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胡錦濤主席訪米
相互理解の促進と共通利益の深化
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わ
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フォトニュース

程永華駐日本大使はこ

のほど日本国際貿易促進協

会の片寄浩紀専務理事のイ

ンタビューを受け、中日関

係、中国企業の対日投資な

どについて見方を示した。

習近平副主席は1月10日午後、

ゲーツ米国防長官の一行と人民大

会堂で会談した。習副主席は「新

たな情勢の下、中米は信頼し合

い、同舟相救い、協力し合い、増

え続けるグローバルな試練に共同

で対処し、発展のチャンスを分か

ち合い、両国および世界の人々に

より良く幸福をもたらすべきだ」

と述べた。（李濤撮影）

第４回中日関係シンポジウムが

1月11、12日に北京で行われた。開

会式で、唐家璇・中国人民外交学

会高級顧問は「中日関係は重要な時

期にあり、機会と挑戦が共存してい

る」と強調した。写真は開会式前、

うちとけて話し合う唐家璇氏と丹羽

宇一郎・駐中国大使（右）

（繆暁陽撮影）

新たに改正された

老年法は社会保障にお

いて一部内容を分け、

「社会介護」の1章を

単独で明記した。主に

高齢のお年寄り、自立

生活不能なお年寄り、

および子女との同居が

不可能なお年寄りを対

象としている。写真は

1月18日、居民委員会

に集ってギョーザを味

わう北京市懐柔区泉河

街道地区の老人たち。

（卜向東撮影）

>>

新潟県産米をPRする試食会イ

ベントが1月7日から9日の3日間、

北京の高級百貨店「新光天地」の

地下1階食品売り場「BHGマーケッ

トプレイス」で行われた。
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>>
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中国共産党中央政治局常務委

員、国務院の温家宝総理は1月24

日、国家信訪局(陳情局)を訪れ、民

衆の代表者と交流し、彼らの困難と

要求について理解を深め、政府活動

の改善に関する意見に耳を傾けた。

国家総理が国家信訪局に陳情に来た

民衆と直接交流を行ったのはこれが

初めてとなる。（李濤撮影）

500作、興行収入100億元。中国

の昨年の映画市場は輝かしい成績を

残した。某ポータルサイトが18日に

発表した「2010年映画収支ランキン

グ」によると、陶虹（タオ・ホン）

が主演した「米香」、張瑜（チャ

ン・ユイ）主演のリメイク作「廬山

恋2010」が上位10位に入った。写真

は映画「廬山恋2010」の撮影現場。

（胡国林撮影）

胡錦濤国家主席とオバマ米大統領は1月19日にホワイトハウスで会談した。両元首は

時代の潮流に沿って、相互尊重と互恵共栄の協力関係の構築に尽力することで一致。今

後の中米関係発展の重要な方向性や両国協力深化の重点分野を定めた。（蘭紅光撮影）

春節の訪れを目前に控え、各地の年越

し用品市場は賑わいを見せている。市民

は年越し用品を買い、新春の祝日を迎え

る準備に余念がない。写真は1月23日、

春聯（春節に玄関の左右に貼る、おめで

たい文字が書かれた一対の紙）を選ぶ市

民。（ト向東撮影）

>>

>>
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>>
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１
月
１
８
日
～
２
１
日
の
胡
錦
濤
主
席
の
米

国
国
事
訪
問
は
、
中
米
関
係
の
大
事
な
時
期
に

行
わ
れ
た
重
要
な
訪
問
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は

深
く
、
影
響
は
は
か
り
知
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
以
下
の
面
に
つ
い
て
、
中
米
関

係
は
大
事
な
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。

ま
ず
政
治
面
で
は
、
中
米
両
国
が
交
流
を
再

開
し
て
４
０
年
に
な
る
が
、
現
在
の
世
界
は
両

国
関
係
が
正
常
化
し
た
時
期
や
冷
戦
後
初
期
と

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
世
界
経
済
の
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、

国
際
事
務
参
画
の
役
割
や
議
事
日
程
に
多
く
の

変
化
が
生
じ
、
権
力
闘
争
を
主
と
し
た
現
実
主

義
政
治
で
現
在
の
国
際
関
係
と
国
際
事
務
を
説

明
す
る
の
は
も
う
難
し
く
な
っ
た
。
そ
の
た

め
、
中
米
は
新
し
い
国
際
環
境
に
適
応
し
、
冷

戦
の
影
か
ら
完
全
に
抜
け
出
し
、
よ
り
広
い
世

界
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
、
新
思
考
に
よ
っ
て
両

国
協
力
と
い
う
願
い
の
実
現
に
向
け
て
基
礎
固

め
を
し
、
両
国
協
力
関
係
を
再
構
築
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
て
い
る
。

次
に
経
済
面
で
は
、
世
界
経
済
は
２
０
０
８

年
の
金
融
危
機
を
経
て
、
経
済
発
展
モ
デ
ル
と

協
力
方
法
に
つ
い
て
多
く
の
新
し
い
考
え
方
が

り
多
元
化
し
て
い
る
。
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
大
量
破

壊
兵
器
の
拡
散
、
新
型
の
疾
病
な
い
し
は
自
然

災
害
･
･
･
･
･
･
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

を
背
景
に
、
過
去
の
想
像
を
は
る
か
に
越
え
る

よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
国
家
を
脅
か
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
挑
戦
を
前
に
し
て
、
多
く
の

国
と
同
様
に
、
中
米
も
脅
威
の
源
に
対
す
る
評

価
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
巨
大
な
パ
ワ
ー

を
持
つ
二
つ
の
大
国
で
あ
る
中
米
が
、
邪
推
を

減
ら
し
、
手
を
携
え
て
協
力
し
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
自
国
だ
け
で
な
く
国
際
的
な
安
全
に
も
重

大
な
損
失
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

第
四
に
、
社
会
面
で
は
、
中
米
は
文
化
、
教

育
、
科
学
技
術
な
ど
の
分
野
で
広
範
か
つ
密
接

な
交
流
を
行
っ
て
き
た
が
、
二
つ
の
社
会
間
の

理
解
は
依
然
と
し
て
限
ら
れ
て
い
る
。
昨
年
の

上
海
万
博
期
間
中
に
多
く
の
中
国
人
が
ア
メ
リ

カ
館
に
詰
め
か
け
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
文

化
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
米
国
で
人
気
を
博
し
て

い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
ど
ち
ら
の
国
民
に
も
相

手
国
を
も
っ
と
理
解
し
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
が

あ
る
。
中
米
は
理
解
不
足
を
「
桶
の
原
理
」
の

「
短
い
板
」
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

互
い
に
対
す
る
理
解
不
足
の
た
め
に
、
両
国
関

係
の
さ
ら
な
る
発
展
が
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
事

態
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
昨
年
の
実
際
活
動
か
ら
見
て
も
、

中
米
関
係
は
濃
霧
を
晴
ら
し
、
再
び
互
い
に
協

調
す
る
軌
道
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
２
０
１
１
年
の
年
初
に
、
中
国
の
国
家

主
席
が
米
国
訪
問
の
途
に
つ
い
た
。
中
国
は
、

今
回
の
訪
問
を
通
じ
て
、
中
米
間
の
一
部
問
題

に
つ
い
て
の
懸
念
を
解
消
し
、
共
通
認
識
を
確

認
し
、
新
し
い
国
際
情
勢
下
に
お
け
る
両
国
関

係
の
よ
り
安
定
的
か
つ
健
全
な
進
展
を
保
障
し

た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

胡
主
席
の
訪
問
は
米
国
か
ら
き
わ
め
て
重

視
さ
れ
、
米
国
側
は
最
高
級
の
礼
遇
で
胡
主
席

を
迎
え
た
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
胡
主
席

は
米
国
の
政
界
、
商
業
界
、
知
識
界
、
文
化

界
、
媒
体
、
一
般
市
民
と
広
く
接
触
し
、
打
ち

解
け
た
交
流
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
交
流
を
通

じ
て
、
中
国
の
指
導
者
か
ら
米
国
国
民
と
世
界

の
人
々
に
向
け
て
中
国
の
平
和
的
発
展
を
説
明

し
、
中
国
の
積
極
的
な
国
際
事
務
参
画
と
中
米

協
力
強
化
の
決
意
の
固
さ
を
示
し
、
中
国
が
米

国
を
さ
ら
に
理
解
し
た
い
と
考
え
、
米
国
に
も

も
っ
と
中
国
を
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
心
か

ら
の
願
い
を
伝
え
た
。

今
回
の
訪
米
で
理
解
の
促
進
が
高
い
位
置
に

置
か
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
中

米
関
係
は
物
質
面
の
協
力
だ
け
で
は
不
十
分
で

あ
る
こ
と
を
中
国
が
意
識
し
て
い
る
こ
と
の
表

れ
で
あ
る
。
中
米
関
係
は
単
純
な
物
質
利
益
を

越
え
て
、
発
展
の
経
験
を
共
有
し
よ
り
高
い
共

通
認
識
を
求
め
る
方
向
へ
発
展
す
る
必
要
が
あ

る
。冷

戦
終
了
以
来
２
０
年
余
り
の
中
米
の
交
流

を
振
り
返
れ
ば
、
中
米
間
に
は
確
か
に
協
力
す

れ
ば 

互
い
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
争
え
ば
互
い

が
傷
つ
く
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
る
こ
と
が
分

か
る
は
ず
だ
。
今
回
の
訪
米
も
含
め
て
、
米
国

は
多
く
の
場
合
、
強
大
で
、
繁
栄
し
、
成
功
し

た
、
国
際
社
会
で
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
す

中
国
を
歓
迎
す
る
と
重
ね
て
言
明
し
て
い
る
。

こ
れ
は
間
違
い
な
く
非
常
に
重
要
な
進
展
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
確
か
に
中
米
間
に

も
い
わ
ゆ
る
構
造
性
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
。

胡錦濤国家主席とオバマ

米大統領は1月19日にホ

ワイトハウスで会談した

（蘭紅光撮影）

生
ま
れ
、
中
米
間
の
従
来
の

生
産
モ
デ
ル
と
消
費
モ
デ
ル

を
継
承
す
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
世
界
経

済
が
次
第
に
回
復
し
、
経
済

モ
デ
ル
転
換
の
圧
力
が
増
大

し
て
い
く
中
で
、
中
米
間
は

ど
の
よ
う
に
し
て
協
力
モ
デ

ル
を
調
整
し
、
互
い
の
経
済

関
係
を
破
綻
も
し
く
は
衝
突

さ
せ
る
こ
と
な
く
新
た
な
経

済
環
境
に
適
応
し
、
よ
り
力

強
い
生
気
と
活
力
を
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の

点
が
、
経
済
分
野
に
お
い
て

中
米
が
さ
し
せ
ま
っ
て
真
剣

に
討
論
し
意
見
交
換
す
る
必

要
の
あ
る
課
題
と
な
っ
て
い

る
。さ

ら
に
安
全
保
障
問
題

で
は
、
世
界
情
勢
は
全
体

的
に
安
定
し
て
い
る
も
の

の
、
各
国
が
受
け
て
い
る
脅

威
の
源
は
よ
り
広
範
に
な

1月19日、ホワイトハウス

で中米両国の企業家と面会

する胡錦濤主席とオバマ米

大統領 （蘭紅光撮影）

http://japanese.beijingreview.com.cn/
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トップ記事トップ記事

し
て
、
中
米
が
相
手
の
長
所
を
積
極
的
に
評
価

し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
を
理
解
し
て
取
り
入
れ
、

長
所
で
短
所
を
補
え
ば
、
結
集
し
た
力
は
中
米

両
国
だ
け
で
な
く
人
類
社
会
全
体
の
発
展
に
も

効
果
利
益
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
理
解
促
進
と
い
う
の
は
抽
象

的
な
観
念
の
交
流
で
は
な
い
。
理
解
と
は
多
く

の
場
合
実
践
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
、
共

通
認
識
は
多
く
の
場
合
協
力
を
通
じ
て
築
き
上

げ
ら
れ
る
も
の
だ
。
中
米
の
各
分
野
、
各
階
層

で
の
相
互
協
力
を
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
行
っ
て

い
く
こ
と
は
、
相
互
理
解
促
進
の
た
め
の
重
要

な
道
筋
だ
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
訪
米
で
は
、

世
界
、
地
域
、
二
カ
国
間
の
各
分
野
に
お
け
る

両
国
の
共
通
利
益
を
探
り
、
掘
り
下
げ
る
こ
と

に
多
く
の
労
力
を
費
や
し
た
。
新
た
に
発
表
さ

れ
た
中
米
共
同
声
明
で
は
、
二
カ
国
間
関
係
、

ト
ッ
プ
の
交
流
、
地
域
と
世
界
が
直
面
し
て
い

る
挑
戦
、
経
済
協
力
、
気
候
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境

問
題
、
人
や
文
化
交
流
な
ど
の
面
で
、
今
後
の

中
米
協
力
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
中
米
が
今
後
し
ば
ら
く
の
間
、
交
流
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
ら
に
頻
繁
に
行
っ

て
い
く
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
両
国
は
共
通
利

益
上
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
互

い
の
理
解
と
信
頼
を
徐
々
に
深
め
る
こ
と
で
、

な
お
も
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
意
見
の
食
い
違

い
や
摩
擦
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
中
米
関
係
全

体
に
と
っ
て
の
衝
撃
が
避
け
ら
れ
る
こ
と
を
望

ん
で
い
る
。

全
体
的
に
言
う
と
、
中
米
関
係
の
基
礎
は
非

常
に
具
体
的
な
利
益
協
力
だ
が
、
そ
の
目
指
す

と
こ
ろ
は
物
質
面
を
越
え
た
相
互
理
解
と
相
互

認
識
で
あ
る
。
今
の
国
際
舞
台
に
お
け
る
二
つ

1月21日午前、シカゴのペートン中学校を

訪れた胡錦濤国家主席　（黄敬文撮影）

１９７２年２月、米ニクソン大統領は周恩来総理の招きを受

けて中国を訪問、中米交流の扉が再び開かれた。ニクソン大統

領訪中期間中の１９７２年２月２８日、中米双方は上海で「米

中共同コミュニケ」（上海コミュニケ）を発表した。

１９７５年１２月、米フォード大統領が訪中。１９７８年

１２月１６日、中米両国は「中華人民共和国とアメリカ合衆

国の外交関係樹立に関する共同コミュニケ」を発表した。

１９７９年１月１日、中米両国は正式に大使級の外交関係を結

び、米国は台湾とのいわゆる「外交関係」を断絶し、年内に台

湾駐留米軍を撤退させ、米台の「共同防御条約」を終了させる

ことを宣言した。

１９７９年１月、中国の指導者邓小平氏が米カーター大統領

の招きを受けて米国を訪れ、中米関係史の新たな一ページを開

いた。１９８２年８月１７日、両国政府は「中米共同コミュニ

ケ」（八・一七コミュニケ）を発表、米国側は「台湾への武器

売却を長期的政策として実施するつもりはないこと、台湾に対

する武器売却は質的にも量的にも米中外交関係樹立以降の数年

に供与されたもののレベルを越えないこと、及び台湾に対する

武器売却を次第に減らしていき一定期間のうちに最終的解決に

導くつもりであること」を表明した。中米のこれら３つの共同

コミュニケ（上海コミュニケ、外交関係樹立に関する共同コミ

ュニケ、八・一七コミュニケ）は、中米関係発展に向けた指導

文書となった。

の
重
要
国
と
し
て
、
中
米
が
相
互
尊
重
の
ベ
ー

ス
の
上
に
関
係
を
築
い
て
初
め
て
両
国
関
係
の

健
全
で
安
定
し
た
発
展
を
長
期
的
に
維
持
す
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
中
国
は
考
え
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
胡
錦
濤
主
席
は
今
回
の
訪
米
で
「
相

互
に
尊
重
し
、
互
い
に
利
益
が
あ
る
ウ
ィ
ン

ウ
ィ
ン
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
の
確
立
を
繰

り
返
し
主
張
し
、
こ
の
テ
ー
マ
は
共
同
声
明
に

も
盛
り
込
ま
れ
た
。
相
互
尊
重
と
理
解
の
促
進

を
実
現
す
る
に
は
、
互
い
に
利
益
が
あ
り
ウ
ィ

ン
ウ
ィ
ン
な
関
係
の
中
で
協
力
を
推
進
す
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
考

え
の
も
と
に
、
中
国
は
胡
錦
濤
主
席
の
今
回
の

訪
米
を
中
米
関
係
を
新
た
な
レ
ベ
ル
へ
と
引
き

上
げ
る
た
め
の
重
要
な
努
力
と
見
な
し
て
い

る
。
中
米
は
よ
り
広
い
見
識
を
も
っ
て
両
国
間

に
生
じ
て
い
る
新
た
な
動
向
に
対
処
し
て
い
く

べ
き
で
あ
る
。

中米関係と３つの共同コミュニケ

こ
れ
は
国
際
体
系
に
お
け
る
二
大
大
国
に
と
っ

て
ほ
と
ん
ど
避
け
が
た
い
現
象
で
あ
る
。
今
回

の
「
共
同
声
明
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、

中
米
関
係
に
は
複
雑
な
面
が
あ
る
。
平
和
維
持

と
共
同
発
展
な
ど
に
つ
い
て
、
中
米
が
さ
ら
に

高
い
レ
ベ
ル
で
踏
み
込
ん
だ
共
通
認
識
に
至
ら

な
け
れ
ば
、
物
質
面
や
具
体
的
な
分
野
で
の
協

力
に
は
停
滞
や
ひ
い
て
は
中
断
の
リ
ス
ク
が
生

じ
る
可
能
性
も
あ
る
。

中
米
関
係
が
昨
年
直
面
し
た
困
難
は
、
互

い
の
誤
解
、
ま
た
は
誤
っ
た
判
断
と
関
係
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
中
米
は
歴
史
的
経
緯
、
経

済
水
準
、
政
治
制
度
、
文
化
伝
統
、
風
俗
習
慣

な
ど
の
面
で
多
く
の
違
い
が
あ
り
、
往
々
に
し

て
相
手
の
考
え
方
と
意
図
を
手
に
取
る
よ
う
に

理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
何
か

事
が
起
き
る
と
、
中
米
は
最
も
悪
い
可
能
性
で

相
手
の
出
方
を
憶
測
し
て
し
ま
い
が
ち
で
、
そ

の
結
果
両
国
関
係
が
悪
化
し
、
関
連
情
勢
が
緊

迫
化
し
て
し
ま
い
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
中
米

関
係
の
安
定
と
発
展
に
と
っ
て
、
互
い
の
理
解

を
促
進
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ

る
。
相
手
の
社
会
の
生
存
方
法
と
発
展
ロ
ジ
ッ

ク
を
本
当
に
理
解
し
て
初
め
て
、
双
方
が
信
頼

を
ベ
ー
ス
に
し
て
よ
り
安
定
し
た
長
期
的
な
協

力
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

中
国
は
、
中
米
間
は
非
物
質
面
で
も
共
有
し

互
い
に
参
考
に
で
き
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る

と
信
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
米
は
国
家
の

発
展
と
社
会
の
進
歩
面
で
大
き
な
成
果
を
上
げ

て
い
る
が
、
発
展
モ
デ
ル
は
同
じ
で
は
な
い
。

中
米
は
経
済
建
設
や
社
会
発
展
な
ど
の
面
で

も
っ
と
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
を
す
る
べ
き

だ
。
最
大
の
発
展
途
上
国
と
最
大
の
先
進
国
と



北京週報ｅ刊  2011・2   12    http://japanese.beijingreview.com.cn/http://japanese.beijingreview.com.cn/13  北京週報ｅ刊  2011・2     

開会式前、うちとけて話し合う唐家璇氏と

丹羽宇一郎・駐中国大使（右）

中国と日本中国と日本

「
中
日
関
係
は
重
要
な
時
期
に
あ
り
、
機
会
と

挑
戦
が
共
存
し
て
い
る
。
中
日
両
国
の
共
通
利
益

は
矛
盾
対
立
よ
り
は
る
か
に
多
く
、
中
日
関
係
の

直
面
す
る
機
会
は
挑
戦
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
。

双
方
は
世
界
の
大
勢
に
着
目
し
、
時
代
の
潮
流
に

適
応
し
、
共
同
で
努
力
し
、
機
会
を
し
っ
か
り
と

つ
か
み
、
挑
戦
を
克
服
し
、
引
き
続
き
中
日
戦
略

的
互
恵
関
係
の
発
展
を
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
、
両
国

関
係
の
健
全
か
つ
安
定
し
た
発
展
を
推
進
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
。
第
４
回
中
日
関
係
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
出
席
し
た
唐
家
璇
・
中
国
人
民
外
交
学
会

高
級
顧
問
（
第
５
期
中
日
友
好
２
１
世
紀
委
員
会

の
中
国
側
首
席
委
員
）
は
こ
う
強
調
し
た
。

中
国
人
民
外
交
学
会
と
日
本
世
界
平
和
研

究
所
が
主
催
し
た
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は

１
１
、
１
２
日
に
北
京
で
行
わ
れ
た
。
開
会
式
で

は
、
唐
家
璇
氏
が
「
中
日
戦
略
的
互
恵
関
係
を
揺

る
が
ず
推
進
」
と
題
さ
れ
た
基
調
講
演
を
行
い
、

李
肇
星
・
中
国
人
民
外
交
学
会
名
誉
会
長
（
全
人

代
外
事
委
員
会
主
任
委
員
）
、
胡
正
躍
・
外
交
部

部
長
助
理
、
丹
羽
宇
一
郎
・
駐
中
国
大
使
、
大
河

原
良
雄
・
世
界
平
和
研
究
所
常
務
顧
問
が
挨
拶
し

た
。現

在
の
中
日
関
係
に
つ
い
て
は
、
唐
家
璇
氏
は

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
日
本
の
民
主
党
が
政
権

を
握
っ
た
当
初
、
中
日
関
係
は
良
好
だ
っ
た
。
中

日
両
国
の
幹
部
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か

り
、
各
分
野
の
実
務
交
流
と
協
力
が
進
み
、
中
日

両
国
民
と
国
際
社
会
は
中
日
関
係
の
更
な
る
発
展

に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。
中
日
両
国
が
戦
略
的
互

恵
関
係
の
全
面
的
な
推
進
を
積
極
的
に
模
索
し
て

い
た
。
昨
年
９
月
、
釣
魚
島
事
件
が
発
生
し
、
中

日
関
係
は
深
刻
な
影
響
と
損
害
を
受
け
た
。
こ
れ

は
私
た
ち
が
目
に
し
た
く
な
い
こ
と
だ
。
こ
の
事

件
が
残
し
た
深
い
教
訓
は
、
真
剣
に
総
括
し
、
汲

み
取
る
価
値
が
あ
る
。
胡
錦
濤
主
席
は
横
浜
で
開

か
れ
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ｅ

Ｃ
）
の
開
催
期
間
中
に
菅
直
人
首
相
と
会
談
し
、

温
家
宝
総
理
も
多
国
間
会
議
で
菅
直
人
首
相
と
接

触
し
て
い
る
。
両
国
の
指
導
者
は
中
日
の
戦
略
的

互
恵
関
係
を
引
き
続
き
推
進
す
る
こ
と
で
合
意

し
、
中
日
関
係
は
再
び
改
善
と
発
展
の
道
を
歩
み

始
め
た
」
。

中
日
関
係
の
近
年
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
振
り

返
っ
て
、
唐
家
璇
氏
は
「
両
国
関
係
の
基
礎
は
ま

だ
強
固
な
も
の
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
弱
点
が

あ
る
が
、
得
が
た
い
歴
史
的
チ
ャ
ン
ス
に
も
見
舞

わ
れ
る
。
中
日
戦
略
的
互
恵
関
係
の
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
、
両
国
関
係
の
健
全
で
安
定
し
た
発
展
の
推
進

に
向
け
、
平
和
、
協
力
、
友
好
の
3
つ
の
テ
ー
マ

を
し
っ
か
り
と
つ
か
む
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
考

え
を
示
し
た
。

平
和
に
つ
い
て
は
、
唐
家
璇
氏
は
次
の
よ
う

に
指
摘
し
た
。
「
中
日
両
国
は
い
ず
れ
も
平
和
的

発
展
を
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
相
手
の
平
和
的
発

展
を
互
い
に
支
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
政
治
的
信

頼
関
係
、
特
に
安
全
保
障
に
お
け
る
信
頼
関
係
を

増
進
し
、
客
観
的
、
理
性
的
に
相
手
の
発
展
を

認
識
、
そ
れ
に
対
応
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
意
識
を
育

成
・
増
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
双
方
は
大
局
に
立
ち
、
敏
感
な
問
題
、
特
に

