譲
る
が
、
以
上
述
べ
て
き
た
ル
イ
ス
を
め
ぐ
る
状
況
、
中
華

民
国
と
ソ
連
側
と
の
接
触
と
交
渉
の
経
緯
に
、
中
華
民
国
か
ら
見
た

文
化
大
革
命
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
中
華
民
国（
台
湾
）か
ら
見
た
文
化
大
革
命
」
に
関

す
る
一
側
面
と
し
て
ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ
ス
と
中
華
民
国
側
の
交
渉
過

程
を
、
主
に
「
蔣
介
石
日
記
」
や
「
魏
景
蒙
日
記
」
な
ど
を
用
い
な

が
ら
叙
述
し
た
。
す
で
に
一
連
の
先
行
研
究
で
記
さ
れ
て
い
る
事
実

と
と
も
に
、
先
行
研
究
で
用
い
ら
れ
て
い
な
い
史
料
な
ど
も
検
討
の

対
象
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
以
下
の
諸
点
が
導
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
第
一

に
、
中
華
民
国
に
と
り
、
文
化
大
革
命
は
大
陸
反
攻
の
格
好
の
好
機

と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
文
化
大
革
命
に
よ
っ
て
中
国
大

陸
は
混
乱
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
蔣
介
石
か
ら
見
れ
ば
長
年
の

政
策
で
あ
る
大
陸
反
攻
実
現
の
好
機
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
そ
の
大

陸
反
攻
を
阻
ん
で
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
と
蔣
介
石
が
み
な
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
台
湾
海
峡
の
維
持
を
政
策
と
し

て
い
た
が
、
中
華
民
国
の
大
陸
反
攻
を
支
持
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
台
湾
に
あ
る
中
華
民
国
が
危
機
に
陥
る
台
湾
海
峡
危

機
の
際
に
は
ア
メ
リ
カ
が
中
華
民
国
を
防
衛
す
る
こ
と
に
な
る
が
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（
金
門
、
馬
祖
は
米
華
相
互
防
衛
条
約
対
象
外
）、
ア
メ
リ
カ
は
蔣
介

石
の
大
陸
反
攻
を
も
抑
止
し
て
い
た
。
第
三
に
、
こ
の
好
機
に
中
華

民
国
を
助
け
う
る
存
在
と
し
て
、
同
じ
く
中
華
人
民
共
和
国
と
対
立

を
す
る
ソ
連
が
考
慮
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
ソ
対
立
が
激
化
し
て
い
っ
た
こ
の
時
期
、
中
華
人
民
共
和
国
は
ア

メ
リ
カ
へ
の
接
近
を
決
断
す
る
が
、
同
時
に
ソ
連
と
中
華
民
国
と
の

接
近
も
一
定
程
度
は
か
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
蔣
介
石
に
と
っ

て
、「
冷
戦
」、
あ
る
い
は
「
資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
の
対
立
」
と

い
う
こ
と
は
、
大
陸
反
攻
を
果
た
し
て
「
祖
国
統
一
」
を
実
現
す
る

こ
と
の
後
景
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
国
是
は
ま
さ
に
大
陸
反
攻
の
ほ

う
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
四
に
、
ソ
連
と
の

関
係
性
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
な
経
緯
、
す
な
わ
ち
一
九
二
四
年
の

い
わ
ゆ
る
第
一
次
国
共
合
作
で
あ
る
と
か
、『
蘇
俄
在
中
国
』
に
記

さ
れ
る
ソ
連
の
中
国
へ
の
野
心
な
ど
が
踏
ま
え
ら
れ
つ
つ
、
同
時
に

孫
文
以
来
の
「
連
ソ
容
共
」
を
も
参
照
し
、
注
意
深
く
協
力
の
可
能

性
を
見
守
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
蔣
介
石
日
記
」
で

は
、
国
民
党
は
社
会
主
義
の
政
党
で
あ
る
と
か
、
三
民
主
義
の
民
生

は
共
産
主
義
だ
と
い
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
る
な
ど
、
冷
戦
下
に
反
共

国
家
と
さ
れ
る
中
華
民
国
像
と
は
異
な
る
国
家
、
政
府
、
党
の
像
が

描
か
れ
て
い
た
。
中
国
の
文
化
大
革
命
、
ま
た
中
ソ
対
立
は
こ
の
よ

う
な
新
た
な
化
学
反
応
を
中
華
民
国
に
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

