
27

日
本
国
際
政
治
学
会

『国
際
政
治
』
第
1
1
8
号

「米
中
関
係
史
」
(
一
九
九
八
年
五
月
)

建
国
前
夜
の
米
中
関
係

中
共
側
の
視
点
か
ら

青

山

瑠

妙

は

じ

め

に

中
華
人
民
共
和
国

(以
下
中
国
、
ま
た

は
新
中
国
)
建
国
前
夜

に
お
け

る
米
中

関
係

に
関
し

て
は
、
す

で
に
数
多
く

の
研
究
が
存
在
す

る
。
同
時
期

の
両
国
関

係

の
研
究

に

つ
い
て
は
、
主

に
イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
的

ア
プ

ロ
ー
チ

と
状
況
的

ア
プ

ロ
ー
チ

の
二
種
類

に

分

け
ら
れ
る
。

ス
テ
イ
ー
プ

ン
・
ル
バ
イ

ン

に
よ
る
と
、

イ

デ
オ

ロ

ギ
ー
的

ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
中
国
共
産
党

(以
下
、
中
共
)
の
リ
ー
ダ

ー
た
ち

は
、

レ
ー

ニ
ン
主
義

の
立
場
か
ら
世
界
政
治
を
認
識
し
、

い
わ
ば
必
然
的

に
ソ
連
側

の
革

命
陣
営

に
参
加
し
、

ア
メ
リ
カ
を
代
表
と
す
る
帝
国
主
義

の
陣
営
と

は
対

決

の
道
を
選
ぶ
と

い
う
結
論

に
達
す
る
。

状

況
的

ア
プ

ロ
ー
チ
に
従
え
ば
、
中
共
は
国
家

の
独
立
と
国
益
を
最
重
視
し

た
民
族

主
義
者

で
あ
り
、
現
実

に
は
米
中

(共
)
関
係
を
改
善
す
る
た
め

に
さ
ま

ざ
ま
な
努
力
を
払

っ
た
。

に
も
か

か
わ
ら
ず
、

ア
メ
リ
カ
は
中
共

の
こ
う
し
た

努
力
を
無
視
あ

る
い
は
誤
認
す

る
こ
と

で
、
新
中
国
と

の
対
立
を
導

い
た
と
い

う

の
で
あ
る
。

い
ず
れ

の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
せ
よ
、
先
行
研
究

の
多
く
は
冷
戦

と
い
う
枠
組

み

の
中

で
、
米
中

ソ
の
三
国
関
係
を
焦
点

に
お
い
て
い
た
。
建
国
前
夜

の
中
共

の

対
米
認
識
と
行
動
を
考
察
す

る
に
当
た

っ
て
、
冷
戦
と

い
う
国
際

シ
ス
テ
ム
や

ソ
連
と
そ

の
社
会
主
義
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
に
よ
る
拘
束
力
は
確

か
に
無
視

で
き
な

い
重
要
な
要
素

で
あ
る
。
し
か
し
、
米
中
関
係
を
米
中

ソ
の
三
国
関
係

の
み
か

ら
分
析
を
行
う

こ
と

に
よ
り
、
冷
戦
と
い
う
時
代
環
境
や
中
共

に
対
す
る

ソ
連

の
影
響
力
を
過
大
評
価
し

て
し
ま
う
危
険
性
が
潜
ん

で
い
る
こ
と
も
看
過
で
き

な

い
。

そ

こ
で
、
本

稿

に
お

い
て
は
、
建
国
前
夜

の
米
中
関
係
を
、
主
と
し
て
中
国

と

い
う
地
域

の
視
点
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
中
共

の
具
体
的
な
政
策

や
行

動

に
焦
点
を
絞

り
、
新
中
国
建
国
前
夜

の
米
中
関
係

の
可
能
性
、
米
中
接
触
を



28

失

敗
に
導

い
た
要
因
な
ど
に
関
し
て
再
検
討

を
試

み
る
と
と
も
に
、

イ
デ
オ

ロ

ギ
ー
的

ア
プ

ロ
ー
チ
と
状
況
的

ア
プ

ロ
ー
チ

の
有
効
性

を
考
察
す

る
こ
と

と
し

た
い
。

一
　
中

共

の
対

外

政

策

の
転

換

国
共
内
戦

の
中

で
人
民
解
放
軍

は
、
戦
況

が
逆
転
し
始
め

た

一
九
四
七
年
後

半

に
、

「
戦
略
的
防
御
」

か
ら

「
戦
略
的
進
攻
」

へ
と
転
じ
た
。

そ
し

て
、

二

九

四
八
年

に
入

る
と
、
特

に
同
年
六
月
頃
か
ら
、
中
共
指
導
者

は
当
時

の
戦
況

か
ら
あ
と
三
年
か
ら
五
年

で
全
国
解
放
を
勝
ち
得

る
と
予
測
し
、
解
放
後

の
国

民
経
済

の
回
復
や
発
展
な
ど
、
国
家
建
設

の
準
備

に
着
手
し
た
。

一
九
四
八
年
後
半
は
冷
戦
が

ア
ジ

ア
ま

で
拡
大
し
、
そ

の
影
響
が
及
び
始
め

た
時
期

で
も
あ

っ
た
。

「
第
二
次

世
界
大
戦
後
、

世
界
政
治

に
お
け
る
主
要
矛

盾
は
資
本
主
義
世
界
と
社
会

主
義

ソ
連
と

の
矛
盾

で
は
な

い
。
現
在

の
世
界

に

お
け
る
主
要
矛
盾
は

ア
メ
リ
カ
人
民
と

ア
メ
リ
カ
反
動
派
と

の
矛
盾

で
あ
り
、

英
米

の
矛
盾

で
あ
り
、
中
米

の
矛
盾

で
あ
る
」
と

い
う
陸
定

一
の
発
言
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
当
初
中
共

の
冷
戦
意
識

は
薄

か

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の

時
期

に
至

り
、
中
共

は
陣
営

の
選
択
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

一

九

四
八
年
後
半

に
建
国
方
針

の

一
環
と

し

て
の
対
外

政
策

に
関

す
る
方
針

も

こ

の
よ
う
な
厳

し
い
国
際
環
境

に
さ
ら

さ
れ
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

一
九

四
九
年
年
明
け

の
中
共
中
央
政
治
局
会
議

に
お
い
て
、
北
平

(北
京
)
が

解
放

さ
れ
た
後

に
中
共
第
七
期

中
央
委
員
会

第
二
回
全
体
会
議

(七

期
二
中
全

会
)
を
開
催
し
、

こ
こ
で
外
交
政
策
を
決
定
す

る
こ
と
が
確
認

さ
れ

た
。

同
年

一
月

に
は
、
毛
沢
東
と
周
恩
来
が

「
外
交

工
作

に
関
す

る
指
示
」
を
起
草
し

た
。

こ
れ
は
中
共

が
打

ち
出

し
た
最
初

の
具
体
的
な
外
交
政
策

・
方
針

で
あ

っ
た
。

こ
の

「指
示
」

は
新
中
国

の
建
国
を
に
ら
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
新
中
国
の
対
外

政
策

の
基
礎

と
位
置
づ

け
ら
れ
る
。

こ
の
指
示

の
趣
旨

は
次

の
二
点
に
要
約
さ
れ
る
。

第

一
の
趣
旨

は
、
過
去

の
い
か
な
る
屈
辱
的

な
外
交

の
伝
統

に
も
束
縛
さ
れ

な

い
た
め

に
、
現
在

の
す

べ
て
の
国
家

の
駐
在
代
表
を
正
式
な
外
交
人
員
と
し

て
認
め
な

い
。
し
か
し
同
時

に
そ
の
中

で
毛
沢
東

は
具
体
的
な
政
策

と
し

て
自

ら
次

の
二
点
を
特

に
付
け
加
え
た
。
①
人
民
共
和
国
と
正
式
な
外
交
関
係
を
樹

立
す

る
前

に
、
各
資
本
主
義
国
家

の
外
交
機
構

や
武
官
を
含
む
外
交
官
を
承
認

は
し
な

い
が
、
確
か
な
保
護
を
与

え
る
。
し
か
し
、

ア
メ
リ
カ

の
武
官

に
対
し

て
は
、

「
直
接
国
民
党

の
内
戦
を
援
助
し

て
い
る
た
め
、

兵
隊
を
派
遣
し

て
監

視
す

べ
き

で
あ
り
、
自
由
を
与
え
て
は
な
ら
な

い
」
。
反
対

に
、
「
ソ
連
と
新
民

主
主
義
国
家

の
領
事
館
、
大
使
館

及
び
そ

の
所
属
外
交

機
構
と
そ
の
関
係
者
は
、

か
れ
ら

の
外
交
政
策
が
資
本
主
義
国
家

の
外
交
政
策
と
根
本
的
に
異
な
る

こ
と

か
ら
、
か
れ
ら

に
対
す
る
わ
れ
わ
れ

の
態
度

は
資
本
主
義
国
家
に
対
す
る
態
度

と
は
根
本
的

に
異
な
る

べ
き

で
あ

る
」
と
し
た
。
②
外
国

に
よ
る
中
国

の
内
政

干
渉
を
許
さ
な

い
と

い
う
点

で
あ

る
。

「
指
示
」

の
第
二

の
趣
旨
は
、
「
原
則
に
お
い
て
、
中
国
に
お
け
る
帝
国
主
義

の
特

権
を
取
り
消

し
、
中
華

民
族

の
独
立
解
放
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
が
、
外
交

工
作

に
お
い
て
、
「
『
原
則
性
』
と

『
柔
軟
性
』
を
適
切

に
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
と
で
あ

っ
た
。

「
指
示
」
は

ソ
連

の
政

治
局
員

(ミ

コ
ヤ

ン
)
の
訪
中

に
関
す

る

ス
タ
ー
リ
ン

と
毛

沢
東

に
よ
る
会
談

の
数

日
前

に
作
成

さ
れ
、

ソ
連
の
立
場

に
も
十
分
配
慮
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し

た
も

の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
毛
沢
東
が
特

に
付
け
加
え
た
二
点

こ
そ
が
、
厳
し

い
冷
戦
環
境

に
お
け
る
中
共

の
ト

ッ
プ
リ

ー
ダ
ー

の
選
択
を
示

し

た
当
時

の
基
本
的
な
対
米

・
対

ソ
政
策

で
あ
り
、
全
般
的
外
交
政
策

の
原
則

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、

一
九
四
九
年

一
月
は
じ
め

の
時
点

に
お
い

て
、
毛
沢
東

は
す

で
に
資
本
主
義
諸
国
と

ソ
連
及
び
新

民
主
主
義
国
家

に
対

す
る
根

本
的

ス

タ

ン
ス
の
相
違
を
明
確

に
し

て
い
た
。

ま
た
、

国
共

内
戦

に
深
く
関
わ

っ
て
い

る
ア
メ
リ
カ

に
対
し

て
は
、
他

の
資
本

主
義
諸

国
よ
り
も
格
段

に
警
戒

し

て
い

た

の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
共

の
対

外
政
策

の
自

主
性

と
も
思
わ
れ

る

「
柔
軟
性

」

へ
の
強
調
が
見
ら
れ
る
点

も
注

目
に
値

す
る
。

こ
の

「柔
軟

性
」

は
、
陣

営

選
択
が
迫

ら
れ

る
国
際

環
境

の
な
か

で
、

ア

メ
リ

カ
な
ど

の

「
帝
国
主
義

」

に
対
す
る
中
共

の
行
動

に
、

一
定

の
戦
略
的
余
地

を
残

し
た
こ

と
を
意
味

す
る
。

原
則
性

と
柔
軟
性
を
兼
ね
備

え
た
こ
の

「外
交

工
作

に
関
す
る
指
示
」

が
実

際

に
党
全
体

の
対
外
政
策

と
し
て
決
定

さ
れ
た
の
は
、

同
年

三
月

五
日
に
開

か

れ
た
中
共
七
期

二
中
全
会

に
お
い
て
で
あ

っ
た
。

同
会
議

に
お

い
て
毛

沢
東

は
、

ソ
連

の
援
助

が
あ
る
が
ゆ
え
に

「中
国

の
経

済
建
設

の
速
度

は
そ
う
遅
い
も
の
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く
か
な

り
速

い
も

の
と

な

る
で
あ

ろ
う
」

と
述

べ
、

ソ
連

の
援
助
を
高
く
評
価
す
る
と
と
も

に
、

「
帝

国
主
義
」
国
家

と

の
外
交
通
商
関
係

に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
言
及
し
た
。
す
な

わ
ち
、

「国

民
党
時
代

の
い
か
な
る
外
国

の
外

交
機
関

や
外
交
官

の
合
法
的
地

位
も
認
め

な
い
」

し
、

「帝
国
主
義

の
わ
が
国

に
た
い
す

る
承
認

の
問
題

に

つ

い
て
は
、

い
ま
解
決

を
急

ぐ
べ
き

で
は
な

い
し
、
全
国
的
勝
利
を
お
さ
め
た

の

ち
も
な
お
、

か
な
り
長

い
あ
い
だ
解
決
を
急

ぐ
必
要

は
な
い
」
。

し
か
し
、

か

と

い

っ
て
、
外
国
人
と
商
売
を
す

る
の
も
、
な
に
も
問
題
と
は
な
ら
な

い
し
、

い
ず
れ
は

「
平
等

の
原
則

に
し
た
が

っ
て
す

べ
て
の
国
と
外
交
関
係
を
う
ち
た

て
る

こ
と
を

の
ぞ
ん

で
い
る
」
と
し

て
い
る
。

七
期
二
中
全
会

に
お
け
る
毛
沢
東

の
発
言
に
示
さ
れ
た
中
共

の
対
外
方
針

は
、

ソ
連

の
援
助
を
受
け
る

こ
と

に

つ
い
て
明
言
す

る
な
ど
、
そ
の
二

ヵ
月
前
よ
り

も

一
層
鮮
明

に
ソ
連

の
陣
営

に
同
調
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

と
は
い
え
、
同
時

に
中
共
は
、
二
大
陣
営
と

「
等
距
離
外
交

」
こ
そ
考
え

て
い
な
か

っ
た
も
の
の
、

「
帝
国
主
義
」

国
家

と

の
国
交
も
否
定

せ
ず
、

か

つ
こ
れ
ら
諸
国
と

の
貿
易

に

つ
い

て
は
積
極
的

な
姿
勢

を
示
し
た
。

ソ
連

の
陣
営

に
同
調
す
る

「
原
則
性
」

と
、
帝
国
主
義
国
家

に
対
す
る

「
柔

軟
性
」

と
い
う
二

つ
の
特
徴

を
有

す
る
七
期

二
中
全
会

に
示
さ
れ
た
中
共

の
対

外
方
針

は
四
九
年

一
月

の

「指

示
」

よ
り
も
さ
ら
に

一
歩
前
進
し
、

そ
れ
を
よ

り
具
体
化

さ
せ

た
と

い
え
る
。
し
か

し
、

そ
の
基
本

的
枠
組

み
は
明

ら
か

に

「指
示
」

に
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
見

て
良
い
。

こ
の
よ
う
に
、

一
九

四
九
年

一
月
か
ら
三
月
に
か
け

て
中
共
は
、
新
中
国
建

国
後

の
対
外
政
策

と
し

て
、
自
ら

の
陣
営
を
選
択
し
、
決
定
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期

は
、

ア
メ
リ
カ
が

「
中
共

の
勝
利
を
阻
止
す
る
」

こ
と
か
ら

「
中
国

を

ソ
連

に
従
属

さ
せ
な

い
」
対
中

(共
)
政
策

へ
と
柔
軟
な
方
向

に
転
換
さ
せ
た

時
期
と

ほ
ぼ
重
な

っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
対
外
政
策

の
決
定

に
際
し
、
中
共

は
ま
だ

ア
メ
リ
カ

の
こ
の
よ
う
な
政
策
転
換
を
認
識

で
き

て
い
な
か

っ
た
と
考

え

る
の
は
妥
当

で
あ

ろ
う
。
新
中
国

の
建
国
を

に
ら
ん
だ
中
共

の
対
外
政
策
作

成
と
決
定

は
、
ま
さ

に
米
中

(共
)
緊
張
そ
し
て
ソ
連

の
ミ

コ
ヤ
ン
訪
中
に
象
徴

さ
れ
る
中

(共
)
ソ
接
近

ム
ー
ド
の
な
か

で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ソ
連
陣
営
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に
対
す
る
中
共