海
洋
・
領
土
を
め
ぐ
る
争
い
を
う
ま
く
処
理
す
る

必
要
が
あ
る
。

交
流
が
密
な
隣
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
日

間
で
あ
れ
こ
れ
と
問
題
や
対
立
が
起
こ
る
の
は

仕
方
が
な
い
。
戦
後
、
中
日
関
係
は
再
建
、
改

善
、
発
展
の
過
程
で
も
、
深
刻
な
困
難
や
障
碍

が
あ
っ
た
が
、
両
国
の
前
の
世
代
の
政
治
家
は

高
度
な
政
治
的
知
恵
を
使
っ
て
こ
う
し
た
問
題

を
う
ま
く
処
理
し
て
き
た
。
わ
た
し
た
ち
も
そ

れ
に
学
び
、
参
考
に
す
べ
き
だ
。
過
去
の
経
験

は
、
敏
感
な
問
題
に
対
し
、
両
国
関
係
の
大
局

に
重
点
を
置
き
、
対
話
と
協
議
を
通
じ
た
問
題

解
決
を
堅
持
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
立
と
摩
擦
に

う
ま
く
対
処
し
、
両
国
関
係
を
発
展
さ
せ
る
正

確
な
方
向
を
し
っ
か
り
と
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
釣
魚
島
問
題

で
は
、
両
国
の
前
の
世
代
の
指
導
者
が
達
し
た

重
要
な
共
通
認
識
お
よ
び
双
方
が
こ
れ
ま
で
に

培
っ
て
き
た
理
解
に
基
づ
き
、
妥
当
な
処
理
に

さ
ら
に
力
を
入
れ
る
と
同
時
に
、
海
上
危
機
管

理
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
築
を
急
ぎ
、
両
国
関
係
の

大
局
を
著
し
く
妨
害
す
る
、
似
た
よ
う
な
事
件

が
二
度
と
起
き
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
。

協
力
に
つ
い
て
は
、
唐
家
璇
氏
は
「
中
日
両

国
は
双
方
の
立
場
に
立
ち
、
経
済
・
貿
易
協
力
の

推
進
お
よ
び
構
造
転
換
と
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
の
加

速
を
は
か
り
、
ア
ジ
ア
に
根
を
張
り
、
地
域
協
力

の
新
た
な
局
面
を
共
同
で
築
き
、
世
界
に
目
を
向

け
、
国
際
関
係
に
お
い
て
協
調
・
協
力
を
強
化
す

る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。

友
好
に
つ
い
て
は
、
「
中
日
双
方
は
両
国
国
民

の
感
情
が
悪
化
し
て
い
る
状
況
に
対
し
、
緊
迫
感

を
高
め
、
投
資
を
増
や
し
、
多
方
面
か
ら
解
決
を

図
り
、
早
期
改
善
に
取
り
組
む
べ
き
だ
」
と
述
べ

た
。講

演
の
最
後
に
、
唐
家
璇
氏
は
「
２
０
１
１

年
は
中
日
関
係
に
対
し
て
非
常
に
重
要
な
一
年

だ
。
私
は
中
日
双
方
が
共
同
で
努
力
し
、
向
か
い

合
っ
て
行
き
、
チ
ャ
ン
ス
を
と
ら
え
、
挑
戦
を
解

消
し
、
中
日
関
係
が
健
全
か
つ
安
定
し
た
発
展
の

実
現
を
確
保
し
、
誠
実
な
協
力
の
成
果
で
共
に

２
０
１
２
年
の
中
日
国
交
正
常
化
４
０
周
年
を
迎

え
、
中
日
関
係
を
新
た
な
高
い
レ
ベ
ル
ま
で
引
き

上
げ
る
よ
う
心
か
ら
期
待
し
て
い
る
」
と
強
調
し

た
。シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
２
日
間
の
日
程
で
中
日

の
専
門
家
や
学
者
が
「
両
国
の
国
情
と
中
日
関

係
」
、
「
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
安
全
・
経
済
協

力
」
、
「
国
民
感
情
を
強
化
す
る
効
果
的
な
道
」

な
ど
の
議
題
に
つ
い
て
、
率
直
で
突
っ
込
ん
だ
討

論
を
行
い
、
中
日
の
戦
略
と
安
全
面
の
相
互
信
頼

を
確
実
に
強
め
、
両
国
国
民
の
感
情
を
改
善
し
、

中
日
関
係
の
健
全
か
つ
安
定
し
た
発
展
を
推
進
す

る
よ
う
呼
び
か
け
た
。

主
催
側
に
よ
る
と
、
第
５
回
中
日
関
係
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
は
、
今
年
秋
に
東
京
で
開
催
す
る
予
定
で

あ
る
と
い
う
。
（
写
真
は
す
べ
て
繆
暁
陽
撮
影
）

唐家璇氏　
中日戦略的互恵関係を揺るがず推進

第４回中日関係シンポジウム会場

開会式で基調講演する唐家璇氏

本誌記者　繆暁陽

北京週報ｅ刊  2011・2   12    13  北京週報ｅ刊  2011・2     



北京週報ｅ刊  2011・2   14    http://japanese.beijingreview.com.cn/http://japanese.beijingreview.com.cn/15  北京週報ｅ刊  2011・2     

中国と日本中国と日本

日
本
の
沖
縄
県
石
垣
市
議
会
は
２
０
１
０
年

１
２
月
１
７
日
、
毎
年
１
月
１
４
日
を
同
市
の

「
尖
閣
諸
島
開
拓
の
日
」
と
す
る
条
例
を
可
決
し

た
。
目
的
は
「
尖
閣
諸
島
（
中
国
の
釣
魚
島
列

島
）
が
歴
史
的
に
も
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
る
と

し
て
、
よ
り
明
確
に
国
際
社
会
に
対
し
意
思
表
示

し
、
国
民
世
論
の
啓
発
を
図
る
た
め
」
（
【
日
】

Ｍ
Ｓ
Ｎ
産
経
ニ
ュ
ー
ス
）
で
あ
る
。
こ
の
日
を
選

ん
だ
の
は
、
明
治
政
府
が
釣
魚
島
に
国
標
を
建

設
す
る
こ
と
を
秘
密
裏
に
閣
議
決
定
し
た
の
が

１
８
９
５
年
１
月
１
４
日
で
あ
る
た
め
。
現
在
に

至
る
ま
で
、
日
本
は
依
然
と
し
て
釣
魚
島
を
沖
縄

県
石
垣
市
の
管
轄
下
に
不
法
に
編
入
し
て
い
る
。

周
知
の
通
り
、
釣
魚
島
と
そ
れ
に
付
属
す
る

島
嶼
は
古
来
か
ら
中
国
固
有
の
領
土
で
あ
り
、

１
８
９
５
年
以
前
も
「
無
主
の
地
」
な
ど
で
は
な

か
っ
た
。
他
国
の
領
土
を
奪
取
す
る
行
為
を
「
開

拓
」
と
呼
ぶ
の
は
根
拠
の
な
い
で
た
ら
め
で
あ

り
、
横
暴
で
あ
る
。
軍
国
主
義
下
の
日
本
が
中
国

の
東
北
地
方
を
侵
略
し
た
時
も
、
日
本
植
民
統
治

下
の
移
民
組
織
を
「
開
拓
団
」
と
呼
ん
で
い
た
。

こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
「
開
拓
」
は
植
民
拡
張
の
代

名
詞
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
日
本

が
秘
密
裏
に
釣
魚
島
を
占
領
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
１
月
１
４
日
は
「
開
拓
日
」
と
言
う
よ
り
は

む
し
ろ
奪
取
日
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
よ
り
適
切
だ
。

中
国
の
領
土
で
あ
る
釣
魚
島
を
奪
取
し
た
と
い

う
不
名
誉
な
歴
史
は
、
日
本
の
公
式
文
書
の
記
載

か
ら
も
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。

日
本
の
外
務
省
が
編
纂
し
た
『
日
本
外
交
文

書
』
第
十
八
巻
に
よ
る
と
、
１
８
８
５
年
９
月
か

ら
１
１
月
に
か
け
て
、
明
治
政
府
は
三
回
人
員
を

派
遣
し
て
秘
密
調
査
を
行
っ
た
が
、
釣
魚
島
と
そ

れ
に
付
属
す
る
島
嶼
は
無
主
の
地
で
は
な
く
中
国

に
属
す
る
こ
と
が
様
々
な
側
面
か
ら
証
明
さ
れ
た

結
果
と
な
っ
た
。

【
第
一
回
調
査
結
果
】
１
８
８
５
年
９
月
２
２

日
に
沖
縄
県
令
（
後
の
知
事
）
の
西
村
捨
三
は
日

本
内
務
省
の
命
令
を
受
け
て
調
査
を
行
っ
た
後
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
県
ト
清
国
福
州

間
ニ
散
在
セ
ル
無
人
島
取
調
之
義
ニ
付
先
般
在
京

森
本
県
大
書
記
官
ヘ
御
内
命
相
成
候
趣
ニ
依
り
取

調
致
候
処
概
略
別
紙
ノ
通
ニ
有
之
候
仰
モ
久
米
赤

嶋
久
場
嶋
及
魚
釣
島
（
注
：
「
久
米
赤
嶋
」
は
中

国
で
言
う
赤
尾
嶼
、
「
久
場
嶋
」
は
黄
尾
島
、

「
魚
釣
島
」
は
釣
魚
島
の
こ
と
）
ハ
古
来
本
県
ニ

於
テ
称
ス
ル
所
ノ
名
ニ
シ
テ
シ
カ
モ
本
県
所
轄
ノ

久
米
宮
古
八
重
山
等
ノ
群
島
ニ
接
近
シ
タ
ル
無
人

ノ
島
嶼
ニ
付
キ
沖
縄
県
下
ニ
属
セ
ラ
ル
ル
モ
敢
テ

故
障
コ
レ
有
ル
間
敷
ト
存
ゼ
ラ
レ
候
ヘ
ド
モ
過
日

御
届
ケ
及
ビ
候
大
東
島
（
本
県
ト
小
笠
原
島
ノ
間

ニ
ア
リ
）
ト
ハ
地
勢
相
違
シ
中
山
傳
信
録
ニ
記
載

セ
ル
釣
魚
台
黄
尾
嶼
赤
尾
嶼
ト
同
一
ナ
ル
モ
ノ
ニ

無
之
哉
ノ
疑
ナ
キ
能
ハ
ス
果
シ
テ
同
一
ナ
ル
ト
キ

ハ
既
ニ
清
国
モ
旧
中
山
王
ヲ
冊
封
ス
ル
使
船
ノ
詳

悉
セ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
夫
々
名
称
ヲ
モ
附
シ
琉
球
航

海
ノ
目
標
ト
為
セ
シ
事
明
カ
ナ
リ
依
テ
今
回
大
東

島
同
様
踏
査
直
ニ
国
標
取
建
候
モ
如
何
ト
懸
念
仕

候
」
（
【
日
】
日
本
外
務
省
編
纂
『
日
本
外
交
文

書
』
第
十
八
巻
版
図
関
係
雑
件
、
日
本
国
際
連
合

協
会
発
行
、
東
京
、
１
９
５
０
年
１
２
月
３
１

日
、
５
７
４
頁
）
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
、
こ
れ

ら
の
島
嶼
が
中
国
の
領
土
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
日
本
の
沖
縄
県
が
当
時
確
認
し
て
お
り
、

占
領
行
為
が
中
国
を
刺
激
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
内
務
卿
の
山
県
有
朋
は
こ
れ
に
満

足
せ
ず
、
再
度
の
調
査
を
要
求
し
、
日
本
の
「
国

標
」
を
建
て
よ
う
と
し
た
。
山
県
の
言
う
主
な
理

由
と
は
、
こ
れ
ら
の
島
嶼
に
「
清
国
に
属
す
る
痕

跡
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
」
（
現
在
も
日
本
は
依

然
と
し
て
こ
の
誤
っ
た
主
張
を
釣
魚
島
占
有
の

口
実
と
し
て
用
い
続
け
て
い
る
）
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
再
調
査
の
結
果
を
受
け
て
、
日

本
側
は
軽
挙
妄
動
に
出
る
こ
と
を
や
め
た
。
日
本

の
こ
う
し
た
動
向
を
当
時
中
国
の
新
聞
界
が
す
で

に
警
戒
し
て
い
た
か
ら
だ
。
１
８
８
５
年
９
月
６

日
（
清
光
緒
十
一
年
七
月
二
十
八
日
）
『
申
報
』

の
「
台
島
警
信
」
は
「
台
湾
の
東
北
の
海
島
に
最

近
日
本
人
が
日
本
の
旗
を
か
か
げ
、
島
を
占
拠
す

る
勢
い
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
清
政
府
に
注
意
を

喚
起
し
て
い
る
。
明
治
政
府
も
後
ろ
め
た
さ
を
感

じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
釣
魚
島
を
占
有
す
べ
く
秘

密
裏
に
島
へ
の
上
陸
調
査
を
急
ぐ
一
方
で
、
中
国

の
新
聞
報
道
な
ど
を
通
し
て
中
国
側
の
反
応
を
注

意
深
く
見
守
っ
て
い
た
。

 

【
第
二
回
調
査
結
果
】
１
８
８
５
年
１
０
月

２
１
日
、
外
務
卿
の
井
上
馨
は
内
務
卿
の
山
県
有

朋
に
あ
て
た
書
簡
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
右
嶋
嶼
ノ
義
ハ
清
国
々
境
ニ
モ
接
近
致
候
曩
ニ

踏
査
ヲ
遂
ケ
候
大
東
島
ニ
比
ス
レ
ハ
周
回
モ
小
サ

キ
趣
ニ
相
見
ヘ
殊
ニ
清
国
ニ
ハ
其
嶋
名
モ
附
シ
有

之
候
ニ
就
テ
ハ
近
時
清
国
新
聞
紙
等
ニ
モ
我
政
府

ニ
於
テ
台
湾
近
傍
清
国
所
属
ノ
嶋
嶼
ヲ
占
據
セ
シ

等
ノ
風
説
ヲ
掲
載
シ
我
国
ニ
対
シ
テ
猜
疑
ヲ
抱
キ

頻
ニ
清
政
府
ノ
注
意
ヲ
促
シ
候
モ
ノ
モ
有
之
候
際

ニ
付
此
際
遽
ニ
公
然
国
標
ヲ
建
設
ス
ル
等
ノ
処
置

有
之
候
テ
ハ
清
国
ノ
疑
惑
ヲ
招
キ
候
間
差
向
実
地

ヲ
踏
査
セ
シ
メ
港
湾
ノ
形
状
并
ニ
土
地
物
産
開
拓

見
込
有
無
詳
細
報
告
セ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ニ
止
メ
国
標

ヲ
建
テ
開
拓
等
ニ
着
手
ス
ル
ハ
他
日
ノ
機
会
ニ
譲

候
方
可
然
存
候
」
（
『
日
本
外
交
文
書
』
第
十
八

巻
、
５
７
５
頁
）
。

こ
の
時
の
調
査
で
さ
ら
に
、
台
湾
に
属
す
る

釣
魚
島
が
「
清
国
に
属
す
る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
、
井
上
馨
は

山
県
有
朋
に
対
し
、
中
国
側
の
反
対
を
避
け
る
た

め
、
日
本
が
秘
密
裏
に
調
査
を
行
っ
た
こ
と
を
新

聞
公
表
せ
ず
密
か
に
行
う
よ
う
言
い
含
め
た
。

【
第
三
回
調
査
結
果
】
１
８
８
５
年
１
１
月

２
４
日
、
沖
縄
県
令
の
西
村
捨
三
が
内
務
卿
の
命

を
受
け
て
行
っ
た
調
査
の
結
果
を
上
申
し
、
指
示

を
仰
い
で
い
る
。
「
国
標
建
設
ノ
儀
ハ
嘗
テ
伺
書

ノ
通
清
国
ト
関
係
ナ
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ス
万
一
不
都

合
ヲ
生
シ
候
テ
ハ
不
相
済
候
ニ
付
如
何
取
計
可
然

哉
」
（
『
日
本
外
交
文
書
』
第
十
八
巻
、
５
７
６

頁
）
。

甲
午
戦
争
（
日
清
戦
争
）
前
、
日
本
内
務
省
は

中
国
と
釣
魚
島
を
争
う
の
は
時
期
尚
早
と
見
て
い

た
。
１
８
８
５
年
１
２
月
５
日
、
山
県
有
朋
は
外

務
卿
と
沖
縄
県
令
の
報
告
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う

な
結
論
を
下
し
た
。
「
秘
第
一
二
八
号
ノ
内 

無

人
島
へ
国
標
建
設
之
儀
ニ
付
内
申
沖
縄
県
ト
清
国

「
開
拓
日
」
か
？
奪
取
日
か
？

資料：中国釣魚島（水墨画） 

苗再新・作

資料：２０１０年１２月２０日、

国宝級の釣魚島関連歴史文献『浮

生六記（巻五）冊封琉球国記略

（海国記）』銭梅渓写本の原物が

北京で競売にかけられた
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中国、「日本を追う」  
長所で短所を補うことが必要
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長所で短所を補うことが必要

符如領

中国と日本

福
州
ト
ノ
間
ニ
散
在
セ
ル
魚
釣
島
外
二
嶋
踏
査
ノ

儀
ニ
付
別
紙
写
ノ
通
同
県
令
ヨ
リ
上
申
候
処
国
標

建
設
ノ
儀
ハ
清
国
ニ
交
渉
シ
彼
是
都
合
モ
有
之
候

ニ
付
目
下
見
合
セ
候
方
可
然
ト
相
考
候
間
外
務
卿

ト
協
議
ノ
上
其
旨
同
県
へ
致
指
令
候
」
（
【
日
】

『
沖
縄
県
ト
清
国
福
州
ト
ノ
間
ニ
散
在
ス
ル
無
人

島
ヘ
国
標
建
設
ノ
件
』
、
日
本
内
務
省
『
公
文
別

録
（
明
治
１
５
年
～
１
８
年
）
』
第
四
巻
、
明
治

１
８
年
（
注
：
１
８
８
５
年
）
１
２
月
５
日
）
。

注
目
に
値
す
る
の
は
、
日
本
が
「
台
湾
付
近

の
清
国
所
属
島
嶼
を
占
拠
し
よ
う
と
し
て
い
る
」

と
い
う
噂
を
中
国
の
新
聞
が
掲
載
し
た
こ
と
に
つ

い
て
井
上
馨
が
述
べ
た
内
容
が
以
下
の
重
要
な
事

実
を
証
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
（
１
）
少
な
く

と
も
甲
午
戦
争
の
９
年
前
に
は
、
日
本
政
府
は
釣

魚
島
が
「
清
国
に
属
す
る
島
嶼
」
で
あ
る
こ
と
を

す
で
に
知
っ
て
い
た
。
（
２
）
甲
午
戦
争
前
、
日

本
が
釣
魚
島
を
占
拠
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う

風
説
が
中
国
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
日
本

に
と
っ
て
不
利
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
側
は
公
然

と
国
標
建
設
を
す
る
こ
と
を
し
ば
ら
く
見
合
わ
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
（
３
）
日
本
が
釣
魚
島
の

調
査
を
公
に
せ
ず
に
い
た
目
的
は
、
将
来
機
会
を

待
っ
て
占
拠
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

１
８
９
３
年
、
す
な
わ
ち
甲
午
戦
争
の
一
年
前
、

沖
縄
県
令
が
釣
魚
島
の
沖
縄
県
帰
属
要
求
を
行
っ

た
際
も
、
日
本
政
府
は
「
島
が
日
本
に
所
属
す
る

の
か
否
か
、
未
だ
明
確
で
は
な
い
」
を
理
由
に
拒

絶
し
て
い
る
。
当
時
日
本
は
密
か
に
中
国
と
の
戦

争
準
備
を
急
い
で
お
り
、
釣
魚
島
に
手
を
つ
け
て

そ
の
野
心
が
暴
露
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た
の
で
あ

る
。事

実
、
１
８
８
７
年
に
日
本
の
参
謀
本
部
は

『
清
国
征
討
策
案
』
（
【
日
】
山
本
四
郎
、
小
川

又
次
「
清
国
征
討
策
案
」
、
『
日
本
史
研
究
』
、
第

７
５
号
、
１
８
８
７
年
）
な
ど
の
作
戦
計
画
を
策
定

し
、
１
８
９
２
年
ま
で
に
対
中
国
作
戦
準
備
を
完
了

す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
進
撃
地
は
朝
鮮
、
遼
東
半

島
、
山
東
半
島
、
澎
湖
列
島
、
台
湾
、
舟
山
群
島
な

ど
で
あ
っ
た
。
７
年
後
、
日
本
は
ま
さ
に
こ
の
日
程

と
ル
ー
ト
に
従
っ
て
中
国
と
の
戦
争
準
備
を
整
え
、

甲
午
戦
争
を
発
動
し
た
の
で
あ
る
。

１
８
９
４
年
７
月
に
日
本
は
甲
午
戦
争
を
発

動
し
、
そ
の
後
同
年
１
１
月
末
に
旅
順
を
占
拠
し

た
。
同
年
１
２
月
４
日
、
首
相
の
伊
藤
博
文
は
大

本
営
に
対
し
「
講
和
の
際
は
必
ず
中
国
に
台
湾
を

割
譲
さ
せ
る
」
よ
う
提
案
し
た
。
そ
の
た
め
、
前

も
っ
て
「
軍
事
占
領
」
し
て
お
く
の
が
望
ま
し

か
っ
た
（
【
日
】
春
畝
公
追
頌
会
、
『
伊
藤
博
文

伝
』
下
）
。

こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
、
１
８
９
４

年
１
２
月
２
７
日
、
日
本
の
内
務
大
臣
・
野
村

靖
は
外
務
大
臣
の
陸
奥
宗
光
に
密
書
を
送
り
、

「
久
場
島
、
魚
釣
島
ヘ
所
轄
標
杭
建
設
ノ
儀
」
に

つ
い
て
、
「
其
ノ
当
時
ト
今
日
ト
ハ
事
情
ノ
相

異
候
ニ
付
キ
別
紙
閣
僚
提
出
ノ
見
込
ニ
コ
レ
有

リ
候
条
一
応
御
協
議
ニ
及
ビ
候
也
」
と
述
べ
た

（
【
日
】
日
本
外
務
省
編
纂
、
「
八
重
山
群
島
魚

釣
島
ノ
所
轄
決
定
ニ
関
ス
ル
件
」
、
『
日
本
外

交
文
書
』
第
二
十
三
巻
、 

日
本
国
際
連
合
協
会

発
行
、
東
京
、
１
９
５
２
年
３
月
３
１
日
、
第

５
３
１
、
５
３
２
頁
）
。
１
８
９
５
年
１
月
１
１

日
、
陸
奥
宗
光
は
こ
れ
に
対
し
て
返
信
を
書
き
、

支
持
を
表
明
し
た
。
翌
日
、
野
村
靖
は
内
閣
会
議

に
『
沖
縄
県
下
八
重
山
群
島
ノ
北
西
ニ
位
ス
ル
久

場
島
魚
釣
島
へ
標
杭
ヲ
建
設
ス
』
を
提
出
し
た
。

そ
の
内
容
は
「
秘
別
第
一
三
三
号 

標
杭
建
設
ニ

関
ス
ル
件
沖
縄
県
下
八
重
山
群
島
ノ
北
西
ニ
位
ス

ル
久
場
島
魚
釣
島
ハ
従
来
無
人
島
ナ
レ
ド
モ
近
来

ニ
至
リ
該
島
へ
向
ケ
漁
業
等
ヲ
試
ム
ル
者
有
之
之

レ
カ
取
締
ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
同
県
ノ
所
轄
ト
シ

標
杭
建
設
致
度
旨
同
県
知
事
ヨ
リ
上
申
有
之
右

ハ
同
県
ノ
所
轄
ト
認
ム
ル
ニ
依
リ
上
申
ノ
通
リ

標
杭
ヲ
建
設
セ
シ
メ
ン
ト
ス
右
閣
議
ヲ
請
フ
」

（
【
日
】
『
公
文
類
聚 

第
十
九
編 

明
治
２
８
年 

第
二
巻 

政
綱
一 

帝
国
会
議 

行
政
区 

地
方
自
治 

（
府
県
会 

市
町
村
制
一 

１
８
９
５
年
１
月
１
２

日
）
』
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

１
８
９
５
年
１
月
１
４
日
、
日
本
の
明
治
政

府
は
甲
午
戦
争
の
終
結
を
待
た
ず
し
て
急
ぎ
「
内

閣
決
議
」
を
行
い
、
一
方
的
に
釣
魚
島
を
沖
縄
県

に
「
編
入
」
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
秘
密
裏
に
釣

魚
島
を
奪
取
し
た
。
同
年
４
月
１
７
日
、
中
日
は

『
馬
関
条
約
（
下
関
条
約
）
』
に
調
印
し
、
「
台

湾
全
島
と
そ
れ
に
付
属
す
る
島
嶼
」
を
日
本
に
割

譲
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
釣
魚
島

も
含
ま
れ
て
い
た
。

日
本
の
横
浜
国
立
大
学
の
村
田
忠
禧
教
授
と

歴
史
学
者
の
故
井
上
清
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
日
本
か
ら
「
尖
閣
諸
島
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

