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現
代
中
国
を
知
り
た
け
れ
ば
、
ま
ず
胡
鞍
銅
博
士
の
著
作
を

中
国
を
代
表
す
る
政
策
学
者
で
あ
り
、
私
が
心
か
ら
尊
敬
す
る
友
人
、
胡
鞍
鋼
博
士
の
著
書
が
、
わ
が
国
で
初

め
て
翻
訳
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
て
も
嬉
し
い
。

驚
異
的
な
発
展
を
続
け
る
中
国
に
、
ま
す
ま
す
日
本
中
の
関
心
が
深
ま
っ
て
い
る
。
中
国
を
紹
介
す
る
書
物
や

雑
誌
も
、
庖
頭
に
あ
ふ
れ
で
い
る
。

し
か
し
、
私
は
断
言
す
る
。
「
現
代
中
国
に
つ
い
て
知
り
た
け
れ
ば
、
何
を
お
い
て
も
、
ま
ず
、
胡
鞍
鋼
博
士

の
著
書
を
読
む
の
が
よ
ろ
し
い
」
と
。

そ
れ
は
、
な
ぜ
か
。
本
書
に
自
を
通
せ
ば
、
読
者
は
た
ち
ま
ち
納
得
す
る
は
ず
だ
。

こ
こ
で
は
、
解
説
を
か
ね
て
、
胡
鞍
鋼
博
士
の
仕
事
と
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
こ
こ
が
読
み
ど
こ
ろ
だ
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
、
述
べ
て
み
た
い
。

胡
鞍
鋼
(
白
z
p
d
C
E
m
]
沼
ω
l
)

の
名
前
除
、
'
ま
だ
、
日
本
で
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
け
れ

ど
も
、
少
し
中
国
に
詳
し
い
人
な
ら
、
必
ず
名
前
を
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
。
香
港
の
あ
る
雑
誌

は
、
胡
博
士
を
、
朱
蕗
基
元
首
相
の

「ブ
レ
ー
ン
」
と
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
誰
か
の
「
ブ
レ

ー
ン
」
だ
と
は
い

え
な
い
と
思
う
が
、
胡
博
士
は
中
国
の
党
・
政
府
の
指
導
者
に
提
言
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
あ
る
し
、

実
際
に
指
導
者
た
ち
が
、
そ
の
提
言
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
経
済
発
展
、
失
業
、
地
域
格
差
、
環
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中
国
の
直
面
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
大
胆
で
科
学
的
な
政
策
提
言
を

続
け
て
い
る
の
が
、
胡
博
士
で
あ
る
。

胡
鞍
鋼
博
士
の
名
声
は
、
中
国
圏
内
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
な
ど
に
も
鳴
り
響
い
て

い
る
。
胡
博
士
の
専
門
、
中
国
研
究
の
分
野
で
、
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
分
析
を
提
供
す
る
学
者
と
し
て
、
世
界

中
の
注
目
を
集
め
て
い
る
か
ら
だ
。
日
本
に
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
学
者
が
い
る
か
と
考
え
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ

と
見
あ
た
ら
な
い
。
胡
博
士
の
経
歴
と
、
研
究
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
説
明
し
、
私
が
な
ぜ
彼
を
日
本
の
読
者
に

紹
介
し
よ
う
と
考
え
た
の
か
を
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
思
う
。

胡
鞍
鋼
陣
士
は
一
九
五
三
年
生
ま
れ
。

文
化
大
革
命
後
期
の

「
上
山
下
郷
」
(
都
市
の
青
少
年
を
地
方
の
由
民村
に
追

い
や
る
)
政
策
で
、

小
学
校
を
終
え
る
と
ま
も
な
く
僻
地
の
農
村
に
送
ら
れ
、

農
民
の
厳
し
い
現
実
を
体
験
す
る
。

い
わ
ゆ
る
文
革
世
代
で
あ
る
。

胡
博
士
の
研
究
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

父
親
が

こ
の
と
き
の
経
験
が
、

咋: íl~ 主正12 む に ιれ たー 3 て

持
た
せ
て
く
れ
た
中
学
高
校
の
教
科
書
で
自
習
を
続
け
、

皆
山
工
学
院
の
冶
金
学
科
に
入
学
し
た
。

難
問
を
突
破
し
て
、

つ
い
に
大
学
が
再
開
さ
れ
る
と
、

北
京
科
学
技
術
大
学
の
大
学
院
に
進
み
、
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中
国
科
学
院

