
評

◎
米
英
の
イ
ラ
ク
侵
攻
と
中
国
の
立
場

時

新
世
紀
の
幕
開
け
か
ら
既
に
三
年

ボ
ス

　
ト
冷
戦
世
界
は
深
い
混
迷
に
満
ち
、
奈
落
の

底
に
向
か
う
兆
候
を
強
め
て
い
る
。
三
月

一

一
日
、
日
本
の
株
価
は
八
千
円
台
を
割
り
込

み
危
機
状
況
を
呈
し
た
。
米
英
に
よ
る
イ
ラ

ク
軍
事
侵
攻
が
目
前
と
い
う
見
通
し
が
市
場

を
悲
観
さ
せ
た
の
だ
。
三
月
二
〇
日
つ
い
に

英
米
は
国
連
安
保
理
で
の
新
決
議
案
採
択
を

待
た
ず
に
イ
ラ
ク
攻
撃
に
突
入
し
た
。
常
任

理
事
国
の
仏
露
中
三
国
の
強
い
反
対
を
被
り
、

安
保
理
内

の
多
数
派
工
作
が
困
難
と
見
た
た

め
だ
。
今
や
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
の
国
連
中
心
主
義
は
空
手
形
と
な
り
、

世
界
の
平
和
維
持
機
構
と
し
て
の
国
連
は
機

能
不
全

に
陥
る
に
至
っ
た
。
も
は
や
特
定
国

家
に
よ
る

一
国
主
義
的
で
恣
意
的
な
武
力
発

動
を
止
め
る
力
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。

中
国
は

一
九
八
九
年
六
月
の
天
安
門
事
件

後
の

一
時
期
に
対
米
関
係
の
悪
化
を
経
験
し

て
以
来
、
九
六
年
以
後
は
対
米
融
和
政
策
を

外
交
原
則
と
し
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
米

国
と

の
間
で
軍
事
紛
争
の
種
を
蒔
か
な
い
こ

と
こ
そ
、
中
国
が
平
和
的
環
境
下
に
高
度
発

展
を
維
持
す
る
不
可
欠
な
条
件
と
み
な
し
て

い
る
た
め
だ
。
こ
う
し
た
認
識
が
可
能
な
っ

た
の
は
、
対
米
摩
擦
が
ど
ん
な
形
で
発
生
し

よ
う
と
、
外
交
手
段
に
よ
る
平
和
的
解
決
が

可
能
と
見
る
判
断
が
働
い
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
の
中
国
も
今
回
の
事
態
に
は
米
国
批
判
の

立
場
を
明
確
化
し
て
い
る
。
中
国
に
と
っ
て

そ
れ
は
苦
渋
の
選
択
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

◎
中
国
の
外
交
原
則
と
内
外
情
勢

中
国
が
米
国
の
イ
ラ
ク
侵
攻
に
同
意
し
得

な
い
理
由
は
二
つ
あ
る
。

第

一
に
、
中
国
の
対
米
融
和
策
は
唯

一
の

超
大
国
で
あ
る
米
国
が

「
一
国
単
独
主
義
」

的
な
外
交
政
策
を
採
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
。
中
国
が
求
め
る
国
際
秩
序
は

一

貫
し
て

「多
元
主
義
」
に
あ
り
、
複
数
の
強

国
間
の
勢
力
均
衡
を
前
提
と
し
た
合
意
形
成

に
よ
っ
て
秩
序
維
持
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
望

ん
で
き
た
。
こ
の
意
味
で
は
国
連
と
く
に
安

保
理
に
お
け
る
合
意
形
成
プ

ロ
セ
ス
が
勢
力

均
衡
を
前
提
に
成
立
す
る
こ
と
こ
そ
、
中
国

が
最
重
要
視
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
超
大
国
の
米
国
が
モ
ン
ロ
ー
主
義
的
な