列
島
の
島
嶼
は
も
と
も
と
中
国
に
属
し
て
い
た
も

の
で
、
琉
球
に
属
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
日

本
が
１
８
９
５
年
に
こ
れ
ら
の
土
地
を
占
有
し
た

の
は
、
甲
午
戦
争
の
勝
利
に
乗
じ
て
行
っ
た
火
事

場
泥
棒
的
行
為
で
あ
り
、
正
々
堂
々
と
し
た
も
の

で
は
な
い
。

以
上
か
ら
分
か
る
通
り
、
沖
縄
県
石
垣
市
議
会

が
１
月
１
４
日
を
「
尖
閣
諸
島
開
拓
の
日
」
と
す

る
決
定
は
、
も
し
歴
史
に
対
す
る
無
知
に
よ
る
も

の
で
あ
れ
ば
早
め
に
取
り
消
す
べ
き
だ
。
し
か
し

も
し
承
知
の
上
で
独
断
専
行
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

ま
っ
た
く
も
っ
て
、
隠
そ
う
と
し
て
も
隠
せ
な
い

逆
効
果
の
行
為
で
あ
り
、
釣
魚
島
主
権
帰
属
の
真

相
を
か
え
っ
て
国
際
社
会
に
知
ら
し
め
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
（
鐘
声
）
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中国の来場者に自分の書道作品を説明する日本の有名

な書道家、柳田泰山氏（右から２人目）　(魯鵬撮影)

過ぎ去ったばかりのこの１年、日本の従来の経済総量で世界第２の地位は

追い抜かれてしまったが、日本が示した「ソフト力」は依然として力強い。

礼儀正しい国民のイメージから世界を風靡したアニメ・漫画の商品に至るま

で、アジアで著名な学歴教育から創意を尊重する企業文化に至るまで、日本

はその持続的に強化されている「ソフト力」で多くの啓示をもたらした。

中国と日本
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国際問題

■
「
ソ
フ
ト
力
」
増
強
は
国
民
資
質
の
お
か
げ

日
本
滞
在
の
中
国
人
学
者
・
朱
建
栄
氏
は
、

「
ソ
フ
ト
力
」
は
根
本
的
に
言
え
ば
、
国
民
の
資
質

の
表
れ
で
あ
り
、
教
育
支
援
、
メ
デ
ィ
ア
そ
し
て
文

化
産
業
を
通
し
て
あ
る
面
で
強
化
さ
れ
る
も
の
の
、

総
体
的
に
は
や
は
り
国
民
の
資
質
の
普
遍
的
な
向
上

に
左
右
さ
れ
る
。

朱
氏
は
「
日
本
に
来
て
す
で
に
２
４
年
に
な
る

が
、
日
本
が
長
年
に
わ
た
っ
て
道
徳
を
確
立
し
て
き

た
そ
の
成
果
に
深
い
感
銘
を
受
け
た
」
と
話
す
。
こ

の
常
に
中
日
両
国
の
学
術
界
を
往
来
す
る
専
門
家
は

例
を
挙
げ
て
、
「
日
本
は
児
童
教
育
を
非
常
に
重
視

し
、
幼
稚
園
か
ら
平
等
、
紀
律
厳
守
と
い
う
理
念
を

実
践
し
て
い
る
。
『
入
園
難
』
と
い
っ
た
問
題
が
な

い
た
め
、
子
ど
も
た
ち
は
貧
富
の
違
い
で
差
別
的
な

対
応
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
」
と
説
明
し
た
。

大
学
教
育
の
面
で
は
、
日
本
は
第
２
次
世
界
大

戦
後
す
ぐ
に
国
際
競
争
力
を
備
え
た
大
学
教
育
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
、
長
年
に
わ
た
り
造
詣
を
深
め
る
中

国
人
留
学
生
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
日
本
の
各
大
学

は
国
内
で
は
学
生
不
足
の
問
題
に
直
面
し
て
お
り
、

北
京
や
上
海
な
ど
の
発
達
し
た
都
市
で
毎
年
、
優
秀

な
学
生
を
呼
び
込
も
う
と
、
様
々
な
留
学
説
明
会
を

開
い
て
い
る
。

ま
さ
に
優
れ
た
現
代
教
育
の
お
か
げ
で
、
日
本

の
民
衆
に
は
「
ル
ー
ル
を
大
切
に
す
る
」
「
社
会
道

徳
を
重
視
す
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
日
本

の
道
路
は
け
っ
し
て
広
く
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
渋

滞
は
少
な
く
、
車
や
歩
行
者
は
そ
れ
ぞ
れ
決
ま
っ
た

道
を
行
く
。
都
市
で
は
バ
ス
な
ど
を
待
つ
、
物
を
買

う
、
食
事
を
す
る
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
る
、
ト
イ

レ
に
入
る
…
…
人
び
と
は
自
覚
し
て
列
を
つ
く
る
。

■
日
本
の
「
ソ
フ
ト
力
」
は
ア
ジ
ア
上
位

経
済
面
で
長
期
に
わ
た
り
低
迷
か
ら
抜
け
出
せ
な

い
た
め
、
近
年
、
日
本
社
会
に
幅
広
く
見
ら
れ
た
積
極

性
や
向
上
心
は
、
そ
の
「
ソ
フ
ト
力
」
も
影
響
を
受
け

た
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
や
や
弱
体
化
し
た
。
だ
が
朱

氏
は
、
日
本
の
文
化
力
の
増
強
ス
ピ
ー
ド
は
緩
や
か
な

傾
向
に
あ
る
が
、
総
体
的
な
「
ソ
フ
ト
力
」
は
依
然
と

し
て
ア
ジ
ア
の
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。

「
文
化
産
業
を
例
に
す
る
と
、
現
在
主
流
の
文

化
が
日
本
か
ら
中
国
、
韓
国
に
流
れ
る
と
い
う
総
体

的
な
傾
向
は
依
然
変
わ
っ
て
い
な
い
。
中
国
の
文

化
界
に
は
日
本
で
絵
画
展
な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
人

も
い
る
が
、
大
半
は
や
は
り
「
縁
」
に
置
か
れ
て
い

る
。
日
本
の
主
流
と
な
る
社
会
に
入
っ
た
文
化
現
象

も
一
部
あ
る
。
十
二
楽
坊
の
演
奏
や
『
千
手
観
音
』

の
公
演
な
ど
だ
が
、
や
は
り
個
別
的
な
現
象
に
属
す

る
」
と
朱
氏
。

ア
ナ
リ
ス
ト
は
、
中
国
の
四
大
名
著
で
あ
る

「
紅
楼
夢
」
「
西
遊
記
」
「
三
国
演
義
」
「
水
滸

伝
」
は
中
国
で
は
何
度
も
リ
メ
ー
ク
さ
れ
て
い
る

が
、
多
く
は
表
現
が
平
坦
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て

い
る
。
日
本
で
は
、
ア
ニ
メ
制
作
者
が
脚
色
し
た
四

大
名
著
を
題
材
に
し
た
作
品
は
逆
に
非
常
に
歓
迎
さ

れ
て
い
る
。
タ
バ
コ
を
吸
う
仏
祖
、
サ
ル
の
顔
を
し

た
ロ
ボ
ッ
ト
、
ロ
ケ
ッ
ト
弾
を
肩
に
担
ぐ
猪
八
戒
な

ど
の
イ
メ
ー
ジ
は
市
場
で
好
評
、
中
国
に
も
紹
介
さ

れ
て
い
る
ほ
ど
だ
。

専
門
家
は
「
日
本
の
文
化
産
業
は
総
体
的
に
成

熟
し
て
お
り
、
デ
ザ
イ
ン
・
制
作
か
ら
生
産
、
紹

介
、
発
展
・
変
化
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
が
比
較

的
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
一
方
、
中
国
の
創
作
産
業

が
最
終
的
に
影
響
力
を
持
て
な
い
の
は
、
大
多
数
が

関
連
産
業
チ
ェ
ー
ン
の
サ
ポ
ー
ト
に
欠
け
て
い
る
か

ら
だ
」
と
見
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
朱
氏
も
、
日
本
の
文
化
産
業
も

今
、
自
ら
突
破
を
実
現
す
る
の
が
難
し
い
問
題
に
直

面
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。
「
元
旦
な
ど
の
祭

日
に
な
る
と
、
大
人
た
ち
は
子
ど
も
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

を
贈
ろ
う
と
考
え
る
が
、
何
を
買
う
か
決
め
る
の
は

難
し
い
。
ア
ニ
メ
や
漫
画
や
玩
具
こ
れ
ら
は
す
で
に

普
及
し
、
子
ど
も
た
ち
も
す
で
に
手
に
し
て
い
る
か

ら
だ
。
市
場
に
新
製
品
を
送
り
出
す
の
も
容
易
で
は

な
い
。
」

■
「
日
本
を
追
う
」　

長
所
で
短
所
を
補
完

日
本
の
「
ソ
フ
ト
力
」
が
一
歩
ず
る
発
展
し
て

き
た
過
程
を
分
析
し
た
上
で
、
朱
氏
は
「
中
国
は
学

習
し
て
参
考
に
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
、
長
所
で
短

所
を
補
い
、
経
済
力
を
借
り
て
国
民
の
資
質
を
絶
え

ず
向
上
さ
せ
る
。
文
化
産
業
の
全
体
的
な
発
展
を
促

進
す
る
こ
と
で
、
『
ソ
フ
ト
力
』
を
一
段
と
高
め
る

こ
と
が
必
要
だ
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

私
は
著
書
『
日
本
人
は
天
性
、
勤
勉
か
』
の

中
で
、
日
本
人
も
最
初
は
お
ざ
な
り
だ
っ
た
が
、

明
治
維
新
後
、
社
会
全
体
が
向
上
、
前
進
す
る
積

極
的
な
雰
囲
気
に
溢
れ
、
第
２
次
世
界
大
戦
後
も

日
本
は
こ
う
し
た
精
神
を
継
続
し
た
。
こ
の
過
程

で
、
日
本
国
民
の
資
質
は
大
幅
に
向
上
し
た
。

今
、
中
国
は
「
発
展
途
上
国
」
か
ら
徐
々
に
「
国

際
社
会
に
尊
重
さ
れ
る
大
国
」
へ
と
発
展
し
つ
つ

あ
り
、
な
か
で
も
「
ソ
フ
ト
力
」
が
増
強
さ
れ
る

余
地
は
非
常
に
大
き
い
。

「
ソ
フ
ト
力
」
の
増
強
は
一
朝
一
夕
に
達
成
で

き
る
も
の
で
は
な
く
、
学
習
し
参
考
に
す
る
過
程

で
、
学
術
界
で
あ
れ
、
教
育
界
、
企
業
界
で
あ
れ
、

い
ず
れ
も
う
わ
つ
い
た
気
持
ち
を
立
て
直
し
、
短
絡

的
な
功
利
主
義
を
捨
て
去
り
、
寂
寥
を
真
に
耐
え
忍

ん
で
、
実
際
的
な
こ
と
を
着
実
に
行
う
こ
と
が
必
要

だ
。
さ
ら
に
米
映
画
『
ア
バ
タ
ー
』
は
制
作
に
十
数

年
の
時
間
を
か
け
て
お
り
、
日
本
の
優
れ
た
ア
ニ
メ

も
し
か
り
。
一
方
、
中
国
の
文
化
界
に
は
業
績
を
残

す
こ
と
に
焦
る
心
理
が
ま
ん
延
し
て
お
り
、
経
済
力

に
匹
敵
す
る
「
ソ
フ
ト
力
」
を
確
立
し
た
い
と
思
う

な
ら
、
刻
苦
奮
闘
す
る
学
習
の
過
程
を
経
る
こ
と
が

必
要
だ
と
思
っ
て
い
る
。

中国と日本

2
0
1
0
年
、
国
際
情
勢
は
総
体
的
に
安
定
し

て
い
た
が
、
国
際
金
融
危
機
に
よ
る
深
層
的
な
影

響
と
新
興
勢
力
の
台
頭
と
い
う
要
素
に
突
き
動
か

さ
れ
、
大
国
の
関
係
に
重
大
な
変
化
が
生
じ
、
と

く
に
米
国
や
ロ
シ
ア
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
な
ど

は
対
外
戦
略
を
大
幅
に
調
整
し
た
。
ポ
ス
ト
危
機

の
国
際
政
治
を
め
ぐ
る
枠
組
み
は
、
力
が
相
対
的

に
均
衡
し
た
方
向
へ
と
発
展
し
、
安
全
に
関
す
る

枠
組
み
は
さ
ら
に
多
元
化
し
、
国
際
的
な
枠
組
み

は
よ
り
深
い
発
展
に
向
け
て
調
整
さ
れ
た
。

 

（
１
）
米
国
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
対
し
戦

略
的
投
入
を
明
ら
か
に
拡
大
し
、
こ
の
地
域
に
お

け
る
米
国
の
戦
略
的
配
置
を
強
化
し
た
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
総
合
力
が
増
強
さ
れ
、

と
く
に
経
済
発
展
が
加
速
し
、
新
興
勢
力
が
台
頭

し
、
こ
の
地
域
と
そ
の
役
割
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
重

要
性
が
絶
え
ず
高
ま
る
に
伴
い
、
オ
バ
マ
政
権
は

グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
略
的
調
整
を
行
い
、
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
は
米
国
が
戦
略
的
に
優
先
す
る
目
標
と

な
っ
た
。
米
国
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
対
し
戦

略
的
投
入
を
拡
大
し
、
外
交
や
軍
事
、
経
済
手
段

を
総
合
的
に
運
用
す
る
こ
と
で
、
こ
の
地
域
に
お

け
る
問
題
に
全
面
的
に
介
入
。
東
北
ア
ジ
ア
に
お

い
て
、
米
国
は
日
韓
と
の
関
係
を
強
化
し
、
日

2
0
1
0
年
の
国
際
政
治
・
安
全
情
勢

　

そ
の
主
要
な
特
徴
と
動
向

李
青
燕
（
中
国
国
際
問
題
研
究
所
国
際
戦
略
研
究
部
研
究
員
）

２０１０年１２月７日、ク

リントン米国国務長官（中

央）と金星煥（キム・シン

ファン）韓国外交通商部長

官（右）、前原誠司日本外

務大臣はワシントンでの米

日韓外相会合後、記者会見

を行った（張軍撮影）
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米
・
米
韓
同
盟
を
強
固
な
も
の
に

し
た
。
今
年
に
入
り
、
オ
バ
マ
大

統
領
を
は
じ
め
軍
・
政
府
の
高
官

が
、
普
天
間
基
地
問
題
で
低
調
な

状
態
に
陥
っ
た
日
米
関
係
を
修
復

し
よ
う
と
相
次
い
で
日
本
を
訪
問

し
、
「
揺
る
ぐ
こ
と
な
く
」
日
本

を
防
衛
す
る
と
の
姿
勢
を
表
明
し

た
。
菅
直
人
政
権
も
日
米
関
係
を

軸
と
す
る
「
現
実
主
義
」
的
な
外

交
の
旗
を
掲
げ
、
米
国
が
ア
ジ
ア

の
問
題
に
さ
ら
に
手
を
挟
む
こ
と

を
明
確
に
支
持
し
た
こ
と
で
、
日

米
同
盟
は
よ
り
深
化
し
た
。
「
哨

戒
艦
天
安
」
や
「
延
坪
島
砲
撃
」

事
件
に
よ
っ
て
米
韓
関
係
は
昇
華

し
、
米
韓
は
外
相
と
防
衛
相
に
よ

る
「
２
＋
２
」
会
談
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
、
両
国
の
戦
略
的
同
盟
を
強

化
し
た
。
米
国
は
さ
ら
に
こ
れ
を

契
機
に
米
韓
軍
事
演
習
の
回
数
と

規
模
を
増
強
す
る
と
と
も
に
、

「
朝
鮮
の
脅
威
に
対
応
す
る
」
米

日
韓
に
よ
る
三
角
同
盟
の
構
築
を

提
起
し
た
。
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国際問題国際問題

東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
米
国
は
積
極
的
に
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
ア
セ
ア
ン
）
に
接
近
し
、
ア

セ
ア
ン
と
の
協
力
関
係
の
強
化
を
加
速
す
る
と
と
も

に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
と
の
新
盟
友

関
係
の
確
立
に
一
段
と
力
を
入
れ
た
。
米
国
は
「
ア

ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
常
駐
大
国
」
と
い
う
身
分
で
東

ア
ジ
ア
サ
ミ
ッ
ト
に
参
加
し
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て

「
指
導
」
的
役
割
を
発
揮
す
る
と
強
調
。
ま
た
米
国

は
「
メ
コ
ン
川
下
流
行
動
計
画
」
を
作
成
し
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
や
ラ
オ
ス
な
ど
４
カ
国
に
１
億
５
０
０
０
万

ド
ル
の
発
展
援
助
資
金
を
提
供
す
る
と
同
時
に
、
メ

コ
ン
川
委
員
会
を
通
じ
て
義
捐
金
を
贈
る
な
ど
、

メ
コ
ン
川
流
域
の
水
資
源
を
め
ぐ
る
紛
争
に
介
入
し

た
。
米
国
は
さ
ら
に
「
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携

協
定
」
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
交
渉
に
参
与
す
る
と
強
調
す
る

と
と
も
に
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
拡
大
を
積
極

的
に
推
進
し
、
ベ
ト
ナ
ム
や
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
の
加

盟
を
優
先
的
に
考
慮
す
る
こ
と
で
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
ア
ジ

ア
太
平
洋
地
域
の
経
済
一
体
化
を
主
導
す
る
舞
台
、

実
行
可
能
な
手
段
に
し
よ
う
と
し
た
。

南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
米
国
は
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
に
お
け
る
反
テ
ロ
戦
争
に
よ
る
連
累
か
ら
脱
却

し
よ
う
と
し
、
タ
リ
バ
ン
に
対
し
軍
事
的
攻
撃
と
政

治
的
瓦
解
と
い
う
２
種
の
策
略
を
講
じ
た
ほ
か
、
カ

ル
ザ
イ
政
権
と
タ
リ
バ
ン
の
和
平
交
渉
を
推
進
す
る

な
ど
、
政
治
手
段
を
通
じ
た
早
期
の
戦
争
終
結
に
尽

力
し
た
。
さ
ら
に
米
国
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
反
テ
ロ

対
策
の
強
化
を
促
す
と
と
も
に
、
両
国
の
閣
僚
級
の

戦
略
的
対
話
を
通
じ
て
パ
キ
ス
タ
ン
と
の
協
力
関
係

を
強
化
。
同
時
に
、
イ
ン
ド
と
の
関
係
も
昇
華
さ
せ

た
。
オ
バ
マ
大
統
領
は
今
年
イ
ン
ド
を
訪
問
し
た

際
、
双
方
の
関
係
を
「
２
１
世
紀
に
お
け
る
グ
ロ
ー

バ
ル
な
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
と
位
置
づ

け
、
イ
ン
ド
の
「
常
任
理
事
国
入
り
」
を
支
持
す
る

と
表
明
す
る
な
ど
、
イ
ン
ド
を
米
国
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
戦
略
的
配
置
に
お
け
る
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
見

な
し
た
。

 

（
２
）
ロ
シ
ア
は
転
換
を
実
現
し
、
西
側
と
の

関
係
を
全
面
的
に
改
善
す
る
と
と
も
に
、
ア
ジ
ア

太
平
洋
地
域
の
ロ
シ
ア
外
交
戦
略
に
お
け
る
地
位

を
高
め
た
。

ロ
シ
ア
は
２
０
年
近
く
に
お
よ
ぶ
発
展
戦
略
を

見
直
す
こ
と
で
、
資
源
依
存
型
の
発
展
モ
デ
ル
の

弊
害
と
危
害
を
認
識
し
、
刷
新
型
経
済
の
発
展
、

近
代
化
の
実
現
を
ロ
シ
ア
の
強
国
に
向
け
た
戦
略

と
し
て
選
択
し
た
。
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
と

プ
ー
チ
ン
首
相
は
互
い
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
「
近

代
化
戦
略
」
を
推
進
し
、
対
外
政
策
の
成
敗
の
基

準
は
、
「
近
代
化
戦
略
」
に
プ
ラ
ス
と
な
る
外
的

環
境
を
提
供
で
き
る
か
否
か
に
あ
る
と
強
調
。
ロ

シ
ア
の
対
外
政
策
に
は
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
２

つ
の
重
要
な
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
１
つ
は
、

西
側
と
の
関
係
の
全
面
的
な
改
善
、
い
ま
１
つ

は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
ロ
シ
ア
外
交
の
配
置

に
お
け
る
地
位
の
向
上
だ
。
米
ロ
関
係
が
悪
化
し

た
局
面
を
脱
し
た
。
ロ
シ
ア
は
イ
ラ
ン
問
題
に
お

い
て
米
国
に
歩
調
を
合
わ
せ
、
過
去
堅
持
し
て
き

た
立
場
を
改
め
た
。
米
ロ
の
核
軍
縮
交
渉
は
飛
躍

的
に
進
展
、
双
方
は
新
戦
略
兵
器
削
減
条
約
（
新

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ
）
に
調
印
し
た
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
の

世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
加
盟
を
め
ぐ
る
米
国

と
の
１
７
年
に
お
よ
ぶ
交
渉
が
決
着
。
こ
れ
を
機

に
、
ロ
シ
ア
と
欧
州
の
関
係
は
上
向
き
始
め
た
。

今
年
６
月
の
ロ
シ
ア
・
欧
州
サ
ミ
ッ
ト
は
、
メ
ド

ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
提
起
し
た
「
近
代
的
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
提
案
」
を
実
行
す
る
と

宣
言
し
た
。
そ
の
核
心
は
、
経
済
分
野
に
お
け
る

双
方
の
協
力
の
強
化
だ
。
ロ
シ
ア
は
欧
州
の
ミ

サ
イ
ル
防
衛
シ
ス
テ
ム
問
題
で
北
大
西
洋
条
約
機

構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
に
協
力
す
る
こ
と
に
同
意
し
、

ア
フ
ガ
ン
問
題
で
も
同
機
構
と
の
協
力
が
深
ま
っ

た
。西

側
と
の
関
係
を
改
善
す
る
と
同
時
に
、
ロ
シ

ア
は
外
交
方
針
に
お
い
て
初
め
て
新
興
勢
力
が
集
中

す
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
を
独
立
国
家
共
同
体
の
前

に
据
え
、
一
連
の
行
動
を
通
じ
て
「
ア
ジ
ア
太
平
洋

回
帰
」
の
戦
略
を
ア
ピ
ー
ル
。
さ
ら
に
、
中
国
と
の

戦
略
的
協
力
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
一
段
と
強
固
に

し
た
。
米
国
と
と
も
に
東
ア
ジ
ア
サ
ミ
ッ
ト
に
参
加

し
た
。
伝
統
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
イ
ン
ド
、
ベ

ト
ナ
ム
と
の
関
係
を
緊
密
に
し
、
イ
ン
ド
と
大
規
模

な
合
同
軍
事
演
習
を
展
開
し
、
ベ
ト
ナ
ム
と
4
0
億

ユ
ー
ロ
を
超
す
初
の
原
子
力
協
定
に
調
印
、
ま
た
ロ

シ
ア
海
軍
は
貸
借
す
る
形
で
カ
ム
ラ
ン
湾
に
戻
る
計

画
で
あ
る
。
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
は
日
本
と
紛

争
中
の
南
千
島
群
島
（
日
本
の
名
称
・
北
方
四
島
）

の
国
後
島
に
上
陸
し
、
四
島
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
主

権
と
そ
の
戦
略
的
地
位
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

 