の
自
動
化
研
究
所
で
工
学
博
士
の
学
位
を
取
得
。

こ
の
頃
か
ら
経
済
学
を
独
学
で
学
び
、

発
表
し
た
論
文
が
認
め

ら
れ
て
、

帰
国
し
て
か
ら
は
、

中
国
研
究

ア
メ
リ
カ
の
エ

ー
ル
大
学
に
ポ
ス
ド
ク
研
究
者
と
し
て
留
学
す
る
。

中
国
科
学
院
に
設
け
ら
れ
た
国
情
研
究
中
心
(
中
岡
研
究
七
ン
デ
|
)
で
活
動
し
た
。

政
策
科
学
の

(
代
日
取
科
学
)

に
分
野
を
移
し
、

胡
博
士
が
一
九
八

0
年
代
末
に
ま
と
め
た
「
国
情
研
究
報
告
」

は
大
反
響
を
巻
き
起
こ
し
、

以
来
、

2 コ

第
一
人
者
と
し
て
活
躍
を
続
け
る
。
一
九
九
六
年
か
ら
は
清
華
大
学
教
授
を
兼
任
し
、
国
情
研
究
中
心
の
主
任
と

し
て
、
『
中
国
国
情
研
究
分
析
報
告
』
の
シ
リ
ー
ズ
を
発
表
し
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、

二
O
O二

年
一

O
月
の
時
点
で
四
七
五
号
(
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ぽ
毎
週
一
号
の
割
合
)
に
も
な
る
。

胡
博
士
は
、
党
・
政
府
の
指
導
者
た
ち
に
対
し
て
、
内
部
資
料
の
か
た
ち
で
、
国
情
分
析
や
政
策
提
言
を
行
な

っ
て
い
る
の
で
、
従
来
の
中
国
の
知
識
人
と
よ
く
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
胡
博
士

は
、
「
研
究
テ

l
マ
は
自
分
で
決
め
る
」
「
内
部
資
料
の
か
た
ち
で
党
幹
部
に
報
告
し
た
も
の
は
、
一
般
読
者
に
向

け
た
書
物
の
か
た
ち
で
も
発
表
す
る
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
原
則
を
掲
げ
て
、
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
従
来
の
中
国
の
知
識
人
が
、
党
の
指
導
者
や
政
府
の
依
頼
を
受
け
、
そ
の
意
向
に
そ
っ
た
政
策
を
立
案
す
る

か
、
そ
れ
と
も
、
党
や
政
府
と
無
関
係
に
無
責
任
な
批
判
を
の
べ
る
か
、
ど
ち
ら
か
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
画
期

的
な
こ
と
な
の
だ
。

胡
鞍
鋼
博
士
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
独
立
系
知
識
人
の
、
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
で
あ
る
。
現
代
中

国
を
代
表
す
る
政
策
科
学
者
の
第

一
人
者
と
し
て
、
内
外
の
注
目
を
集
め
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

4 

胡
鞍
銅
博
士
の
基
本
的
な
立
場

二
O
O三
年
三
月

一
O
日
、
北
京
の
清
華
大
学
の
宿
舎
(
甲
所
)
に
い
た
私
を
、
胡
鞍
鋼
博
士
が
訪
ね
て
き
た
。

そ
し
て
、
彼
の
新
著
『
影
響
決
策
的
国
情
報
告
(
政
策
決
定
に
影
響
す
る
中
国
研
究
レ
ポ
ー
ト
)
』
(
一
一

O
O二
年
一
二
月
、

清
華
大
学
出
版
社
)
を
手
渡
し
て
く
れ
た
。
胡
博
士
が
精
力
的
に
ま
と
め
て
い
る
「
国
情
研
究
報
告
」
の
う
ち
、
重
一

要
な
も
の
を
抜
粋
し
て
ま
と
め
た
論
集
で
あ
る
。
そ
の
裏
表
紙
に
は
、

士
の
立
場
を
、
は
っ
き
り
示
す
も
の
だ
と
思
う
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
胡
鞍
鋼
博

《
「
一
個
宗
旨
、
五
個
優
先
ご
つ
の
基
本
理
念
、
五
つ
の
優
先
課
題
こ
の
原
則
が
、
本
書
の
核
心
を
な
し
て
い
る
。

「
一
個
宗
旨
」
と
は
、
「
富
民
為
本
(
人
民
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
根
本
に
す
る
こ
と
い
う
基
本
理
念
で
あ
る
。
「
五
個

優
先
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
の
目
標
を
選
択
す
る
際
に
は
、
就
業
の
確
保
を
優
先
す
る
こ
と
。
さ
ま
ざ
ま
な

改
革
プ
ラ
ン
を
実
施
す
る
際
に
は
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
改
革
を
優
先
す
る
こ
と
。
改
革
・
発
展
・
安
定
の
三