の
選
択
は
い
わ
ば
、
中
共

の
唯

一
の
選
択
肢

で
あ

る
。

ミ

コ
ヤ

ン
訪
中

の
詳
細

に

つ
い

て
は
こ
こ
で
は
割
愛
す

る
が
、
親

ソ
路
線

が
公
式

の
対

外
政
策

と
し

て
採

用
さ
れ
た
の
は
ソ
連
か

ら
の
経
済
援
助

の
約
束
を
取

り
付

け

る

こ
と
が

で
き
た
ミ

コ
ヤ

ン
の
訪
中
以
後

で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と

は
、
中
共

が

一
辺
倒
政
策

を
選
択

す
る
上

で
、

ソ
連

に
よ
る
経
済
援
助
、
新
中
国

の
安
保

に

つ
い

て
の

ソ
連

の
保
障
な
ど
が
き
わ
め

て
重
要
な
要
因
と
し

て
作
用
し
た

こ
と

を
示
唆

し
て
い
る
。

一
九

四
九
年

四
月

四
日
、
毛
沢
東
は

「
一
部

の
党
外
人
士
が
わ
れ
わ
れ

の
政

策

は

ソ
連

一
辺
倒
だ
」

と
批
判
し
た

こ
と

に
触
れ
、

「
わ
れ
わ
れ

の
政
策

は
ソ

連

一
辺
倒

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
も
し
も

ソ
連
と
同
じ
側
、
反
帝
国
主
義
陣
営

に

立

た
ず

に
、
中
間
路
線
を
歩
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ

は
間
違

っ
て
い
る
」

と
答
え
た
。

こ
う
し

て
、

二
九
四
九
年

一
月

に
提
案

さ
れ
た
中
共

の
ソ
連
陣
営

へ
の
傾
斜

は
現
実

の
も

の
と
し

て
確
定

さ
れ
た

の
で
あ
る
。

以
下

に
お

い
て
、

こ
こ
に
至
る
中
共

の
対
米

政
策
を
よ
り
具
体
的
に
検
討
す

る

こ
と
と
し
た

い
。

二
　

終

戦

か

ら

一
九

四

八
年

末

ま

で

の
米

中

関

係

太
平
洋
戦
争
中
、

ア
メ
リ
カ
を
同
盟
国
と
し
、
友
好

関
係
を
築

い
て
き
た
中

共

は
、
国
共
調
停
期

に
入

っ
て
か
ら
も

「
勝
ち
取

る
こ
と
を
主

と
し
、
批
判
を

二
次
的

な
も
の
と
す

る
」
と

い
う
政
策
を
と

り
、

ア
メ
リ
カ
の
対
中
政
策

の
転

換

に
期
待
を
寄

せ
て
い
た
。

一
九

四
六
年
夏
頃
か
ら
、

ア
メ
リ
カ

に
対
す

る
中
共

の
見
方

は

「
中
国
を
支

配

し
、
植
民
地

・
従
属
国

に
し
よ
う
と
し

て
い
る
」
と

い
う
批
判
的
な
も

の
に

な
り
、

こ
の
頃
か
ら
中
共

の
対
米
方
針

の
重
点

は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の

「
支
持
獲

得
」

か
ら

「
批
判
」

へ
と
逆
転
し
は
じ
め
た
。
同
年
八
月

に

「
中
間
地
帯
論
」

や

「張

り
子

の
虎
論
」
を
展
開
し
た
毛
沢
東
は
、
九
月
二
七
日

の
陸
定

一
に
宛

て
た
書
簡

に
お

い
て
、

「
解
放
区
の
軍

・
民

の
な
か
で
、

ア
メ
リ
カ
や
蒋
介
石

に
幻
想
を
抱
く

こ
と
は
既

に
中
心
的
問
題

で
は
な
い
。

こ
の
種
の
幻
想
を
抱
く

時
期

は
既

に
過
ぎ
去

っ
た
」
と
述

べ
、

ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
期
待

が
低
下
し
た

こ
と
を
露
わ

に
し
た
。
国
民
党
を
支
援
す
る

ア
メ
リ
カ
を
孤
立

さ
せ
る
た
め
に
、

中
共

は
イ
ギ

リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
の

「
人
民
」
と
の
協
力
を
検
討

し
は
じ
め

て
い

た
。

そ
し

て
、
同
年

一
一
月
二

一
日
に
国
民
党
と
戦
う
方
針

を
決
定
し
た
中
共

は
、
夏
頃
か
ら
転
換
し

て
い
た
ア
メ
リ
カ
と
の
対
決
方
針

を
ま
す
ま
す
強
固
な

も

の
と
し

て
い

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ

ソ
連
か
ら

の
援
助
も
ま
ま
な
ら
ぬ

一
九

四
七
年
末
ま

で
の
時
期

に
お

い
て
、
中

共
は
ア
メ
リ
カ
と
対
立
姿
勢
を
と
り
な
が
ら
も
、

ア

メ
リ
カ

の
政
策
転
換
に
対

す
る
期
待
を
完
全

に
捨

て
去

っ
て
い
た
わ
け

で
は
な

か

っ
た
。
た
と
え
ば
、
周
恩
来

は

マ
ー
シ
ャ
ル
特
使
帰
国

の
際
も
、

ア
メ
リ
カ

の
対
中
政
策
を
再
検
討

し
、
米
中
関
係
を
再
調
整
す
る
よ
う
努
力
し

て
ほ
し
い

と
伝
え
た
。

こ
う
し
た
わ
ず

か
な
期
待
は
中
共

の
対
外
政
策

に
あ
る
程
度

の
余

地
を
残
そ
う
と
す
る
努
力

で
あ

っ
た

こ
と
も
事
実

で
あ
ろ
う
。

一
九
四
八
年

に
入

っ
て
か
ら
、
特

に

一
九

四
八
年
半
ば
頃
以
降
、
中
共

の
ソ

連

へ
の
働

き
か
け
と

ソ
連

の
中
共

へ
の
支
援
姿
勢

の
明
確
化
と
が
同
じ
ベ
ク
ト

ル
に
働

く
よ
う
に
な
る
と
、
解
放
さ
れ
た
都
市

の
管
理
に
関
し

て
ソ
連
が
中
共

に
援
助

を
与

え
た
り
、
毛
沢
東
も
自
ら

一
月

に
訪

ソ
す
る
予
定
を
立

て
る
な
ど
、

中

ソ
関
係

は
緊
密

の
度
を
深
め

て
い

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況

の
な
か
で
、
毛



31　 建国前夜の米中関係

沢
東
は

「
蒋
介
石

の
背
後

に
は

ア
メ
リ
カ
が
あ

る
。

ソ
連

は
わ
れ
わ
れ
を
支
持

で
き
る
。
も

し

ソ
連
が
先
頭

に
立

て
ば
、
他

の
社
会
主
義
国
家
も

こ
れ

に

つ
い

て
く
る
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う

に
、

ア
メ
リ
カ

"
国
民
党
対

ソ
連

11
中
共
と

い

う
図
式

で
当
時

の
国
内
状
況
を
認
識
し

て
い
た
。

し
か
し
中

ソ
関
係

の
こ
の
よ
う
な
親

密
化
も
、

一
九
四
六
年
か
ら
続

い
た

ア

メ
リ

カ

に
対
す

る
中
共

の

一
定

の
期
待

を
完
全

に
払
拭

す
る

こ
と
は

で
き

な

か

っ
た
。

一
九

四
八
年
二
月
、
中
共
中
央

は

「
中
国
国
内

の
外
国
人
政
策

に
関

す

る
指

示
」
を
発
し
、

こ
の
な
か
で

「目
下

、
外
国
居
留
民

の
経
営
す
る
経
済

、

文
化

、
宗
教
な
ど

の
機
関
に
対

し
て
、

そ
れ
が
帝
国
主
義
的
な
性
質

で
あ
る
か

否

か
に
関
わ
り
な
く
、

一
般
的

に
は
排
除

あ
る
い
は
没
収

の
政
策

を
と
ら
な
い
。

外
国
居
留

民
及
び
そ

の
国
家

の
代
表
機
関

に
対

し

て
、

一
般
的

に
は
保
護
政
策

を

と
る
」

と
規
定
し
た
。
同
指
示

は
臨
時
的

な
措

置

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、

少

な
く
と
も
当

時

の
中
共

の
対
外
政
策

は
東
西

の
陣
営

に
関

わ
り
な
く
、

「帝

国
主
義
国
家

」

の
各
種
機
関

に
関
し

て
さ
え
も
す

べ
て
保
護

し
、

そ
の
存
続
を

認
め

る
と
い
う
も

の
で
、

「
二
大
陣
営
論
」

の
色
彩

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。

翌
月

の
三
月
二
四
日
に
公
布

さ
れ

た

「
ア
メ
リ
カ
に
対
す

る
外
交
闘
争

の
策

略

に
関
す

る
指

示
」

に
お
い
て
も
、

二
月

の
指
示

の
趣
旨

が
貫
か
れ

て
い
る
。

こ
の

「指
示
」

は
、

ア
メ
リ
カ
と
蒋
介
石

の
間

の
矛
盾
を
利
用
し
、
反
米
闘
争

に
お
け

る
盲

目
主
義

の
危
険
を
防
止
す
る

よ
う
強
調
し

て
い
る
。

こ
の
目
的
を

達
成
す

る
具
体
的

な
措
置

の

一
つ
と
し

て
、
冷
戦
政
策

に
反
対
し
、

ア
メ
リ
カ

政
界

に
お

け
る
社
会
主
義
国
家
と
平
和
共
存
を
主
張
す

る
人

々
と
連
携
す
る

こ

と
が
あ
げ

ら
れ
て
い
た
。

つ
ま
り

一
九
四
八
年
初
頭

に
お

い
て
、
国
民
党
と

の

戦

い
を
最
重
要
な
課
題
と
す
る
中
共
は
、
同
時
期

の
ア
メ
リ
カ

の
対
中
政
策
を

転
換

さ
せ
、
自
ら

に
支
持
を
向

け
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
九

四
八
年

四
月

に
ア
メ
リ
カ
が
国
民
党
軍

へ
の
本
格
的
な
援
助
を
開
始
し
、

中
国

の
内
政
干
渉
し
は
じ
め
た

の
を
契
…機
に
、
中
共

の
対
米
批
判
も
次
第

に
高

ま

っ
て
い

っ
た
。
し
か
し

こ
の
時
点

で
も
、
中
共

は

「
何
人
か
の
ア
メ
リ
カ
帝

国
主
義
分
子
は
蒋
介
石
匪
賊

の
作
戦
能
力

に
た
い
し

て
ま
す
ま
す
自
信
喪
失
し
、

反
動
軍
閥
を
利
用
し
よ
う
と
し

て
い
る
」
と
の
認
識
を
示
し
、
米
国
政
府
全
体

を
批
判

の
対

象
と
せ
ず
、
柔
軟
な
余
地
を
保
と
う
と
す
る
姿
勢
を
と

っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
認
識

を
反
映
し

て
、

一
九
四
八
年

一
一
月

に
瀋
陽
を
接
収

し
た

際

、
米
英
を
は
じ
め
と
す
る
資
本

主
義
諸
国
の
領
事
館
及
び
そ
の
館
員
に
対
し

て
中
共

は
過
激

な
行
動

を
と
ら
ず
、
各
領
事
館
か
ら
の
要
望

に
積
極
的

に
応
え

よ
う
と
し
た
。

瀋
陽

が
解

放

さ
れ
た
後
、
外
事

責
任
者

で
も

あ

っ
た
朱
其
文
市
長

は
就

任

早

々
の

一
一
月

四
日
、
英
米
仏
な

ど
の
駐
瀋
陽
各
領
事
館

に
就
任
通
知
を
出
し

た
。

そ
の
後
各
領
事
館
か
ら
返
答
文

が
届

い
た
。

ア
メ
リ
カ
領
事
館
か
ら

の
返

答
文

に
お

い
て
は
所
有
財
産

の
保
護

に
関
す
る
要
求
が
示
さ
れ
た
。
各
国

の
返

答
文

で
提
起

さ
れ
た
要
望

に
対
し

て
、
朱
其
文
は
英
米
仏

ソ
の
外
交
官
を
召
集

し
、
兵
隊
を
派
遣
し

て
保
護
す

る
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
約
束
し
た
。
同
月
初
め
、

瀋
陽
市

の
責
任
者
が

ア
メ
リ
カ

の
瀋
陽
駐
在
総
領
事
と
会
談
し
た
際
も
、
双
方

は
と
も

に
協
力
関
係
を
希
望
し
た
と

い
う
。

朱
其
文

の
こ
の
よ
う
な
行
動
を
、
中
共
上
層
部

は
ど
う
考

え
て
い
た

の
で
あ

ろ
う
か
。

一
一
月

一
〇

日
、

周
恩
来

は
東
北
局
宛
の
電
報

の
な
か
で
、

「
イ
ギ

リ

ス
、

ア
メ
リ
カ
、

フ
ラ
ン
ス
な
ど

の
国
は
ま
だ
わ
れ
わ
れ
の
政
府
を
承
認
し

て
い
な

い
た
め
、
わ
れ
わ
れ
も

こ
れ
ら
諸

国
の
現
在
の
領
事
を
承
認
せ
ず
、
か
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れ
ら
を