（
３
）
主
権
・
債
務
危
機
が
Ｅ
Ｕ
の
内
外
発
展

戦
略
の
新
た
な
位
置
づ
け
を
促
し
た
。

金
融
危
機
が
Ｅ
Ｕ
経
済
を
打
撃
し
、
そ
し
て

緩
や
か
に
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
、
再
び
債

務
危
機
に
見
舞
わ
れ
、
ユ
ー
ロ
圏
は
創
設
以
来
最

も
深
刻
な
試
練
に
直
面
し
た
。
債
務
危
機
へ
の
対

応
が
最
優
先
の
政
策
だ
が
、
昨
年
発
効
し
た
「
リ

ス
ボ
ン
条
約
」
の
実
施
プ
ロ
セ
ス
は
む
し
ろ
相
対

的
に
滞
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
内
部
の
権
力
配
分
を
め

ぐ
る
闘
争
は
熾
烈
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
国
際
的
地
位

と
対
外
行
動
能
力
の
向
上
は
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い

な
い
。
今
年
の
Ｅ
Ｕ
理
事
会
は
重
点
を
対
外
関
係

の
円
滑
化
に
置
き
、
第
１
に
、
Ｅ
Ｕ
の
繁
栄
と
安

全
は
ま
す
ま
す
外
部
の
世
界
の
変
化
に
依
っ
て
い

る
、
第
２
に
、
価
値
観
と
利
益
の
追
求
が
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
新
興
の
大
国
が
国
際
シ
ス
テ
ム
の
構
築

に
全
面
的
に
参
与
し
て
い
る
、
と
の
考
え
を
示
し

た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
Ｅ
Ｕ
は
、
新
た
な
対
外

戦
略
目
標
を
打
ち
出
し
た
。
世
界
的
問
題
に
お
け

る
Ｅ
Ｕ
の
指
導
的
役
割
を
よ
り
効
果
的
に
発
揮
す

る
、
欧
州
の
価
値
観
と
利
益
を
よ
り
し
っ
か
り
と

擁
護
す
る
、
新
興
大
国
と
よ
り
実
務
的
な
協
力
を

展
開
す
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
リ
ス
ボ
ン
サ
ミ
ッ
ト
が

提
起
し
た
「
新
戦
略
概
念
」
も
欧
州
各
国
の
安
全

へ
の
強
い
関
心
を
反
映
し
て
い
る
。

 

（
４
）
大
国
は
Ｇ
２
０
な
ど
多
角
的
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
利
用
し
て
対
立
し
、
国
際
シ
ス
テ
ム
を
め
ぐ

る
指
導
権
争
い
は
よ
り
激
化
し
た
。

Ｇ
２
０
は
そ
の
重
要
性
が
よ
り
際
立
ち
、
大
国

の
利
益
集
団
に
よ
る
新
た
な
国
際
秩
序
を
め
ぐ
る
主

導
権
争
奪
の
重
要
な
舞
台
と
な
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル

経
済
の
均
衡
の
取
れ
た
成
長
の
枠
組
み
と
国
際
金
融

機
構
の
改
革
が
各
国
の
対
立
す
る
焦
点
だ
っ
た
。
ソ

ウ
ル
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
大
国
は
攻
守
を
競
い
合

い
、
ル
ー
ル
の
制
定
権
と
発
言
権
の
争
い
は
先
鋭
を

極
め
た
。
米
国
は
当
該
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
す
べ
て
の
議

事
を
独
占
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
依
然
と
そ
の

利
益
に
関
係
す
る
重
要
な
議
事
を
主
導
す
る
と
と
も

に
、
当
該
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
ル
ー
ル
制
定
者
の

地
位
を
極
力
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
当
該
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
は
先
進
国
陣
営
と
発
展
途
上
国
陣
営
が
存
在
し

て
い
る
と
は
い
え
、
両
大
陣
営
は
い
ず
れ
も
「
一
枚

岩
」
で
は
な
く
、
各
国
は
主
に
自
ら
の
利
益
に
基
づ

い
て
グ
ル
ー
プ
を
組
み
、
真
の
共
通
認
識
に
達
す
る

の
は
ま
だ
遠
い
。
安
保
理
の
改
革
も
局
面
は
複
雑
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
と
利
益
の
組
合
せ
が
互
い

に
対
立
し
、
短
期
間
で
突
破
口
を
開
く
の
は
難
し

い
。
国
際
シ
ス
テ
ム
の
主
導
権
争
い
に
お
い
て
、
西

側
の
大
国
は
既
得
権
益
を
擁
護
す
る
だ
け
で
な
く
、

シ
ス
テ
ム
と
秩
序
を
彼
ら
に
と
っ
て
よ
り
有
利
な
方

向
へ
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
中
国
を
含
む
新

興
の
大
国
は
、
シ
ス
テ
ム
と
秩
序
の
再
構
築
に
お
い

て
、
そ
の
実
力
と
発
展
へ
の
展
望
と
が
見
合
っ
た
地

位
の
獲
得
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
国
際
的
な
枠
組
み

が
さ
ら
に
深
く
発
展
す
る
に
伴
い
、
各
分
野
に
お
け

る
両
者
間
の
闘
争
は
一
段
と
熾
烈
、
複
雑
に
な
る
だ

ろ
う
。

ロシアのメドベージェフ

大統領は２０１０年１１

月１日午前、南千島列島

（日本では北方四島と呼

称）の国後島に上陸し

た。これはロシアの国家

元首が初めてロシアと日

本との間で領土紛争が起

こっている島嶼を視察す

ることになる

（ノーボスチ通信社）

ソウルで行われた主要２０

カ国・地域(Ｇ２０)首脳会

議は２０１０年１１月１２

日、「Ｇ２０ソウル・サ

ミット首脳宣言」を採択し

て閉幕した。 写真は各国

首脳および国際組織の代表 

（李学仁撮影）
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２
０
１
０
年
、
国
際
情
勢
に
は
引
き
続
き
複
雑

で
深
刻
な
変
化
が
起
こ
っ
た
が
、
中
で
も
、
中
国
の

変
化
は
国
際
情
勢
の
変
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。
世
界
的
な
局
面
の
変
動
だ
け
で
な
く
、
大
国
と

の
関
係
調
整
に
お
い
て
も
、
中
国
は
自
国
の
烙
印
を

深
く
刻
ん
だ
と
い
え
る
。
改
革
開
放
３
０
年
余
り

に
わ
た
る
経
済
成
長
や
経
済
力
の
蓄
積
を
経
て
、

中
国
の
国
と
し
て
の
能
力
は
、
あ
る
種
の
質
的
飛
躍

を
遂
げ
た
。
２
０
０
８
年
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

か
ら
２
０
０
９
年
の
国
慶
節
の
閲
兵
式
、
そ
し
て

２
０
１
０
年
の
上
海
万
博
、
ア
ジ
ア
競
技
大
会
に
至

る
ま
で
、
中
国
は
、
政
治
動
員
、
科
学
技
術
の
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
、
軍
事
の
近
代
化
な
ど
の
面
に
お
け
る

能
力
を
発
揮
し
た
。
ま
た
、
頻
発
し
た
自
然
災
害
や

「
百
年
に
一
度
」
と
い
わ
れ
る
世
界
金
融
危
機
へ
の

対
応
は
、
中
国
の
持
つ
強
大
な
抵
抗
力
を
顕
著
に
表

し
て
い
る
。
８
月
１
５
日
に
、
日
本
政
府
が
発
表
し

た
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
今
年
の
第
２
四
半
期
に
中
国

の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
日
本
を
超
え
、
世
界
第
２
位
の
経
済
体

に
な
っ
た
と
い
う
。
国
内
で
は
評
価
が
高
く
な
い

が
、
国
際
社
会
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く

中
国
が
超
大
国
に
準
ず
る
国
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し

て
お
り
、
中
国
の
台
頭
は
客
観
的
な
現
実
で
あ
り
、

遠
い
中
国
の
未
来
の
姿
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
変
化
は
、
２
つ
の
側
面
的

変
化
を
も
た
ら
し
た
。
１
つ
は
、
中
国
の
国
際
的
地

位
が
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
高
ま
り
、
自
然
に
世

界
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
で

あ
る
。
例
え
ば
、
世
界
銀
行
の
割
り
当
て
に
関
す

る
改
革
の
中
で
、
中
国
の
投
票
権
は
２
•
７
７
％

か
ら
４
•
４
２
％
に
上
昇
し
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本

に
次
ぐ
第
３
の
大
株
主
国
に
躍
り
出
た
。
ま
た
、
中

国
の
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
の
中
で
の
出
資
割

当
は
、
２
•
３
８
９
ポ
イ
ン
ト
増
の
６
•
３
９
４
％

と
な
り
、
出
資
比
率
が
第
６
位
か
ら
第
３
位
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
国
際
社
会
で
は

「
中
国
モ
デ
ル
」
に
関
す
る
討
論
が
巻
き
起
こ
り
、

果
て
は
「
中
国
が
世
界
を
支
配
す
る
」
な
ど
と
い
っ

た
声
ま
で
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
う
１
つ
の

側
面
は
、
中
国
が
国
際
的
な
矛
盾
の
焦
点
に
な
っ
て

き
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
第

２
位
と
い
う
地
位
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

２
０
１
０
年
に
入
っ
て
以
来
、
中
国
は
外
交
面
に
お

い
て
一
連
の
問
題
に
直
面
し
、
中
米
関
係
の
悪
化
、

頻
発
す
る
中
国
と
周
辺
諸
国
と
の
矛
盾
、
国
際
世
論

に
お
け
る
中
国
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
な
ど
、
す
べ

て
は
、
客
観
的
に
見
て
世
界
第
２
位
と
い
う
現
状
に

か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
「
大
に
し
て
強
か
ら
ず
」

と
い
う
戦
略
的
に
脆
弱
な
時
期
を
如
何
に
し
て
や
り

過
ご
せ
ば
よ
い
の
か
。
中
国
の
戦
略
能
力
と
外
交
に

お
け
る
知
恵
が
試
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
中
国
が
直
面
す

る
国
際
環
境
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
複
雑
な
局
面
で

あ
る
。
外
交
面
で
は
、
大
き
な
成
果
を
勝
ち
取
っ
た

と
同
時
に
、
未
曽
有
の
挑
戦
に
直
面
し
て
い
る
。
外

交
の
成
果
で
は
、
サ
ミ
ッ
ト
や
万
博
、
ア
ジ
ア
競
技

大
会
を
中
心
に
据
え
た
こ
と
で
、
責
任
を
果
た
し
、

協
力
関
係
の
構
築
を
は
か
り
、
命
運
を
と
も
に
す
る

よ
き
大
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
出
し
、
ま
た
中

国
と
そ
の
他
の
国
々
と
の
全
方
位
的
な
相
互
関
係
と

交
流
に
お
け
る
新
し
い
時
代
を
切
り
開
い
た
。

こ
う
い
っ
た
成
果
に
比
べ
る
と
、
２
０
１
０
年

に
外
交
面
に
お
い
て
直
面
し
た
挑
戦
は
、
更
に
印
象

深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う

な
問
題
に
分
け
る
。
ま
ず
１
つ
は
、
中
米
関
係
の

悪
化
で
あ
る
。
初
期
の
オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
蜜

月
期
の
後
、
中
米
関
係
は
今
年
に
入
っ
て
か
ら
急

激
に
悪
化
し
、
人
権
、
貿
易
、
台
湾
へ
の
兵
器
販

売
、
気
候
変
動
、
核
拡
散
防
止
な
ど
一
連
の
問
題

に
お
い
て
、
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。
２
つ
目
は
、

中
国
と
周
辺
諸
国
の
間
に
緊
迫
状
況
が
生
ま
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
釣
魚
島
問
題
の
再
燃
に
よ
っ
て
、
近
年

来
安
定
し
た
中
日
関
係
が
急
速
に
悪
化
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
諸
国
は
、
南
中
国
海
問
題
に
つ
い
て
絶
え
ず
中

国
を
非
難
し
、
中
国
に
対
抗
す
べ
く
あ
る
種
の
連
合

体
制
の
姿
勢
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
３
つ
目
は
、
国

際
社
会
の
中
で
、
中
国
に
対
す
る
新
た
な
消
極
的
世

論
が
現
れ
、
欧
米
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
中
国
崩
壊
論
や

中
国
脅
威
論
、
中
国
経
済
責
任
論
な
ど
を
こ
ぞ
っ
て

口
に
し
、
さ
ら
に
は
「
中
国
傲
慢
論
」
や
「
中
国
強

硬
論
」
と
い
っ
た
理
論
ま
で
打
ち
出
し
た
こ
と
で
あ

る
。
中
国
が
国
家
の
主
権
を
守
る
た
め
に
や
む
を
え

ず
反
撃
行
動
に
出
る
と
、
中
国
は
謙
虚
さ
に
欠
け
る

攻
撃
的
な
行
動
に
出
た
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
４

つ
目
は
、
中
国
が
世
界
一
の
輸
出
大
国
と
な
り
、
ま

た
世
界
一
の
外
貨
準
備
高
を
誇
る
国
と
な
る
に
つ
れ

て
、
自
然
と
貿
易
摩
擦
と
紛
糾
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ

て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
調
査
に
よ
っ
て

処
理
さ
れ
た
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
案
の
中
で
も
、
中
国

に
関
す
る
法
案
は
７
５
％
を
占
め
て
い
る
。

中
国
の
台
頭
に
対
す
る
外
部
世
界
の
反
応
は
総

じ
て
３
つ
に
分
か
れ
る
。
１
つ
は
、
中
国
の
台
頭
を

心
か
ら
歓
迎
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え

を
表
明
す
る
の
は
、
地
理
的
に
中
国
か
ら
比
較
的
離

れ
て
お
り
、
経
済
発
展
や
国
力
の
面
で
他
よ
り
も

劣
る
国
で
、
大
部
分
が
、
ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
、
中

東
、
東
欧
地
域
に
位
置
し
て
い
る
。
２
つ
目
は
、
中

国
の
発
展
に
対
す
る
曖
昧
な
態
度
で
あ
る
。
中
国

と
の
経
済
協
力
や
戦
略
的
な
調
和
関
係
の
構
築
を
望

ん
で
は
い
る
が
、
中
国
の
急
速
な
発
展
と
利
益
の
拡

張
に
危
機
感
や
不
安
を
も
抱
い
て
い
る
。
３
つ
目
は

中
国
の
台
頭
に
対
し
て
敵
対
心
を
抱
い
て
い
る
と
い

う
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
更
に
３
つ
の
タ
イ
プ
の

国
に
分
け
ら
れ
る
。
１
つ
は
、
現
存
す
る
国
際
的
な

秩
序
に
よ
っ
て
既
得
利
益
を
得
て
い
る
国
、
２
つ
目

は
中
国
と
の
間
で
、
歴
史
的
ま
た
は
現
実
的
な
問
題

を
抱
え
る
周
辺
諸
国
、
そ
し
て
３
つ
目
は
中
国
の
際

立
っ
た
成
長
に
嫉
妬
心
を
抱
く
新
興
大
国
で
あ
る
。

中
国
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
国
は
中
国
に
対

す
る
警
戒
心
や
対
抗
姿
勢
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
、

ま
た
相
互
間
に
お
け
る
あ
る
種
の
連
合
体
制
が
顕
在

化
し
て
お
り
、
客
観
的
に
見
て
、
こ
れ
が
中
国
の
外

交
上
で
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

中
国
の
外
交
面
に
お
け
る
困
難
は
、
ア
メ
リ
カ

を
始
め
と
す
る
外
部
的
要
素
に
よ
る
も
の
で
も
あ

る
。
２
０
１
０
年
に
入
っ
て
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
高

ら
か
に
ア
ジ
ア
に
回
帰
し
た
。
ア
メ
リ
カ
が
ア
ジ
ア

回
帰
を
し
た
原
因
と
し
て
は
、
ま
ず
、
ワ
シ
ン
ト
ン

が
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
の
重
点
を
ア
ジ
ア
に
移
し
た
、

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
次
に
考
え
ら
れ
る
原

因
と
し
て
は
、
過
去
の
戦
略
ミ
ス
を
補
足
す
る
た
め

と
い
う
点
だ
。
過
去
１
０
年
間
、
ア
メ
リ
カ
は
反
テ

ロ
に
全
力
を
注
ぎ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
イ
ラ
ク
戦

争
へ
と
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
口

で
は
ア
ジ
ア
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
が
、
行
動
に

移
す
の
は
遅
い
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
１
０
年

間
に
中
国
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
影
響
力
が
迅
速

に
拡
大
し
、
地
域
協
力
の
プ
ロ
セ
ス
は
深
化
し
続
け

た
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
家
は
、
ア
ジ

ア
協
力
関
係
に
お
い
て
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
る
こ
と

を
懸
念
し
、
全
面
的
に
ア
ジ
ア
に
回
帰
し
、
ア
メ
リ

カ
に
と
っ
て
有
利
な
地
域
の
安
全
秩
序
を
再
構
築
す

る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
外
交
上
存
在
す
る
問
題
に
対
し
て
、
わ

れ
わ
れ
は
正
確
な
認
識
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
ず
、
中
国
が
外
交
上
見
舞
わ
れ
て
い
る
苦
境

は
、
大
国
に
成
長
す
る
際
の
必
然
的
な
「
悩
み
」
で

あ
り
、
中
国
の
台
頭
に
伴
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
く

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
国
際
社
会
の
対

抗
措
置
を
過
度
に
恐
れ
る
必
要
は
な
く
、
平
常
心
を

保
っ
て
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
２
つ
目
は
、

積
極
的
な
交
流
と
対
話
を
展
開
し
、
国
際
社
会
に
中

国
の
開
放
さ
れ
た
協
力
面
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
主
導

す
る
こ
と
で
あ
る
。
３
つ
目
は
、
国
内
に
お
け
る
政

策
の
協
調
を
強
化
し
、
引
き
続
き
政
策
の
透
明
性
を

保
ち
、
世
論
を
主
導
し
、
共
通
認
識
を
構
築
す
る
と

い
っ
た
面
に
力
を
注
ぎ
、
外
交
面
で
国
内
に
お
い
て

良
好
な
支
持
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
で
あ

る
。
４
つ
目
は
、
や
は
り
安
定
的
な
中
米
関
係
を
外

交
の
中
心
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
周
到
な
対
米
外
交

は
、
ア
メ
リ
カ
が
中
国
と
の
理
性
的
な
ウ
ィ
ン
ウ
ィ

ン
関
係
の
構
築
と
い
う
戦
略
を
打
ち
出
す
こ
と
に
有

利
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
過
激

な
政
策
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
。
最
後
に
、
周
辺
諸

国
と
の
関
係
を
正
確
に
処
理
す
る
こ
と
だ
。
中
国

は
、
外
交
的
な
布
石
の
中
で
も
周
辺
諸
国
と
の
関
係

を
重
要
な
位
置
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
み
ず
か

ら
の
力
を
慎
重
に
使
い
、
経
済
成
長
の
成
果
を
共
有

し
、
地
域
秩
序
を
維
持
す
る
上
で
の
責
任
を
負
う
必

要
が
あ
る
。

国際問題国際問題

ポ
ス
ト
危
機
時
代
の

中
国
の
国
際
的
位
置
づ
け

２
０
１
０
年
１
０
月
９
日
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
か
れ
た

Ｉ
Ｍ
Ｆ
国
際
通
貨
金
融
委
員
会
第
２
２
回
会
合
で

ユ
ー
セ
フ
・
ブ
ト
ロ
ス
・
ガ
ー
リ
議
長
と
話
し
合
う

周
小
川
中
国
人
民
銀
行
行
長
（
左
）
（
張
軍
撮
影
）

筆者

金
燦
栄
（
中
国
人
民
大
学
国
際
関
係
学
院
副
院
長
）
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中
米
関
係
が
絶
え
ず
曲
折
し
た
２
０
１
０
年
が

過
ぎ
、
そ
し
て
こ
の
１
月
の
胡
錦
濤
国
家
主
席
の

米
国
公
式
訪
問
が
高
い
関
心
を
呼
ぶ
の
は
間
違
い

な
い
。
新
た
な
１
年
に
、
中
米
双
方
は
積
極
的
に

模
索
し
、
胡
主
席
の
訪
米
と
い
う
重
要
な
好
機
を

捉
え
て
、
中
米
関
係
の
積
極
的
か
つ
健
全
で
安
定

し
た
発
展
に
向
け
た
道
を
開
く
努
力
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
０
１
０
年
上
半
期
、
両
国
関
係
は
貿
易
摩
擦

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
安
全
、
米
国
の
台
湾
へ
の

兵
器
売
却
、
米
大
統
領
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
氏
と
の
会

見
な
ど
の
問
題
が
原
因
で
急
速
に
冷
え
込
ん
だ
。

下
半
期
、
双
方
は
再
び
黄
海
で
の
軍
事
演
習
、
南

中
国
海
を
巡
る
激
論
、
釣
魚
島
事
件
、
延
坪
島
砲

撃
な
ど
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
食
い
違
い
、

猜
疑
心
は
さ
ら
に
深
ま
っ
た
。
中
米
は
平
和
の
擁

護
、
発
展
の
促
進
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
大
量
破
壊
兵

器
の
拡
散
へ
の
反
対
、
海
賊
の
取
締
り
な
ど
多
く

の
問
題
で
は
依
然
、
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
共
通

の
利
益
を
有
し
て
お
り
、
中
米
双
方
に
は
政
府
か

ら
学
界
、
民
間
に
至
る
ま
で
非
常
に
多
く
の
協
力

を
求
め
る
声
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
中
米
が
実
践

に
お
い
て
協
力
へ
の
願
い
を
具
体
的
な
行
動
に
移

す
の
は
難
し
い
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
中

米
関
係
に
新
た
な
変
化
が
生
ま
れ
、
以
前
の
経
験

国際問題国際問題

か
ら
や
が
て
戦
略
的
な
膠
着
状
態
に
陥
り
、
そ
れ
に

加
え
て
、
そ
の
後
に
発
生
し
た
金
融
危
機
に
よ
り
、

国
際
問
題
を
主
導
す
る
そ
の
自
信
と
能
力
は
試
練
に

立
た
さ
れ
た
。
一
方
、
中
国
な
ど
多
く
の
新
興
経
済

体
は
過
去
１
０
数
年
な
い
し
は
さ
ら
に
長
い
時
間
の

中
で
む
し
ろ
非
常
に
順
調
な
発
展
傾
向
を
維
持
し

た
。
新
興
経
済
体
グ
ル
ー
プ
の
台
頭
は
世
界
経
済
の

発
展
に
活
力
を
添
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
の
政

治
と
公
共
の
分
野
に
新
た
な
視
点
と
理
念
を
も
た
ら

し
た
。
こ
う
し
た
新
興
経
済
体
は
歴
史
・
伝
統
、
発

展
モ
デ
ル
、
文
化
・
信
仰
、
風
俗
・
習
慣
な
ど
多
く

の
面
で
西
側
国
家
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
彼
ら
が

国
際
問
題
に
さ
ら
に
積
極
的
に
参
与
す
る
こ
と
で
、

国
際
シ
ス
テ
ム
の
さ
ら
に
多
元
化
、
多
様
化
さ
れ
た

方
向
へ
の
発
展
が
促
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

現
在
の
中
米
関
係
は
、
新
興
国
家
と
主
導
国

家
の
国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
こ
う
し
た
双
方

向
性
を
比
較
的
典
型
的
な
形
で
反
映
し
て
い
る

と
言
え
る
。

適
応

中
米
関
係
の
新
た
な
国
際
的
な
背
景
の
下
に
出

現
し
た
こ
う
し
た
変
化
に
対
し
、
中
米
両
国
及
び

関
係
国
は
い
ず
れ
も
あ
る
程
度
の
不
適
応
性
を
示

し
て
い
る
。

中
米
両
国
か
ら
見
れ
ば
、
米
国
は
そ
の
国
際
問

題
を
主
導
す
る
能
力
が
低
下
し
、
自
信
が
く
じ
か

れ
た
た
め
、
対
外
的
な
往
来
に
お
け
る
焦
燥
感
が

著
し
く
強
ま
っ
た
。
一
方
、
中
国
は
国
際
シ
ス
テ

ム
に
お
け
る
新
た
な
役
柄
を
確
定
し
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
中
米
関
係
は
す
で