不
関
与
政
策
の
方
向
を
辿

っ
て
安
保
理
の
合

意
形
成
か
ら
離
脱
し
消
極
的

「
一
国
単
独
主

義
」
に
向
か
う
こ
と
も
、
ま
た
そ
の
逆
に
安

保
理
の
合
意
形
成
を
無
視
し
て
単
独
覇
権
的

な
積
極
的

「
一
国
単
独
主
義
」
に
走
る
こ
と

も
中
国
は
容
認
し
得
な

い
。
今
回
の
米
国
の

イ
ラ
ク
侵
攻
は
後
者
の
積
極
的

「
一
国
単
独

主
義
」
へ
の
危
険
を
孕
ん
で
い
る
。

第
二
の
理
由
は
、
中
国
国
内
に
な
お
対
米

融
和
外
交
の
原
則
に
反
対
す
る
勢
力
が
根
強

く
存
在
し
て
い
る
点
に
関
係
す
る
。
と
く
に

米
国
が
イ
ラ
ク
に
軍
事
侵
攻
を
開
始
し
、
し

か
も
戦
争
が
長
引
く
事
態
に
陥
れ
ば
、
国
内

の
官
野
を
上
げ
た
反
米
感
情
が
沸
騰
す
る
可

能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
反
米
感
情
は
容
易

に
反
政
府
感
情
に
昂
進
す
る
可
能
性
も
秘
め

て
い
る
。

た
と
え
ば

一
九
九
九
年
五
月
駐

ベ
オ
グ

ラ
ー
ド
中
国
大
使
館
が
米
空
軍
を
主
力
と
す

る
N
A
T
O
軍
機
に
よ

っ
て
誤
爆
さ
れ
、
三

名
の
館
員
が
死
亡
し
た
事
件
が
勃
発
し
た
際

も
、
中
国
世
論
は
激
昂
し
、
駐
北
京
米
国
大

使
館
に
抗
議
デ
モ
が
殺
到
し
た
。
ま
た
二
〇



〇

一
年

九
月

=

日

の

ニ

ュ
ー

ヨ
ー
ク

・
テ

ロ
事
件

の
際

に
も
、
中

国

は

い
ち
早

く
ブ

ッ

シ

ュ
大

統
領

の

「反

テ

ロ

・
グ

ロ
ー

バ

リ
ズ

ム
」

の
呼

び

か
け

に
応

え
、

ア

フ
ガ

ン
の
タ

リ
バ

ン
政
権

へ
の
軍

事
攻
撃

を
支

持

す

る
姿

勢

を
打

ち
出

し
た

が
、
当
時

中

国

の
国
内
外

の
華

人

を

ネ

ッ
ト

す

る

ウ

ェ
ブ

・
サ

イ

ト

「s
in
a
.co
m
J
S
チ

ャ
ッ
ト
は
米

国

に
罵

声

を

浴

び

せ

る
声

で
溢

れ
た

の
だ

っ
た
。

い
ず

れ
に
せ
よ
対
イ

ラ
ク
開

戦

と
な
れ
ば

、

中

国
政

府

は
否
応

な
く
、

こ
れ

ま

で
以
上

の

強

い
姿

勢

で
米
国
批

判

に
臨

ま
ざ

る
を

得

な

く

な

る
。

そ
れ

が
対

米
関
係

を
悪

化

さ
せ

る

だ
け

で
な

く
、
政
府

内
、
党

内

の
対
米

批
判

派

を
勢

い
付

か

せ
る

こ
と
も
確

か
だ
。

◎
政
治
体
制
改
革
の
時
代
認
識
と
イ
ラ
ク
侵
攻

以
上
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
昨
年

一
一
月
開
催
の
中
共
第

一
六
回
大
会
に
続
い

て
、

こ
の
三
月
に
全
国
人
民
代
表
大
会
が
開

催
さ
れ
胡
錦
涛
-
温
家
宝
体
制
が
発
足
し
た
。

二

つ
の
大
会
は
と
も
に
新
た
な
重
点
課
題

と
し
て
「政
治
体
制
改
革
」
を
上
げ
て
い
る
。

中
国
の
政
治
体
制
改
革
は
、

一
九
八
四
年

か
ら
八
六
年
に
か
け
故

・
胡
耀
邦
党
総
書
記

に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
が
、