一
般

の
居
留
民
と
見
な
す
」

と

の
見
解
を
示
し
た
。

同
時

に
、

「外
事

問
題
は
中
央

の
既
決

の
方
針

が
な

い
場
合
は
、
急

い
で
返
答

せ
ず
、
上
級
も

し

く
は
中
央

の
指
示
を
仰
ぎ
、
行
動

の
余
地
を
残
し

て
お
く
」
よ
う
に
指
示
し

た
。

ま
た
、
毛
沢
東

が
東

北
局
に
当

て
た
電
報

も

「各

国
領
事
宛

て
の
通
知

に

つ
い

て
は
、
領
事

と
領
事
館

の
呼
称
を
使

用
す

べ
き

で
な
い
」

と
の
指
摘

に
止

ま

っ

て
い
た
。

こ
れ
ら
の
指

示
は

「国
民
党

と

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ

ス
、

フ
ラ

ン
ス

と
の
外
交
関
係
を
承

認
し
な

い
こ
と
で
、

わ
れ
わ
れ
の
外
交
を
主
導
的
な
地
位

に
立

た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
永
遠

に
こ
れ
ら

の
国

と
外
交
関
係
を
結
ば
な

い
こ
と
を
意
味

し
な

い
が
、

こ
れ
ら
の
国
家
を
無
差
別

に
扱

う
こ
と
も
意
味

し
な

い
」

と
い
う
中
共

の
認
識
を
反
映

し
た
も

の
で
あ

っ

た
。

こ
の
よ
う

に
、

ア
メ
リ
カ
を
含
む
西
側
諸
国

に
対
す

る
当
時

の
中
共
上
層

部

の
政
策

は
単

純

に
強

硬
な

も

の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
模
様
眺

め

の
姿
勢

を

と

っ
て
い
た
。
西
側
諸
国

に
対
す
る
当
時

の
瀋
陽
指
導
者

の
対
応
は
決
し

て
中

央

の
指

示
を
無

視
し

た
独
走

で
は
な
く
、
中
央

の
精
神

に
合
致

し
た
行
動

で

あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
戦
時
中
と

い
う
特
殊
な
環
境

に
加
え
、

ア
メ
リ
カ

の
基
本
的
外

交

ス
タ

ン
ス
か

ら
、
中

共
が

ア
メ
リ
カ
に
対
す

る
警
戒
心

を
失
う

こ
と

は
な

か

っ
た
。

一
九

四
八
年

一
一
月

二
〇
日
、
瀋
陽

の
警
備
司
令
部
は
正
式
に

ア
メ

リ
カ
、

フ
ラ
ン
ス
の
領
事
館

を
捜

査
し
、
領
事
館
員

に
対
し

て
集

団

で
居
住
す

る
よ
う
通
達

を
出

し
た
。
外
交
官

の
生

活
は
保
障

さ
れ
た
が
、
領
事
館

の
自
動

車

通
行
証

は
取

り
上
げ

ら
れ
、
外
国

へ
の
郵
便
物

は
ま
ず
市
政
府

に
送

ら
れ
、

電
話
も
市
政
府
以
外

に
は
通

じ
な

か

っ
た
。

し
か
し
、
戦
時
中

と
い
う
特
殊

な

状

況
、

そ
し
て
米
中

(共
)
対
決

と
い
う
当
時

の
情
勢

を
考
慮

す
る
限

り
、

こ
の

時
点

に
お
い
て
、
中
共
が
西
側
諸
外
国
を
敵
視
し
、
強
硬
な
行
動
を
と

っ
て
い

た
と
は
言

い
難

い
。
実
際
、

一
九
四
九
年

一
一
月
で
も
、

ア
メ
リ
カ
領
事
館
と

ワ
シ
ン
ト

ン
と

の
内
密
な
連
絡
が
基
本
的

に
許
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

一
九
四
六
年
夏
頃

以
降
、
中

ソ
関
係
が
親
密
化
し
て
い
く
中

で
も
、

ア
メ
リ
カ
に
対
す

る
中
共

の
政
策

は
底
流
に
お
い
て

一
貫
性
を
保

っ
て

お
り
、

一
定

の
柔
軟
性
を
有
し

て
い
た
。
新
中
国
の
指
導
者
た
ち
は
国
民
党
と

の
内
戦

に
勝

つ
た
め

に
、

ソ
連
と

ア
メ
リ
カ

の
両
方
か
ら

の
支
持

を
獲
得
し
よ

う
と
し

て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と

は
、
中
共

の
対
外
政
策

が

ア
メ
リ
カ
や

ソ
連

の
対
中
政
策

に
左
右
さ
れ
や
す
か

っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も

に
、
中

共

の

ア
メ
リ
カ
に
対
す

る
政
策
が
必
ず
し

も
中

ソ
関
係

に
拘
束
さ
れ

て
い
な

か

っ
た
こ
と
を
も
示
し

て
い
た
。

ア
メ
リ
カ

=
国
民
党
対

ソ
連
口
中
共
と

い
う

毛
沢

東

の
情
勢

認
識

は
、

あ
く
ま

で
も
国
内
情

勢

に
立
脚

し
た

「
二
大

陣
営

論
」

に
す
ぎ
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し

一
九
四
八
年

一
二
月
末
頃

に
な
る
と
、
中
共

の
対
米
政
策

は
大
き
く

転
換
し
た
。
新
中
国

の
外
交

政
策
が

い
よ

い
よ
形
成
さ
れ
る
段
階
を
迎
え
た

の

で
あ
る
。

一
二
月
三
〇
日
の

「最
後

ま
で
革
命
を
進
め
よ
う
」
、

及
び

そ
の
直
後

の
四

九
年

の
新
年
挨
拶

に
お
い

て
、
毛
沢
東
は
米
帝
国
主
義

の
侵
略
勢
力
を
中
国
か

ら
徹
底
的

に
駆
逐
し
な
い
か
ぎ
り
、
中
国

に
は
真

の
独
立
、
民
主
、
平
和
は
あ

り
得
な

い
と
述

べ
、

ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
批
判

の
ト
ー
ン
は
以
前

に
も
増
し
て

高

ま

っ
た
。

同
じ
時
期
、
接
収
期
間

に
お
け
る
瀋
陽

の
朱
其
文

の
外
交
活
動
が
突
如
批
判

さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、

陳
雲

は
、

「
外
国
領
事
館

に
就
任
通
知
を
出
し
た
り
、
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答
礼

の
た
め

の
訪
問
を
行

う
こ
と
は
政
治
的

に
高

明

で
な

い
。
外
国
人
は
意

図

的

に
わ
れ
わ
れ

の
意

図
を
探

っ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
質

問

が
有

れ
ば
必
ず
答
え

て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
警

戒
心
に
欠
け
る
こ
と

で
あ

る
」

と
朱
市

長
を
厳

し
く
糾
弾

し
た
。
前
述

の
よ
う
に
、
朱

其
文

は
基
本
的

に

中
共
中
央

の
指
示
通
り
に
行
動

し
て
お
り
、
中
央

の
政
策

に
背

い

て
独
走

し
た

こ
と
は
な
か

っ
た
。

そ
れ
が
、

一
九

四
九
年

に
入

っ
て
、
彼

の
外
交
活
動

が
批

判

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
中
共
中
央

の
対
米

政
策

が
変
化

し
た
こ
と
を

意
味

し
て
い
る

の
に
他

な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、

な
ぜ
こ
の
時
期

に
、
突
如
中
共
指
導
者

は

ア
メ
リ
カ
に
対
す

る

警
戒
心
を
強

め
、
対
米
批
判
を

エ
ス
カ

レ
ー
ト
さ
せ
た
の
か
。

こ
の
転
換

に
少

な

か
ら
ぬ
影
響

を
与

え
た
の
は
お
そ
ら
く

一
九

四
八
年

一
二
月
初
頭
香
港

で
発

表

さ
れ
た

ア
メ
リ
カ
人

記
者

の
記
事
と

一
九

四
九
年

一
月

ミ

コ
ヤ

ン
の
訪
中

で

あ

っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

同
記
事

の
中

で
、

そ
の
記
者

は
次

の
よ
う

に
主
張

し
て
い
る
。
現
在

ア
メ
リ

カ
国
務
省

の
政
策

の
中
心

は
、
あ

る
種

の
方
式

の
下

で
新
政
府
を
認
め
、
中
国

と

の
貿
易
を
回
復
し
、
新
中
国

に
投
資
す

る
と

い

っ
た
方
法
を
用

い
て
、
新
し

い
連
合
政
府

の
な
か

に
中
共

の
力

に
対
抗
す

る
有
効
な
反
対
派
を
作
り
上
げ

る

こ
と

に
あ

る
。

ア
メ
リ
カ
が
連
合
政
府
を
承
認
す

る
条
件

は
ア
メ
リ
カ
が
受
け

い
れ
ら
れ

る
よ
う
な
政
府
構
成

で
あ
る

こ
と
、
並
び

に
連
合
政
府
が
上
海
、
青

島

に
米
海
軍
、
陸
軍

の
基
地
を
お
く
権
利
を
認
め

る
こ
と

で
あ

る
。

香
港

に
お

け
る
情
報
が

ア
メ
リ
カ
な
ど

の
西
側
諸
国

に
関
す
る
唯

一
の
情
報

源
と
言

っ
て
よ
か

っ
た
当
時

の
中
共

に
と

っ
て
、
そ

の
記
事

の
重
み
は
格
別
な

も

の
の
よ
う

で
あ

っ
た
。
毛
沢
東
は

こ
の
記
事
を
き
わ
め

て
問
題
視
し
、

一
九

四
八
年

一
二
月
四
日
、
「
こ
の
よ
う
な
陰
謀

に
た

い
し

て
は
今
後
大

い
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義

の
陰
謀
が
新
中
国
人
民
政
治
協

商
会
議

と
連
合
政
府

の
な

か

で
実
現

さ
れ
な

い
よ
う

に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
」

と
強
調

し
、

劉
少
奇
、

朱
徳
、

周
恩
来
等

の
中
共
指
導
者

に

「和
平
演

変

」

に
関
す
る
注
意

を
喚
起

し
た
。

さ
ら
に

一
九
四
九
年

一
月
、
毛
沢
東

は
中

共
中

央
政
治
局
会
議

に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
が
直
接
出
兵
し
、
沿
海
都
市
を
占

領

す
る
と
い
う
武
力
干
渉

の
可
能
性
を
指
摘
し
、
警
戒
を
呼
び
か
け
た
。
ま
た

一
月

二
六
日
、
中
共
中
央

は
華
東
、
華
中
局
な
ど

に
宛

て
た
電
報

の
な
か

で
、

「今

後
国
民
党
地
区

か
ら
来

た
身
元

不
明

の
内
外

の
記
者

に
対
し

て
、

い
か
な

る
問
題

に
対

し
て
も

(取
材

に
)
応
じ

る
こ
と
を
拒
否

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
」

と
指
示

し
、
中
共

は
外
国
人
記
者

に
対
す

る
警
戒
を
強
め
た
。

一
月
末
訪
中

し
た
ミ

コ
ヤ
ン
は
毛
沢
東
、
劉
少
奇
、
周
恩
来
な
ど

の
中
共
指

導
者

と
、
戦
略
方
針
、
軍
事
配
置
及
び
新
中
国
の
発
展

の
将
来
性
、
政
治
協
商

会
議
、

連
合
政
府
及
び
そ

の
綱
領
、

経
済
政
策
、

外
交

の
根
本
政
策
、

中

(新

(
40
)