に
以
前
と
は
違
っ
て
お
り
、
新
た
な
双
方
向
性
の

モ
デ
ル
も
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
中
米
関
係

中
米
関
係
の
新
た
な
一
年

呉
蒓
思
（
上
海
国
際
問
題
研
究
院
米
州
研
究
セ
ン
タ
ー
主
任
）

筆者

と
や
り
方
は
現
在
を
背
景
に
し
て
は
恐
ら
く
そ
れ

ほ
ど
有
効
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
中
米
は
新
た
な
国
際
、
二
国
間
の
環
境
を
真

剣
に
観
察
し
て
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
協
力
の
方
法

を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
。

道
程

４
０
年
ほ
ど
前
、
中
米
関
係
が
新
た
な
１
ペ
ー

ジ
を
切
り
開
い
た
と
き
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
戦
略

的
３
角
関
係
の
１
つ
だ
っ
た
。
だ
が
、
当
時
の
戦

略
的
関
係
は
世
界
と
い
う
側
面
に
お
い
て
は
実
際

に
は
１
つ
の
使
命
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ソ
連

に
対
処
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
目
で
見
れ

ば
、
中
米
の
当
時
の
双
方
向
性
は
実
際
、
か
な
り

制
限
さ
れ
て
い
た
。
新
中
国
は
１
９
７
１
年
に
国

連
の
議
席
を
回
復
し
た
が
、
世
界
の
問
題
に
参
与

す
る
プ
ロ
セ
ス
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
経

済
貿
易
、
人
文
、
社
会
な
ど
の
面
に
お
け
る
中
米

の
交
流
も
ま
だ
初
歩
段
階
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ

の
た
め
、
そ
の
後
の
比
較
的
長
い
期
間
、
中
米
関

係
に
お
い
て
は
最
恵
国
待
遇
、
台
湾
、
人
権
な
ど

が
主
要
な
問
題
と
な
っ
た
。

新
世
紀
に
入
っ
て
以
来
、
中
米
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
問
題
に
お
け
る
双
方
向
性
は
明
ら
か
に
強
ま
っ

た
。
０
１
年
の
９
・
１
１
事
件
後
の
世
界
的
な
反

テ
ロ
、
０
２
年
に
朝
鮮
の
核
問
題
が
再
び
勃
発
し

た
後
の
国
際
的
核
拡
散
防
止
に
向
け
た
努
力
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
安
全
や
気
候
変
動
、
海
賊
取
締
り
な

ど
に
よ
る
世
界
的
な
協
力
、
０
８
年
以
来
の
金
融

危
機
へ
の
共
同
の
対
応
な
ど
。
中
米
関
係
に
は
依

然
と
し
て
多
く
の
二
国
間
の
問
題
が
存
在
し
て
い

る
が
、
第
３
者
の
問
題
を
処
理
す
る
比
率
は
明
ら

か
に
上
昇
し
て
お
り
、
両
国
の
協
力
の
重
要
な
問

題
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
米
の
双
方

向
性
の
効
用
は
す
で
に
明
ら
か
に
二
国
間
の
範
囲

を
超
え
て
お
り
、
地
域
や
世
界
の
よ
り
多
く
の
関

心
を
集
め
て
い
る
。

双
方
向
性

中
米
は
こ
れ
ま
で
よ
り
幅
広
く
地
域
や
世
界
的

な
問
題
に
と
も
に
従
事
し
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
、
冷

戦
終
結
に
よ
っ
て
世
界
の
公
共
問
題
が
国
際
問
題
に

お
い
て
よ
り
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
は
１
つ
の
側
面
か
ら
国

際
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
反
映
し
て
い
る
。

新
世
紀
に
入
っ
て
以
来
、
米
国
は
過
剰
な
自
信

２０１０年１２月１５日、第２１回中米商業貿易連合委員会

経済貿易協力の調印式がワシントンで行われた。中国の王岐

山副総理（左から２人目）、米商務省のゲイリー・ロック長

官（左から３人目）が調印式に出席した　（張軍撮影）
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２０１０年７月２６日、米国と韓国は

日本海で合同軍事演習を行った （ＡＦＰ）
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国際問題国際問題

う
に
高
度
に
政
治
化
さ
れ
た
年
に
、
米
国
は
０
８
年

に
始
ま
っ
た
金
融
危
機
か
ら
徐
々
に
抜
け
出
し
、
中

米
の
協
力
の
推
進
が
以
前
ほ
ど
差
し
迫
っ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
そ
の
視
線
は
主
と
し
て
国
内
に
転
じ
ら

れ
た
。
一
方
、
中
国
は
米
国
と
貿
易
摩
擦
、
政
治
的

意
見
の
食
い
違
い
、
構
造
的
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
た

め
、
米
国
の
選
挙
戦
に
お
い
て
は
非
常
に
攻
撃
さ
れ

る
目
標
に
さ
れ
や
す
い
。
こ
の
よ
う
に
、
過
去
１
年

の
間
、
オ
バ
マ
政
権
は
中
米
関
係
が
困
難
の
時
に
も

意
見
を
「
聴
取
」
す
る
た
め
北
京
に
人
を
派
遣
し
て

き
た
が
、
中
米
関
係
の
改
善
と
推
進
に
対
し
て
は
就

任
当
初
の
よ
う
な
進
取
の
精
神
を
失
っ
て
し
ま
っ
た

よ
う
だ
。

中
国
に
つ
い
て
言
え
ば
、
外
交
メ
カ
ニ
ズ

ム
も
新
た
な
状
況
に
直
面
し
て
お
り
、
な
か
で

も
最
も
顕
著
な
現
象
は
、
中
国
外
交
に
影
響
を

及
ぼ
す
要
素
が
急
速
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と

だ
。
公
衆
が
情
報
を
取
得
し
、
論
評
を
発
表
す

る
ル
ー
ト
や
方
法
な
ど
は
い
ず
れ
も
変
わ
り
、

そ
の
外
交
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
能
力
は
や
や

向
上
し
た
。
一
方
、
政
府
も
よ
り
多
く
の
部
門

が
各
種
の
分
野
か
ら
対
外
交
流
に
参
与
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
気
候
変
動
の
問
題
に
お
け
る
国

家
発
展
・
改
革
委
員
会
の
働
き
、
金
融
・
経
済

貿
易
問
題
に
お
け
る
中
央
銀
行
、
商
務
及
び
そ

の
他
の
部
門
の
役
割
、
安
全
問
題
に
お
け
る
軍

隊
の
声
、
人
文
交
流
に
お
け
る
教
育
部
の
職
責

な
ど
。
国
内
と
国
際
と
い
う
２
つ
の
大
局
の
関

係
が
ま
す
ま
す
緊
密
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
、

中
国
外
交
も
さ
ら
に
幅
広
い
範
囲
で
利
益
を
整

合
し
、
立
場
を
協
調
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
各
種
の
要
素
が
結
び
つ
い
た
こ

と
で
、
２
０
１
０
年
の
中
米
関
係
に
は
新
た
な
特

徴
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
米
関
係
が
双

方
の
範
疇
を
越
え
て
、
新
た
な
場
に
お
い
て
さ
ら

に
調
整
す
る
と
い
う
積
極
的
な
面
と
、
協
力
の
原

動
力
が
低
下
し
、
調
整
す
る
過
程
に
お
い
て
不
確

定
性
が
増
す
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
面
が
あ
る
。
い

か
に
中
米
関
係
を
よ
り
健
全
か
つ
安
定
し
た
持
続

的
な
発
展
に
向
け
た
道
を
歩
ま
せ
る
か
が
、
多
く

の
人
び
と
が
関
心
を
寄
せ
る
話
題
の
１
つ
と
な
っ

て
い
る
。

未
来

も
ち
ろ
ん
、
中
米
関
係
に
は
摩
擦
と
変
動
が
見

ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
免
れ
な
い
こ
と
だ
。
食
い

違
い
と
矛
盾
の
ま
っ
た
く
な
い
大
国
関
係
な
ど
世

界
に
は
な
い
。
米
欧
や
米
日
の
よ
う
な
同
盟
関
係

に
し
て
も
、
イ
ラ
ク
へ
の
派
兵
や
、
普
天
間
基
地

な
ど
の
問
題
を
め
ぐ
り
激
し
い
言
い
争
い
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
問
題
の
本
質
は
中
米
間
に
摩
擦

ま
た
は
食
い
違
い
が
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
食

い
違
い
が
そ
の
他
の
分
野
に
拡
大
す
る
の
を
い
か

に
防
ぐ
か
、
中
米
協
力
の
総
体
的
枠
組
み
が
損
な

わ
れ
る
の
を
い
か
に
防
ぐ
か
、
中
米
間
の
戦
略
的

猜
疑
心
を
誘
発
、
増
幅
さ
せ
る
の
を
い
か
に
防
ぐ

か
で
あ
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
中
米
は
未

来
の
交
流
に
お
い
て
以
下
の
面
に
一
層
注
意
を
払

う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

第
１
は
、
建
設
的
な
協
力
と
い
う
大
き
な

方
向
を
し
っ
か
り
把
握
す
る
こ
と
だ
。
中
米

関
係
は
、
２
１
世
紀
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
国

際
・
国
内
的
要
素
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
避

け
ら
れ
な
い
。
よ
り
複
雑
の
情
勢
に
対
処
す
る

に
は
、
中
米
は
そ
の
協
力
が
、
世
界
の
平
和
と

安
定
の
擁
護
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
挑
戦
へ
の
対
応

に
と
っ
て
重
要
な
意
義
の
あ
る
こ
と
を
も
っ
と

明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
米
が
こ
の

よ
う
な
高
さ
か
ら
、
長
期
的
な
目
を
も
っ
て
両

国
関
係
に
対
処
す
る
に
は
、
積
極
的
な
協
力
と

い
う
大
き
な
枠
組
み
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
揺
ら
い
で
は
な
ら
な
い
。

第
２
は
、
共
通
の
利
益
を
深
化
さ
せ
、
協
力

の
プ
ロ
セ
ス
を
推
進
す
る
こ
と
だ
。
中
米
が
多

く
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
に
お
い
て
幅
広
い
共

通
の
利
益
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く

間
違
い
な
い
。
だ
が
、
抽
象
的
な
理
論
の
認
識

を
具
体
的
な
協
力
の
行
動
へ
と
転
ず
る
に
は
、

双
方
が
共
通
の
利
益
を
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
目
標

と
結
び
つ
け
る
、
共
通
の
利
益
の
推
進
を
相
互

の
核
心
的
利
益
へ
の
配
慮
と
結
び
つ
け
る
、
全

面
的
な
協
力
を
重
点
的
か
つ
着
実
な
行
動
と
結

び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
米
は
共
通
の

利
益
、
協
力
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
議
論
を
深

め
る
必
要
が
あ
る
。

第
３
は
、
引
き
続
き
対
話
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
改

善
し
、
戦
略
的
意
外
性
と
戦
略
的
誤
判
断
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
中
米
間
に
は
す
で
に

多
く
の
意
思
疎
通
・
交
流
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
確
立
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
、
中
米
関
係
の
複
雑
性
と
全

面
性
、
発
展
性
を
考
え
れ
ば
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
確

立
に
は
や
は
り
改
善
、
向
上
さ
せ
る
こ
と
の
で
き

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
軍
事
交
流
の
安
定

と
発
展
を
い
か
に
擁
護
す
る
か
、
戦
略
・
経
済
対

話
の
成
果
と
効
果
を
い
か
に
拡
大
す
る
か
、
新
た

な
問
題
の
悪
化
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
を
い
か
に
防
ぐ

か
な
ど
、
い
ず
れ
も
検
討
し
解
決
が
待
た
れ
て
い

る
問
題
で
あ
る
。

最
後
に
、
だ
が
、
同
様
に
重
要
な
の
は
、
中
米

と
い
う
２
つ
の
社
会
の
間
の
理
解
と
好
感
を
深
め

る
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
公
共
外
交
、
民
間

外
交
や
人
文
外
交
な
ど
が
中
米
関
係
に
お
い
て
よ

り
重
要
な
役
割
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
新
た
な
調
整
に
置
か
れ
て
い
る
。

だ
が
、
中
米
関
係
の
今
回
の
調
整
を
よ
り
難
し

く
し
て
い
る
の
は
、
関
係
国
の
中
米
関
係
に
対
す

る
変
化
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
は
複
雑
の
よ
う
だ
。

先
ず
、
関
係
国
を
見
る
と
、
中
米
関
係
が
過
度
に

緊
密
に
な
る
の
を
望
ん
で
い
な
い
よ
う
だ
。
昨

年
、
「
中
米
共
同
統
治
論
」
が
打
ち
出
さ
れ
た
後

の
世
界
の
消
極
的
な
反
応
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で

あ
る
。
次
に
、
関
係
国
は
中
米
が
対
立
ひ
い
て
は

戦
争
の
方
向
に
向
か
う
の
も
目
に
し
た
く
は
な
い

は
ず
だ
。
大
多
数
の
国
に
と
っ
て
、
平
和
と
発
展

は
結
局
の
と
こ
ろ
依
然
と
し
て
主
要
な
目
標
で
あ

り
、
中
米
間
に
仮
に
対
立
ま
た
は
戦
争
が
生
じ
れ

ば
、
こ
う
し
た
国
々
の
利
益
を
損
な
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
は
第
３
に
な
る
が
、
関
係

国
は
中
米
関
係
を
積
極
的
に
「
利
用
」
し
よ
う
と

し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
２
つ
の
国
の
影
響
を
均

衡
化
す
る
ほ
か
、
こ
の
２
つ
の
国
の
間
の
矛
盾
に

乗
じ
て
、
関
係
国
の
世
界
と
地
域
に
お
け
る
要
求

を
実
現
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
こ
う
し
た
戦
略
は

過
去
１
年
の
間
に
成
功
し
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き

で
は
な
い
が
、
よ
り
長
い
間
に
は
国
際
シ
ス
テ
ム

と
地
域
構
造
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
が
あ
り
、
憂
慮
さ
れ
る
。

変
化

も
ち
ろ
ん
、
中
米
関
係
が
現
在
直
面
し
て
い
る

新
た
な
問
題
は
、
国
内
の
要
素
の
変
化
と
無
関
係

で
は
な
い
。

米
国
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
国
内
情
勢
の
変

化
に
中
米
関
係
の
弾
力
性
は
縛
ら
れ
て
い
る
。
米
国

に
と
っ
て
２
０
１
０
年
の
政
治
の
最
大
の
出
来
事

は
、
中
間
選
挙
に
勝
利
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
よ
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な
ぜ
廉
潔
政
治
白
書
を
発
表
す
る
の
か

政治政治

国
務
院
新
聞
弁
公
室
は
２
０
１
０
年
１
２
月

２
９
日
、
白
書
「
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の

確
立
」
を
発
表
し
た
。
中
国
は
な
ぜ
廉
潔
政
治
白

書
を
発
表
す
る
の
か
、
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
の

か
。
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
反
腐
敗
・
清
廉
提

唱
に
関
す
る
文
書
と
比
べ
、
白
書
に
は
ど
ん
な
新

し
い
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
か
。
白
書
は
、
今
後
の

反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の
確
立
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
動
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た

問
題
に
関
し
、
専
門
家
は
次
の
よ
う
に
分
析
し
て

い
る
。

白
書
の
発
表
は
ど
ん
な
意
義
が
あ
る

の
か腐

敗
は
一
種
の
社
会
・
歴
史
的
現
象
、
一
つ
の

世
界
的
な
「
不
治
の
病
」
で
あ
り
、
各
国
政
府
と

社
会
の
公
衆
が
強
い
関
心
を
寄
せ
る
重
大
な
問
題
で

も
あ
る
。
腐
敗
を
効
果
的
に
防
止
・
処
理
で
き
る
か

は
、
一
つ
の
政
党
の
生
死
・
存
亡
に
か
か
わ
り
、
一

つ
の
国
の
盛
衰
・
成
敗
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

中
国
共
産
党
は
一
貫
し
て
腐
敗
反
対
を
重
視

し
、
党
創
設
の
そ
の
日
か
ら
、
腐
敗
反
対
と
廉
潔

政
治
の
確
立
を
、
自
ら
の
重
要
な
奮
闘
目
標
と
し
て

き
た
。
新
中
国
建
国
後
、
中
国
共
産
党
と
中
国
政
府

は
終
始
、
断
固
と
し
た
姿
勢
を
も
っ
て
腐
敗
に
反
対

し
、
廉
潔
政
治
の
確
立
を
強
化
。
改
革
開
放
３
０
数

年
来
、
と
く
に
新
世
紀
に
入
っ
て
以
降
、
反
腐
敗
と

廉
潔
政
治
の
確
立
で
顕
著
な
成
果
を
収
め
た
。
大
型

案
件
や
重
要
案
件
の
調
査
、
関
係
者
の
処
罰
、
制
度

の
整
備
の
強
化
、
指
導
幹
部
へ
の
監
視
の
強
化
、
商

治
確
立
研
究
セ
ン
タ
ー
の
李
成
言
主
任
は
さ
ら
に
、

現
代
社
会
で
、
反
腐
敗
は
す
で
に
一
つ
の
政
党
、
一

つ
の
国
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
一
つ
の
国
際

化
さ
れ
た
問
題
、
一
つ
の
国
際
的
な
範
囲
で
よ
り
透

明
化
さ
れ
た
問
題
で
も
あ
る
と
指
摘
。

「
白
書
の
発
表
は
、
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政

治
の
確
立
が
す
で
に
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を

象
徴
し
て
い
る
」
と
李
主
任
。
さ
ら
に
「
中
国
の
反

腐
敗
は
世
界
の
反
腐
敗
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
世
界

の
反
腐
敗
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
世

界
に
中
国
を
理
解
し
て
も
ら
え
ば
、
反
腐
敗
に
関
す

る
『
中
国
の
経
験
』
や
『
中
国
の
モ
デ
ル
』
は
必
ず

国
際
的
に
大
々
的
に
異
彩
を
放
つ
だ
ろ
う
」
と
強
調

す
る
。

白
書
に
は
ど
ん
な
新
ポ
イ
ン
ト
が
あ

る
の
か

白
書
に
は
「
初
め
て
」
が
か
な
り
多
く
出
て
く

る
。反

腐
敗
に
関
す
る
世
論
調
査
の
長
年
に
わ
た
る

比
較
の
権
威
あ
る
デ
ー
タ
を
初
め
て
公
開
し
た
。

「
中
国
国
家
統
計
局
の
世
論
調
査
か
ら
、
０
３
～

１
０
年
、
中
国
公
衆
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の
確
立

の
成
果
に
対
す
る
満
足
度
は
安
定
的
に
上
昇
し
、

５
１
•
９
％
か
ら
７
０
•
６
％
に
達
し
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
」

中
国
の
反
腐
敗
担
当
部
門
を
初
め
て
全
面
的
に

紹
介
し
た
。
「
中
国
で
は
、
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の

確
立
を
担
当
す
る
部
門
は
主
に
、
中
国
共
産
党
の
紀

律
検
査
機
関
、
国
の
司
法
機
関
、
政
府
の
監
察
機
関

と
監
査
機
関
、
国
の
腐
敗
防
止
局
で
あ
る
」

政
府
文
書
の
中
に
、
「
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の

確
立
に
関
す
る
法
律
・
法
規
の
制
度
・
体
系
」
と
い

う
記
述
が
初
め
て
出
て
き
た
。

中
国
の
権
力
の
制
約
と
監
督
体
系
が
初
め
て
詳

述
さ
れ
、
７
つ
の
監
督
部
門
を
明
確
に
し
た
。
「
す

で
に
中
国
共
産
党
党
内
の
監
督
、
人
民
代
表
大
会
の

監
督
、
政
府
内
部
の
監
督
、
政
治
協
商
会
議
の
民
主

的
監
督
、
司
法
の
監
督
、
公
民
の
監
督
と
世
論
の
監

督
か
ら
な
る
中
国
の
特
色
を
備
え
た
監
督
体
系
が
形

成
さ
れ
た
。
各
監
督
の
主
体
は
相
対
的
に
独
立
し
、

ま
た
緊
密
に
協
力
し
て
、
総
合
力
を
形
成
す
る
」

腐
敗
防
止
体
制
の
改
革
と
制
度
革
新
の
プ
ロ

セ
ス
及
び
成
果
を
初
め
て
系
統
的
に
概
括
し
た
。

「
０
１
年
に
行
政
審
査
認
可
制
度
の
改
革
を
実
施
し

て
以
来
、
国
務
院
の
各
部
門
が
取
消
し
ま
た
調
整
し

た
行
政
審
査
認
可
項
目
は
２
０
０
０
件
以
上
に
達

し
、
各
地
方
政
府
が
取
消
し
ま
た
調
整
し
た
項
目

は
７
万
７
０
０
０
件
余
り
に
の
ぼ
り
、
従
来
の
項
目

総
数
の
半
分
以
上
を
占
め
た
」
「
政
府
の
買
付
け
で

は
、
公
開
入
札
を
主
体
と
す
る
運
営
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
実
行
し
た
こ
と
で
、
０
２
～
０
９
年
に
累
計
約

３
０
０
０
億
元
の
財
政
資
金
が
節
約
さ
れ
た
」

「
初
め
て
」
な
ど
、
白
書
の
内
容
面
の
新
ポ
イ

ン
ト
に
つ
い
て
、
李
主
任
は
マ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
自

ら
の
見
解
を
述
べ
た
。
「
『
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔

政
治
の
確
立
』
の
最
大
の
新
し
い
ポ
イ
ン
ト
、
あ
る

い
は
最
も
重
要
な
一
点
と
言
え
ば
、
反
腐
敗
と
廉
潔

政
治
の
確
立
を
一
つ
の
戦
略
的
計
画
と
し
て
提
起
し

て
、
『
系
統
的
な
処
理
、
総
合
的
な
推
進
』
を
実
行

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
国
で
は
余
り
見
ら

れ
な
い
。
こ
れ
は
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の
確

立
が
、
す
で
に
一
陣
の
風
式
の
運
動
で
は
な
く
、
戦

略
的
に
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
」

白
書
は
ど
ん
な
方
向
を
予
見
し
て
い

る
の
か

情
勢
が
考
え
を
決
定
し
、
考
え
が
政
策
を
決
定

し
、
政
策
が
方
向
を
決
定
す
る
、
と
よ
く
言
わ
れ

る
。
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の
確
立
も
、
こ
う

し
た
規
律
に
基
づ
く
。

「
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の
確
立
」
は
、

「
中
国
の
経
済
体
制
と
社
会
構
造
、
利
益
の
構
成

と
人
び
と
の
思
想
・
概
念
に
重
大
な
変
化
が
生
じ

つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
種
の
社
会
的
矛
盾
は
突

出
し
、
各
方
面
の
体
制
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ま
だ
完

備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
分
野
に
お
い
て
は
腐
敗

が
依
然
と
し
て
起
き
や
す
く
、
ま
た
多
発
し
て
い

る
。
巨
額
に
の
ぼ
る
案
件
も
あ
り
、
法
律
や
紀
律

違
反
の
行
為
は
隠
蔽
化
、
知
能
化
、
複
雑
化
の
傾

向
に
あ
る
。
反
腐
敗
の
情
勢
は
依
然
厳
し
く
、
課

題
は
依
然
複
雑
か
つ
重
い
」
と
直
言
し
て
い
る
。

反
腐
敗
の
情
勢
は
依
然
厳
し
く
、
課
題
は
依
然
複

雑
か
つ
重
い
が
、
断
固
と
し
て
腐
敗
を
処
罰
し
、

効
果
的
に
腐
敗
を
防
止
し
、
廉
潔
政
治
の
確
立
を

大
々
的
に
強
化
す
る
こ
と
が
、
中
国
共
産
党
と
中

国
政
府
の
揺
る
ぎ
な
い
立
場
、
一
貫
し
た
主
張
で

あ
る
。
反
腐
敗
で
顕
著
な
成
果
を
収
め
た
こ
と

で
、
今
後
の
反
腐
敗
・
清
廉
提
唱
の
道
を
歩
む
上

で
わ
れ
わ
れ
は
大
き
な
自
信
を
得
た
。

ま
さ
に
「
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の
確

立
」
は
そ
の
結
び
に
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
中
国
の
社

会
主
義
市
場
経
済
体
制
が
絶
え
ず
完
備
し
、
社
会
主

義
民
主
政
治
が
絶
え
ず
発
展
し
、
法
制
度
と
法
体
系

が
徐
々
に
完
備
し
、
ま
た
社
会
や
文
化
な
ど
各
方
面

の
事
業
が
絶
え
ず
進
歩
す
る
に
伴
い
、
中
国
共
産
党

と
中
国
政
府
は
自
ら
の
力
と
広
範
な
人
民
大
衆
の
支

持
に
完
全
に
依
存
し
て
、
腐
敗
を
最
低
の
レ
ベ
ル
ま

で
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
固
く
信
じ
て
い
る
。

中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の
確
立
は
前
途
洋
々
で

あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

李
主
任
は
「
中
国
の
反
腐
敗
に
対
し
懐
疑
論
、

悲
観
論
を
持
つ
ま
で
に
は
至
ら
な
い
」
と
指
摘
。
白

書
「
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の
確
立
」
の
中

に
、
わ
れ
わ
れ
は
希
望
を
見
た
！　

（
検
察
日
報
）

２０１０年１２月２９日、国務

院新聞弁公室は「中国の反腐敗

と廉潔政治の確立」白書を発表

した。写真は山東省棗荘市市中

区紀律検査委員会の掲示板「反

腐敗と廉潔政治」を読む学生　

（孫中喆撮影）

な
ぜ
廉
潔
政
治
白
書
を
発
表
す
る
の
か
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業
賄
賂
の
処
理
、
群
衆
の
利
益
を
損
な
う