つ
の
関
係
を
調
整
す
る
際
に
は
、
安
定
を
優
先
す
る
こ
と
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
所
得
の
分
配
の
領
域
で
は
、
公
平

を
優
先
す
る
こ
と
。
内
需
を
拡
大
し
消
費
を
刺
戟
す
る
際
に
は
、
都
市
部
や
農
村
部
の
低
所
得
層
の
人
び
と
の
利

訴
を
優
先
す
る
こ
と
〉

中
国
の
現
実
を
考
え
る
な
ら
、
こ
う
し
た
政
策
指
針
は
、

き
わ
め
て
現
実
的
な
も
の
だ
と
い
え
る
。

「先
に
豊

本i'iI~. ~;c むにわたー，て

か
に
な
れ
る
も
の
か
ら
留
か
に
な
れ
」
と
い
う
号
令
で
始
ま
っ
た
部
小
平
の
改
革
開
放
政
策
が
、

国
内
に
生
み
出

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
、

正
面
か
ら
受
け
止
め
る
も
の
だ
。

そ
し
て
私
は
、

こ
の
胡
鞍
鋼
博
士
の
政
策
理
念
の

恨
底
に
、

「
人
民
に
服
務
す
る
」

と
い
う
毛
沢
東
的
な
中
国
共
産
党
の
精
神
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

農
村
で
十
代
を
過
ご
し
な
が
ら
、

も
と
も
と
理
工
系
の
研
究
者
だ

苦
学
し
て
大
学
に
進
ん
だ
胡
鞍
鋼
博
士
は
、



ど
ん
な
議
論
に
も
必
ず
数
字
(
デ
ー
タ
)
の
裏
付
け
を
求
め
る
厳
密
さ
に
、
そ
の
持
ち
味
が
表
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
問
題
の
拡
が
り
を
、
学
問
の
垣
根
に
か
ま
わ
ず
追
い
か
け
て
い
く
全
体
的
な
思
考
法
は
、
彼
独
特
の
も

の
で
あ
る
。
胡
博
士
の
国
情
研
究
中
心
で
の
活
動
は
、
そ
れ
ま
で
中
国
に
な
か
っ
た
タ
イ
プ
の
政
策
科
学
の
試
み

と
し
て
、
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
中
国
の
「
国
情
」
に
ふ
さ
わ
し
い
、
中
国
独
自
の
社
会
科
学

が
発
展
し
て
い
っ
た
。

中
国
の
「
国
情
」
を
理
解
す
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
科
学
の
常
識
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。

た
と
え
ば
中
国
の
経
済
は
、
市
場
経
済
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
中
国
の
市
場
に
は
、
国
営
企
業
、
郷
鎮
企

業
、
外
資
企
業
、
合
弁
企
業
、
私
営
企
業
が
混
在
し
て
い
る
。
リ
カ
ル
ド
や
マ
ル
ク
ス
や
ケ
イ
ン
ズ
や
、
近
代
経

済
学
の
学
説
が
ま
っ
た
く
想
定
し
て
い
な
い
事
態
だ
。
そ
こ
に
は
、
市
場
法
則
が
働
く
と
し
て
も
、
経
済
学
の
教

科
書
に
書
い
て
あ
る
の
と
は
違
っ
た
、
ね
じ
れ
や
歪
み
を
伴
う
だ
ろ
う
。
中
国
社
会
の
実
態
を
よ
く
知
ら
な
け
れ

ば
、
経
済
理
論
を
現
実
に
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
た
と
え
ば
、

中
国
の
政
治
理
念
は
社
会
主
義
で
あ
る
と
い
う
。
冷
戦
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
、
中
国
共
産
党

の
一
党
支
配
が
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
共
産
党
は
も
は
や
、
古
典
的
な
マ
ル
ク
ス
リ
レ
l
ニ
ン
主
義
が
描

い
た
よ
う
な
労
働
者
・
革
命
勢
力
の
前
衛
党
で
は
な
い
。
ま
た
、
民
主
主
義
の
政
治
シ
ス
テ
ム
と
も
異
な
っ
て
い

る
。
中
国
共
産
党
の
統
治
の
実
態
を
理
解
す
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
学
は
あ
ま
り
役
に
立
っ
て
く
れ
な
い
。

胡
鞍
鋼
博
士
の
分
析
は
、

一
方
で
西
欧
的
な
、
正
統
的
な
社
会
科
学
の
学
説
に
忠
実
で
あ
る
。
中
国
社
会
に
お

い
て
も
成
立
す
る
、
人
間
社
会
に
共
通
す
る
因
果
関
係
を
正
確
に
押
さ
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の