中
国
)
ソ
関
係
な
ど

の
あ
ら
ゆ
る
問
題

に

つ
い
て
意
見
交
換
し
た
。

ま
た
、

ミ

コ
ヤ

ン
訪
中
を
通
じ

て
、
中
共
は

ソ
連
か
ら
一三
億

ド
ル
の
借
款
と

ソ
連

の
各
種

専
門
家

の
中
国

へ
の
派
遣

の
約
束
を
取
り
付
け
た
。

こ
の
よ
う

に
、
終
戦
か
ら

一
九
四
八
年
末
ま
で
は
、
中
共

は

一
貫
し
て

ア
メ

リ
カ
の
政
策
転
換

に
期
待
し
、

ソ
連

に
接
近
し
な
が
ら
も
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
支

持
獲
得

に
も
努
力
し
、
柔
軟

な
対
米

政
策
を
展
開
し
た
。

こ
の
意
味
で
、

ア
メ

リ
カ

の
政
策
次
第

で
、
米
中

(共
)
関
係

に
は

一
定

の
可
能
性
が
存
在

し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
中
共

の
両

面
的

な
態
度
も
朱
其
文
市
長

の
外
交
活
動

が
批
判
さ
れ
は
じ
め
た

一
九

四
八
年
末
頃

か
ら
大
き
な
転
機
が
訪
れ
た
。

ア
メ
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リ
カ
に
対
す

る
警
戒
を
強
め

さ
せ
た
ア
メ
リ
カ
人

の
記
事

の
問
題
と
中

(共
)
ソ

提
携
を
緊
密

に
し
た

ミ

コ
ヤ

ン
訪
中
を
経

て
、
米

ソ
両
国

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に

終
止
符
が
打
た
れ
、

「
外
交
工
作

に
関
す
る
指
示
」

や
七
期

二
中
全
会

に
お
け

る
対
外
政
策

の
決
定

に
伴

っ
て
、

ソ
連
陣
営

へ
の
傾
斜
が
現
実
化
さ
れ

て
い

っ

た
。

三
　

一
九

四

九

年

三
月

以

後

の
対

米

政

策

一
九
四
八
年

末
ま

で
柔
軟
な
対
米
政
策
を
と

っ
て
い
た
中
共
は
、

一
九
四
九

年

一
月

「向

ソ

一
辺
倒
」

へ
と
踏
み
出
し
、
ミ

コ
ヤ

ン
訪
中
後

に
こ
の
方
針

を

確
定
し
た
。

で
は
そ

の
後
、
中
共
は

こ
れ

に
沿

っ
て
強

硬
な
対

米
路
線

を
展
開

し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
単

純
な
強

硬
路
線

で
は
な

か

っ
た
。
本
章

で
は
、

こ

の
こ
と
を
具
体
的

に
論

じ

て
み
た
い
。

一
九
四
九
年

四
月

二
〇

日
に
発
生

し
た

ア
メ
ジ

ス
ト
事
件

の
翌

日
、

「全
国

進
軍
命
令
」
が
出

さ
れ
、
中
共
中
央

は
解
放
軍

の
長
江
渡
河
作
戦
を
妨
害
す

る

外
国
軍
艦
を

一
律

に
国
民
党

の
軍
艦
と
見
な
し
、
す

べ
て
撃
沈

し
て
よ
い
と

の

命
令
を
出
し
、
国
民
党
を
支
援
す

る
外
国
勢
力

と
徹
底
的

に
戦

う
と

い
う
断
固

た
る
態
度
を
示
し
た
。

し
か
し
、
英
米

の
軍
艦
が

一
九

四
九
年

四
月

二
六

日
上
海
か
ら
呉
淞

口
外

に

撤
退
し
た

こ
と
を
知

っ
た
毛
沢
東

は
、
直
ち

に

「
英
米

の
こ
の
よ
う
な
態
度

は

わ
れ
わ
れ

に
有
利

で
あ

る
」
と
評
価
し
、
「
英
米
居
留
者

(及
び
す

べ
て
の
外
国

人
居
留
者
)
及
び
各
国
大
使
、

公
使
、

領

事
な
ど
の
外
交

官
、

特

に
英
米

の
外

交
人
員

に
対

し

て
、
部
隊
を
教
育
し

て
保
護
を
与
え
る

べ
き

で
あ
る
」

こ
と
を

強
調
し
た
。

四
月

二
八
日
、
米
軍
と

の
衝
突
を
避
け
る
た
め
、
毛
沢
東
は
解
放

軍

に
よ
る
青
島

へ
の
攻
撃

に
同
意
し
た
。
そ
の
翌

日
、
毛
沢
東

は
呉
淞

口
を
攻

撃
す
る

こ
と
を
決
定
し
た
が
、
中
央

の
命
令
な
し
に
外
国
軍
艦

に
発
砲
し

て
は

な
ら
な

い
と
し
)
五
月
六
日
に
再
び
呉
淞

口
を
攻
撃
す
る
際
も
、
中
共
は
く
れ

ぐ
れ
も
外
国
軍
艦
と
衝
突
し
な
い
よ
う
注
意
し
た
。
外
国

の
武
装
勢
力
と

の
衝

突
を
極

力
回
避

し
よ
う
と

す
る

こ
の

一
連

の
中
共
指

示
は
、

四
月

二

一
日
の

「
全
国
進
軍
命
令
」
と
き
わ
め
て
対
照
的

で
あ

っ
た
。

ア
メ
リ
カ

の
対
中

(共
)
政
策

に
応
じ

て
柔
軟

に
政
策
を
変
更
さ
せ
た
中
共

の

行

動
は
、

一
九
四
八
年
末

ま
で
国
内
事
情
を
最
優
先
し
、

ソ
連

の
拘
束
を
受

け

ず
に
対
米

政
策

を
練

り
上
げ

た
中
共

の
対
外
行
動
と
錯
覚
す

る
ほ
ど
類
似

し
て

い
る
よ
う
に
も
見
受

け
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
、
中
共

に
と

っ
て
ソ
連
陣
営

へ

の
選
択

は
自

ら
の
対
米
政
策

に
影
響
を
与
え
ず

に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
。

一
九

四
九
年

四
月

か
ら
準
備

さ
れ
た
ス
チ

ュ
ア
ー
ト
と
黄
華

の
接
触

に
お
い
て
、

そ

の
こ
と
が
示

さ
れ
た
。

同
年

四
月

は
じ
め

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
は

ア
チ
ソ
ン
の
許
可
を
得

て
中
共

と
の
接

触
を
図

っ
た
。

そ
れ
ま
で
天
津

の
外
事
処
で
働

い
て
い
た
黄
華
は
周
恩
来

の
指

示

に
基
づ
き
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
の
目
的

を
探

る
た
め
に
、
四
月
中
旬
南
京

へ
向

か

っ
た
。

当
時
毛
沢
東

は
ア
メ
リ
カ
と

の
関
係

を
模
索
す
る
意
図
は
全
く
な
か

っ
た
と

い
う
見
方
も
あ

る
。
し
か
し
実
際
中
共

は
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
側
か
ら
の
接
触
を
、

「
帝
国
主
義

が
既

に
中
国

に
対
す

る
態
度

を
変
化

さ
せ
は
じ
め
、
政
治
上
中
国

人
民

に
屈
伏
し
は
じ
め
た

こ
と
を
見
き

わ
め
る

べ
き
で
あ
る
」
と
認
識
し
、

ア

メ
リ
カ

の
対
中
政
策

の
転
換
と
と
ら
え
た
。
中
共
中
央
は
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
の

行
動

に
次

に
示
す
よ
う
な
実

に
積
極
的
な
反
応
を
示
し
た

の
で
あ

る
。
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ま
ず

四
月

二
八

日
、
毛
沢
東
が
、
も
し

ア
メ
リ
カ
が
国
民
党
と

の
関
係
を
絶

つ
用
意
が
あ

る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ

は
か
れ
ら
と

の
国
交
問
題
を
考
慮
し

て
も
よ

い
と

い
う
指
示
を
出
し
た
。
同
時

に
中
共

は
、
も
し

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
が
引
き
続

き
中
華
人
民
共
和
国
大
使

に
就
任
し
た

い
と

の
要
望
あ

る
い
は

「
友
好
通
商
条

約
」

(
一
九

四
六
年

一
一
月
米
中

(国
民
党
政
府
)
間

に
締
結
-

筆
者
注
)
を
改

正
す
る
意
志
を
持

っ
て
い
る
な
ら
ば
、
拒
絶
し
な

い
よ
う
黄
華

に
指
示
を
出
し

た
。

そ
し

て
、

「
国
交
交
渉
」

に
向
け

て
、

中
共

は
前
述
し
た

ア
メ
リ
カ
軍
と

の
衝
突
を
回
避
す
る
政
策
を
採
用
し
た
ほ
か
、
外
国
人
記
者
や
中
国

に
お
け
る

外
資
企
業
と

の
関
係

に
も
細
心

の
注
意
を
払

っ
て
い
た
。
四
月
三
〇
日
毛
沢
東

は

「
南
京
、
上
海

の
二
ヵ
所

で
は
暫
時
外
国
人
記
者

に

ニ
ュ
ー
ス
電
報

を
引
き

続
き
打
た
せ

る
よ
う

に
せ
よ
。
南
京
は
再
び
開
放
し
、
外
国
人
記
者

に
電
報

を

打

た
せ
る
。
検
閲
も
し
な

い
」
と

の
指
示
を
出
し
、
五
月
三
日
に
は
華
東

局
も

外

国
人
居
留
者
及
び
企
業

を
断

固
と
し

て
保
護
し
、

ア
メ
リ
カ
側

と
の
連
絡

を

保

つ
よ
う
指
示
を
与
え
た
と
い
う
。

対

外
的

に
は
、
中
共

は

ア
メ
リ
カ
と

の
国
交

に
関
す
る
考
え
を
四
月

三
〇

日

に
発

表
し
、
「
李
涛
声
明
」

に
よ
り
、
そ
れ
を
英
米

に
伝
え
た
。

「声
明
」

は
、

外
交

樹
立

の
条
件
と
し
て
、

「
平
等
、

互
恵
、

主
権

の
相
互
尊
重

と
領
土

の
保

全

と

い
う
基
礎

の
上
に
設
立

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第

一
に
、
国
民
党
を

助

け

て
は
な
ら
な
い
」

と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
考

え
る
な

ら
ば
、

ア
メ

リ
カ
が
も
し

「
蒋
介
石
を
支
持

し
、
中
共

に
反
対

す
る
」
政
策
を
転
換

さ
せ
、

中
共

の
外
交
樹
立
条
件
を
受

け
入
れ

た
な
ら
ば
、

ア
メ
リ
カ
と

の
国
交
樹
立

の

可
能
性

は
き
わ
め

て
高

か

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

一
九

四
九
年
五
月
七

日
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
の
秘
書

で
あ
る
傅
涇

波
と
黄
華

の

会
談

が
行

わ
れ
た
。
五
月

一
〇

日
、
毛
沢
東

は
黄
華
に
次

の
よ
う
な
指
示
を
出

し
、
再

び

ア
メ
リ
カ
と

国
民
党

と

の
関
係

の
断
絶
を
訴

え
た
。
①
黄
華

は

ス

チ

ュ
ア
ー
ト
と
会

っ
て
も

よ
い
。

そ
の
目
的
は

ア
メ
リ
カ
政
府

の
意
向
を
偵
察

す

る
こ
と
に
あ

る
。
②

ア
メ
リ
カ
政
府

は
直
ち

に
国
民
党
を
援
助
す

る
す

べ
て

の
行
為
を
停
止
す

べ
き

で
あ

る
旨
を

ア
メ
リ
カ
側

に
伝
え
る
。

五
月

一
三
日
、
黄
華
と

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
の
第

一
回
目

の
会
談
が
ス
チ

ュ
ア
ー

ト
邸

で
行
わ
れ
た
。
ま
ず
黄
華
は
青
島
な
ど
に
お
け
る
米
軍

の
軍
艦

の
退
去
問

題

に
言
及
し
、
さ
ら

に
ア
メ
リ
カ

の
中
共
承
認
問
題
、
中
国
が
外
国
と
商
業
及

び
そ

の
他

の
関
係
を
樹
立
す
る

こ
と

の
必
要
性
な
ど

に

つ
い
て
述

べ
た
。

こ
れ

に
対
し

て
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
は
国
際
条
約

の
遵
守
、
人
民

の
支
持

の
獲
得
を
条

件
と
し

て
あ
げ
、

こ
れ
ら

の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
ま

で
、

ア
メ
リ
カ
は
中
共
側

の
対
応
を
待

つ
し
か
な

い
と
返
答

し
た
。

中
共

の
予
想

に
大
き
く
反
し
た

こ
の
第

一
回
目

の
会
談
の
結
果
は

二
度
緩
ん

だ

ア
メ
リ
カ

に
対
す
る
中
共

の
警
戒
心
を
再
び
強
め
た
の
で
あ
る
。
五
月
二
〇

日
、
五
月
二
三
日
、
五
月

二
八

日
の
三
回

に
わ
た
り
、
毛
沢
東
と
中
央
軍
委
は
、

中

国
革

命
に
対

す
る

ア
メ
リ
カ
の
軍
事
干
渉

の
可
能
性

に

つ
い
て
注
意
を
喚
起

し
、
そ

の
対
策

を
講

じ
る
よ
う
命
令
し

た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
共
は
機
会

あ
る
ご
と
に

ア
メ
リ
カ
と

の
関
係
改
善

に
お
け
る
自

ら
の
方
針
を
強
調
し
た
。

五
月

二
九

日
、
毛
沢
東

は
新
華
社

の

「
上
海
解
放
を
祝
す
」
と
題
す
る
社
説
に

次

の
言
葉
を
自
ら
付

け
加

え
た
と

い
う
。
「
も
し
外
国
政
府
が
中
国

の
事
変

の

な

か
で
教
訓
を
吸
収
し
た

い
な
ら
ば
、
か
れ
ら
は
中
国

へ
の
内
政
干
渉
と
い
う

誤

っ
た
政
策
を
変
更
し
、
中
国
人
民
と

の
友
好
関
係
を
打
ち
立

て
る
政
策
を
探

る
べ
き

で
あ

る
」
と
。
そ
し

て
、
黄
華
と

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
の
第

二
回
目
の
会
談
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に
先
立

つ
、
六
月

三
日
、
中
共
中
央
は

ア
メ
リ
カ
が
国
民
党

を
利

用
し

て
対

日

講
和
を
提
起

す
る
可
能
性

を
考
慮

し
、
国
民
党
政
府

に
中
国

を
代
表

す
る
資
格

を
与
え
、
各
国

も

「逃
亡

政
府
」
と
関
係

を
も

つ
べ
き

で
な
い

こ
と
を

ス
チ

ュ

ア
ー
ト
に
伝

え
る
よ
う
指

示
し
た
。

六
月
六

日
に
実
現

し
た
第

二
回
目
の
会
談

で
は
、
黄
華

が
中
共

の
承
認
問
題

に
再
度
言
及

し
た
の
に
対

し

て
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
は
新
政
府

が
成
立
す

る
ま
で

承

認
で
き
な

い
と
回
答

し
た
。

ま
た
、
国
民
党
政
府

へ
の
援
助
問
題

に
関

し
て
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
は
現
在

ア
メ
リ
カ
か
ら
運
ば
れ
た
蒋
介
石

へ
の
援
助
物
資

は
昨

年

の
議
会

で
承
認

さ
れ
た
項
目

で
あ

り
、
今
後
は

こ
の
よ
う
な
援
助

は
行
わ
な

い

つ
も
り

で
あ

る
と
答

え
た
。

こ
れ
に
対
し

て
、
黄
華

は
双
方

の
関
係
を
打
開

す

る
た
め

に
、

ア
メ
リ
カ
が
ま
ず
中
国

に
あ
る

一
切

の
武
装
勢
力
を
撤
退

さ
せ
、

国
民
党
政
府
と

の
関
係
を
断
絶
し
、
中
国

の
独
立
し
た
主
権
を
尊
重
し
、
領
土

の
保
全
を
損
な
う
よ
う
な
政
策
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
し
た
。