八
七
年

一
月
の

胡
耀
邦
失
脚
以
後
、
頓
挫
し
今
日
に
至

っ
て

い
る
。
今
日
な
ぜ
再
び
政
治
体
制
改
革
が
焦

眉
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
た
か
、
そ
の
理
由

は
二
つ
あ
る
。

第

一
に
は
ま
ず
国
有
企
業
改
革
を
初
め
、

一
連
の
改
革
が
大
量
の
失
業
者
や
困
窮
化
す

る
農
民
を
生
み
出
し
、
そ
の
結
果
全
国
各
地

に
抗
議
行
動
が
頻
発
す
る
な
ど
社
会
矛
盾
を

激
化
さ
せ
て
い
る
事
実
が
関
係
し
て
い
る
。

こ
れ
に
輪
を
か
け
た
の
が
W
T
O
加
盟
で
、

中
国
は
い
わ
ば
外
圧
を
借
り
て
競
争
社
会
に

自
ら
突
入
し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
社
会

矛
盾
の
激
発
を
さ
ら
に
深
刻
化
さ
せ
て
い
る
。

そ
の

一
方
で
、
構
造
腐
敗
の
性
格
を
持
つ
幹

部
汚
職
が
一
向
絶
え
な
い
事
態
も
招
い
て
い

る
。政

治
体
制
改
革
は
一
つ
に
は
こ
う
し
た
社

会
矛
盾
の
解
決
と
構
造
腐
敗
の
除
去
を
目
的

と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
は
、
中
国
の
対
外
認
識
の
変
化
が

深
く
関
係
し
て
い
る
。
即
ち
対
米
融
和
の
外

交
原
則
と
政
治
体
制
改
革
は
、
方
向
性
と
し

て
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
対

米
融
和
策
に
は
冷
戦
崩
壊
を
前
提
に
、
国
内

外
の
資
本
主
義
、
社
会
主
義
の
両
要
素
間
の

非
和
解
的
関
係
即
ち
ゼ
ロ
サ
ム
関
係
が
終
焉

し
、
両
要
素
間
の

「共
通
利
益
」
を
基
礎
と

し
た
プ
ラ
ス
サ
ム
関
係
が
主
流
に
な
っ
た
と

す
る
時
代
認
識
が
働

い
て
い
る
か
ら
だ
。
W

T
O
加
盟
も
リ
ス
ク
を
補

っ
て
余
り
あ
る
プ

ラ
ス
サ
ム
的
な

「共
通
利
益
」
が
働
く
と
い

う
確
信
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
断
行
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
国
内
外
の
敵
対
要
素
の
危
機
的
存

在
を
前
提
に
し
て
こ
そ
成
立
し
て
き
た
従
来

型
の
統
制
集
権
的
政
治
体
制
は
、
こ
の
新
し

い
時
代
認
識
の
登
場
と
共
に
、
当
然
改
革
を

迫
ら
れ
て
く
る
。
中
国

の
政
治
体
制
改
革
が

集
権
制
か
ら
分
権
制
、
専
制
か
ら
民
主
へ
の

方
向
を
示
し
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
だ
。

米
国
の
イ
ラ
ク
侵
攻

は
世
界
の
非
和
解
的

要
素
を
再
浮
上
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
中
国
の

政
治
改
革
の
行
く
手
を
遮
る
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
ま
た
対
米
批
判
か
対
米
追
従
か
の
立

場
の
違
い
に
よ
っ
て
日
中
両
国
の
関
係
を
悪

化
さ
せ
る
危
険
性
を
秘
め
て
い
る
。

(加
々
美
光
行

二
二
月
二
〇
日
記
)