一
方
で
、
胡
博
士

っ
た
。

は
そ
う
し
た
正
統
的
な
学
説
の
限
界
を
明
確
に
意
識
し
、
そ
れ
を
は
み
出
る
中
国
の
現
実
を
正
確
に
把
握
し
よ
う

と
す
る
。
そ
の
際
、
彼
は
公
式
統
計
に
表
れ
た
数
字
を
多
用
す
る
が
、
そ
の
数
字
を
も
っ
て
く
る
手
並
み
は
、
経

験
に
裏
打
ち
き
れ
た
直
感
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
う
。
誰
に
で
も
真
似
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
胡
鞍
鋼
博
士
は
、
現
代
中
国
の
「
国
情
」
か
ら
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
社
会
科

学
者
、
政
策
学
者
な
の
で
あ
る
。

氷山をあtむにあた「て

こ
の
本
の
概
要
に
つ
い
て

本
書
に
は
、
現
代
中
国
の
抱
え
る
矛
盾
や
課
題
と
直
面
し
、
分
析
し
、
政
策
提
言
を
行
な
う
論
文
が
集
め
ら
れ

て
い
る
。
本
書
に
目
を
通
せ
ば
、
現
代
中
国
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
を
、
ひ
と
通
り
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

ま
ず
序
文
で
、
胡
鞍
鋼
博
士
は
、
「
一
つ
の
中
園
、
二
つ
の
制
度
」

「
一
つ
の
中
園
、
四
つ
の
世
界
」
「

一
つ
の

中
園
、
四
つ
の
社
会
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
中
国
国
内
の
格
差
と
多
様
性
に
目
を
向
け
る
。
そ
し
て
、
都
市
化
に

よ
る
余
剰
農
業
労
働
力
の
吸
収
、
西
部
大
開
発
と
社
会
保
障
の
充
実
、
飛
び
石
型
の
発
展
戦
略
と
い
っ
た
、
明
確

な
政
策
指
針
を
提
案
す
る
。
け
っ
し
て
パ
ラ
色
で
は
な
い
中
国
の
、
将
来
を
見
据
え
た
現
実
的
な
提
案
で
あ
る
。

第
一
章
「
中
国
は
い
か
に
し
て
国
民
の
富
を
生
み
出
す
の
か
」
で
、
胡
博
士
は
、
購
買
力
平
価
で
評
価
し
た
中

国
の
経
済
規
模
が
、
二
一
世
紀
を
迎
え
る
時
点
で
す
で
に
日
本
を
追
い
抜
き
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
で
世
界
第
二
位

と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
巨
大
な
中
国
市
場
が
、
世
界
に
登
場
し
た
。
そ
の
う
え
で
胡
博
士
は
、
中
国
が
、
人
的

6 J 

資
本
へ
の
投
資
を
重
視
す
べ
き
だ
と
説
く
。
具
体
的
に
は
、
農
村
差
別
を
や
め
て
、
教
育
や
社
会
保
障
に
力
を
入

れ
る
こ
と
。
農
村
の
発
展
を
促
さ
な
い
と
、
中
国
は
次
の
段
階
に
進
め
な
い
と
す
る
。

第
二
章

「中
国
は
い
か
に
し
て
ア
メ
リ
カ
に
追
い
つ
く
の
か
」
で
は
、
「
で
き
る
だ
け
早
く
ア
メ
リ
カ
に
追
い

つ
き
、
追
い
越
す
」
こ
と
が
、
中
国
の
発
展
目
標
だ
と
断
言
す
る
。
し
か
も
胡
博
士
は
、
経
済
指
標
だ
け
に
目
を

奪
わ
れ
て
は
い
な
い
。
生
活
の
質
、
教
育
、
情
報
イ
ン
フ
ラ
、
都
市
化
な
ど
も
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
こ
で

も
中
国
の
農
民
大
衆
に
、
温
か
な
目
を
向
げ
て
い
る
。

第
三
章
「
中
国
当
面
の
経
済
情
勢
と
マ
ク

ロ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
政
策
」
で
は
、
中
国
経
済
が
こ
れ
ま
で
に
な
く

順
調
で
あ
る
こ
と
、
今
後
は
内
需
拡
大
を
目
指
す
べ
き
こ
と
を
の
べ
た
あ
と
、
都
市
の
失
業
問
題
、
農
民
の
所
得

減
少
の
問
題
が
「
重
大
な
挑
戦
」
だ
と
指
摘
す
る
。
と
く
に
、
政
府
の
農
産
物
買
い
上
げ
価
格
の
下
落
に
よ
っ

て
、
農
民
の
収
入
が
大
き
く
落
ち
込
ん
だ
と
い
う
事
実
は
、
重
要
だ
。
こ
れ
に
対
す
る
胡
博
士
の
処
方
筆
は
、
非