し
か
し
結
局

の
と

こ
ろ
、

こ
の
二
回
目

の
会
談
も
双
方

の
主
張
を
お
互

い
に
述

べ
た
だ
け

で
物

別
れ

に
終
わ

っ
た
。

二
度

に
わ
た
る
接
触

が
進
展
を
見
せ
ず
に
終

わ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米

中

(共
)
関
係

の
改
善

の
可
能
性
を
秘
め
た
新

た
な
動

き
が
起

こ

っ
た
。
六
月
八

日
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
は
秘
書
を
通
じ

て
黄
華

に
対

し
て
、
周
恩

来

に
会

見
す
る

た
め
北
京

に
赴

き
た
い
と

の
意

向
を
伝

え
た
の
で
あ

る
。
黄
華

は

こ
れ
を
拒
否

し
た
が
、
中
共
中
央

は
こ

の
要

請
を

ア
メ
リ
カ
政
府

の
意
向

と
受
け
止

め
、
非

政
府

ル
ー
ト
を
通

じ
た
接
触

を
認
め
る
決
断
を
下
し

た
。

米
中

(共
)
関
係
改
善

へ
の
期
待

が
高

ま
り

つ
つ
あ

る
さ
な

か
の
六
月

三
〇
日
、

「向

ソ

一
辺
倒
」

の
姿
勢
を
内
外

に
示
し
た
毛
沢
東

の

「
人
民
民
主
独
裁
を
論

ず
」

と
題
す

る
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
側
も
七
月

一
日
、

ア
チ
ソ
ン

が

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
に
対

し

て
、
北

京
を
訪
問

し
て
は
な

ら
な

い
と

の
電
報

を

送

っ
て
い
る
。
米
中

そ
れ
ぞ
れ
の
動
き

は
中
共
、
そ
し

て
ア
メ
リ
カ
の
独
自

の

考

え
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も

の
で
、
お
互

い
に
影
響
を
与
え
た
も

の
と

は
考
え

ら
れ
な

い
が
、

一
連

の
こ
う
し
た
動
き
を
も

っ
て
、
米
中
そ
れ
ぞ
れ

の
側

に
お

け

る
接
近
努
力

に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
七
月
二
日
、
帰
国
の
指
示
を
受
け
た

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
は
黄
華

に
帰
国
後

の
連
絡
方
法

に

つ
い
て
問
い
質
し
た
と

こ
ろ
、

今

の
と

こ
ろ
連
絡
す
る
必
要
も
な

い
と

の
黄
華

の
返
事
を
受

け
と

っ
た
と

い
う
。

七
月

二
五

日
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
と
黄
華

の
最
後

の
形
式
的
な
会
談
が
行
わ
れ
、

八
月

二
日
、

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
は
帰
国
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
建
国
前
夜

に
お
け

る
米
中

(共
)
政
府
間
関
係
樹
立

の
可
能
性
が
完
全

に
断
た
れ
た
こ
と
と
な

っ
た
。

中
共
が
米
中
関
係

の
改
善

へ
始
終
熱
意
を
持

っ
て
取
り
組

ん
だ

に
も
か
か
わ

ら
ず
、
三
回

に
わ
た
る
米
中
接
触

が
結
果
的
に
失
敗

に
終

わ

っ
た
理
由
と
し

て

し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る

の
は
、

ア
メ
リ
カ
が
中
共

へ
の
経
済
援
助

の
約
束
を
伝

え
た
タ
イ
ミ

ン
グ

の
問
題

で
あ
る
。

つ
ま
り

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
は
、
も
し
新
中
国

が
米

ソ
両
陣
営

の
ど
ち
ら
か
に
組
せ
ず
、
中
間
的
態
度
を
取

っ
た
と
し
た
な
ら
、

新

政
権

に
対
し

て
五
〇
億

ド

ル
の
貸
し
付
け
を
行
う
用
意

が
あ
る
と

い
う
毛
沢

東

へ
の
伝

言
を
政

治
協
商
会
議

に
参
加
す
る
陳
銘
枢
と
羅
隆
基

に
託
し
た
。
六

月

三
〇
日
、

一
辺
倒
政
策

が
発
表
さ
れ
た
直
後

に
、
羅
隆
基

は
こ
れ
を
毛
沢
東

に

で
は
な
く
、
周
恩
来

に
伝

え
た
と

い
わ
れ
る
。

と
は
い
え
現
実

に
は
、

一
九
四
九
年
春

以
後
、

ア
メ
リ
カ
の
援
助
を
得

る
た

め

に
、
中

ソ
関
係
を
悪
化

さ
せ
る
よ
う
な
決
断
を
中
共

が
行
え
る
よ
う
な
状
況

に
な
か

っ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

一
九
四
九
年

三
月
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に
中
共
が
新

た
な
対
外
方
針
を
打
ち
出

し
た
後
、
新
中
国

の
設
立
準
備

の
た
め

に
設
立

さ
れ

た
中
共
中
央
政
治
局
経
済
委
員
会

に
は
、

ソ
連

の
代
表

コ
ワ
リ

ョ

フ
も

メ
ン
バ
ー
の

一
人

に
加
わ

っ
て
お

り
、
そ
れ

ほ
ど

に
中

ソ
は
緊
密
な
関
係

に
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
あ
え

て
タ
イ
ミ
ン
グ

の
問
題
を

い
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
の

メ

ッ
セ
ー
ジ
が
中
共

に
届

い
た
時
期
が
中
共
が
陣
営
選
択

の
模
索
を
終
え
た

一

九
四
九
年

一
月
か
ら
三
月

の
後
と

い
う

の
が
問
題

で
は
な
か
ろ
う
か
。

伝
言

の
タ
イ

ミ
ン
グ
よ
り
も
、
中

(共
)
米
間
認
識

の
ギ

ャ

ッ
プ

中
共
側

が
主
権
重
視

の
姿
勢
を
と

っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、

ア
メ
リ
カ
側

は
経
済
援
助

こ
そ
が
新
中
国

に
と

っ
て
の
最
も
魅
力
的
な

「
ア
メ
」

で
あ
る
と
信
じ
、
そ

の

「
ア
メ
」

の
効
用
を

過
大
評
価

し
た

こ
と
か
ら
国
民
党

と

の
関
係
を

曖
昧
な
ま

ま

に
放
置
し
た

が
、
米
中
交
流

へ
の
道
を
閉
ざ
し
た
最
大

の
原
因
と
考
え

ら
れ
る
。
実

際
、

ソ
連
陣
営

へ
の
傾
斜
を
選
択

し
た
中
共

は
米
中
関
係

の
樹
立

の
可
能
性

を
も
探
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

一
九

四
八
年
末

ま

で
の
中
共

の
対

米
政
策

と
異
な
り
、

す

で
に
ソ
連

の
援
助
を
獲
得

し
て
い
た
中
共

に
と

っ
て
、

ア
メ
リ
カ

の
援
助
を
無

条
件

で
は
歓
迎

で
き
な
か

っ
た
。

ア
メ
リ
カ
に
向
け
た

毛
沢
東

の
度

重
な
る
発

言
や
、
三
回

に
わ
た
る
会
談

で
繰

り
返
さ
れ
た
黄
華

の

立
場

に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、

中
共

に
と

っ
て
、

ア
メ
リ
カ
が
国
民
党

と
の
関
係

を
断
絶

し
、
米
軍
を
撤

退
さ
せ
、
新
中
国
を
承
認
す

る
こ
と

こ
そ
が

ア
メ
リ
カ

と
の
国
交
樹
立

の
最
重
要
条

件

で
あ

っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

ソ
連

の
援
助

を
受

け
入
れ

る
か
ら

に
は

ア
メ
リ
カ
と
の

関
係

に
お

い
て
は

一
定

の
制
約

を
受

け
ざ
る
を
得
な

い
。

一
九

四
九
年

四
月
)

ス
タ
ー
リ

ン
が
毛
沢
東
宛

て
の
電
報

で
米
国
と

の
国
交
関
係
樹
立
を
承
認
し

た

た
め
、
中
共

は
対
米
行
動

に
お
い
て
よ
り
自
由

に
行
動
す
る

こ
と
が

で
き

る
よ

う
に
な

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
同
年
六
月
か

ら
の
東
欧
情
勢

に
よ
り
陣
営
内

の
結

束
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
毛
沢
東
も

「人
民
民
主
独
裁
を
論
ず
」

に
よ

っ
て
中
共

の

「
一
辺
倒
」

の
立
場
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

し
か
し

そ

の
後
も
、
中
共

は
た

だ
ち

に
反
米
政
策
を

と

っ
た
わ
け

で
は
な

か

っ
た
。

一
九

四
九
年
七
月
九
日

に
陳
銘
枢
が

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
に
渡
し
た
中
共

か
ら

の
覚

え
書
き
と

二

つ
の
付
属
文
書
は
、

こ
う
し
た
事
実
を
裏
付
け

て
い
る
。

そ
れ

は
陳
銘
枢
と
毛
沢
東
、
周
恩
来
、
葉
剣
英

ら
の
会
談
記
録

で
あ

っ
た
が
、

こ
の
中

で
中

共
は
米
中

の
国
交

に
関
し

て
、
「
国
民
党

と
関
係
を
絶

つ
こ
と
が

国
交

の
前
提
条
件

で
あ
る
」
と
い
う

一
九
四
九
年
六
月

一
五

日
の
毛
沢
東

の
発

言
を
参
考

に
す

べ
き

で
あ
る
と
強

調
し
た
。
こ
う
し
た
内
容

は

一
辺
倒
政
策
が

公
表
さ
れ
た
後

の
七
月
七
口
に
お
け
る
毛
沢
東

の
発
言
で
も
再
確
認
さ
れ

て
い

る
。以

上

の
よ
う
に
、

一
九

四
九
年

三
月

以
降
、
中
共
は
公
式
的
に
は
親

ソ
路
線

を
選
択

し
、
イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
と
い
う

「原

則
性
」
に
よ
る
拘
束
を
受
け
な
が
ら

も
、
七
期

二
中
全
会

で
定
め

ら
れ
た
外
交
政
策

に
お
け
る
自
律
性

・
柔
軟
性
を

保
持

し
、

ア
メ
リ
と
の
関
係
改
善

へ
も
柔
軟

に
対
応

し
よ
う
と
し
た
。
中
共

の

こ
の
よ
う
な
外
交
政
策

は
、
米

ソ
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
、
他

の

一
つ
を
敵
視

す

る
よ
う
な
二
者
択

一
の
政
策

で
は
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、

ソ
連
の

援
助
を
獲
得

し
た
が
ゆ
え

に
、
中
共

は
国
民
党
と
の
関
係
の
断
絶
、
新

中
国
の

承
認
な

ど
の
条
件
付
き

で
対
米
関
係

の
改
善
に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

四
　

中

共

の
対

ア

メ

リ
カ

経

済

政
策

中
共

は
、

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー

ニ
ン
史
観

に
基
づ

い
て
、

帝
国
主
義
段
階

に
達
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し
た

ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ

ス
は
や
が

て
来
る
経
済
危
機

を
解
消

す
る
た
め

に
中

国
と

い
う
巨
大
市
場

に
頼
る

で
あ
ろ
う
と
信

じ
、

こ
れ
ら
の
諸

国
と
交

渉
す
る

際

に
対
外
貿
易
を
有
力
な
武
器

に
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
発
想

か
ら
、

毛
沢
東
は

一
九
四
九
年

一
二
月
二
二
日
、

モ
ス
ク

ワ
に
お
い
て
、

ま
も
な
く
イ

ギ
リ

ス
、
日
本

、

ア
メ
リ
カ
は
わ
れ
わ
れ
と
商
売
す

る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
と

自
信

に
満

ち
た
発
言

を
行

っ
て
い
る
。

ま
た
第
三
次
世
界
大
戦

が
起

こ
る
可
能

性
を
考
慮

し

て
い
た
中

共
は
、

帝
国
主
義
と
商
売
す

る
こ
と

に
よ
り
、

「起

こ

り
う
る
戦
争
を
制
止
す

る
」

こ
と
が
で
き
る
と
考
え

て
い
た
。

こ
の
た
め
、
中
共
指
導
者

は

ア
メ
リ
カ
な
ど
各
資
本
主
義
国
家
と

の
貿
易
を

よ
り
早

い
段
階

か
ら
奨
励

し
、
開
始

し
て
い
た
。

そ
し

て
、
建
国
後
を

に
ら
ん

だ
政
治

・
外
交
政
策
を
形
成
す

る
時
期

で
あ
る

一
九
四
九
年

二
月

一
六

日
、
中

共

は
初
め

て
包
括
的
な
対
外
貿
易
政
策
方
針

「
対
外
貿
易

に
関
す

る
中
共
中
央

の
決
定
」
を
公
布
し

た
。

こ
こ
で
は
、
「
新
中
国
と
貿
易
を
行
う
意
向

が
あ
り
、

且

つ
、
人
民
政
府

の
法
令
を
遵
守
す

る
外
国

の
商
業
機
関
が
代
表
を
派
遣
、
或

い
は
代
理
人
を
指
定
し

て
わ
れ
わ
れ
と
交
渉
す
る

こ
と
を
許
可
す

る
。
指
定
さ

れ
た
場
所

で
事
務
所
を
設
立
す

る
こ
と
も
許
可
す
る
」
と
規
定
さ
れ
た
。
同
じ

日
に
劉
少
奇
が
起
草
し
た

「
対
外
貿
易

の
方
針

に
関
す
る
中
共
中
央

の
指
示
」

は
、

ソ
連

・
東
欧

の
各
国
家
と

の
貿
易
を
重
点
と
し
な
が
ら
も
、
そ

の
他
資
本

主
義
国
家
と

の
貿
易

に
も
注
意
を
払
う
よ
う
規
定

さ
れ

て
い
た
。
劉
少
奇
は
資

本
主
義
国
家
と
貿
易
を
行
う
範
囲
を
決
定
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
信
頼