今
後
、「
蔣
経
国
日
記
」
な
ど
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
で
こ
の
案
件
に

関
す
る
実
証
研
究
が
進
む
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
文
革
を
中
華
民
国
か

ら
と
ら
え
る
こ
と
で
、
冷
戦
期
の
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
多
様
性
や
複

雑
性
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

〔
付
記
〕　

本
稿
は
、
筆
者
が
二
〇
〇
九
年
九
月
二
十
三
日
に
ワ
シ
ン
ト

ン
のW

oodrow W
ilson C

enter for Scholars

で
お
こ
な
っ
た
報
告

“ Soviet-Taiwanese R
elations D

uring the E
arly C

old W
ar”

の
内

容
を
基
に
し
て
い
る（https://www.wilsoncenter.org/event/soviet-

taiwanese-relations-during-the-early-cold-war

、
二
〇
一
七
年
十

一
月
十
日
ア
ク
セ
ス
）。

注〈
1
〉 

中
国
で
文
化
大
革
命
が
発
生
し
、
国
内
が
混
乱
し
た
こ
と
は
、

中
華
民
国
が
中
国
の
正
統
政
府
と
し
て
の
正
当
性
を
主
張
す
る
好
機

と
考
え
ら
れ
た
。
台
湾
内
部
で
は
中
華
文
化
復
興
運
動
が
展
開
さ

れ
、
ま
た
対
外
的
に
も
華
僑
向
け
な
ど
に
多
く
の
宣
伝
工
作
が
実
施

さ
れ
た
。
こ
の
点
に
対
す
る
昨
今
の
成
果
と
し
て
、
菅
野
敦
志
「
台

湾
か
ら
見
た
文
化
大
革
命
│
│
中
華
文
化
復
興
運
動
を
中
心
に
」

（『
中
国 

社
会
と
文
化
』
三
十
二
号
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。

〈
2
〉 

「
上
星
期
反
省
録
」（「
癸
」、「
蔣
介
石
日
記
」（C

hiang K
ai-

shek D
iary

）
一
九
六
八
年
十
月
二
十
六
日
の
後
の
反
省
録
、
ス
タ

ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
フ
ー
バ
ー
・
ア
ー
カ
イ
ブ
所
蔵
、
以
下
略
）。

〈
3
〉 
松
田
康
博
『
台
湾
に
お
け
る
一
党
独
裁
体
制
の
成
立
』（
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）、
佐
橋
亮
『
共
存
の
模
索
│
│
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ア
メ
リ
カ
と
「
二
つ
の
中
国
」
の
冷
戦
史
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一

五
年
）、
前
田
直
樹
「
第
一
次
台
湾
海
峡
危
機
と
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー

政
権
│
│
危
機
処
理
を
め
ぐ
る
米
台
摩
擦
」（『
廣
島
法
學
』
十
八
巻

四
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）
な
ど
を
参
照
。

〈
4
〉 

「
上
星
期
反
省
録
」（「
蔣
介
石
日
記
」
一
九
六
八
年
十
月
十
九

日
の
後
の
反
省
録
）。「
十
月
二
十
日
に
記
し
た
」
と
の
記
述
あ
り
。

〈
5
〉 

ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ
ス
に
つ
い
て
は
西
側
の
国
の
新
聞
記
者
を
し

て
い
た
ソ
連
人
で
あ
る
と
か
、
Ｋ
Ｇ
Ｂ
出
身
で
あ
る
と
か
い
っ
た
こ

と
が
同
時
代
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
本
語
の
文
献
と
し
て
以
下

を
参
照
。
佐
久
間
邦
夫
「
ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ
ス
と
い
う
男
」（『
ア
ジ

ア
経
済
旬
報
』
九
五
〇
号
、
一
九
七
四
年
十
月
中
旬
号
）、
壬
ひ
ろ

し
「
な
ぞ
の
男 

ビ
ク
タ
ー
・
ル
イ
ス
」（『
大
陸
問
題
』
二
一
三

号
、
一
九
六
九
年
十
月
）。

〈
6
〉 John 

G
arver, 

“ Taiwan’ s 
R

ussian 
O

ption: 
Im

age 
and 

R
eality,”  Asian Survey , Vol. 18 , N

o. 7 , July 1978 . M
ichael Share, 

“ From
 Ideological Foe to U

ncertain Friend: Soviet R
elations 

with Taiwan, 1943 ‒82 ,”  Cold W
ar H

istory , Vol. 3 , N
o. 2 , January 

2003 . C
zeslaw Tubilewicz, “ Taiwan and the Soviet U

nion during 
the C

old W
ar,”  Com

m
unist and Post-com

m
unist Studies , Vol. 38 , 

2005 ; “ Taiwan and the Soviet U
nion during the C

old W
ar: 

E
nem

ies or A
m

biguous Friends?,”  Cold W
ar H

istory , Vol. 5 , N
o. 