不
正
な
傾
向
の
是
正
な
ど
で
重
要
な
進
展

を
遂
げ
、
非
常
に
多
く
の
成
功
の
経
験
を

蓄
積
し
、
中
国
の
特
色
あ
る
反
腐
敗
・
清

廉
提
唱
の
道
を
歩
み
出
し
た
。

「
国
際
社
会
は
中
国
の
反
腐
敗
と
廉

潔
政
治
の
確
立
に
非
常
に
関
心
を
寄
せ

て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
宣
伝
が
十
分
で

な
か
っ
た
た
め
、
多
く
の
人
が
状
況
を
十

分
理
解
で
き
ず
、
一
部
偏
見
や
誤
解
が
存

在
し
て
い
る
」
。
中
央
紀
律
検
査
委
員

会
常
務
委
員
で
、
秘
書
長
の
呉
玉
良
氏
は

２
０
１
０
年
１
２
月
２
９
日
の
国
務
院
新

聞
弁
公
室
主
催
の
記
者
会
見
で
、
「
こ
の

た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
国
際
的
に
通
用
す
る

形
で
、
白
書
『
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政

治
の
確
立
』
を
発
表
し
た
。
中
国
共
産
党

と
中
国
政
府
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政
治
の
確

立
、
と
い
う
重
要
問
題
に
お
け
る
政
策
や

主
張
、
主
要
な
や
り
方
、
収
め
た
成
果
を

全
面
的
か
つ
客
観
的
に
紹
介
す
る
こ
と
に

力
を
入
れ
る
こ
と
で
、
国
際
社
会
の
強
い

関
心
に
応
え
、
中
国
の
反
腐
敗
に
関
心
を

寄
せ
る
す
べ
て
の
人
た
ち
に
全
面
的
な
状

況
を
今
ま
で
以
上
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ

と
に
し
た
」
と
説
明
し
た
。

「
新
中
国
建
国
６
１
年
来
初
め
て
発
表

さ
れ
た
白
書
『
中
国
の
反
腐
敗
と
廉
潔
政

治
の
確
立
』
に
よ
り
、
こ
の
問
題
は
非
常

に
円
滑
に
解
決
さ
れ
た
」
。
北
京
大
学
政

府
管
理
学
院
教
授
で
、
北
京
大
学
廉
潔
政
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「
食
糧
作
付
面
積
１
億
７
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
を
保
ち
、
食
糧
生
産
能
力
は
５
億
ト
ン
を
ベ
ー

ス
に
着
実
に
引
き
上
げ
る
」
。
こ
れ
は
中
国
農
業

部
の
韓
長
賦
部
長
が
自
ら
に
課
し
た
責
任
で
あ

り
、
２
０
１
１
年
の
中
国
農
業
生
産
に
対
し
て
確

定
し
た
目
標
で
も
あ
る
。

２
０
１
０
年
１
２
月
２
１
日
か
ら
２
２
日
に

か
け
て
開
か
れ
た
中
央
農
村
工
作
会
議
で
韓
長
賦

部
長
は
、
中
国
政
府
が
食
糧
生
産
の
安
定
発
展
を

２
０
１
１
年
「
三
農
」
施
策
の
首
要
任
務
に
確
定

し
た
旨
を
示
し
た
。

中

国

の

当

面

の

食

糧

総

需

要

は

５
億
２
０
０
０
万
ト
ン
前
後
で
、
２
０
１
０
年
の

中
国
食
糧
生
産
高
は
５
億
４
６
０
０
万
ト
ン
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
５
億
ト
ン
と
い
う
目
標
は
控

え
め
な
数
字
に
思
え
る
。

中
央
農
村
工
作
指
導
グ
ル
ー
プ
弁
公
室
の
陳
錫

文
主
任
は
２
０
１
０
年
１
２
月
９
日
に
文
書
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
中
国
は
お
そ
ら
く
食
糧

増
産
の
勢
い
を
持
続
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
中
国

の
食
糧
生
産
能
力
は
水
資
源
が
よ
り
不
足
し
て
い

る
北
方
地
区
へ
と
ま
す
ま
す
傾
斜
し
て
い
く
。
こ

う
し
た
基
盤
の
上
で
食
糧
需
給
均
衡
と
国
家
食
糧

安
全
を
確
立
で
き
る
か
ど
う
か
は
憂
慮
さ
れ
る
と

こ
ろ
だ
。
し
か
も
中
国
の
現
有
農
業
資
源
条
件
と

生
産
レ
ベ
ル
を
考
え
る
と
、
農
産
品
の
総
合
消
費

水
準
は
実
際
に
は
す
で
に
そ
の
総
合
生
産
能
力
を

超
え
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
２
０
１
０
年
、
特
に
下
半
期
は
消

費
者
価
格
指
数
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
上
昇
率
が
記
録
を
更
新

し
続
け
、
１
１
月
の
Ｃ
Ｐ
Ｉ
上
昇
率
は
５
•
１
％

に
達
し
た
。
統
計
デ
ー
タ
分
析
で
見
る
と
、
１
１

月
度
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
大
幅
上
昇
傾
向
を
促
し
た
主
要
要

素
は
食
品
類
価
格
の
上
昇
で
、
食
糧
価
格
の
食
品

価
格
に
対
す
る
影
響
が
特
に
目
立
っ
た
。
食
糧
価

格
上
昇
は
住
民
食
品
消
費
支
出
を
直
接
増
加
さ
せ

た
だ
け
で
な
く
、
産
業
チ
ェ
ー
ン
を
通
じ
て
食
品

飲
料
加
工
業
の
生
産
コ
ス
ト
も
引
き
上
げ
た
。
ま

た
飼
料
業
コ
ス
ト
の
上
昇
で
、
肉
・
家
禽
・
卵
・

乳
製
品
・
水
産
類
製
品
の
価
格
が
上
が
り
、
果

物
・
野
菜
価
格
の
上
昇
も
引
き
起
こ
し
た
。
清
華

大
学
中
国
・
世
界
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
の
袁
鋼
明

研
究
員
に
よ
る
と
、
食
糧
や
野
菜
な
ど
を
含
む
農

産
品
の
供
給
問
題
は
２
０
１
０
年
の
中
国
経
済
に

存
在
す
る
主
要
問
題
の
一
つ
で
、
こ
の
問
題
に

よ
っ
て
中
国
経
済
の
弱
点
は
農
業
で
あ
る
こ
と
が

再
び
露
見
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
こ
２
年
の
気
候
条
件
と
自
然
災

害
が
中
国
の
食
糧
生
産
に
不
確
定
性
を
も
た
ら

し
、
し
か
も
今
後
中
国
の
食
糧
作
付
面
積
が
増
え

る
余
地
は
き
わ
め
て
小
さ
い
。
こ
う
し
た
す
べ
て

の
不
利
な
条
件
が
あ
る
た
め
、
中
国
の
農
業
生
産

が
「
着
実
に
上
昇
」
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
に

は
、
油
断
が
許
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に

多
く
の
努
力
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

「
食
糧
安
定
」
の
意
図

世
華
財
訊
農
産
品
先
物
ア
ナ
リ
ス
ト
の
沈
振

東
氏
の
分
析
で
は
、
中
央
農
村
工
作
会
議
は
食
糧

生
産
の
安
定
を
農
業
施
策
の
重
点
と
し
、
同
時
に

政
策
面
で
は
市
場
調
整
の
強
化
が
強
調
さ
れ
、
価

格
安
定
維
持
を
図
る
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。ま

た
沈
振
東
氏
に
よ
る
と
、
現
在
地
球
規
模

で
異
常
気
象
が
多
発
し
て
い
る
た
め
、
新
年
度
食

糧
生
産
の
不
確
定
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
同

時
に
、
作
物
生
産
コ
ス
ト
の
上
昇
、
国
際
農
産

品
価
格
の
上
昇
、
内
需
の
急
成
長
と
依
然
強
い
イ

ン
フ
レ
予
想
な
ど
上
昇
促
進
要
素
の
影
響
で
、

２
０
１
１
年
の
国
内
農
産
品
価
格
は
依
然
と
し
て

全
体
的
に
上
昇
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
と
見
ら
れ

る
。２

０
１
０
年
を
振
り
返
る
と
、
国
の
政
策
調
整

が
終
始
市
場
全
体
を
貫
い
て
い
た
。
年
初
の
１
号

文
書
か
ら
年
末
の
国
に
よ
る
食
糧
買
付
と
備
蓄
食

糧
放
出
な
ど
の
措
置
か
ら
見
て
、
市
場
安
定
を
守

ろ
う
と
す
る
国
の
意
図
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て

い
る
。
今
回
の
中
央
農
村
工
作
会
議
は
さ
ら
に
、

２
０
１
１
年
は
農
産
品
流
通
と
市
場
調
整
に
力
を

入
れ
、
農
産
品
の
合
理
的
価
格
水
準
を
保
ち
、
農

産
品
市
場
を
安
定
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
提

起
し
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
政
府
が
食
糧
な
ど
農
産

品
の
安
定
に
よ
っ
て
市
場
価
格
安
定
を
維
持
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
中

国
の
食
糧
が
２
０
１
１
年
も
豊
作
で
あ
れ
ば
、
イ

ン
フ
レ
へ
の
抵
抗
力
も
よ
り
底
力
の
あ
る
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
。

農
業
へ
の
財
政
投
入
は
成
長
を
維
持

あ
る
情
報
に
よ
る
と
、
２
０
１
１
年
の
中
央
財

政
の
農
業
支
援
予
算
は
９
０
０
０
億
元
を
超
え
る

見
通
し
で
、
こ
の
予
算
は
全
国
人
民
代
表
大
会
で

可
決
後
に
発
効
す
る
と
い
う
。
予
算
は
２
０
１
０

年
よ
り
１
０
％
増
え
、
中
央
財
政
の
「
三
農
」
へ

の
予
算
投
入
は
安
定
し
て
増
加
し
て
い
る
。

中
央
農
村
工
作
会
議
は
す
で
に
中
央
農
業
支
援

資
金
の
投
入
先
を
明
確
に
し
て
い
る
。
２
０
１
１

年
財
政
支
出
の
重
点
は
農
業
と
農
村
に
傾
斜
し
、

予
算
内
の
固
定
資
産
投
資
は
重
点
的
に
農
業
と
農

村
の
イ
ン
フ
ラ
建
設
に
用
い
ら
れ
、
土
地
譲
渡
収

益
は
農
業
土
地
開
発
、
農
田
水
利
と
農
村
イ
ン
フ

中国の２０１１年「三農」施策
　食糧生産安定重点に

経済が巨大なインフレ圧力に直面している情勢において、

食糧は中国のＣＰＩを上昇させる主要要素である。食糧の安

定した増産を保証することは、市場の安定にとってとりわけ

重要である。

本誌記者  蘭辛珍

内蒙古東北部のウランホト市突泉県では、

大量の資金を投じて農民の農業設備導入を

支援している。写真は内蒙古突泉県で節水

型スプリンクラー散水設備を設置する作業

員 （李欣撮影）

ここ数年の新農村建設で、江西省

の革命根拠地では社会主義新農村

の建設が加速している。興国県長

岡郷塘石村では、汚れていた池が

整備されて水がきれいになった

（周科撮影）
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ラ
建
設
に
重
点
的
に
投
入
さ
れ
る
。

中
国
の
農
業
へ
の
資
金
投
入
は
都
市
に
は
る
か

に
及
ば
ず
、
２
０
０
９
年
の
社
会
全
体
の
固
定
資

産
投
資
の
う
ち
農
業
は
わ
ず
か
３
•
１
％
で
あ
っ

た
。
し
か
も
農
業
は
比
較
的
効
果
利
益
が
低
く
、

経
済
成
長
や
雇
用
、
所
得
増
加
を
け
ん
引
す
る
力

が
弱
い
た
め
、
脇
に
置
い
や
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち

だ
。金

融
危
機
後
に
中
国
政
府
が
実
施
し
た
経
済

刺
激
策
は
、
農
業
へ
の
資
金
投
入
の
比
率
が
小
さ

く
、
特
に
２
０
１
０
年
の
農
業
へ
の
投
入
の
伸
び

率
は
２
０
０
９
年
の
７
•
４
ポ
イ
ン
ト
よ
り
も
明

ら
か
に
低
い
も
の
だ
っ
た
。

農
業
部
農
村
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
の
宋
洪
遠
主

任
の
考
え
で
は
、
中
国
は
財
政
農
業
支
援
資
金
の

安
定
成
長
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
完
備
し
、
農
業
・
農
村

へ
の
資
金
投
入
を
増
や
し
、
引
き
続
き
都
市
と
農

村
の
発
展
を
計
画
し
、
国
民
所
得
配
分
構
造
を
調

整
し
、
財
政
農
業
支
援
投
入
の
比
較
的
速
い
増
加

を
保
つ
よ
う
保
証
す
る
べ
き
で
あ
る
。

水
利
発
展
を
こ
れ
ま
で
に
な
く
重
視

水
資
源
の
不
足
は
す
で
に
中
国
食
糧
生
産
の
ボ

ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
の
半
数
以
上

の
耕
地
は
基
本
的
な
灌
漑
・
排
水
条
件
を
備
え
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
中
央
農
村
工
作
会
議
は
史
上

前
例
が
な
い
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど 
「
水
利
」
を

重
視
し
た
。
会
議
で
は
、
２
０
１
１
年
は
水
利
事

業
を
大
々
的
に
行
い
、
農
田
の
水
利
を
農
村
イ
ン

フ
ラ
建
設
の
重
点
任
務
と
す
る
こ
と
が
提
起
さ
れ

た
。水

利
部
は
２
０
１
１
年
に
農
田
水
利
建
設
、
中

小
河
川
の
治
水
管
理
、
山
津
波
災
害
防
止
、
干
ば

つ
対
応
基
礎
能
力
の
確
立
な
ど
水
利
事
業
の
う
ち

重
点
ウ
ィ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
を
特
に
強
化
す
る
と
の

方
針
を
示
し
た
。
小
型
農
田
水
利
重
点
県
８
５
０

県
の
建
設
に
特
に
力
を
入
れ
、
農
田
灌
漑
・
排
水

条
件
を
改
善
し
、
農
村
水
利
建
設
管
理
体
制
改
革

を
引
き
続
き
進
め
て
い
く
。

冬
季
と
春
季
は
中
国
の
水
利
事
業
に
お
け
る
主

要
時
期
で
あ
る
。
水
利
部
は
２
０
１
０
年
冬
か
ら

２
０
１
１
年
春
に
か
け
て
の
農
田
水
利
基
本
建
設

投
資
総
額
を
前
年
同
期
比
で
１
０
％
以
上
増
や
し
、

１
７
０
０
億
元
以
上
に
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い

る
。
２
０
１
１
年
は
、
干
ば
つ
や
洪
水
発
生
時
も

収
穫
を
保
証
で
き
る
よ
う
な
作
付
面
積
を
全
国
で

１
０
６
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
新
た
に
増
や
し
、
灌
漑
面
積

５
３
０
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
新
設
ま
た
は
改
善
し
、
冠

水
対
応
能
力
の
あ
る
耕
作
地
の
面
積
を
１
０
９
万
ヘ

ク
タ
ー
ル
増
や
し
、
節
水
灌
漑
面
積
を
２
０
８
万
ヘ

ク
タ
ー
ル
増
や
す
見
込
み
で
あ
る
。

農
村
の
民
生
を
改
善

中
央
農
村
工
作
会
議
は
農
村
の
民
生
を
大

変
重
視
し
て
い
る
。
会
議
の
声
明
に
よ
れ
ば
、

２
０
１
１
年
に
中
国
政
府
は
よ
り
多
く
の
措
置
を

講
じ
て
、
農
民
の
職
業
技
能
と
収
穫
向
上
力
を
高

め
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
農
民
の
所
得
を

増
や
す
。
農
村
の
飲
用
水
、
道
路
、
メ
タ
ン
ガ

ス
、
危
険
家
屋
改
造
な
ど
を
引
き
続
き
着
実
に
推

進
し
、
農
村
教
育
、
三
級
医
療
衛
生
サ
ー
ビ
ス
体

系
、
公
共
文
化
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
確
立
と
発
展
を

促
進
し
、
新
型
農
村
社
会
養
老
保
険
の
試
験
運
用

地
区
の
拡
大
に
特
に
力
を
入
れ
る
。

こ
こ
数
年
、
中
国
の
農
村
民
生
と
農
村
経
済

に
は
大
き
な
発
展
が
見
ら
れ
た
。
人
力
資
源
社
会

保
障
部
の
統
計
に
よ
る
と
、
２
０
１
０
年
９
月
末

現
在
で
、
全
国
の
新
型
農
村
養
老
保
険
の
試
験

運
用
地
区
に
お
け
る
保
険
加
入
者
は
６
７
１
９
万

人
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
養
老
金
受
給
者
数
は

１
８
２
７
万
８
０
０
０
人
で
、
基
礎
養
老
金
支
給

額
は
１
１
８
億
元
だ
っ
た
。

新
型
農
村
合
作
医
療
制
度
の
加
入
者
数
は
増

え
続
け
て
い
る
。
衛
生
部
の
統
計
に
よ
る
と
、

２
０
１
０
年
６
月
末
現
在
で
、
新
型
農
村
合
作
医

療
制
度
の
加
入
者
数
は
８
億
３
３
０
０
万
人
に
達

し
た
。

農
民
所
得
も
大
幅
に
増
え
て
い
る
。
農
業
部
の

デ
ー
タ
で
は
、
２
０
１
０
年
の
中
国
農
民
１
人
当

た
り
平
均
純
収
入
は
５
８
０
０
元
以
上
で
、
実
質

成
長
率
は
１
０
％
前
後
で
あ
っ
た
。

し
か
し
農
民
所
得
が
急
成
長
を
続
け
て
い
る
と

は
い
え
、
都
市
と
農
村
の
住
民
所
得
格
差
の
拡
大

傾
向
は
未
だ
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。
２
０
０
４
年

か
ら
２
０
０
９
年
ま
で
に
、
都
市
住
民
の
１
人
当

た
り
平
均
可
処
分
所
得
は
９
•
７
％
増
え
、
農
民

所
得
の
伸
び
率
よ
り
２
ポ
イ
ン
ト
高
か
っ
た
。
都

市
と
農
村
の
住
民
所
得
格
差
は
３
•
２
１
：
１
か

ら
３
•
３
３
：
１
に
拡
大
し
た
。
２
０
０
９
年
の

上
海
市
の
農
民
１
人
当
た
り
平
均
純
収
入
は
甘
粛

省
の
農
民
の
４
•
２
倍
で
あ
っ
た
。

な
お
も
重
点
的
に
注
目
す
る
べ
き
問
題

中
国
は
一
貫
し
て
食
糧
問
題
を
非
常
に
重
視

し
、
現
在
食
糧
は
増
産
が
続
い
て
い
る
も
の
の
、

農
産
品
需
給
構
造
の
均
衡
を
図
る
の
は
依
然
と
し

て
難
し
い
。

中
国
の
小
麦
、
米
の
生
産
高
は
ほ
ぼ
市
場
の

需
要
を
満
た
し
多
少
の
余
裕
が
あ
る
が
、
ダ
イ

ズ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
生
産
高
は
需
要
を
満
た
し

て
い
な
い
。
２
０
１
０
年
１
月
か
ら
１
１
月
に
、

中
国
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
１
５
６
万
ト
ン
と
ダ
イ
ズ

４
９
４
０
万
ト
ン
を
輸
入
し
た
。

農
業
部
新
聞
弁
公
室
に
よ
る
と
、
今
後
も
依
然

と
し
て
食
糧
供
給
の
保
証
が
食
糧
問
題
の
核
心
に

な
る
。

農
民
の
穀
物
栽
培
行
動
に
も
大
き
な
変
化

が
あ
っ
た
。
こ
こ
数
年
食
糧
生
産
コ
ス
ト
の
上

昇
傾
向
は
動
か
し
が
た
く
、
２
０
０
７
年
か
ら

２
０
０
９
年
に
か
け
て
水
稲
、
小
麦
、
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
の
価
格
は
年
平
均
で
７
•
１
％
上
昇
し
、
総

生
産
コ
ス
ト
は
年
平
均
で
１
１
•
７
％
上
が
っ

た
。
し
か
し
２
０
０
９
年
の
農
民
の
栽
培
に
よ
る

収
入
の
比
率
は
２
９
•
１
％
に
下
が
っ
た
。

農
業
部
新
聞
弁
公
室
に
よ
る
と
、
国
際
的
な
農

産
品
競
争
も
中
国
農
業
の
発
展
に
と
っ
て
圧
力
に

な
っ
て
い
る
。
中
国
農
業
の
対
外
開
放
が
進
み
つ

つ
あ
る
と
は
い
え
、
農
業
の
国
際
競
争
力
は
ま
だ

そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
い
。

現
在
、
中
国
は
世
界
第
３
の
農
産
品
貿
易

国
で
あ
る
。
農
産
品
貿
易
額
は
２
０
０
５
年
の

５
６
３
億
８
０
０
０
万
ド
ル
か
ら
２
０
０
９

年
に
は
９
２
３
億
３
０
０
０
万
ド
ル
ま
で
増

え
、
６
３
•
８
％
成
長
し
た
。
こ
の
間
の
年
平

均
伸
び
率
は
１
３
•
２
％
だ
っ
た
。
貿
易
構
造

で
見
る
と
、
２
０
０
４
年
の
農
産
品
貿
易
赤
字

は
４
６
億
ド
ル
だ
っ
た
が
、
２
０
０
８
年
に
は

１
８
１
億
６
０
０
０
万
ド
ル
ま
で
激
増
し
た
。
中

国
の
園
芸
、
畜
産
品
な
ど
優
位
性
の
あ
る
製
品
の

輸
出
が
し
ば
し
ば
阻
害
さ
れ
、
ダ
イ
ズ
、
綿
花
な

ど
大
口
農
産
品
の
輸
入
が
急
増
し
た
。

海
外
農
産
品
の
進
出
、
特
に
低
価
格
競
争
が
中

国
の
農
産
品
に
打
撃
を
与
え
、
中
国
の
農
民
の
農

産
品
栽
培
に
対
す
る
意
欲
を
そ
い
で
し
ま
う
可
能

性
が
あ
る
。

「十一五」（第１１次五カ年計画）に入ってから、毎

年全国で食糧が増産し、主要農産品は十分な供給があ

り、農民１人当たり平均純収入が急増した。写真は河

南省鎮平県楊営鎮の麦畑でコンバイン数十台を使って

小麦を収穫する様子  （新華社）

中央農村工作会議が提起した

２０１１年六大重点任務

一、引き続き「三農」への投入を大幅に増

やし、「強農恵農」政策を完備し、強化す

る。

二、農業生産をゆるがせにせずしっかり取

り組み、主要農産品の有効供給を確実に保

証する。

三、農産品流通と市場調整の改善に力を注

ぎ、農産品価格の合理的水準を維持するよ

う努め、農産品流通ルートを整備し、流通

コストが低く運営効率の高い農産品販売ネ

ットワークの構築を急ぐ。

四、農業技術設備の建設、農業発展の基礎

的なサポートを強化する。

五、農村民生の保証と改善に力を入れ、農

民が幸福に生活できるようにする。

六、農村改革を深化・推進し、農村発展の

活力を引き続き強化する。
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経済経済

北
京
市
の
豊
益
橋
付
近
は
、
自
動
車
の
４

Ｓ
店
（
新
車
販
売
、
ア
フ
タ
サ
ー
ビ
ス
、
部
品

供
給
、
顧
客
情
報
の
４
つ
の
機
能
を
持
つ
販
売

店
）
が
集
中
す
る
エ
リ
ア
の
１
つ
で
あ
る
。
２

カ
月
前
ま
で
は
車
を
買
う
た
め
に
長
蛇
の
列
が

で
き
、
午
後
に
な
っ
て
も
一
向
に
引
く
様
子
も

な
く
、
従
業
員
た
ち
は
昼
食
抜
き
で
接
客
に

あ
た
っ
た
。
し
か
し
、
2
0
1
1
年
の
1
月
１

日
の
午
後
は
、
予
想
に
反
し
て
静
か
な
元
旦
と

な
っ
た
。
と
あ
る
ホ
ン
ダ
の
４
Ｓ
店
で
は
、
従

業
員
が
た
っ
た
２
人
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

　