で
き

る

ス
タ

ッ
フ
に

ソ
連

の
商
業
機
関
と
打
ち
合

わ
せ
を

す
る
よ
う
指

示
し
た
と
い

う
。

一
ヵ
月
後

に
開
催
さ
れ
た
七
期

二
中
全
会

に
お
い
て
、
毛

沢
東

は

「
わ
れ

わ
れ
は

で
き
る
か
ぎ
り
ま
ず
社
会
主
義
国

や
人
民
民
主
主
義
国

と
商
売

を
し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
同
時

に
資
本
主
義
国
と
も
商
売
を
す
る
」
と
述

べ
、
資

本
主
義
国
家

と
の
貿
易

に
意
欲
を
示
し
た
。

一
九

四
九
年

二
月

の

「
ソ
連
・
東
欧
と

の
貿
易
を
主
と
し
、

資
本
主
義
国
家

と

の
貿
易
も
積
極
的

に
行

う
」

と
の
方
針

の
執
行

に
関
し

て
は
、

(
一
九
五
〇

年

二
月

ま

で
)
各
地
区

の
自

由
裁
量

に
委

ね
ら
れ

て
い
た
。
実
際
東
北
を
含
む

各
地
区

に
お

い
て
、
各
地
区

の
独
自

の
理
由
か
ら
社
会
主
義
国
家

と
の
貿
易
よ

り
も
資
本
主
義
国
家
と

の
貿
易
が
積
極
的

に
推
進
さ
れ

て
い
た
。

こ
こ
で
は
、

華
中
地
区

に
お
け

る
主
な
対
外
貿
易

の
窓

口
で
あ

っ
た
上
海
港
に
お
け
る
ア
メ

リ
カ
と

の
貿
易
を
例

に
考
察
し
て
み
た
い
。

一
九

四
九
年
六
月

二
六

日
か
ら
行
わ
れ
た
国
民
党
軍

の
海
港
封
鎖

に
よ

っ
て
、

華
北

に
お
け

る
西
側
諸
国
と

の
貿
易

は
非
常
に
困
難
な
状
態
に
お
か
れ
、
華
北

の
石
炭
、
塩
な
ど

の
物
質
を
上
海

に
海
上
輸
送
す

る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
、

上
海

の
必
需
品

で
あ

る

「
一
黒
二
白
」

(石
炭
、
米
、
綿
花
)
の
補
給
が
途
絶
え

そ
う

に
な

っ
た
。
中
共
は

こ
の
経
済
的
難
関
を
乗

り
越
え
る
た
め

に
、
外
国
籍

の
船
は

一
般

に
攻
撃
を
受
け
ず
、
積
載
品
を
没
収

さ
れ
る

こ
と
も
な

い
点
を
利

用
し
、
西
側
諸
国
と

の
貿
易

の
促
進
を
図

っ
た
。
陳
雲
は

一
九

四
九
年
八
月
初

旬
、
二
回

に
わ
た
り
帝
国
主
義
間

の
矛
盾
を
利

用
し
、
た
と
え
損
を
覚
悟
し
て

で
も
、
あ
ら
ゆ
る

ル
ー
ト
と
あ
ら
ゆ
る
方
法

を
用

い
て
対
外
貿
易
を
行
う
よ
う

を
指

示
し
た
。

こ
の
指
示
が
出

さ
れ
た
後
、
上
海
市
は

「帝
国
主
義
」
諸
国
と

の
貿
易
を
積
極
的

に
展
開
し
、
必
要
物
資
の
輸
入
を
外
国
商
人

に
委
託
し
、
中

共
と
貿
易

を
行

う
資
本
主
義
諸
国

の
商
人
に
か
な
り

の
利
潤
を
与
え
る
政
策
を

実
施

し
た
。

こ
の
結
果
、

一
九

四
九
年
九
月

の
時
点

で
、
積
載

ト
ン
ベ
ー

ス
で

西
側
諸
国

は
貿

易
量

の
95
%
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
主
要
相
手
国
は

一
九
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四
九
年
九
月
中
旬
か
ら
上
海
貿
易

に
参
加
し
た

ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ

リ

ス
で
あ

っ

た
。
外
国
籍
船
舶
数

で
は
、
イ
ギ

リ
ス
が
46
%
、

ア
メ
リ
カ
が
19
%
を
占
め

て

い
た
。
総

ト
ン
数

に
お

い
て
、
イ
ギ
リ

ス
は
32
%

で
、

ア
メ
リ
カ
が

36
%
を
占

め

て
い
た
。
当
時

ア
メ
リ
カ

の
貿
易
業
者
は
主
に
上
海

、
天
津
、
営

口
を
利
用

し
、
中

共
と
石
油
や
日
用
品

に
関
し

て
取
り
引

き
を
行

っ
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ

ス
と

の
貿
易
を
積
極
的

に
推
進

す
る
中
共

の
姿
勢

は
国

民
党

の
封
鎖

が
事
実
上
無
効

に
な

っ
た
後

も
貫

か
れ
、
封
鎖
中

に
築

い
て
き
た

こ
の
基
礎

の
上

に
、
西
側

諸
国
と

の
貿

易
は
飛
躍
的

に
発

展
し
た
。

一
九
四
九

年

一
一
月
以
降

、
上
海

に
お
け
る
貿
易
の
ほ
と
ん
ど
が
西
側
諸

国
と

の
取
り
引

き
と
な
り
、

ア
メ
リ
カ
と
の
貿

易
も
日
々
拡
大

さ
れ
て
い

っ
た
。

こ
れ
は

「
ソ

連

と
新

民
主
主
義
国
家

を
中

心
と
し
た
対
外
貿
易
」
と

い
う
中
央

の
指
示

に
明

ら
か
に
反
す

る
も
の

で
あ

っ
た
が
、
中
共
中
央

の
指
導
者

た
ち
は
対
外
貿
易
を

通

じ
た
外
交

の
拡
大
を
期
待

し
た
た
め
、
資
本
主
義
諸
国

と
の
対
外
貿

易
に
干

渉
す

る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

他
方
、
外
資
企
業

に
対
す

る
政
策

に
関

し
て
は
、
中
共

は
貿
易

政
策

と

一
線

を
画

し
て
い
た
。

抗

日
戦
争
期

に
外
資
を
歓
迎

し
た
中
共

は
、

一
九

四
六
年
以
後
、
外
資
企
業

に

つ
い
て
ほ
と

ん
ど
言
及
し
な

く
な

っ
た
。
し
か
し

一
九

四
八
年

二
月
七

日
)

「
在
中
国
外
国
人

に
対
す

る
政
策

に
関
す

る
指
示
」

が
出

さ
れ
、

中
共
中
央

の

外
資
企
業

に
対
す

る
方
針

が
明
確

に
さ
れ

た
。

こ
こ
で
中
共

は

「中
国

に
お
け

る
外
国
人

の
投
資
、
外
国
人
が
所
持
す

る
私
営
工
場
、
鉱
山
或

い
は
そ
の
他

の

企
業

は
、

一
切

没
収

し
て
は
な
ら
ず
、

破
壊
し

て
は
な
ら
な
い
。

(外
資
企
業

は
)
民
主

政
府

の
法
令

に
服
従
す

る
な

ら
ば
、

一
定

の
労
働
条
件

の
下

で
営
業

を
継
続
す
る

こ
と
を
許
可
す

る
」
と
指
示
し
、
外
資
企
業

に

つ
い
て
は
現
状
維

持

の
姿
勢

を

示
し

た
。

こ
の
方
針

は
、
王
稼

祥
起

草

の

「
都
市

工
作
大

綱
」

(四
八
年
六
月
)
、
薄

一
波

の

「
華
北
人
民
政
府

の
施
政
方
針
に
関
す
る
提
言
」

(四
八
年
八
月
)
、

劉
少
奇

の

「中
国

に
お
け
る
外
国
銀
行

の
処
理
問
題
」

(四

九
年
二
月

)
な
ど

の

一
連

の
文
献

の
中

に
も
反
映

さ
れ

て
い
た
。

し
か
し

一
九
四
九
年

に
入

っ
て
か
ら
、

ソ
連
陣
営
を
選
択

し
た
中
共
は

こ
う

し
た
政
策

を
変

更
し
た
。

七
期

二
中
全

会
に
お

い
て
毛
沢
東

は
、

「
帝
国
主
義

者

の
直
接
経
営

す
る
経
済
事
業

や
文
化
事

業
に
対
し

て
は
、
前
後
緩
急

の
区
別

を

つ
け
て
、
適
切

に
解
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
述

べ
た
。
毛
沢
東

の
こ

の
発
言

は
以
前

に
王
稼
祥

や
薄

一
波

が
提
起
し
た
外
資
企
業

の
保
護
政
策
と
基

本
的

に
変

わ
ら
な

い
が
、
外
資
企
業
を

「解
決
」
す
る
方
針
を
初
め
て
明
確

に

示

し
た
。

そ
の
後
朝
鮮
戦
争
勃
発

ま
で
の
間
、
外
資
企
業

に
対
し

て
特
別
な
政

策

は
制

定

さ

れ
ず
、
民

族
資

本
企

業

と

同
様

に

「
解
決
」
ま

で
の
間
、
「
利

用
」
・
「制
限
」

の
政
策
が
適
用

さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

新
中
国
成
立
初
期
、
中
国

に
お
け

る
外
資
企
業
の
う
ち
、
企
業
数

で
約
六
分

の
五

は
英
米

系
企
業

で
あ

っ
た

(
一
九
四
九
年
時
点

で
中
国

に
お
け
る

ア
メ
リ

カ
企
業
数

は
二
八
八
社
、
従
業
員
数

は

一
・
四
万
人
、
総
資
産

は
三

・
九
億
元

で
あ

っ
た
)
。

当
時
、

外
資
企
業

の
ほ
と
ん
ど

(九

一
〇
社
)
が
上
海

に
集
中
し

て
い
た
。
そ

こ
で
再
び
上
海
を
ケ

ー
ス
に
と
り
、

ア
メ
リ
カ
企
業

に
対
す
る
中

共

の
対
応
を
詳
述
す
る

こ
と
と
し
た

い
。

一
九
四
九
年
五
月
二
日
、
中
共
中
央

華
東
局

は
上
海

に
与

え
た
指
示
の
な
か

で
、
主

に
ア
メ
リ
カ

の
手
中

に
あ
る
公
共
事
業

に

つ
い
て
、
良
好
な
労
使
関
係

を
作
り
上
げ
る
よ
う
注

意
し
た
。
同
月

、
華
東
財
政
委
員
会

は

「
わ
れ
わ
れ
は
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(外
資

企
業
を
)
監
督
し

て
か
れ
ら

(外
国
人
経
営
者
を

さ
す

筆
者
注
)
の
破

壊
行
為
を
防

ぐ
。
破
壊
、
撹
乱
、

サ
ボ
タ
ー
ジ

ュ
し
な
け
れ
ば
、
引
き
続
き
営

業

さ
せ
る
。

ア
メ
リ
カ
人

に
対
し

て
も
、
か
れ
ら
が
法
律
を
守
る
な
ら
ば
、
か

れ
ら
の
存
続
を
許
す

こ
と
が

で
き

る
」
と
し
、

ア
メ
リ
カ
企
業

に
対
す
る
指
針

を
示
し
た
。
華
東
局

の
方
針
を
受
け
継
ぎ
、
上
海

の
接
収
管
理
工
作
を
担
当
し

た
王
尭
山

は
五
月

一
一
日
、
盲
目
的

に
外
国
人
を
排
斥
す
る

こ
と

に
関
連
し

て

次

の
よ
う

に
述

べ
た
。
「
上
海

は
米
国

帝
国
主

義

の
最
後

の
砦

で
あ
り
、

(中

略
)
上
海

の
公
共
事
業
は
米
帝
国

主
義

の
手
中

に
あ
り
、
多

く

の
経
済
勢

力
は

か
れ
ら

の
手

に
握
ら
れ

て
い
る
。
上
海
市
が
解
放

さ
れ
た
直
後

に
、
か
れ
ら

の

政
治
上

に
お
け
る
特
権
が
な
く
な
り
、
経
済
上

に
お
い

て
、
順
序
を
立

て
て
帝

国
主
義

の
経
済
侵
略
勢

力
を
粛
清

し

て
も
害

は
多

く
な
い
」
。

こ
の
よ
う

に
、
中
共
中
央

は
新

政
権

の
安
泰

を
図

る
た
め
に
、
電
気
、
水

道

な
ど
公
共
事
業

を
経
営

す
る

ア
メ
リ
カ
企
業
を
利

用
し
、

こ
れ
ら

の
企
業

の
存

続
を
容
認
し
、
便
宜

を
図

っ
た
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
国
民
党
時

代
に
赤
字
経

営
を
続

け

て
き
た
公
共
事
業

に
対

し
て
、
中
共

は
値
上
げ
を
認

め
、

こ
れ
ら
企

業

に
大
幅

な
利
益
を
与

え
て
い
る
。
他
方
、
中
共

は
外
資
企
業

の
新
設
、
戦
乱

で

一
度
経
営
停
止
し

た
企
業

の
生
産
再
開

に
関
し

て
は
極
め

て
厳

し
く
制
限
し

た
。
中
共

の
こ
の
よ
う
な
政
策

は
ま

さ
に

「
制
限
」
、
「
利
用
」

に
集
約

さ
れ

る
。

こ
う

し
た
柔
軟
策

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
放
後
は

ア
メ
リ
カ
企
業
を
中
心

に

休
業
、
撤
退
す

る
も

の
が
増
大
し
た
。
例
え
ば

一
九
四
九
年
末
、
上
海

に
お
け

る
ア
メ
リ
カ
の
五
大
銀
行

(花
旗
、
大
通
、
美
洲
、
運
通
、
友
邦
)
は
す

べ
て
撤

退
す

る
に
至

っ
た
。
撤
退
を
も
た
ら
し
た
原
因
と
し

て
は
、

ス
ト
ラ
イ

キ
、
廃

業
禁
止
令
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
廃
業
が
認
め
ら
れ

て
か
ら
は
中
国
か
ら

の
撤
退

時
に
お
け
る
労
働
者
へ
の
解
雇
費
支
払
い
や
債
務
返
済
、
国
債
負
担
、
国
営
企

業
と

の
競
争
な
ど
が
負
荷
と
し
て
重
く

の
し
か
か

っ
た
。
そ
れ
で
も
、

一
九
四

九
年
七
月
か
ら
労
使
問
題

へ
の
中
共

の
取
り
組

み
や
、
建
国
後
資
本
主
義
各
国

と

の
貿
易

の
回
復

に
と
も
な

っ
て
、
特
に
大
手
外
資
企
業

の
営
業
活
動
が
再
び

活
発

に
な

っ
た
。

し
か
し
五
〇
年
六
月

の
朝
鮮
戦
争

の
勃
発
を
契
機

に
、
中
共

は

「
外
資
企
業

の
処

理
方

法

に
関
す
る
初
歩
的
な
意
見
」、

「米
国
財
産
の
統
制
、
精
査
及
び
米

国

公
私
預

金

の
凍

結

に
関
す
る
命
令
」
な
ど

一
連

の
指
示
を
出
し
、

ア
メ
リ
カ

企
業

の

「
処
理
」

に
取
り
か
か

っ
た
。
こ
の
結
果
、

一
九

五
二
年
末
時
点

で
取

り
締

ま
り
の
対
象

と
な

っ
た

ア
メ
リ
カ
企
業
と
五
〇
年
末
以
前

に
既

に
休
業
し

て
い
た

ア
メ
リ
カ
資
本

の
企
業

の
資
産
合
口計
額

は
、
建
国
時

に
お
け
る
在
華

ア

メ
リ
カ
企
業

の
総

資
産

の

を
占
め

て
い
た
。

結

語

冷
戦

の
形
成
期

と
い
う
厳

し
い
国
際

環
境

の
中

で
、
中
共

は
新
中
国

の
対
外

政
策
を
策
定
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
状
況

に
直
面
し
た
。
多
く

の
先
行
研
究
は

中
国

の
対
外
政
策

の
形
成
を

一
九
四
九
年
春
あ
る
い
は
夏
と
論
じ

て
い
る
。
し

か
し
、
筆
者

が
本
論
文

で
考
察
し

て
き

た
よ
う

に
、

一
九

四
八
年
末
に
中
共

の

対
米
政
策

は
大
き

な
転
換
点
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
中
共
が
新
中
国
の
対
外
政