1 , February 2005 ; “ T
he Baltic States in Taiwan’ s Post-C

old W
ar 

“ Flexible D
iplom

acy” ,”  Europe-Asia Studies , Vol. 54 , N
o. 5 , July 

2002 ; “ T
he Little D

ragon and the Bear: R
ussian-Taiwanese 

R
elations in the Post-C

old W
ar Period,”  The R

ussian R
eview

, 

Vol. 61 , N
o. 2 , A

pril 2002 .

〈
7
〉 

聯
合
報
社
編
『
蘇
聯
特
務
在
台
湾
│
│
魏
景
蒙
日
記
中
的
王
平

檔
案
』（
聯
経
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）。
た
だ
し
、
日
記
原
本
は

Jam
es W

ei diary

と
し
てH

oover Institution A
rchives

に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。

〈
8
〉 

「
文
史
大
講
堂
第
一
期
│
│
楊
天
石
講
你
所
不
知
道
的
蔣
介
石
」

（
人
民
網
、
二
〇
一
〇
年
十
月
二
十
九
日
、http://culture.people.

com
.cn/G

B/70968 /70970 /13082388 .htm
l

）。

〈
9
〉 

楊
天
石
「
蔣
介
石
聯
合
蘇
聯
、
謀
劃
反
攻
大
陸
始
末
」（『
江
淮

文
史
』
二
〇
一
四
年
第
四
期
）
な
ど
。
こ
の
一
文
は
、
楊
天
石
『
找

尋
真
実
的
蔣
介
石
│
│
蔣
介
石
日
記
解
読
』（
香
港
三
聯
書
店
、
二

〇
〇
八
年
）
の
該
当
部
分
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。

〈
10
〉 

た
と
え
ば
昨
今
の
成
果
と
し
て
、Zhang Jianhua, “ T

he ‘ Taiwan 
Issue’ 

and 
‘ Taiwan 

Factor’  
in 

Sino-Soviet 
R

elations: 
A

nd 
E

xplanation Based on R
ussian Sources, in G

eorge W
ei eds., 

China-Taiw
an R

elations in a G
lobal Context: Taiw

an’s Foreign 
Policy and R

elations , R
outledge C

ontem
porary C

hina Series, 
R

outledge, 2015 . 

中
国
語
の
論
考
と
し
て
、
林
孝
庭
「
沙
裡
淘
金

│
│
従
胡
仏
檔
案
重
温
東
亜
冷
戦
史
」（『
国
史
研
究
通
訊
』
第
九

期
、
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。

〈
11
〉 

福
田
円
『
中
国
外
交
と
台
湾
│
│
「
一
つ
の
中
国
」
原
則
の
起

源
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）。

〈
12
〉 
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
国
史
館
所
蔵
の
幾
つ
か
の
文
書
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、「
国
防
部
総
政
治
部
主
任
蔣
経
国
参
観
陶
甫
斯
号

油
輪
」（
蔣
経
国
総
統
文
物
、005 -030203 -00004 -006

）、「
外
交
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部
政
務
次
長
兼
代
部
長
沈
昌
煥
與
美
国
駐
華
大
使
藍
欽
会
談
有
関
陶

甫
斯
号
俄
国
油
輪
船
員
声
請
庇
護
要
求
赴
美
国
已
獲
応
允
及
反
攻
大

陸
之
疑
懼
等
談
話
紀
録
」（
蔣
経
国
総
統
文
物
、005 -010205 -

00080 -016
）
な
ど
。
当
時
の
国
防
部
長
た
る
蔣
経
国
が
こ
の
案
件

の
処
理
に
あ
た
っ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
事
件
も
含
め
て
、
こ
の
時

期
の
中
華
民
国
の
周
辺
海
域
の
外
国
船
拿
捕
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
船
な

ど
）
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
林
宏
一
『
封
鎖
大
陸
沿
海
│
│

中
華
民
国
政
府
「
関
閉
政
策
」1949 ‒1961

』（
国
立
政
治
大
学
歴
史

学
系
碩
士
論
文
、
二
〇
〇
九
年
）。

〈
13
〉 

た
と
え
ば
、Shaohua H

u, “ A
ssessing R

ussia’ s R
ole in C

ross-
Taiwan Strait R

elations,”  Issues &
 Studies , N

o. 43 ‒4 , D
ecem

ber, 
2007 . 