毎
年
、
元
旦
と
い
え
ば
か
き
い
れ
時
で
、
元

旦
休
暇
に
多
く
の
人
が
車
を
購
入
す
る
た
め
に

や
っ
て
く
る
。
し
か
し
２
０
１
０
年
末
に
発
表

さ
れ
た
制
限
政
策
の
影
響
を
受
け
、
今
年
の
北

京
は
い
つ
も
と
は
違
っ
た
元
旦
を
迎
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。

中
国
汽
車
工
業
諮
詢
発
展
公
司
の
チ
ー
フ
ア

ナ
リ
ス
ト
賈
新
光
氏
は
、
北
京
だ
け
で
な
く
全

国
の
自
動
車
市
場
に
お
い
て
も
販
売
は
ふ
る
わ

な
い
だ
ろ
う
と
見
て
お
り
、
「
２
０
１
１
年
の

中
国
で
、
こ
の
２
年
間
ほ
ど
自
動
車
が
よ
く
売

れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
話
す
。　

多
く
の
市
場
ア
ナ
リ
ス
ト
の
考
え
と
賈
氏

の
考
え
は
一
致
し
て
お
り
、
２
０
１
１
年
の
中

国
自
動
車
市
場
の
伸
び
率
は
、
２
０
０
９
年
と

２
０
１
０
年
の
伸
び
率
に
は
到
底
及
ば
な
い
と

見
て
い
る
。
過
去
２
年
間
は
３
０
％
以
上
伸
び

率
を
保
持
し
て
お
り
、
特
に
２
０
０
９
年
の
中

国
の
自
動
車
販
売
台
数
は
、
ア
メ
リ
カ
を
抜

き
、
世
界
第
一
位
と
な
っ
た
。　

業
界
関
係
者
が
中
国
の
自
動
車
市
場
の
予
測

伸

び

率
を

下

げ

た

の

は
、
い
く
つ
か
の
政
策

に
つ
い
て
憂
慮
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
政
策
が
２
０
１
１

年
の
中
国
の
自
動
車
販

売
台
数
に
マ
イ
ナ
ス
影

響
を
も
た
ら
す
と
考
え

て
い
る
か
ら
だ
。
賈
氏

は
、
北
京
市
で
新
し
く

発
表
さ
れ
た
渋
滞
の
緩

和
策
は
、
自
動
車
市
場

に
多
大
な
影
響
を
与
え

る
と

見
て

い

る

。
こ

の
方
案
で
は
、
２
０
１
１
年
、
北
京
市
内
に
お

い
て
取
得
が
許
可
さ
れ
る
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

は
２
４
万
台
分
の
み
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
２
０
１
０
年
北
京
で
は
、
自
動
車
が

８
０
万
台
近
く
販
売
さ
れ
て
い
る
。
賈
氏
は
、

北
京
が
率
先
し
て
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
取
得

量
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
一
旦
他
の
地

域
に
波
及
し
た
場
合
、
自
動
車
市
場
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
を
抱

い
て
い
る
。　

ま
た
、
同
氏
は
、
自
動
車
市
場
に
大
き
な

影
響
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
２
年
間

で
実
施
さ
れ
た
自
動
車
購
入
税
の
優
遇
政
策

や
「
自
動
車
下
郷
」
政
策
（
農
村
地
域
で
自

動
車
を
購
入
す
る
場
合
に
補
助
金
を
支
給
す
る

政
策
）
、
「
以
旧
換
新
」
政
策
（
自
動
車
の
買

い
換
え
に
補
助
金
を
支
給
す
る
政
策
）
な
ど
一

連
の
経
済
刺
激
政
策
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
政
策

は
、
２
０
１
１
年
に
お
け
る
自
動
車
市
場
の
け

ん
引
力
を
損
な
う
原
因
に
な
り
う
る
と
の
見
解

を
示
し
た
。　

ま
た
、
業
界
関
係
者
は
、
２
０
１
０
年
の
中

国
に
お
け
る
自
動
車
市
場
の
好
況
は
、
そ
の
他

さ
ま
ざ
ま
な
原
因
が
重
な
り
あ
っ
て
二
次
的
な

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
、
と
見
て
い
る
。

ま
ず
一
つ
は
、
地
域
的
な
制
限
政
策
の
全
国
の

規
範
性
へ
の
影
響
で
あ
る
。
主
に
２
０
１
０
年

末
に
北
京
で
発
生
し
た
よ
う
な
、
政
府
に
よ
る

制
限
政
策
へ
の
懸
念
か
ら
、
自
動
車
購
入
に
人

が
殺
到
す
る
と
い
っ
た
異
常
現
象
が
挙
げ
ら
れ

る
。
２
つ
目
は
、
イ
ン
フ
レ
が
も
た
ら
す
自
動

車
の
購
買
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
十
分
な
流
動
性

は
、
長
期
間
に
わ
た
る
イ
ン
フ
レ
の
圧
力
と
な

り
、
す
で
に
消
費
者
に
「
先
を
急
い
だ
消
費
は

合
理
的
な
の
だ
」
と
い
っ
た
感
覚
を
引
き
起
こ

し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
原
因
の
も
と
で
、
中

国
の
自
動
車
市
場
は
、
本
来
な
ら
ば
数
年
後
に

自
動
車
を
購
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
消
費
者
の

需
要
を
先
取
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の

種
の
購
買
ブ
ー
ム
が
今
後
起
こ
る
確
率
は
極
め

て
低
く
、
将
来
の
自
動
車
市
場
は
鈍
化
す
る
可

能
性
が
あ
る
。

自
動
車
産
業
へ
の
影
響　

自
動
車
産
業
は
中
国
経
済
の
支
柱
産
業
の
１

つ
で
あ
る
。
も
し
、
中
国
の
自
動
車
産
業
に
一

旦
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
将
来

的
に
ど
う
い
う
影
響
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
か
？

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ま
さ
に
「
仁
者
は
仁
を

見
、
智
者
は
智
を
見
る
」
、
す
な
わ
ち
人
に

よ
っ
て
そ
の
見
解
は
違
っ
て
く
る
。　

中
国
自
動
車
工
業
協
会
は
、
今
回
の
北
京

市
に
お
け
る
渋
滞
軽
減
の
た
め
の
「
ブ
レ
ー

キ
」
政
策
、
す
な
わ
ち
自
動
車
購
入
の
規
制
政

策
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
懸
念
を
表
明
し

た
。
北
京
に
お
け
る
自
動
車
購
入
の
制
限
政
策

は
、
今
後
の
自
動
車
業
の
健
全
な
発
展
に
必
ず

や
マ
イ
ナ
ス
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
北

京
市
が
一
種
の
「
規
範
モ
デ
ル
」
と
な
る
こ
と

で
、
北
京
以
外
の
地
域
に
も
購
買
制
限
が
波
及

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
の
自
動
車
産
業
の
発

展
は
全
体
的
に
マ
イ
ナ
ス
影
響
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
、
結
果
と
し
て
国
民
経
済
に
も
マ
イ
ナ

ス
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
何
故

か
と
い
う
と
、
自
動
車
産
業
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
で
、
自
動
車
産
業
に
付
属
す
る
そ
の
他
の
産

業
、
例
え
ば
、
ゴ
ム
、
石
油
、
鉄
鋼
、
ガ
ラ
ス

業
な
ど
が
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。　

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
悲
観
的
な
考
え
と
は

違
っ
た
見
解
も
あ
る
。
機
械
工
業
連
合
会
の
張

中国自動車市場成長は
鈍化する可能性も

中国の自動車産業からしてみれば、現在の販売

量はさして重要ではない。重要なのは、景気刺激

政策から離れた際に、自動車市場のけん引力とし

て、自動車産業のグレードアップを加速すること

はできるのか、また、迅速な産業強化への促進は

可能なのか、という点である。

本誌記者　蘭辛珍

北京、上海、広州など大都市では、すでに交

通運用が負荷すべき許容範囲を超えている。

写真は北京市の東三環の国貿橋付近での交通

渋滞の様子（趙氷撮影）
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老
年
人
権
益
保
障
法
の
改
正

「
精
神
的
い
た
わ
り
」
を
重
視

社会

小
虞
副
会
長
は
、
市
場
の
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
は
、

と
も
す
る
と
中
国
の
自
動
車
産
業
に
と
っ
て
は

プ
ラ
ス
と
働
く
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
考
え

だ
。　張

氏
に
よ
れ
ば
、
国
民
経
済
発
展
の
前
途
を

長
い
目
で
見
た
場
合
、
中
国
の
自
動
車
市
場
は

将
来
的
に
見
て
し
ば
ら
く
は
伸
び
率
に
基
本
的

な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
は
ず
だ
と
い
う
。
中
国

の
二
級
、
三
級
、
四
級
都
市
及
び
農
村
に
お
け

る
市
場
は
、
依
然
と
し
て
巨
大
市
場
と
し
て
の

キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
が
あ
り
、
都
市
化
の
過
程
で

必
然
的
に
自
動
車
消
費
は
増
加
し
、
そ
の
上
、

ほ
ぼ
す
べ
て
の
国
外
企
業
は
中
国
を
最
も
重
要

な
市
場
と
位
置
付
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。　

ま
た
、
同
氏
は
中
国
の
自
動
車
産
業
か
ら
し

て
み
れ
ば
、
現
在
の
販
売
量
は
さ
ほ
ど
重
要
で

は
な
く
、
重
要
な
の
は
景
気
刺
激
策
か
ら
離
れ

た
後
に
、
自
動
車
産
業
の
転
換
が
加
速
し
う
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
点
が
重
要
だ
と
考
え
て
い

る
。
自
動
車
産
業
が
対
策
の
変
化
に
直
面
し
、

意
識
と
状
況
の
調
整
が
必
要
と
な
り
、
こ
の

「
逆
境
」
を
十
分
に
利
用
し
、
転
換
に
よ
る
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
は
か
る
と
い
っ
た
「
ピ
ン
チ

を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
る
」
こ
と
を
行
い
、 

自
動

車
産
業
の
強
化
を
迅
速
に
進
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
同
氏
は
、
こ
れ
か
ら
の
１
０
年

間
は
、
中
国
の
自
動
車
産
業
に
と
っ
て
カ
ギ
と

な
る
時
期
だ
、
と
話
す
。

メ
ー
カ
ー
の
対
応　

北
亜
自
動
車
市
場
ビ
ジ
ネ
ス
情
報
セ
ン
タ
ー

の
郭
咏
経
理
は
、
２
０
１
１
年
第
１
四
半
期
の

中
国
自
動
車
市
場
の
前
途
は
非
常
に
暗
澹
と
し

た
状
況
に
陥
る
と
見
て
い
る
。
多
く
の
特
約
店

も
含
め
、
突
然
、
販
売
量
が
下
落
す
れ
ば
、
そ

の
後
の
経
営
コ
ス
ト
と
経
営
へ
の
圧
迫
は
非
常

に
大
き
く
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
自
動
車
販
売

デ
ィ
ー
ラ
ー
の
資
金
繰
り
能
力
が
試
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
ま
た
新
た
に
再
調
整
を
行
う
局
面

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。　

北
京
の
長
安
自
動
車
デ
ィ
ー
ラ
ー
シ
ョ
ッ

プ
の
羅
鋭
鋒
氏
は
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
制

限
政
策
の
実
施
に
よ
っ
て
、
２
０
１
１
年
の
北

京
市
に
お
け
る
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
ブ
ラ
ン
ド

競
争
が
主
流
と
な
り
、
悲
観
的
な
予
測
と
し
て

は
、
特
に
４
Ｓ
店
と
し
て
市
場
に
新
規
参
入
し

た
中
小
ブ
ラ
ン
ド
の
う
ち
の
半
分
は
、
経
営
困

難
に
陥
る
か
、
北
京
市
場
か
ら
撤
退
す
る
こ
と

に
な
る
と
見
て
い
る
。

同
氏
曰
く
、
危
機
感
を
お
ぼ
え
た
店
舗
は
、

ま
ず
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
向
上
に
つ
と
め
、
顧
客

を
引
き
つ
け
、
次
に
、
北
京
の
周
辺
都
市
す
な

わ
ち
天
津
の
市
場
や
大
々
的
な
取
引
市
場
を
も

重
視
し
始
め
、
２
０
１
１
年
の
総
販
売
台
数
を

２
０
１
０
年
と
均
衡
に
保
つ
べ
く
つ
と
め
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
２
０
１
１
年
も
そ
の
情

勢
を
保
て
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

同
氏
と
て
予
測
が
つ
か
な
い
と
い
う
。
現
在
、

中
国
の
自
動
車
生
産
に
お
け
る
人
件
費
、
原
材

料
費
の
コ
ス
ト
が
上
昇
し
て
い
る
上
に
、
市

場
の
伸
び
率
の
反
落
に
よ
っ
て
、
企
業
は
よ
り

一
層
激
烈
な
市
場
競
争
に
直
面
す
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
上
値
上
げ
を
し
て
も
コ
ス
ト
の
上
昇

分
を
消
化
で
き
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
利
潤

の
低
下
を
意
味
す
る
。

北京市での制限政策の

発表により、今年の元

旦休暇の自動車販売は

異常な状況になった。

写真は北京のとある特

約店（ＣＮＳ）

経済

中
国
で
は
、
百
の
善
き
孝
行
を
優
先
し
、
常
に

家
に
戻
る
、
と
い
う
の
が
孝
行
の
気
持
ち
を
表
す
基

本
的
な
方
法
で
あ
り
、
素
朴
か
つ
欠
か
せ
な
い
人
の

常
な
る
情
で
も
あ
る
。 

中
国
の
新
聞
「
法
制
晩
報
」
に
よ
る
と
、
こ
の

ほ
ど
、
「
老
年
人
権
益
保
障
法
」
の
改
正
作
業
が
ほ

老
年
人
権
益
保
障
法
の
改
正

「
精
神
的
い
た
わ
り
」
を
重
視

本
誌
記
者　

馬
力

（
子
ど
も
が
巣
立
っ
た
後
の
高
齢
者
夫
婦
ま
た
は
独

り
暮
ら
し
世
帯
）
は
７
０
％
に
達
し
て
い
る
…
…
一

連
の
数
字
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
老
人
の
扶
養
を
め

ぐ
る
厳
し
い
状
況
だ
。
専
門
家
は
、
今
後
１
０
年
で

老
人
あ
る
い
は
中
年
に
と
っ
て
独
居
家
庭
が
主
流
と

な
り
、
そ
の
占
め
る
割
合
は
９
０
％
以
上
に
達
す
る

可
能
性
が
あ
る
、
と
予
測
し
て
い
る
。 

報
道
に
よ
る
と
、
天
津
に
住
む
６
８
歳
の
徐
さ

ん
は
息
子
を
裁
判
所
に
提
訴
し
た
こ
と
が
あ
る
。
訴

訟
請
求
で
は
物
質
的
要
求
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
て

お
ら
ず
、
た
だ
面
倒
を
見
る
義
務
を
果
た
す
よ
う
求

め
た
。
徐
さ
ん
は
「
養
育
費
な
ど
必
要
じ
ゃ
な
い

が
、
息
子
が
気
に
か
け
て
く
れ
た
り
、
声
を
か
け

た
り
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
。
息
子
に
会
う
の
は
大
ス

タ
ー
に
会
う
ほ
ど
に
難
し
く
、
あ
れ
こ
れ
考
え
る
と

心
が
痛
む
」
と
話
す
。 

徐
さ
ん
の
例
の
よ
う
に
、
江
蘇
省
姜
堰
市
で
も

し
ば
ら
く
前
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
原
告

は
８
０
歳
の
元
教
師
、
彼
が
訴
え
た
の
は
末
の
息

子
。
訴
訟
は
同
様
に
「
養
育
費
」
の
た
め
で
は
な

く
、
い
つ
も
仕
事
が
忙
し
い
、
家
庭
に
い
ろ
い
ろ
事

情
が
あ
る
こ
と
を
口
実
に
父
母
に
会
い
に
来
な
い
か

ら
だ
。
最
終
的
に
、
双
方
は
裁
判
官
の
調
停
に
合

意
、
息
子
は
週
に
少
な
く
と
も
１
回
父
親
を
訪
ね
る

こ
と
を
承
諾
し
た
。
付
き
添
う
時
間
は
毎
回
２
時
間

以
上
。

「
広
州
日
報
」
に
よ
る
と
、
２
０
０
６
年
、
広

州
市
白
雲
区
の
あ
る
養
老
院
は
、
子
ど
も
の
２
割
が

入
居
す
る
年
老
い
た
親
に
め
っ
た
に
会
い
に
来
な
い

こ
と
か
ら
、
老
人
が
入
居
す
る
際
に
、
子
ど
も
に
養

老
院
と
「
肉
親
の
情
の
協
定
」
を
結
ぶ
よ
う
求
め

た
。
協
定
は
毎
月
老
人
を
見
舞
い
、
毎
週
電
話
を
か

け
る
こ
と
を
規
定
。
当
時
、
家
族
は
肉
親
の
情
を
量

化
す
る
の
は
形
式
主
義
で
、
し
か
も
余
計
な
お
せ
っ

か
い
を
焼
く
こ
と
で
あ
り
、
実
行
す
る
の
は
難
し
い

ぼ
完
了
し
た
。
民
政
部
の
副
巡
視
員
・
呉
明
氏
に
よ

れ
ば
、
老
年
法
の
今
回
の
改
正
草
案
は
「
精
神
的
い

た
わ
り
」
と
い
う
一
章
の
中
で
「
家
庭
の
構
成
員

は
精
神
的
に
老
人
を
無
視
、
孤
立
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
、
「
老
人
と
別
居
し
て
い
る
扶
養
者

は
、
常
に
老
人
を
訪
ね
た
り
声
を
か
け
た
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
強
調
し
て
い
る
と
い
う
。 

「
子
ど
も
は
常
に
家
に
戻
る
」
、
こ
う
し
た
父

母
の
や
さ
し
い
気
持
ち
の
期
待
は
、
ま
も
な
く
法
律

に
盛
り
込
ま
れ
る
が
、
こ
れ
が
社
会
に
熱
き
議
論
を

呼
び
起
こ
し
た
。
一
部
の
人
に
は
、
「
常
に
家
に
戻

る
」
は
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
か
な
り

の
人
に
と
っ
て
は
、
一
方
で
生
活
を
維
持
す
る
の
が

大
変
で
あ
り
、
一
方
で
遠
方
の
父
母
は
子
ど
も
の
こ

と
を
気
に
か
け
て
お
り
、
も
し
か
す
る
と
、
「
父
母

に
会
い
に
常
に
家
に
戻
る
」
こ
と
は
実
は
非
常
に
難

し
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

◆
「
空
巣
家
庭
」
、
肉
親
の
情
と
い
た
わ
り

が
必
要

わ
が
国
で
は
現
在
、
６
０
歳
以
上
の
老
人
は

１
億
６
７
０
０
万
人
を
数
え
、
能
力
を
完
全
に

喪
失
し
た
人
は
１
０
３
６
万
人
、
半
喪
失
者
は

２
１
３
５
万
人
、
大
中
都
市
で
の
「
空
巣
家
庭
」

老人ホームで高齢者と話をする江蘇省鎮江市迎江路コ

ミュニティの大学生ボランティア(石玉成撮影)
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旭
日
陽
剛

人
気
の
農
民
工
デ
ュ
オ

「
旭
日
陽
剛
」
の
そ
の
後

話題の人 社会

と
主
張
し
た
。
法
曹
界
に
は
、
契
約
を
強
制
的
に
執

行
さ
せ
れ
ば
、
老
人
と
家
族
と
の
関
係
を
さ
ら
に
悪

化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
と
の
意
見
も
あ
る
。

同
養
老
院
は
依
然
、
同
じ
よ
う
に
面
会
協
定
を

結
び
、
毎
週
少
な
く
と
も
1
回
電
話
を
入
れ
、
毎
月

少
な
く
と
も
１
回
面
会
に
来
る
よ
う
子
ど
も
に
求
め

て
い
る
。
子
ど
も
が
よ
そ
の
土
地
に
い
る
た
め
、
ま

た
は
特
殊
な
事
情
で
面
会
に
来
ら
れ
な
い
場
合
は
、

直
ち
に
理
由
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
養
老
院
の

責
任
者
は
「
現
在
入
居
し
て
い
る
老
人
の
平
均
年
齢

は
す
で
に
8
2
歳
。
こ
の
年
齢
だ
と
一
般
に
子
ど
も

が
数
人
お
り
、
交
替
で
世
話
を
し
に
来
て
い
る
。
１

カ
月
に
１
回
、
そ
う
多
く
は
な
い
。
だ
が
、
大
半
は

独
り
っ
子
で
、
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
遠
い
場
合
、

こ
の
規
定
を
実
行
す
る
の
は
比
較
的
難
し
い
」
と
話

す
。

◆
さ
ら
な
る
力
、
「
社
会
の
世
話
」
に
期
待

中
国
で
は
、
倫
理
・
道
徳
か
ら
言
っ
て
も
、
法

律
か
ら
言
っ
て
も
、
誰
に
も
老
人
を
扶
養
す
る
義
務

が
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
老
人
扶
養
問
題
で
の
政
府

の
義
務
を
軽
減
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
現
代
社
会
で
は
、
と

く
に
高
齢
化
が
ま
す
ま
す
進
む
状
況
の
中
、
政
府
機

関
に
は
さ
ら
に
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
責
任
が

あ
り
、
し
か
も
社
会
の
養
老
問
題
で
徐
々
に
資
金
投

入
を
拡
大
し
、
ま
す
ま
す
き
め
細
か
な
仕
事
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