策
を
考
案
し
、

そ
の
雛
形
を
完
成
さ
せ
た

の
は
、
中
共
が

ア
メ
リ
カ
の
対
中
政

策
を
き
わ
め

て
警
戒
し

て
い
た
四
九
年
春
よ
り
数

ヶ
月
前

の
四
八
年
末
か
ら
四

九
年

一
月
頃

で
あ

っ
た
。

こ
の
た
め
、

ソ
連
陣
営

に
対
す

る
中
共

の
選
択

は
、

中
共
が

ア
メ
リ
カ
の
対
中
政
策
の
転
換
を
察
知
し
た
米
中
接
触

の
中

で
は
な
く
、
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米
中

(共
)
緊
張
、
中

(共
)
ソ
接
近

の
な
か

で
行

わ
れ
た
も
の

で
、
中
共

に
と

っ

て
は
唯

一
の
選
択
肢

で
も
あ

っ
た
。

こ
の
意
味

で
、
中
共

に
対
す

る

ア
メ
リ
カ

の
政
策
転
換

が
中
共

の
政
策
決
定

に
影
響
を
及
ぼ
す

に
は
時
期
的

に
遅

れ
た
と

い
わ
ざ

る
を
得

な
い
。

ひ
い
て
言

え
ば
、
も
し

ア
メ
リ
カ
の
対
中
政
策

の
転
換

が

一
九

四
八
年

の
よ
り
早

い
時
期

に
行
わ
れ

た
な

ら
ば
、
中
共

は
果

た
し

て
ど

の
よ
う

に
陣
営
選
択
を
行

い
、
ど

の
よ
う
な
対
外
政
策
を
採

用
し

た
の
か

は
非

常

に
興
味
深

い
も

の
が
あ

る
。

第
二
章

で
論

じ
た
よ
う

に
、

一
九
四
六
年
夏
頃
か
ら
建
国
後
を

に
ら

ん
だ
中

共

の
基
本
的
対
外
方
針
が
策
定
さ
れ
は
じ
め
た

一
九

四
八
年
末
頃

ま
で
の
中
共

は
、

ソ
連

に
接
近
し
な
が
ら
も
、
同
時

に
ア
メ
リ
カ
の
政
策
転
換

に
も
期
待
を

寄
せ

て
お
り
、
実
際

の
対
米
政
策
も
柔
軟
性

に
富

ん
で
い
た
。

ア
ジ

ア
に
お
け

る
冷
戦

の
進
行
が
中
共

の
対
外
行
動

に
与
え
る
影
響

は
限
定
的
な
も

の
で
あ

っ

た
。
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
の
上

で
近

い
立
場

に
あ

っ
た

ソ
連
か
ら

の
援
助
が
確
定
し

て
い
な

い
状

況

の
中

で
、
中
共

は
道
徳
的

・
経
済
的

な
国
際
支
援
を
必
要

と
し

て
お
り
、

ア
メ
リ
カ
の
対
中
政
策
次
第

で
は
、
米
中

(共
)
が
友
好
関
係
を
築
く

可
能
性
も
な

い
わ
け

で
は
な
か

っ
た
。

「
一
辺
倒
」

政
策

は
、

ま
さ

に
米

ソ
と

の
関
係
を
模
索
す

る
な
か

で
の

一
つ
の
選
択

で
あ

っ
た
。

こ
の
意
味

で
、
同
時

期

に
お
け
る
米
中
関
係

の
分
析
に
は

「状

況
的

ア
プ

ロ
ー
チ
」

の
適
用
が
よ
り

適
切

で
あ
る
と
結
論
づ
け
る

こ
と
が

で
き
る
。

一
九

四
九
年
三
月

に
中
共

の

「
一
辺
倒
」
政
策

が
確
定
さ
れ

て
か
ら
、
対
外

行
動

に
お
け
る

ソ
連

の
存
在

は
無
視

で
き
な
く
な

っ
た
。
中
共

の
対
外
行
動

の

余
地

が

ソ
連
と
そ

の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
よ

っ
て
拘
束

さ
れ
、
狭

め
ら
れ
た
側
面

か
ら
い
え
ば
、

こ
れ
以
後

の
米
中
関
係

は

「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的

ア
プ

ロ
ー
チ
」

が
よ
り
有
効

で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第

三
章

で
論

じ
た
よ
う
に
、
中
共

は

ソ
連
陣
営
を
選
択
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
外

政

策

に
お
い

て

一
定

の
自
律

性
と
柔
軟

性
を
有
し

て
お

り
、
条
件
付

き

で
は

あ

っ
た
が
、
対
米
関
係

の
改
善
を
図

ろ
う
と
し

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
米

中

双
方

の
ミ

ス

・
バ
ー
セ
プ
シ

ョ
ン
が
相
互

の
関
係
改
善
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。

両
者

の
認
識

の
食

い
違

い
か
ら
米
中

(共
)
の
交
流

そ
し

て
国
交
樹
立

は
失
敗

に
終

わ

っ
た
が
、
他
方

で
中
共

は
ア
メ
リ
カ
を
含
む
資
本
主
義
国
家
と

の
貿
易

を
積
極
的

に
促
進
し
、
米
中
間

の
貿
易
も
急
速
に
発
展
し

て
い
た
。

そ
の
後
、

朝
鮮
戦
争
が
も
し
な
か

っ
た
な
ら
ば
、

こ
の
密
接
な
経
済
関
係

が
両
国

の
政
治

関
係
ま

で
発
展
す
る
可
能
性
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
中
国
国
内

に
お
け
る

外
国
企
業

に
関
し

て
中
共
は
、
長
期
的

に
存
続
を
認
め
な
い
方
針
を
と

っ
て
い

た
た
め
、

「
域
内
接
触
」

と
い

っ
た
政
策

は
き
わ
め

て
困
難

で
あ

っ
た
と

い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

最
後

に
、
対
米
政
策

の
策
定
と
政
策
遂
行

の
観
点
か
ら

一
言
付
け
加
え
て
お

き
た

い
。
中
共
指

導
者
内
部

に
お

い
て
ア
メ
リ
カ

に
対
す

る
根
強

い
不
信
感

が

存
在
し
、

ア
メ
リ
カ
と

の
関
係

改
善
に
反
対
意
見
を
持

つ
人

々
が
存
在

し
て
い

た

こ
と
は
否
定

で
き
な
い
が
、
当
時

の
外
交
政
策
は

ア
メ
リ
カ

に
比
較
的
柔
軟

な
態
度
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
毛
沢
東
や
周
恩
来

に
よ

っ
て
策
定

さ
れ
、

そ

の
政
策

遂
行

は
長
期

に
わ
た
り
周
恩
来
配
下
の
部
下
た
ち
に
よ

っ
て
行
わ
れ

た
。建

国
前
夜

に
見

ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
中
国

の
特
色
を
持

っ
た
外
交
的
特
徴
は
、

対
外
行
動

の
自
律
性
、

イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
と
実
際
行
動

の
使

い
分
け
、
外
交

手
段

と
し

て
の
経
済
関
係
等

々

、

そ
の
後
も
、
国
際
環
境

の
大
き
な
荒
波



42

に
も
ま
れ
な
が
ら
生
き
続
け

て
お
り
、
現
代
中
国

の
外
交
を
考
え
る
上

で
欠
か

せ
な

い
視
点
と
な

っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

(1
)

(2
)

童
小
鵬

『風
雨
四
十
年
』

(第

一
部
)、
中
央
文
献
出
版
社
、

一
九
九
四
年
、

五
六
八
頁
。

中
共
中
央
文
献
研
究
室
編

『
毛
沢
東
年
譜

一
八
九
三
-

一
九
四
九
』

(下

巻
)
、
人
民
出
版
社
、
中
央
文
献
出
版
社
、

一
九
八
九
年
、
三
二
八
頁
。

(3
)

『
陸
定

一
文
集
』
編
輯
組
編

『陸
定

一
文
集
』
、
人
民
出
版
社
、

一
九
九
二

年
、
三
八

一
頁
。

(4
)

中
共
中
央
文
献
研
究
室
編

『周
恩
来
伝

一
八
九
八
-

一
九
四
九
』
、

人

民
出
版
社
、
中
央
文
献
出
版
社
、

一
九
八
九
年
、
七
四
二
頁
。

(5
)

『
毛
沢
東
年
譜
』

(下
巻
)
、
前
掲
書
、
四
三
九
-
四
四
〇
頁
。

(6
)

『
周
恩
来
伝
』
、
前
掲
書
、
七
四
二
頁
。

(7
)

『
毛
沢
東
選
集
』
第
四
巻
、
外
文
出
版
社
、

一
九
六
九
年
、
四
八

一
頁
。

(8
)

同
書
、
四
八
五
-
六
頁
。

(9
)

同
書
、
四
八
五
-
六
頁
。

(10
)

(11
)

師
哲
著

劉
俊
南

・
横
澤
泰
夫
訳

『毛
沢
東
側
近
回
想
録
』
、

新
潮
社
、

一
九
九
五
年
、
二
四
六
頁
。

(12
)

崇
慶
余

「第

一
代
領
導
集
体
的
基
本
外
交
策
略
」
、
『
徐
州
師
範
学
院
学

報
』

(哲
学
社
会
科
学
版
)
、

一
九
九

一
年
第
四
期
、

一
二
頁
。

(13
)

山
極
晃

『
米
中
関
係
の
歴
史
的
展
開

一
九
四

一
年
-

一
九
七
九
年
』
、

研
文
出
版
、

一
九
九
七
年
、

一
八
八
頁
。

(14
)

中
央
文
献
研
究
室
編

『毛
沢
東
書
信
選
集
』
、
人
民
出
版
社
、

一
九
八
三

年
、
二
七
五
頁
。

(15
)

中
共
中
央
文
献
研
究
室
編

『
周
恩
来
書
信
選
集
』
、

中
央
文
献
出
版
社
、

一
九
八
八
年
、
三
六
四
-
三
六
五
頁
。

(16
)

『周
恩
来
伝
』
、
前
掲
書
、
六
六
二
-
六
六
三
頁
。

(17
)

同
書
、
六
六
六
頁
。

(18
)

青
山
瑠
妙

「
建
国
前
後
に
お
け
る
中
国
の
対
外
経
済
政
策
」、
『法
学
政
治

学
論
究
』
三
二
、

一
九
九
七
年
、
四
七
七
-
四
七
八
頁
。

(19
)

C

・
H

・
貢
恰
羅
夫
著
、

馬
貴
凡
訳

「斯
大
林
同
毛
沢
東
的
対
話
」
、
中

国
人
民
大
学
書
報
資
料
中
心
編

『復
印
報
刊
資
料

中
国
現
代
史
」
、

一
九
九

二
年
(六
)
、
二

一
五
頁
。

(20
)

薄

一
波

『
若
干
重
大
決
策
与
事
件
的
回
顧
』

(上
)、
中
共
中
央
党
校
出
版

社
、

一
九
九

一
年
、
三
七
頁
。

(21
)

李
銀
橋

「
再
説
江
青
失
馬
的
往
事
」
、
伝
記
文
学
三
三
二
(
一
九
九
〇
年

一

月
)、
四
〇
-
五

一
頁
。

(22
)

張
小
路

「
関
鍵
時
刻
的
努
力

:
一
九
四
九
年
中
共
対
美
政
策
分
析
」
、

中

国
人
民
大
学
書
報
資
料
中
心
編

『復
印
報
刊
資
料

中
国
現
代
史
」、

一
九
九

〇
年

(
一
二
)
、

一
三
八
頁
。

(23
)

翁
仲
二

「
美
国
対
華
侵
略
干
渉
的
失
敗
和
我
解
放
戦
争
的
勝
利
」、

中
共

中
央
党
史
研
究
室
編

『中
共
党
史
資
料
』

(第
三
十
八
輯
)
、
中
共
党
史
出
版
社
、

一
九
九

一
年
、

一
七
六
頁
。

(24
)

楊
菁

「
論
建
国
前
夕
中
国
共
産
党
対
美
国
的
政
策
」
、

中
国
人
民
大
学
書

報
資
料
中
心
編

『復
印
報
刊
資
料

中
国
現
代
史
』
、

一
九
九
四
年

(六
)、

一

一
九
頁
。

(25
)

『毛
沢
東
年
譜
』
(下
巻
)
、
前
掲
書
、
三
四
〇
頁
。

(26
)

李
鋭

「
接
管
瀋
陽
記
事
」
、
中
共
中
央
党
史
研
究
室
編

『中
共
党
史
資
料
』

(第
四
十
輯
)
、
中
共
党
史
出
版
社
、

一
九
九
二
年
、
五
〇
頁
。

(27
)
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(28
)

『
周

恩
来

伝
』
、
前

掲
書

、
七

三
九

頁
。

(29
)

魯
振
祥

「関
与
新
中
国
三
条
外
交
方
針

の
制
定
-

読

『毛
沢
東
外
交
文

選
ヒ
、
『
党
的
文
献
』
、

一
九
九
五
年

(
一
)
、
五

一
頁
。

(30
)

『
周
恩
来
伝
』
、
前
掲
書
、
七
四
〇
頁
。

(31
)

同
日
に
起
こ

っ
た
ア
メ
リ
カ
奉
天
総
領
事

拘
留
事
件

に
つ
い
て
は
、
宇
佐
美
滋

「米
奉
天
総
領
事
拘
留
事
件
」

(『
ア
ジ

ア

・
ク
ォ
ー

タ
リ
ー
』
第

一
六
巻
第
三
号
、

一
九
六
八
年
五
月
)
を
参
照
。

(32
)

李
鋭

『
李
鋭
往
事
雑
憶
』
、

江
蘇
人
民
出
版
社
、

一
九
九
五
年
、

一
〇
〇

頁
。

(33
)

(
34
)