正
規
の
就
業
形
態
を
増
や
す
こ
と
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
労
働
移
動
を
促
進
す
る
こ
と
、
市
場
の
対
外
開
放
を
は

か
る
こ
と
な
ど
、
現
実
的
か
つ
大
胆
で
あ
る
。

第
四
章

「
W
T
O加
入
後
の
農
政
問
題
」
で
は
~
中
国
最
大
の
問
題
は
農
業
だ
と
断
言
す
る
。
中
国
の
農
産
物

価
格
は
、
国
際
価
格
よ
り
や
や
高
め
な
の
で
、

W
T
O
加
盟
後
、

上
昇
す
る
こ
と
は
な
い
。

中
国
は
膨
大
な
農
村

の
余
剰
労
働
力
を
抱
え
て
い
る
。
胡
博
士
は
、
そ
こ
で
、
農
民
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
政
治
参
加
や
経
済
参
加

の
制
度
。
つ
く
り
を
提
案
す
る
。
各
レ
ベ
ル
の
人
民
代
表
大
会
で
、
農
民
代
表
を
全
体
の
三
分
の
二
以
上
に
増
や
す

こ
と
。
農
民
を
農
村
に
縛
り
つ
け
て
い
る

「戸
口
(
戸
籍
)
」
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
。
政
治
的
民
主
化
の
た
め
の

8 

思
い
切
っ
た
提
案
だ
。

第
五
章

「
『
三
つ
の
代
表
』
論
と
政
治
改
革
」
で
は
、
江
沢
民
主
席
の
唱
え
た

「三
つ
の
代
表
」
論
を
支
持
し

て
、
特
権
的
な
利
益
集
団
と
な
っ
た
中
国
共
産
党
の
現
状
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
共
産
党
が
《
も
っ
と
も
広
範

な
人
民
の
根
本
利
益
を
代
表
す
る
》
に
は
、
社
会
の
公
正
と
安
全
な
ど
五
つ
の
目
標
を
、
と
く
に
貧
困
地
域
や
貧

困
層
の
人
び
と
の
た
め
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
共
産
党
を
下
か
ら
監
督
す
る
た
め
の
政
治
参
加

の
制
度
づ
く
り
の
提
案
も
、
注
目
さ
れ
る
。

第
六
章
「
市
場
経
済
秩
序
の
立
て
直
し
」
で
は
、
中
国
に
蔓
延
す
る
地
下
経
済
の
実
態
が
、
明
ら
か
に
な
る
。

政
府
の
各
種
統
計
を
駆
使
し
、
地
下
経
済
の
規
模
を
推
計
す
る
胡
博
士
の
手
腕
が
す
ば
ら
し
い
。
ま
た
、
知
的
財

産
権
の
保
護
な
ど
、
国
際
規
準
に
あ
わ
せ
て
中
国
の
市
場
を
組
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
正
論
を
の
べ
て
い

ス
九

第
七
章
「
中
国
非
正
規
就
業
状
況
分
析
」

明
ら
か
に
な
る
。
都
市
に
流
れ
込
ん
で
い
る

で
は
、

中
国
で
今
後
、

非
正
規
就
業
が
増
え
ざ
る
を
え
な
い
事
情
が

「
農
民
工
」

の
冬

J

く
が
、

も
と
も
と
農
村
で
農
業
に
従
事
し
て
い
な

1、持?そ前む「にわたって

か
っ
た
人
び
と
で
あ
る
こ
と
、

北
京
で
少
な
く
広
東
省
で
多
い
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
新
鮮
な
指
摘
で
あ
る
。

地
域
に
よ
っ
て
非
正
規
就
業
者
の
割
合
が

第
八
章

「独
占
打
破
と
い
う
社
会
・
経
済
の
大
変
革
」
で
は
、

電
力
業
を
は
じ
め
多
く
の
分
野
で
、

独
占
に
よ

る
不
当
な
利
読
や
民
業
圧
迫
が
顕
著
で
、
腐
敗
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
明
博
士
の
改
革
プ
ラ
ン

は
、
電
力
は
も
ち
ろ
ん
、

9 
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緩
和
・
民
営
化
に
も
通
じ
る
興
味
深
い
問
題
だ
。

第
九
章
「
腐
敗
問
題
の
実
態
と
腐
敗
防
止
の
総
合
戦
略
」
も
、
衝
撃
的
な
論
文
で
あ
る
。
胡
博
士
は
、
地
方
幹

部
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
な
い
、
彼
ら
の
多
く
が
、
腐
敗
を
な
ん
と
か
し
な
い
と
「
亡
党
亡
国
」
の
危
険
が
あ