な
お
、
同
論
文
で
は
こ
の
拿
捕
事
件
の
発
生
を
七
月
二
十
三

日
と
し
て
い
る
が
（p. 4 3

）、
六
月
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

〈
14
〉 

「
一
九
五
四
年
六
月
二
十
二
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
15
〉 

「
一
九
五
四
年
六
月
二
十
三
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
16
〉 

「
上
月
反
省
録
」（
一
九
五
四
年
六
月
末
、「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
17
〉 Sergey Vradiy, “ R

ussia’ s U
nofficial R

elations with Taiwan,”  
in Iwashita A

kihiro eds., Eager Eyes Fixed on Eurasia: R
ussia and 

Its Eastern Edge , Slavic Eurasian Studies , N
o. 16 ‒2,  2007 , p. 

221 . 

た
だ
し
、
本
論
文
が
タ
ン
カ
ー
を
拿
捕
し
た
の
を
中
華
民
国

のcoast guard

と
し
て
い
る
の
は
海
軍
（
二
隻
の
駆
逐
艦
）
の
誤
り

で
あ
る
（
同
頁
）。

〈
18
〉 “ M

em
orandum

 of Telephone C
onversation, prepared in the 

W
hite H

ouse,”  June 16 , 1954 , from
 FRU

S , Vol. X
IV, part 1  

(1952 ‒1954 ), pp. 472 ‒474 .

〈
19
〉 John G

arver, op. cit . 

こ
う
い
っ
た
観
点
は
、
一
九
五
四
年
六

月
二
十
二
日
の
ラ
ン
キ
ン
駐
華（
台
北
）大
使
か
ら
国
務
省
宛
電
報

の
、“ A

nother general assum
ption will be that President C

hiang 
would never order such seizure unless inform

ation relocation had 
com

e through U
S official channels (presum

ably A
LU

SN
A

 
Taipei ) 

with 
consequent 

im
plication 

that 
U

S 
approved 

interception.”

と
い
っ
た
内
容
か
ら
も
導
か
れ
る
。“ T

he 
A

m
bas-

sador in the R
epublic of C

hina (R
ankin ) to the D

epartm
ent of 

State,”  961 .53 /6 ‒2254 : Telegram
, N

o. 222 , Taipei, June 22 , 
1954 ‒5  p.m

. 
(https://history.state.gov/historicaldocum

ents/
frus1952 -54 v14 p1 /d222 ), FRU

S , 1952 ‒1954 , vol. X
IV, pp. 480 ‒

481 .

〈
20
〉 

楊
天
石
前
掲
論
文
、
三
七
頁
。

〈
21
〉 

ル
イ
ス
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
伝
記
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り

以
下
の
も
の
を
参
照
。Jeanne 

Vronskaya, 
“ O

bituary: 
V

iktor 
Louis,”  

Independent , 
M

onday 
2 0  

July 
1992  

(https://www.
independent.co.uk/new

s/people/obituary-viktor-louis-1534573 .
htm

l ).

〈
22
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
月
五
日
」、「
十
月
十
六
日
」（「
蔣
介
石
日

記
」）。

〈
23
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
月
十
七
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
24
〉 
「
上
星
期
反
省
録
」（「
蔣
介
石
日
記
」
一
九
六
八
年
十
月
十
九

日
の
後
の
反
省
録
）。「
十
月
二
十
日
に
記
し
た
」
と
の
記
述
あ
り
。

〈
25
〉 
「（
一
九
六
八
年
）
十
月
二
十
三
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
26
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
月
二
十
四
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）、
た
だ
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し
楊
論
文
で
は
「
一
」「
二
」
…
…
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
記
原
文

で
は
「
甲
」「
乙
」
…
…
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
日
記
の
内
容
の