斐
堅
章
主
編

『
中
華
人
民
共
和
国
外
交
史

一
九
四
九
-

一
九
五
六
』
、

世
界
知
識
出
版
社
、

一
九
九
四
年
、
三
二
三
頁
。

(35
)

李
鋭
、
前
掲
論
文
、
五
九
-
六
〇
頁
。

(36
)

『
毛
沢
東
年
譜
』

(下
巻
)
、
前
掲
書
、
四

一
〇
頁
注

一
。

(37
)

同
書
、
四

一
〇
-

四

一
一
頁
。

(38
)

斐
堅
章
、
前
掲
書
、
三
二

三
頁
。

(39
)

『毛
沢
東
年
譜
』

(下
巻
)
、
前
掲
書
、
四
四
六
-
四
四
七
頁
。

(40
)

師
哲

「
毛
沢
東
在
西
柏
坂
会
見
米
高
揚
」
、

中
共
中
央
文
献
研
究
室
、

中

央
梢
案
館

『党
的
文
献
』
編
輯
部
編

『
中
共
党
史
重
大
事
件
述
実
』
、
人
民
出

版
社
、

一
九
九
三
年
、
三
二
-
四

一
頁
。

(41
)

裴
堅
章
、
前
掲
書
、

一
一
頁
。

(42
)

『毛
沢
東
年
譜
』

(下
巻
)
、
前
掲
書
、
四
八
五
-

四
八
六
頁
。

(43
)

同
書
、
四
九
〇
頁
。

(44
)

同
書
、
四
九
〇
頁
。

(45
)

同
書
、
四
九

一
頁
、
四
九
七
頁
。

(46
)

黄
華
が
周
恩
来
の
真
筆

の
手
紙
を
持

っ
て
ス
チ

ュ
ア
ー
ト
に
会

っ
た
と
い

う
噂
を
黄
華
は
否
定
し
た

(外
交
部
外
交
史
編
輯
室
編

『新
中
国
外
交
風
雲
』、

世
界
知
識
出
版
社
、

一
九
九

一
年
、
二
七
頁
)
。

(47
)

(48
)

上
海
梢
案
館
編

『上
海
解
放
』
、
梢
案
出
版
社
、

一
九
八
九
年
、

三
六

-

三
七
頁
。

(49
)

遅
愛
萍

「
毛
沢
東
国
際
戦
略
思
想
的
演
変
」
、
『
党
的
文
献
』

(第
三
九
期
)
、

一
九
九
四
年
三
月
、
四
七
頁
。

(50
)

翁
仲
二
、
前
掲
論
文
、

一
八
〇
頁
。

(51
)

『毛
沢
東
年
譜
』

(下
巻
)
、
前
掲
書
、
四
九
二
頁
。

(52
)

『上
海
解
放
』
、
前
掲
書
、
五
二
頁
。

(53
)

楊
菁
、
前
掲
論
文
、

一
二

一
頁
。

(
54
)

『新
中
国
外
交
風
雲
』
、
前
掲
書
、
二
五
頁
。

(
55
)

『毛
沢
東
年
譜
』

(下
巻
)
、
前
掲
書
、
四
九
九
頁
。

(56
)

『新
中
国
外
交
風
雲
』
、
前
掲
書
、
二
六
頁
。

(57
)

郡
玉
銘
著
、
曉
晨
訳

「司
徒
雷
登
与
中
共
奪
取
政
権
前
夜
的
中
美
関
係
」
、

中
国
人
民
大
学
書
報
資
料
中
心
編

『復
印
報
刊
資
料

中
国
現
代
史
』
、

一
九

九

四
年

(九
)
、
二

一
六
頁
。

(58
)

『毛
沢
東
年
譜

』
(下
巻
)
、
前
掲
書
、
五
〇
四
頁
。

(59
)

翁
仲
二
、
前
掲
論
文
、

一
七
八
頁
。

(60
)

同
論
文
、

一
七
八
頁
。

(61
)

『
毛
沢
東
年
譜
』

(下
巻
)、
前
掲
書
、
五

一
一
頁
。

(62
)

同
書
、
五

一
四
頁
。

(63
)

『
新
中
国
外
交
風
雲
』
、
前
掲
書
、
二
八
-

二
九
頁
。

(64
)

同
書
、
二
八
-
二
九
頁
。
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(65
)

加
々
美
光
行

「
戦
後
国
際
政
治
と
中
国
政
治
の
変
遷
-

冷
戦
体
制
と
対

米
対
決

の
道
」、
『
ア
ジ

ア
経
済
』

(三
二
-
五
)
、

一
九
九

一
年
五
月
、

一
〇
頁
。

(66
)

『
新
中
国
外
交
風
雲
』
、
前
掲
書
、
二
九
-

三
〇
頁
。

(67
)

宇
佐
美
滋

「
ス
チ

ュ
ア
ー
ト
大
使

の
北
京
訪
問
計
画
」、
『
国
際

問
題
』

(第

一
九
八
号
)
、

一
九
七
六
年
九
月
、
四
五
-
六
〇
頁
。

(68
)

『
新
中
国
外
交
風
雲
』
、
前
掲
書
、
三

一
頁
。

(69
)

裴
堅
章
、
前
掲
書
、
三
二
七
頁
。

周
建
超

に
よ
る
と
六
〇
億

ド
ル
で
あ

っ
た
(周
建
超
、

劉
金
鵠

「
二
九
四
九

年
司
徒
雷
登
謀
求
美
中
和
解
問
題
浅
析
」
、
中
国
人
民
大
学
書
報
資
料
中
心
編

『復
印
報
刊
資
料

中
国
現
代
史
』
、

一
九
九

二
年

(三
)
、
二
二
〇
頁
)
。

(
70
)

一
九
四
九
年

の
米
中
接
近
は
四

つ
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
行
わ
れ
た
。
1
.

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
の
秘
書
傅
涇
波
、
2
.
陳
銘
枢
、

3
.
張
東
孫
と
そ
の
息
子
張

宗
炳
、
羅
隆
基
、
4
.
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
ジ

ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
で
あ
る

(華
慶
昭

『
従
雅
爾
塔
到
板
門
店
-

美
国
与
中
、
蘇
、
英

:
一

九

四

五
至

一
九
五

三
』
、

中
国
社

会
科

学

出
版

社
、

一
九
九

二
年
、

一
六
八
-

一
七

二
頁
)
。

(71
)

裴

堅
章

、
前

掲
書

、
三

二
七
頁

。

(72
)

C

・
H

・
貢

恰
羅
夫

、
前

掲
論

文

、

二

一
六
頁

。

(73
)

(74
)

(75
)

邵
玉
銘
、
前
掲
論
文
、
二

一
九
頁
。

(76
)

江
東
興

『汪
東
興

日
記
』
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

一
九
九
三
年
、

一

六
三
頁
。

(
77
)

胡
喬
木

『胡
喬
木
回
憶
毛
沢
東
』
、
人
民
出
版
社
、

一
九
九
四
年
、
九
〇

頁
。

(
78
)

李
華
興
、

王
冷

一

「論
毛
沢
東
的
独
立
自
主
与
対
外
開
放
思
想
」
、
中
共

上
海
市
委
宣
伝
部
理
論
処
編

『
党
史
党
建
論
文
集
-
記
念
中
国
共
産
党
成
立
七

十
周
年
学
術
討
論
専
輯
』、
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
九
二
年
、
二
二

一
頁
。

(79
)

范
守
信

『
中
華
人
民
共
和
国
国
民
経
済
恢
復
史
』、

求
実
出
版
社
、

一
九

八
八
年
、
二

一
-
二
二
頁
。

(80
)

中
央
梢
案
館
編

『中
共
中
央
文
献
選
集
』

(第
十
八
冊
)
(
一
九
四
九
年

一

月
至
九
月
)
、
中
共
中
央
党
校
出
版
社
、

一
九
九
二
年
、

一
三
六
-

一
三
七
頁
。

(81
)

『毛
沢
東
選
集
』
第
四
巻
、
前
掲
書
、
四
八
五
-
六
頁
。

(82
)

中
国
社
会
科
学
院

中
央
梢
案
館
合
編

『
中
華
人
民
共
和
国
経
済
梢
案
資

料
選
編

一
九
四
九
-

一
九
五
二
』
(以
下
、
『
経
済
梢
案
』
)
(綜
合
編
)
、
中
国

都
市
経
済
社
会
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
、

一
五
三
頁
。

(83
)

『
陳
雲
文
選
』

(
一
九
四
九
-

一
九
五
六
)
、
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四
年
、

二
頁
、

一
二
頁
。

(84
)

『
経
済
梢
案
』

(綜
合
編
)
、
前
掲
書
、

一
五
三
頁
。

(85
)

(86
)

『
経
済

梢
案

』

(綜
合

編
)、

前
掲
書

、

一
五

四
頁

。

(87
)

(88
)

(89
)

武
力

「論
建
国
初
期
的

『
内
外
交
流
』
政
策
」
、
中
国
人
民
大
学
書
報
資

料
中
心
編

『復
印
報
刊
資
料

中
国
現
代
史
』
、

一
九
九
二
年
(
一
二
)
、

一
五

六
頁
。
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(90
)

『
王
稼
祥
選
集
』
編
輯
組
編

『王
稼
祥
選
集
』
、
人
民
出
版
社
、

一
九
八
九

年
、
三
七
八
-

三
八

一
頁
。

(91
)

中
共
中
央
文
献
編
集
委
員
会
編

『薄

一
波
文
選
』

(
一
九
三
七
-

一
九
九

二
年
)
、
人
民
出
版
社
、

一
九
九
二
年
、
八
二
-
八
四
頁
。

(92
)

中
共
中
央
文
献
研
究
室
編

『劉
少
奇
年
譜

(
一
八
九
八
-

一
九
六
九
)
』

(下
巻
)
、
中
央
文
献
出
版
社
、

一
九
九
六
年
、

一
七
八
頁
。

(93
)

『
毛
沢
東
選
集
』
第
四
巻
、
前
掲
書
、
四
八
五
-
六
頁
。

(94
)

同
書
、
四
八
五
頁
。

(95
)

江
海
波

『新
中
国
工
業
経
済
史

』
、
経
済
管
理
出
版
社
、

一
九
九
四
年
、

一
一
〇
頁
。

(96
)

孫
懐
仁
主
編

『
上
海
社
会
主
義
経
済
建
設
発
展
簡
史

一
九
四
九
-

一
九

八
五
』
、
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
、
二
四
頁
。

(97
)

『上
海
解
放
』
、
前
掲
書
、
四
九
頁
。

(98
)

同
書
、

一
〇
二
頁
。

(99
)

同
書
、
七
九
-
八
〇
頁
。

(
1
00
)

同
書
、

一
五
二
頁
。

(
1
0
2)

宋
仲
福

「建
国
初
期
党
和
国
家
対
外
資
在
華
企
業
的
政
策
」
、

中
国
中
共

党
史
学
会
編

『中
共
党
史
研
究
優
秀
論
文
選
』

(
一
九
八

一
-

一
九
九

一
)
、
中

共
党
史
出
版
社
、

一
九
九
二
年
、
五
二

一
頁
。

(
1
03
)

裴
堅
章
、
前
掲
書
、
二
六
七
頁
。

(
104
)

(あ
お
や
ま

る
み

慶
応
義
塾
大
学
)



eign state. No matter how chaotic the domestic conditions might be, Willo-
ughby saw China a single state, and this intellectual framework in reality
helped China to preserve its territorial and administrative integrity. For
China, Willoughby was a valuable friend who constructed objective and ac-
ademic arguments for the Chinese cause. On the other hand, Willoughby
found in China the opportunity to prove his theory and develop principles
of international justice. 

Sino-U. S. Relations on the Eve of the Founding

of the People's Republic of China: From the

Perspective of Communist China

AOYAMA Rumi

Research on Sino-American relations on the eve of the establishment of
the People's Republic of China (PRC) mainly tends to be divided into two
distinct approaches : the ideological approach and the situational ap-

proach. Both of these approaches, however, focus on the trilateral relation-
ship between the United States, China, and the Soviet Union within the con-
text of the Cold War framework. In order to avoid an overestimation of
the influence on China of the Soviet Union or the environment of the Cold
War era, I would instead like to analyze Sino-U. S. relations on the eve of
the founding of the PRC through the lens of Communist China's understand-
ing of and actions toward America, mainly in light of China's regional per-
spective.

From the .end of 1948 to around the first month of 1949 the Chinese Com-
munists finalized the conception and shaping of the foreign policy for
their new China, which was endowed with a combination of flexibility and

principle. Communist China's choice of the Soviet camp occurred in the
midst of tensions between itself and the U. S., while at the same time it
had drawn close to the Soviet Union. Thus, the Communist Chinese
merely had a single option.

From the summer of 1946 to December of 1948, however, the Communist
Chinese entertained a hope that U. S. policy would change, even as they
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drew closer to the Soviets. Indeed, their policy towards America at this

time was rich in flexibility. Applying the situational approach, we see then

that we cannot say that no possibility for building friendly relations ex-

isted, since China had certain hopes that rested on America's China policy.

From March 1949 onward, Communist China's foreign activities were

bound by the Soviet Union and ideology. Thus the ideological approach is

rather effective for analyzing this time period. Nonetheless, Communist

China possessed both a flexibility and an autonomy in conducting its

foreign affairs which placed utmost priority on its own national interests;

they hoped to chart a course to improved relations with the U. S.

albeit with certain conditions attached. However misperceptions on the

part of both sides doomed any improvements in their ties.

 On the other hand, Communist China had been actively promoting trade

with capitalist nations, including the United States, and trade between the

two countries had been developing rapidly. It is possible that these close eco-

nomic ties could have reached their political relationship if it had not been

for the outbreak of the war on the Korean Peninsula.

The Taiwan Factor on U. S. China Policy

at the Time of the Korean war

YUASA Shigehiro

There are two main streams of thought concerning the studies of Sino-
American relationship ; one argues America's China policy from the
context of the U. S. -Soviet-China strategic triangle, the other stresses the
importance of America's domestic politics in the formation of its China

policy. This article tries to add another perspective on the analysis on Sino-
American relationship : the interaction of U. S. China policy and its
Taiwan policy.

In late 1948, the Truman Administration began to re-examine the strate-

gic importance of Taiwan. As NSC37/1 (Jan 19, 1949) noted, the Depart-
ment of State and the Joint Chiefs of Staff agreed that the basic aim of the
U. S. should be to deny Formosa (Taiwan) and the Pescadores to the
Communists. However, there was a slight difference between them. The
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