る
と
の
厳
し
い
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
別
な
論
文
(
「
巨
大
的
腐
敗
黒
洞
一
公
開
彼
鍔
各
類
腐
敗
的
経

済
損
失
」
〈
巨
大
な
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
1
ル
一
さ
ま
ざ
ま
な
腐
敗
の
経
済
的
損
失
を
明
ら
か
に
す
る
〉『
中
国
国
情
分
析
研
究
報
告
」
第
四

O
O期
、
二

O
O
二
年
二
月
二
八
日
)
で
、
胡
博
士
は
、
腐
敗
の
規
模
を
中
国
の

G
D
P
の
な
ん
と
一
四
・
五

1
一

四
・
九
%
に
も
の
ぽ
る
と
推
計
し
て
い
る
。
腐
敗
問
題
が
、
共
産
党
の
正
統
性
を
脅
か
し
か
ね
な
い
重
大
な
問
題

で
あ
る
こ
と
を
、
胡
博
士
は
深
刻
に
憂
慮
し
て
い
る
の
だ
。

第
十
章
「
私
た
ち
の
国
情
認
識
と
政
治
・
経
済
・
社
会
主
張
」
は
、
胡
博
士
の
数
年
前
の
著
書
『
中
国
発
展
前

景
』
(
漸
江
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
五
月
刊
)
の
序
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
。
中
国
の
現
状
と
将
来
に
つ
い
て
の

胡
博
士
の
考
え
方
が
よ
く
表
れ
て
い
る
文
章
な
の
で
、
本
書
に
採
録
し
た
。
こ
の
文
章
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

胡
博
士
は
、
経
済
や
政
治
や
環
境
と
い
っ
た
特
定
の
専
門
に
収
ま
り
切
ら
な
い
、
全
体
的
な
連
関
を
見
据
え
て
仕

事
を
す
る
。
必
ず
根
拠
と
な
る
数
字
を
示
し
な
が
，
ら
、
ど
ん
な
問
題
も
科
学
的
に
、
厳
格
に
論
じ
て
い
く
。
胡
博

士
の
精
神
が
、
こ
の
文
章
に
み
ご
と
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
提
言
が
中
国
指
導
者
に
重
視
さ
れ
る
の
か

胡
鞍
鋼
博
士
の
提
言
は
、
中
国
の
当
局
者
に
、
耳
の
痛
い
こ
と
が
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
中
国
の

指
導
者
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、

胡
博
士
が
、

具
体
的
に
提
案
し
て
い
る
か
ら
だ
。

い
ま
の
中
国
が
ま
す
ま
す
矛
盾
を
深
め
つ
つ
あ
る
か
ら
。

ヲて
1
υ
J
r
L

、

そ
の
矛
盾
を
ど
う

乗
り
越
え
、

ど
の
方
向
に
進
め
ば
よ
い
の
か
、

ど
う
い
う
政
策
を
と
っ
て
、

改
革
開
放
以
来
の
二

O
年
余
り
の
あ
い
だ
に
、

地
域
格
差
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
拡
が
つ

圏
内
の
所
得
格
差
、

て
し
ま
っ
た
。

新
し
い
社
会
階
層
も
現
れ
た
。
発
展
す
る
市
場
経

都
市
の
中
産
階
級
や
私
企
業
の
経
営
者
な
ど
、

済
の
も
と
、

多
様
で
複
雑
に
な
っ
だ
社
会
。

そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や
対
立
が
あ
る
。

そ
の
中
国
社
会
を
、

中
国
共
産
党
が
一
党
支
配
し
て
い
る
。

何
を
代
表
し
、

何
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
政
党

で
は
、

中
国
共
産
党
は
、

な
の
か
。

す
べ
て
の
階
層
や
集
団
を
代
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

た
っ
た
一
つ
の
党
が
、

す
ま
す
、

幹
部
党
員
た
ち
の
既
得
権
益
を
代
表
す
る
だ
け
の
政
党
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。