李
元
（
仮
名
）
さ
ん
は
１
９
８
７
年
の
生
ま

れ
。
大
手
建
築
会
社
に
勤
め
、
い
つ
も
工
事
に
追
わ

れ
、
い
つ
も
国
外
に
派
遣
さ
れ
る
。
李
さ
ん
は
「
職

場
は
な
か
な
か
休
暇
を
く
れ
よ
う
と
し
な
い
。
父
母

に
会
い
に
常
に
家
に
戻
る
こ
と
が
法
律
で
規
定
さ
れ

た
ら
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
」
と
戸
惑
う
。

８
０
後
（
８
０
年
代
生
ま
れ
）
の
ネ
ッ
ト
ユ
ー

ザ
ー
の
「
独
行
者
」
は
、
子
ど
も
に
常
に
家
に
戻
る

よ
う
無
理
や
り
求
め
よ
う
と
す
る
法
律
の
草
案
に
異

議
を
唱
え
る
。
「
私
は
子
ど
も
が
留
守
番
児
童
に
な

る
の
を
望
ま
な
い
し
、
ま
し
て
や
老
母
が
独
居
す
る

の
も
望
ま
な
い
。
父
親
が
重
病
だ
と
聞
い
て
家
に
急

い
だ
が
、
家
に
着
く
の
を
待
た
ず
に
父
は
行
っ
て
し

ま
い
、
心
が
痛
ん
だ
。
だ
が
、
老
母
と
妻
子
の
後
日

の
生
活
も
、
耐
え
る
し
か
な
い
。
３
日
喪
に
服
し

て
、
そ
う
そ
う
に
仕
事
の
た
め
福
建
に
戻
っ
た
」

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
「
常
に
家
に
戻
る
」
を

老
年
法
に
盛
り
込
む
と
同
時
に
、
「
社
会
の
世
話
」

も
独
立
し
た
一
章
と
し
て
老
年
法
に
書
き
込
ま
れ

た
。
伝
統
的
な
道
徳
を
唱
道
す
る
と
同
時
に
、
社
会

的
扶
養
と
い
う
面
で
の
政
府
の
責
任
が
一
層
明
確
に

な
っ
た
。 

同
時
に
、
子
ど
も
が
面
倒
を
み
た
り
、
訪
れ
た

り
す
る
の
は
も
と
よ
り
重
要
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
重

要
な
の
は
、
老
人
の
社
会
的
な
価
値
を
改
め
て
確

立
し
て
、
社
会
が
老
人
を
認
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と

だ
。南

京
中
潤
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
・
兪
旋
女
史
は
「
老
人
は
ど
う
し
て
寂
し

い
と
感
じ
る
の
か
。
生
活
の
状
態
が
変
わ
る
と
、
周

り
の
社
会
的
機
能
も
萎
縮
し
て
し
ま
う
の
で
、
多
く

の
老
人
は
生
活
す
る
価
値
を
見
い
だ
せ
な
く
な
る
」

と
指
摘
。 

兪
女
史
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
状
況
で
も
、
退

職
後
に
豊
富
多
彩
な
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
る
老
人

は
非
常
に
多
い
と
い
う
。
老
人
大
学
に
通
っ
た
り
、

ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
ん
だ
り
、
社
会
活
動
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
夢
中
に
な
っ
た
り
…
…
。
こ
の
よ
う
な
老

人
は
生
活
に
対
し
て
も
往
々
に
し
て
開
放
的
だ
。
一

方
、
欧
米
で
は
退
職
後
も
仕
事
を
続
け
る
人
も
い

る
。 兪

女
史
は
、
老
い
た
親
に
対
す
る
子
ど
も
の
義

務
を
強
調
す
る
際
に
は
、
社
会
全
体
も
さ
ら
に
多
く

の
責
任
を
担
い
、
老
人
を
対
象
に
し
た
さ
ら
に
多
く

の
活
動
を
組
織
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
提
言
す
る
。

様
々
な
方
法
を
通
し
て
、
老
人
た
ち
に
も
う
一
度
社

会
に
戻
っ
て
も
ら
う
。
「
老
人
が
、
自
分
は
社
会
か

ら
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
さ
え
す
れ
ば
、
自
然

と
寂
し
さ
は
な
く
な
る
も
の
だ
」
。

春
節
を
間
近
に
控
え
た
1
月
１
８
日
、
居
民
委
員
会

に
集
っ
て
「
春
節
ギ
ョ
ー
ザ
」
を
味
わ
う
北
京
市
懐

柔
区
泉
河
街
道
地
区
の
「
空
巣
家
庭
」
の
老
人
た
ち

（
卜
向
東
撮
影
）

２
０
１
０
年
１
２
月
２
７
日
の
午
後
。
北

京
の
あ
る
小
さ
な
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
人
々
が
ざ

わ
ざ
わ
と
話
し
合
い
、
な
め
ら
か
な
ギ
タ
ー
の

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
人
々
を
陶
酔
さ
せ
て
い
た
。
演

奏
し
て
い
る
の
は
、
ネ
ッ
ト
で
有
名
に
な
っ
た

農
民
工
（
出
稼
ぎ
労
働
者
）
の
デ
ュ
オ
「
旭
日

陽
剛
」
だ
。
二
人
は
今
、
中
央
テ
レ
ビ
の
オ
ー

デ
ィ
シ
ョ
ン
番
組
『
星
光
大
道
（
ス
タ
ー
へ
の

道
）
』
の
２
０
１
０
年
度
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
目

指
し
て
い
る
。

「
３
曲
歌
っ
た
だ
け
で
、
通
路
は
人
で
埋

ま
っ
て
し
ま
っ
た
」

約
２
カ
月
前
、
携
帯
電
話
で
撮
っ
た
動
画

に
よ
っ
て
、
河
南
省
出
身
の
王
旭
さ
ん
（
４
４

歳
）
と
東
北
出
身
の
劉
剛
さ
ん
（
２
９
歳
）
は

ほ
と
ん
ど
一
夜
に
し
て
有
名
に
な
っ
た
。
動
画

の
中
で
、
２
人
は
蒸
し
暑
く
て
狭
い
部
屋
の
中

で
、
１
本
の
ギ
タ
ー
と
１
本
の
マ
イ
ク
で
、
枯

れ
た
味
の
あ
る
憂
い
を
帯
び
た
声
で
汪
峰
さ
ん

の
『
春
天
里
』
を
歌
っ
て
い
た
。
こ
の
動
画
が

友
人
に
よ
り
ネ
ッ
ト
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
後
、
ほ

ど
な
く
王
旭
さ
ん
と
劉
剛
さ
ん
は
ネ
ッ
ト
上
の

人
気
の
農
民
工
デ
ュ
オ

「
旭
日
陽
剛
」
の
そ
の
後

 ２０１０年１１月１１日、劉剛さ

んの借りている部屋で歌う王旭さん

（右）と劉剛さん（邢広利撮影）
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話題の人カルチャー

人
気
者
に
な
り
、
そ
し
て
「
旭
日
陽
剛
」
と
い

う
デ
ュ
オ
名
が
つ
け
ら
れ
た
。

有
名
に
な
っ
た
後
、
王
旭
さ
ん
と
劉
剛
さ
ん

の
も
と
も
と
落
ち
着
い
て
い
た
生
活
は
突
然
変

わ
っ
た
。
「
毎
日
、
記
者
の
取
材
を
受
け
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
地
方
公
演
に
行
き
、
夜
遅
く
ま

で
働
き
、
生
活
リ
ズ
ム
が
乱
れ
て
し
ま
っ
た
」

と
劉
剛
さ
ん
は
言
う
。

ま
た
、
二
人
に
よ
る
と
、
多
く
の
プ
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
会
社
が
契
約
を
申
し
出
た
が
、
今
な
お

い
か
な
る
会
社
と
も
契
約
を
結
ん
で
い
な
い
、

と
い
う
。

か
つ
て
は
「
旭
日
陽
剛
」
の
ス
テ
ー
ジ
は

大
部
分
が
地
下
鉄
の
駅
と
地
下
通
路
で
あ
っ
た

が
、
今
は
も
う
そ
こ
に
は
戻
れ
そ
う
も
な
い
。

取
材
日
の
前
日
、
王
旭
さ
ん
と
劉
剛
さ
ん
は
北

京
市
に
あ
る
地
下
鉄
公
主
墳
駅
の
地
下
通
路
に

行
っ
て
み
た
。
「
３
曲
歌
っ
た
だ
け
で
、
す
ぐ

に
通
路
が
人
で
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
」
。
突
然

の
変
化
に
対
し
、
二
人
は
な
す
す
べ
も
な
い
と

感
じ
て
い
る
。

「
ス
タ
ー
に
な
り
た
く
な
い
と
は
言
っ
て

い
な
い
」

実
は
、
今
の
「
旭
日
陽
剛
」
は
自
分
た
ち
が

何
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
る

た
め
、
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
そ

の
行
動
も
理
解
で
き
る
。
王
旭
さ
ん
と
劉
剛
さ

ん
は
ラ
ジ
オ
放
送
局
や
テ
レ
ビ
局
の
番
組
と
メ

デ
ィ
ア
の
取
材
を
断
る
一
方
で
、
メ
デ
ィ
ア
に

絶
え
ず
近
寄
っ
て
い
る
。
参
加
し
た
イ
ベ
ン
ト

の
大
部
分
は
出
演
料
を
も
ら
っ
て
い
な
い
と
強

調
し
な
が
ら
も
、
出
演
料
を
も
ら
え
る
公
演
も

強
く
望
ん
で
い
る
。

劉
剛
さ
ん
は
「
家
庭
の
条
件
が
悪
く
、
生
活

を
改
善
す
る
た
め
に
、
金
を
儲
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
妻
と
子
供
に
ず
っ
と
苦
労
を
か
け
続

け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
言
う
。

王
旭
さ
ん
は
「
落
ち
着
い
て
歌
が
歌
え
る
た

め
に
は
、
前
提
と
し
て
食
べ
る
の
に
困
ら
ず
、

生
活
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
っ
た
。

報
道
に
よ
る
と
、
劉
剛
さ
ん
は
ス
タ
ー
に
な

り
た
く
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
「
ネ
ッ
ト
で

の
多
く
の
報
道
は
事
実
で
は
な
い
。
ス
タ
ー
に

な
り
た
く
な
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
」
と
劉
剛

さ
ん
は
言
う
。

王
旭
さ
ん
と
劉
剛
さ
ん
は
か
つ
て
の
単
純

な
生
活
を
懐
か
し
ん
で
は
い
る
が
、
以
前
の
生

活
が
す
で
に
思
い
出
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い

こ
と
を
分
か
っ
て
い
る
。
二
人
は
未
来
の
更
に

す
ば
ら
し
い
生
活
に
い
っ
そ
う
あ
こ
が
れ
て
い

る
。王

旭
さ
ん
と
劉
剛
さ
ん
に
と
っ
て
、
地
下
鉄

の
駅
と
地
下
通
路
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
本
当
の
歌
う
環
境
と
生
活
の
雰
囲
気
が

あ
る
。
「
あ
そ
こ
で
歌
う
の
が
一
番
気
持
ち
が

い
い
。
こ
れ
か
ら
は
あ
そ
こ
に
戻
る
チ
ャ
ン
ス

が
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た

か
ら
、
今
、
毎
回
そ
こ
で
歌
を
歌
う
チ
ャ
ン
ス

を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
る
」
と
王
旭
さ
ん
は

語
っ
た
。

「
歌
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど
こ
で
も
い

い
」 「

旭
日
陽
剛
」
は
夢
の
実
現
に
ま
す
ま
す
近

づ
い
て
い
る
よ
う
だ
。

「
旭
日
陽
剛
」
は
全
力
で
『
星
光
大
道
』

の
２
０
１
０
年
度
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
目
指
し
て

お
り
、
ま
た
２
０
１
１
年
の
中
央
テ
レ
ビ
局
の

『
春
節
晩
会
（
春
節
の
タ
ベ
）
』
に
も
登
場
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
す
で
に
６
～
７
曲
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
曲
が
あ
り
、
旧
正
月
後
に
ア
ル
バ
ム
を

発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

し
か
し
、
業
界
関
係
者
は
王
旭
さ
ん
と
劉

剛
さ
ん
に
冷
水
を
浴
び
せ
て
い
る
。
作
詞
家
・

演
出
家
の
甲
丁
氏
は
、
「
『
旭
日
陽
剛
』
が
注

目
を
浴
び
て
い
る
の
は
、
１
つ
に
は
彼
ら
が
出

稼
ぎ
労
働
者
だ
か
ら
で
あ
り
、
も
う
１
つ
は
確

か
に
歌
が
上
手
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は

芸
能
界
の
突
発
的
事
件
に
す
ぎ
ず
、
も
し
彼
ら

が
音
楽
の
分
野
で
長
期
的
に
発
展
し
た
い
と
考

え
る
な
ら
、
必
ず
自
分
の
作
品
、
人
々
に
認
め

ら
れ
る
作
品
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

語
っ
た
。

有
名
な
音
楽
評
論
家
の
金
兆
鈞
氏
も
王
旭

さ
ん
と
劉
剛
さ
ん
に
忠
告
を
与
え
た
。
「
あ

ま
り
有
名
に
な
る
こ
と
を
重
く
見
ず
、
自
分

と
社
会
の
関
係
を
う
ま
く
調
整
す
る
必
要
が

あ
る
」
。

ほ
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
「
旭
日
陽

剛
」
の
心
理
状
態
が
と
て
も
良
い
こ
と
で
あ

る
。「

歌
を
歌
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど
こ
で
も

い
い
」
と
王
旭
さ
ん
は
言
っ
た
。

「
最
大
の
夢
は
自
分
の
歌
を
書
き
、
自
分
の

歌
を
歌
い
、
人
の
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
だ
」
と
劉

剛
さ
ん
は
言
う
。

「
旭
日
陽
剛
」
は
今
も
彼
ら
の
夢
に
向
か
っ

て
進
み
続
け
て
い
る
。

終
わ
っ
た
ば
か
り
の
２
０
１
０
年
は
中
国
映
画

史
上
重
要
な
一
年
に
な
っ
た
は
ず
だ
。
中
国
の
映
画

興
行
収
入
は
２
０
０
９
年
か
ら
６
０
％
成
長
し
、
初

め
て
１
０
０
億
元
を
突
破
し
た
。
２
０
１
０
年
初
め

の
『
ア
バ
タ
ー
』
上
映
時
と
年
末
に
旧
正
月
向
け
映

画
が
数
作
品
上
映
さ
れ
た
際
、
映
画
館
の
チ
ケ
ッ
ト

売
り
場
で
列
が
で
き
る
ほ
ど
活
況
だ
っ
た
こ
と
か
ら

見
て
、
中
国
映
画
業
界
の
発
展
は
黄
金
期
に
入
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

１
９
９
０
年
代
の
低
迷
期
を
経
て
、
今
中
国

映
画
は
高
度
成
長
期
に
入
っ
て
い
る
。
特
に
こ
こ

７
年
間
は
、
興
行
収
入
が
９
億
元
か
ら
１
０
０
億

元
に
な
り
、
１
０
倍
に
増
加
、
年
平
均
成
長
率
は

３
０
％
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
急
成
長
は
、
中
国
の

総
合
国
力
の
向
上
と
、
文
化
体
制
改
革
を
推
進
す

る
中
で
映
画
の
産
業
化
政
策
を
強
力
に
実
施
し
て

き
た
こ
と
に
よ
る
。

中
国
の
映
画
消
費
支
出
は
国
民
経
済
の
成
長
と

と
も
に
増
え
て
お
り
、
中
国
国
民
経
済
の
持
続
的
成

長
は
中
国
の
映
画
市
場
が
高
成
長
を
保
つ
た
め
の
基

礎
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
２
０
０
３
年
か
ら
、
中

国
映
画
は
全
面
的
に
産
業
化
を
推
進
し
、
一
連
の
映

画
産
業
繁
栄
発
展
促
進
策
を
打
ち
出
し
て
き
た
。
中

国
映
画
は
完
全
な
計
画
経
済
産
業
モ
デ
ル
か
ら
複
数

経
営
主
体
の
市
場
化
発
展
へ
と
完
全
に
転
換
し
、
空

前
の
発
展
を
遂
げ
始
め
た
。
映
画
の
製
作
本
数
が
年

を
追
っ
て
増
え
、
映
画
製
作
会
社
が
増
え
続
け
、
投

資
が
次
々
に
集
ま
っ
た
。
興
行
収
入
は
年
ご
と
に

増
え
た
。
映
画
館
も
増
え
て
お
り
、
中
国
大
陸
の

ス
ク
リ
ー
ン
数
は
す
で
に
世
界
３
位
に
な
っ
た
。
中

国
広
電
総
局
（
中
国
国
家
放
送
映
画
テ
レ
ビ
総
局
）

の
資
料
に
よ
る
と
、
２
０
０
３
年
に
中
国
の
映
画
産

業
化
が
全
面
的
に
推
進
さ
れ
て
以
来
、
２
０
０
２
年

に
１
０
０
本
だ
っ
た
国
産
映
画
は
２
０
１
０
年
に

は
４
６
０
本
以
上
ま
で
増
え
、
年
間
興
行
収
入
は

２
０
０
２
年
の
１
０
億
元
未
満
か
ら
２
０
１
０
年
に

は
１
０
０
億
元
以
上
に
ま
で
増
え
た
。
成
長
の
ス

ピ
ー
ド
は
世
界
一
で
、
興
行
収
入
は
世
界
の
ト
ッ
プ

１
０
に
入
っ
た
。

急
成
長
す
る
中
国
映
画
産
業
は
国
内
外
の
各
資

本
か
ら
大
き
な
注
目
を
集
め
、
中
国
映
画
産
業
の
資

金
調
達
ル
ー
ト
は
日
増
し
に
増
え
て
い
る
。
合
作
映

画
の
国
内
映
画
市
場
に
お
け
る
比
率
は
年
ご
と
に
高

ま
り
、
２
０
０
５
年
か
ら
２
０
１
０
年
の
間
に
合
作

映
画
の
本
数
は
明
ら
か
に
増
え
、
合
作
の
内
訳
も
最

初
は
香
港
と
大
陸
の
合
作
を
主
と
し
た
も
の
だ
っ
た

が
、
次
第
に
国
外
資
本
の
参
加
し
た
合
作
映
画
が
こ

れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
２
０
０
７
年
は
、
興
行
収

入
が
２
億
元
を
超
え
た
映
画
３
本
の
う
ち
合
作
映
画

は
２
本
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
２
０
０
８
年
は
興

行
収
入
が
億
を
超
え
た
合
作
映
画
が
８
本
あ
り
、
こ

の
８
本
の
興
行
収
入
合
計
は
１
６
億
元
以
上
で
、
映

画
市
場
全
体
の
年
間
興
行
収
入
総
額
の
４
０
％
を
占

め
た
。
２
０
１
０
年
の
合
作
映
画
本
数
は
３
０
本
に

達
し
た
。

映
画
製
作
を
め
ぐ
る
環
境
で
あ
れ
、
映
画
自
体

の
数
、
品
質
で
あ
れ
、
合
作
映
画
で
は
い
ず
れ
の
面

で
も
い
い
循
環
が
始
ま
っ
て
い
る
。
合
作
映
画
の
中

国
映
画
市
場
に
お
け
る
ヒ
ッ
ト
は
、
商
業
性
と
芸
術

性
の
間
で
揺
れ
続
け
る
国
産
映
画
に
こ
の
二
つ
の
融

合
点
を
示
し
、
ま
た
国
外
の
投
資
家
に
は
中
国
と
い

う
市
場
の
巨
大
な
潜
在
力
を
知
ら
し
め
た
。

２
０
０
９
年
か
ら
、
中
国
の
映
画
会
社
は
国
内

外
の
資
本
市
場
へ
の
上
場
を
開
始
し
た
。
２
０
１
０

年
の
年
末
、
中
国
最
大
の
民
間
会
社
で
あ
る
博
納

（
ボ
ナ
・
フ
ィ
ル
ム
）
が
米
国
で
上
場
し
、
中
国

の
映
画
会
社
と
し
て
初
め
て
海
外
で
上
場
し
た
。

２
０
１
０
年
、
中
国
は
３
０
カ
国
と
地
域
と
の
間

で
、
中
国
映
画
展
を
７
２
回
開
催
し
、
国
産
映
画

４
７
９
本
を
上
映
、
国
産
映
画
４
３
本
が
６
１
カ
国

と
地
域
に
向
け
て
販
売
さ
れ
、
海
外
に
お
け
る
興
行

収
入
と
販
売
収
入
は
３
５
億
元
を
超
え
た
。
中
国
映

画
の
海
外
資
金
調
達
ル
ー
ト
と
影
響
力
は
拡
大
し
つ

つ
あ
る
。 

１
３
億
の
人
口
を
擁
す
る
中
国
の
映
画
市
場
に

は
巨
大
な
潜
在
力
が
あ
る
。
中
国
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
と
の
取

り
決
め
に
基
づ
き
、
中
国
は
２
０
１
１
年
３
月
１
９

日
か
ら
映
画
市
場
を
含
む
娯
楽
製
品
市
場
を
さ
ら
に

開
放
す
る
。
中
国
映
画
の
発
展
は
巨
大
な
挑
戦
を
受

け
る
と
同
時
に
、
新
た
な
発
展
の
チ
ャ
ン
ス
も
迎
え

て
い
る
。

新
た
な
発
展
期
を
迎
え
た
中
国
映
画

本
誌
記
者 

張
志
萍

『非誠勿擾Ⅱ』スチール写真（ＦＩＬＥ）
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２
０
１
１
年
は
卯
年
で
あ
る
。
卯
（
う
、
ぼ

う
）
は
十
二
支
の
ひ
と
つ
。
い
わ
ゆ
る
「
う
さ

ぎ
」
。
通
常
十
二
支
の
中
で
第
４
番
目
に
数
え
ら

れ
る
。
前
は
寅
、
次
は
辰
で
あ
る
。
卯
年
は
、
西

暦
年
を
１
２
で
割
っ
て
７
が
余
る
年
が
卯
の
年
と

な
る
。
卯
の
月
は
旧
暦
２
月
、 

卯
の
刻
は
夜
明

け
の
６
時
を
中
心
と
す
る
約
２
時
間
。
夜
明
け
の

６
時
（
朝
６
時
）
を
正
卯
（
し
ょ
う
ぼ
う
）
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。 

「
卯
」
は
『
史
記
』
律
書
に
よ
る
と
「
茂
」

（
ぼ
う　

し
げ
る
の
意
味
）
、
ま
た
『
漢
書
』
律

暦
志
に
よ
る
と
「
冒
」
（
ぼ
う　

お
お
う
の
意

味
）
で
、
草
木
が
地
面
を
蔽
う
よ
う
に
な
っ
た
状
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上海今昔 一日見て歩き

多言語DVDで解説する上海百年の歴史

新視点で歩く上海24時

上海の魅力を60分に凝縮

カルチャー

態
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
後
に
、
覚
え
易
く

す
る
た
め
に
動
物
の
兎
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
な

お
、
中
国
の
チ
ベ
ッ
ト
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ト
ナ
ム

で
は
兎
で
は
な
く
猫
が
割
り
当
て
ら
れ
る
。

ウ
サ
ギ
の
神
秘
性
は
い
ろ
い
ろ
な
文
学
に
登
場

す
る
。
中
国
の
古
代
神
話
で
は
ウ
サ
ギ
と
亀
の
コ

ン
ビ
の
話
が
あ
る
。

北
京
の
月
祭
り
で
は
、
位
牌
を
設
け
る
。
香

炉
に
「
太
陰
星
君
」
と
い
う
文
字
が
印
刷
さ
れ
た

「
月
光
碼
」
（
月
神
の
像
を
印
刷
し
た
紙
）
を
挿

し
た
り
、
嫦
娥
と
玉
兎
（
月
の
ウ
サ
ギ
）
が
薬
を

搗
い
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
の
大
き
な
月
餅
を
立
て
た

り
し
て
、
月
の
位
牌
を
表
し
て
い
る
。
玉
兎
は
嫦

娥
が
天
に
昇
る
と
き
、
抱
い
て
月
へ
行
っ
た
と
さ

今年は卯年

今年はウサギのおもちゃがブームになる（譚進撮影）

れ
る
ウ
サ
ギ
だ
。
そ
の
玉
兎
は
、
神
薬
山
か
ら
つ

ん
で
き
た
薬
草
を
絶
え
ず
杵
で
搗
い
て
い
る
と
い

う
。
そ
れ
が
玉
兎
搗
薬
（
月
の
ウ
サ
ギ
が
薬
を
搗

く
）
と
い
う
故
事
の
ル
ー
ツ
だ
。

北
京
に
は
「
兎
児
爺
」
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が

広
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
民
間
で
作
ら
れ
る
「
兎

児
爺
」
の
人
形
は
、
彩
色
上
絵
を
し
た
泥
人
形

で
、
か
ぶ
と
を
か
ぶ
り
、
戦
士
の
長
衣
を
は
お

り
、
背
中
に
戦
旗
を
挿
し
て
い
る
。
意
気
揚
々

と
し
た
姿
で
、
獅
子
や
ト
ラ
に
ま
た
が
っ
て
い

る
。
そ
の
長
い
耳
と
唇
に
は
、
や
は
り
ウ
サ
ギ

の
特
徴
が
残
っ
て
い
る
。
じ
つ
に
む
じ
ゃ
き
で

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に
好
ま
れ

て
い
る
。

北京に伝承が広く伝わっている「兎児爺」（ＣＦＰ）
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