直
接
的
引
用
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
意
訳
さ
れ
て
い
る
（「
我
党
」

を
「
国
民
党
」
と
す
る
な
ど
）。
こ
れ
は
、
楊
天
石
前
掲
『
找
尋
真

実
的
蔣
介
石
』（
二
五
四
頁
）
で
も
同
様
で
あ
る
。
出
版
に
際
し
て

「
蔣
介
石
日
記
」
と
全
く
同
じ
内
容
を
そ
の
ま
ま
記
す
こ
と
に
つ
い

て
の
問
題
が
発
生
し
た
の
で
、
部
分
的
に
修
正
を
施
し
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。

〈
27
〉 

「（
一
九
六
八
年
） 
十
月
二
十
五
日
」 （「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
28
〉 

「（
一
九
六
八
年
） 

十
月
二
十
五
日
」 （「
魏
景
蒙
日
記
」、聯
合
報

社
編
前
掲
『
蘇
聯
特
務
在
台
湾
』
所
収
、
以
下
略
）。
な
お
、「
王

平
」
と
い
う
の
は
魏
の
偽
名
で
あ
る
。

〈
29
〉 

同
右
。

〈
30
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
月
二
十
六
日
」（「
魏
景
蒙
日
記
」）。

〈
31
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
月
二
十
六
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。
こ
の

日
の
日
記
の
内
容
を
、
楊
天
石
前
掲
論
文
は
や
や
簡
略
化
し
て
引
用

し
て
い
る
。

〈
32
〉 

「
上
星
期
反
省
録
」（「（
一
九
六
八
年
）
十
月
二
十
六
日
」
の
次

の
記
述
。「
蔣
介
石
日
記
」）。
こ
の
部
分
の
楊
天
石
前
掲
論
文
の
引

用
は
か
な
り
簡
略
化
し
て
い
る
。

〈
33
〉 

一
九
六
六
年
七
月
、
い
わ
ゆ
る
第
二
砲
兵
が
組
織
さ
れ
、
間
も

無
く
東
風
二
型
の
配
備
が
始
ま
っ
た
。

〈
34
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
月
二
十
七
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。
こ
の

日
か
ら
、
ソ
連
に
つ
い
て
「
俄
」
か
ら
「
蘇
」
に
変
化
し
て
い
る
。

〈
35
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
月
三
十
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。「
湖
」

と
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
台
湾
の
大
渓
の
慈
湖
の
こ
と
。
こ
の
地
が

故
郷
の
浙
江
省
奉
化
県
渓
口
の
光
景
に
似
て
い
た
こ
と
か
ら
、
蔣
介

石
は
こ
の
湖
を
慈
湖
と
名
付
け
、
そ
の
ほ
と
り
に
庵
を
建
て
て
、
頻

繁
に
訪
れ
て
い
た
。

〈
36
〉 

「
上
月
反
省
録
」（
先
月
の
反
省
録
）（「（
一
九
六
八
年
）
十
月
」

の
月
末
。「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
37
〉 

「
上
週
反
省
録
」（
先
週
の
反
省
録
）（「（
一
九
六
八
年
）
十
一

月
」
の
冒
頭
。「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
38
〉 

ル
イ
ス
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
も
、「
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
の
国

際
情
報
員
で
あ
っ
て
、
疑
い
が
な
い
」
と
も
記
し
て
い
る
（「（
一
九

六
八
年
）
十
一
月
二
十
九
日
」、「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
39
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
一
月
四
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
40
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
一
月
五
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
41
〉 

「
上
週
反
省
録
」（「（
一
九
六
八
年
）
十
一
月
九
日
」
の
後
。

「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
42
〉 

「（
一
九
六
八
年
）
十
一
月
二
十
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
43
〉 

十
二
月
十
四
日
の
日
記
で
は
、
タ
ス
通
信
が
ル
イ
ス
の
訪
華
の

こ
と
だ
け
で
な
く
、
中
華
民
国
か
ら
記
者
が
ソ
連
を
訪
問
す
る
こ
と

を
約
し
た
と
も
報
じ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
が
挑
発
で
あ
り
、
ま
た
偽