胡
鞍
鋼
博
士
の
提
案
は
、

中
国
共
産
党
の
存
在
理
由
を
、

あ
ら
た
め
て
定
義
し
な
お
そ
う
と
い
う
提
案
に
な
っ

て
い
る
と
田
?
っ
。

低
所
得
層
の
人
び
と
の
就
職
を
優
先
し
、

セ
フ
テ
ィ

l
ネ
ッ
ト
を
整
え
て
社
会
の
安
定
を
優
先

コf:?f を ;t~正 ιr に J、たって

明
寺
士
は
、

し
、
所
得
の
低
い
人
び
と
の
利
誌
を
優
先
す
る
政
策
を
と
る
べ
き
だ
と
、

冷
遇
さ

中
国
共
産
党
に
呼
び
か
け
る
。

八
億
農
民
の
利
誌
を
促
先
し
、

農
民
を
支
持
基
牒
と
す
べ
き
だ
と
提
案
す
る
。

国
共

れ
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
、

革
命
の
政
党
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、

市
場
経
済
の
も
と
で
弱
者
の
利
請
を
優
先
す
る
社
会
主
義
政
党

産
党
は
、

に
生
ま
れ
変
わ
る
べ
き
だ
と
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
小
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い
ま
の
中
国
共
産
党
が
、
す
ぐ
に
こ
の
提
案
を
採
用
す
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
胡
博
士
の
提
案
は
、
中
国
の
変
化
を
見
据
え
、
中
国
の
将
来
を
見
通
し
た

も
の
だ
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
真
剣
に
検
討
す
べ
き
現
実
的
な
提
案
だ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。

も
し
も
胡
博
士
の
提
案
を
無
視
し
て
進
む
な
ら
、
中
国
は
今
後
、
ま
す
ま
す
深
い
亀
裂
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
中
国
共
産
党
は
、
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
政
策
を
と
る
だ
け
で
、

一
貫
し
た
方
向
を
打
ち
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
支
持
基
盤
を
失
い
、
つ
い
に
は
統
治
の
正
統
性
を
失
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

、

、

、

』

《

》

f
一し

12 

私
は
、
胡
鞍
鋼
博
士
の
高
い
学
識
や
、
鋭
い
現
実
感
覚
、
精
力
的
な
仕
事
ぶ
り
に
感
心
す
る
が
、

に
、
中
国
と
世
界
の
将
来
を
見
渡
す
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
感
嘆
す
る
。

本
書
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
胡
博
士
の
仕
事
が
ま
す
ま
す
日
本
の
多
く
の
人
び
と
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
現
代
中
国
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

そ
れ
以
上

二
O
O三
年
三
月
一
八
日

橋
爪
大
三
郎

本
書
は
、
胡
鞍
鋼
(
主
編
)
『
中
国
戦
略
構
想
』
(
漸
江
人
民
出
版
社
、
二

O
O二
年
一
月
)
の
主
要
論
文
を
訳
出
し
、

あ
わ
せ
て
胡
鞍
鋼
『
中
国
発
展
前
景
』
(
漸
江
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
五
月
)
の

「
導
言
」
を
収
載
し
た
も
の
で
あ

る
。
『
中
国
戦
略
構
想
』
の
目
次
構
成
と
、
本
書
と
の
対
応
関
係
を
示
し
て
お
く
。

序中
国
は
い
か
に
し
て
国
民
の
富
を
生
み
出
す
の
か

(
本
書
第
一
音
十
)

文
(
本
書
序
文
)

2 

中
国
は
い
か
に
し
て
ア
メ
リ
カ
に
追
い
つ
く
の
か

(本音
一一回第
一一章)

'J 
d 

中
国
は
知
識
発
展
型
の
国
家
戦
略
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る

4 

中
国
現
在
の
経
済
情
勢
と
マ
ク
ロ
経
済
の
政
策
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

(本書第三↓一一日午)

5 

中
国
都
市
部
に
お
け
る
非
正
規
就
業
の
状
況
分
析
〔
問
鞍
鋼
・
傷
的
新
〕
(
木
脅
第
七
草
)

W
T
O加
入
後
、

(
本
書
第

八
億
農
民
に
収
誌
の
最
大
化
と
リ
ス
ク
の
最
小
化
を
も
た
ら
す
べ
き
で
あ
る

四
議
)

本戸?をAZむにれた・》ζ

中
国
の

W
T
O加
入
に
お
け
る
勝
ち
組
と
負
け
組
〔
馬
股
・

正直〕

R 

中
国
W
T
O
加
入
の
機
会
と
脅
威
〔
〉
一

2
2門

ご
と
刀

3
・2
〕

共
産
党
は
い
か
に
し
て
最
多
数
人
民
の
恨
本
利
益
を
代
表
で
き
る
の
か

(
本
許
第
五
九
三

q 円

H
V

噌

l
L

現
代
財
政
制
度
の
確
立
「
王
紹
光
・
王
有
強
〕

全
国
統

一
基
本
社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
社
会
保
障
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現孟唱一3月に聞かた中閣の

一一a一全国人民代表大会(国会)

一一一で、国家主附(国家元首)

一一一に削釧清氏が、首聞に絹

声

μ

一家主民が決まり、新指掛

一一山一部が本砧的に始動した。

二一年7MWの経済成長田町を

一一一間げるとともに、俗必定

一夜間附必どを打5山してい

一るitw体制のmm凶は向か。

一江沢民附代との違いは?