造
報
道
だ
と
断
じ
た
上
で
、
ソ
連
側
の
意
図
に
注
意
す
べ
き
だ
と
述

べ
て
い
る
。「（
一
九
六
八
年
）
十
二
月
十
四
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
44
〉 
「
民
国
五
十
七
年
総
反
省
録
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
45
〉 
「（
一
九
六
九
年
）
一
月
二
十
七
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
46
〉 
「
ま
た
淑
銘
と
ソ
連
人
の
会
話
の
情
報
に
接
す
る
。
な
ん
の
意

味
も
な
い
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
（「（
一
九
六
九
年
）
一
月
九
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日
」、「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
47
〉 
「（
一
九
六
九
年
）
一
月
二
十
五
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
48
〉 
「（
一
九
六
九
年
）
一
月
二
十
二
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。
楊
天

石
前
掲
書
は
、
こ
う
し
た
蔣
介
石
の
大
陸
反
攻
政
策
に
関
わ
る
部
分

に
つ
い
て
詳
細
に
引
用
、
紹
介
し
て
い
な
い
。

〈
49
〉 

「
戊
」、「
本
星
期
反
省
録
」（（
一
九
六
九
年
）
二
月
第
一
週
。

「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
50
〉 

「
一
」、「
本
星
期
反
省
録
」（（
一
九
六
九
年
）
二
月
第
一
週
。

「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
51
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
三
月
二
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
52
〉 

楊
天
石
前
掲
書
、
三
八
〇
頁
。

〈
53
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
四
月
十
三
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
54
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
四
月
十
四
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
55
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
四
月
二
十
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
56
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
四
月
二
十
二
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
57
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
四
月
二
十
三
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
58
〉 

「
上
星
期
反
省
録
」（（
一
九
六
九
年
）
五
月
第
一
週
、「
蔣
介
石

日
記
」）。

〈
59
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
五
月
五
日
、
六
日
、
七
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
60
〉 Petro Shelest

は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
産
党
幹
部
で
あ
り
、

A
lexander Shelepin

は
当
時
Ｋ
Ｇ
Ｂ
議
長
で
あ
っ
た
。

〈
61
〉 

「（
一
九
六
九
年
） 

五
月
五
日
」 （Jam

es W
ei diary, B

ox 11 . 
H

oover Institution A
rchives

所
蔵
）。

〈
62
〉 

同
右
史
料
。

〈
63
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
五
月
十
四
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
64
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
五
月
十
五
日
」（Jam

es W
ei diary, Box 1 1

）。

〈
65
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
五
月
二
十
五
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
66
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
五
月
二
十
七
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
67
〉 

「
上
月
反
省
録
」（
一
九
六
九
年
五
月
へ
の
反
省
録
、「
蔣
介
石

日
記
」）。

〈
68
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
六
月
十
六
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
69
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
七
月
十
五
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
70
〉 

楊
天
石
前
掲
書
、
三
八
三
頁
。

〈
71
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
九
月
六
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
72
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
九
月
二
十
日
」（「
魏
景
蒙
日
記
」）。

〈
73
〉 

同
上
史
料
。
蔣
経
国
が
加
え
た
三
点
は
、
こ
の
戦
争
が
世
界
戦

争
に
拡
大
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
の
で
、
第
三
国
の
関
与
を
求
め
な

い
こ
と
、
ま
た
ソ
連
は
国
民
党
の
対
毛
沢
東
戦
争
を
支
援
す
る
こ
と

に
専
念
し
、
共
産
党
の
反
毛
沢
東
闘
争
を
支
援
し
な
い
こ
と
、
そ
し

て
国
民
党
が
全
国
路
領
導
し
て
討
毛
戦
争
を
お
こ
す
に
あ
た
り
、
あ

ら
ゆ
る
反
毛
団
体
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。

〈
74
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
十
月
一
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
75
〉 

「
上
星
期
反
省
録
」（
一
九
六
九
年
九
月
分
、「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
76
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
十
月
三
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
77
〉 

「（
一
九
六
九
年
）
十
月
十
日
」（「
蔣
介
石
日
記
」）。

〈
78
〉 

「
本
星
期
反
省
録
」（
今
週
の
反
省
録
）（
十
月
十
一
日
の
後
。

「
蔣
介
石
日
記
」）。
な
お
、
中
国
共
産
党
の
十
月
七
日
の
宣
布
と
ソ

連
の
反
応
は
、
十
月
十
日
の
『
人
民
日
報
』
に
「
蘇
修
不
敢
報
道
我

国
政
府
七
日
声
明
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。