一米日した中閉会代表す

一ろ政策学者の州慨銅むん

一
に聞いた
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川むんは中間科学院の研究

センターで日制し、現在、削

制滞氏のほ佼である一消強大学

紋同刊か4一新任すお政筑科学の第

一人民由
υ

香港の鮒誌に朱鉛一銭

前首附のブレーンと紹介され

たこともある
d

絡げ開封腿や山八

彩、地域的日産、腐敗問題につ

いて党・政府の拍甥者に大胆

伝聞何邑を続けている。

一急慨は経
J

開成長の一方で、

一先月の全人代では江沢民氏が

一国家飯郡張主開に再選され、

一政品川近代化の遅れも借問され

一た。「川|組休制」は江畑山民

-時代と何が逝うのか。

「江沢氏氏が総樹聞記にはっ

た初年は天安門事仰の直後

で、中国は悠か死かの位険な

状態にあったom年の経済成
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長率は4・l傷、叩年は3・

8物しかなかった。当時払は

中
国
経
済
は
世
界
に
貢
献

圃
政
策
学
者
胡
鞍
鋼
さ
ん
に
聞
く

中国の将来について、①社会

が安定し、経済も発展②東欧
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やソ連と同じ道をたどり、閥

同制③経済が時間ち込んで、政治

・社会が不安定化ーーという

三つの可能性を予測した。そ

の梢果は一番良い予想とな

り、江沢民氏は新体制の良い

-l般になった。常務委員の

邸像、政治局員の回物が新人

に代わった。不十分なところ

はあるが、政治の進歩と言え

るのではないか」と話す。

新指導部の課題である格差

HXphvJ 

思槌を作ったと言える」

閉さんはまず、総替相就任

時の時代環境の遅いを指摘し

た。そレて、「(上海市党番

記から抜てきされた)江沢民

氏と遜い、胡錦祖師氏は中央で

是正策については、胡さんは

次のように説明した。

「指潮時部は、第一段階とし

て一部の成長を先行さ什Z宅乃

鍛をとった。俗差是正策は第

2弾の発展構想ということに

年に、社会保陣制度、少数民

腕忽ど弱者優先を提言した。

組家宝首相は、ほぽ私の考え

を受け・入れてくれたと思う」

このインタビューはイラク

戦争の開戦直後に行われた。
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経済学者として、開争の彬泌

をどう見るのか。

位界経済への影山耐につい

て、閉さんは「との戦争によ

り、山界経済の回復は相当遅

れるだろうom年から上界に

イラク戦争の影響を懸念

旧年の経験を開閉み、心構えが

できている。総醤記に就任し

てからの4カ月、うまくやっ

ているというのが周閉の抑制

だ」と分析レた。

指判明部の若返りも強調レ、

「昨年秋の第凶回党大会で政

治局常務委員の平均年齢は位

なる。例年に、私は全体が簡

を得られるように提言した。

当時、それは主流の考えでは

なかったが、現実の動きは速

かった。というのは、叩年代

初めには、都市と農村、地域

問、都市部内の格差が慨に広

がっていたからだ。そこで凶

向かうはずだったが、少なく

とも1年は混れることになっ

た」と分析する。

一方で中国経済について

は、「石油価絡が上がり、世

界経済は不仮のままだとして

も、成長率は7勿を純出付する

か8物に判手る」と強気の読

九を一ポレたコさらに「戦争は

附岐を似製する。財産の削活

は慨しいが、制服は一一脚だ。

中間政府は米悶との対立を恐

れ、はっきり議思表示をして

いないが、払個人としては出

来るだけ戦争在泣け、平相的

は手段を川じるべさだと思

う」と付け加えた。

船大問に駆け上がる中間に

対し、円本むは乃は品開附品と

刷峨論の問削に川川りがちだの

μハ停は可能なのにろうか。

中間は尚時で色広ければ間

四bし以いというのが川さん

の判断であるつ

「中間経一昨は色悶に機会を

」ワ一ん、貢献している0.m年代

の世界料開の仰ひに対する部

与肢は米闘が1位、中闘が2

位だった。悶隙民男にも中凶

は同僚に貢献している。外岡

からの阻桜役資でも、叩年代

の中国は2似を占めた」

貢献ぬの限拠として、制さ

んは公表された以字とそれを

元にした独自の拭院を一ポレ、

次のように締めくくった。

「わし、中悶がマイナス成

長にはれば周辺国の大さな向

附に怠る。一日に縦情的に繁栄

し政治的に安定した中凶は、

ぽ界に役立つはずだの中闘が

人如、に大きく一同献する時代が

米ると弘は限倍する。もちろ

んそれは間巾で広いけれど」


