
あ
ず
ま
・
ひ
ろ
さ

1
9
7
1年
東
京
都
生
ま
れ
。
国
際
大
学
グ
ロ
ー

バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
教
授
・
哲
学
、
表
象
文
化
論
。
著

苗
に
『
存
在
論
的
、
郵
便
的
』
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
な
ど
。

。
孤
立
と
抑
諺

橋
爪
わ
れ
わ
れ
団
興
世
代

が
新
人
類
や
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
と

C
追
う
の
は
、
自
分
た
ち
を
同
質

一

な
能
回
と
考
え
る
の
が
離
し

パ

く
、
同
世
代
で
も
互
い
が
思
い

6
き
り
巡
っ
て
い
た
こ
と
。
学
校

ゅ
に
は
、

い
ろ
ん
な
子
が
い
た
。

よ
テ
レ
ビ
が
な
い
か
ら
話
が
合
わ

東
僕
ら
は
消
費
社
会
を
川

代
で
経
験
し
、
初
代
で
バ
ブ
ル

が
崩
情
慣
し
た
。
経
済
的
な
目
標

が
な
く
、
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
も
誇
り
に
思
え
な

い
。
す
で
に
中
流
は
達
成
さ
れ

て
い
る
の
で
、
特
に
頑
張
る
必

要
も
な
い
。
そ
う
し
た
抑
欝
的

な
状
態
が
続
い
た
の
が
、
団
関

ジ
ュ

ニ
ア
世
代
の
叩
年
代
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

橋
爪
団
塊
の
世
代
は
、
世

界
の
一
員
だ
と
い
う
確
信
を
持

つ
た
め
に
、
政
治
運
動
に
向
か

っ
た
わ
け
で
す
が
、
あ
る
意
味

と
て
も
文
学
的
だ
っ
た
。
サ
ル

代
は
メ
デ
ィ
ア
自
体
が
多
元
化

し
た
た
め
、
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
以

降
の
世
代
は
そ
う
い
う
共
通
体

験
が
あ
ま
り
な
い
。
そ
こ
で
出

て
き
た
の
が
、
小
林
よ
し
の
り

に
代
表
さ
れ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

と
純
愛
ブ
l
ム
の
よ
う
な
内
向

的
傾
向
。
世
界
と
自
分
の
つ
な

が
り
を
回
復
し
た
い
け
れ
ど
、

大
き
な
物
語
が
見
つ
か
ら
な
い
ー

と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。

。
マ
ル
ク
ス
と
の
格
闘

橋
爪
私
は
ロ
年
ご
ろ
ま
で

マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
し
た
0

マ

ル
ク
ス
に
は
、
階
級
、
所
有
、

な
く
な
り
、
な
に
も
し
ゃ
べ
れ

な
く
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で

も
、
人
び
と
が
も
っ
と
生
き
や

す
く
な
る
考
え
方
の
シ
ス
テ
ム

を
探
し
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

東
僕
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に

出
合
っ
た
の
は
大
学
で
。
社
会

主
義
は
す
で
に
終
わ
り
、
む
し

ろ
左
翼
的
な
も
の
が
な
ぜ
大
事

な
の
か
を
学
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
始

め
ま
し
た
。
僕
ら
の
世
代
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
言
葉
に
共
感

も
祇
抗
も
な
い
。
だ
か
ら
、
感

情
を
無
視
し
て
分
解
で
き
る
。

橋
爪
そ
れ
は
東
さ
ん
の
世

代
の
特
権
で
、
徹
底
的
に
や
る

共
感
も
抵
抗
も
な
し
思
想

な
い
。
弁
当
の
お
か
ず
も
違
う
。

聞
い
て
い
る
音
楽
も
違
う
。
階

層
な
ん
て
当
た
り
前
。
そ
れ
が

だ
ん
だ
ん
中
慌
の
枠
に
収
ま
っ

て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

ト
ル
な
ん
か
読
ん
で
デ
モ
を
す

る
わ
け
だ
か
ら
。

一
束
印
年
代
生
ま
れ
の
新
人

類
は
、
テ
レ
ビ
で
世
代
的
な
共

通
感
覚
が
漬
出
さ
れ
た
。
卯
年

「
死
ん
だ
」
マ
ル
ク
ス
主
義

ー

東

灘

し

い

で

す

・
1
ね
。
僕
ら
に
と
っ
て
、

誰
の
た
め
に
言
詣
を
使
う
の

か
、
何
の
た
め
に
学
聞
を
や
る

の
か
を
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

橋
爪
な
ぜ
学
問
な
の
か
考

え
な
い
の
に
学
聞
が
始
ま
っ
て

し
ま
う
あ
た
り
が
不
思
識
で
す

ね
。
ま
ず
本
人
が
信

υな
け
れ

ば
、
同
も
生
ま
れ
な
い
と
思
う
。

東
山
院
が
ジ
ャ
ツ
ク
・
デ
リ

ダ
に
つ
い
て
の
仕
事
を
や
め
た

理
由
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
「
現
代
思
盟
」
は
、
冷

団
塊
世
代
と
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代

の
対
話
を
通
じ
、
戦
後
文
伯
の
あ
り

方
を
検
証
す
る
「
超
・
世
代
論
」
の

第

2
回
は
、
社
会
学
者
の
橋
爪
大
三

郎
氏
(
町
)
と
哲
学
者
の
東
浩
紀
氏

(
M
A
)

。
戦
後
思
個
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
受
容

と
克
服
を
め
ぐ
り
、
価
値
観
の
異
な

る
こ
つ
の
世
代
が
火
花
を
散
ら
し

た

戦
以
前
の
問
題
系
を
引
辛
子
っ

た
小
さ
な
ゲ
l
ム
で
し
か
な
い

と
感
じ
る
よ
う
じ
な
っ
た
。
冷

戦
後
で
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ー
が
大
事
に
な
り
ま
し
た
が
、

隣
は
男
性
、
東
京
都
出
身
、
在

日
で
も
な
い
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ー
の
よ
う
な
恨
拠
が
な
い
。
だ

か
ら
僕
は
現
代
思
想
を
学
ん
で

も
、
結
局
そ
れ
を
精
織
化
さ
せ

る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
か
ら
抜
け
だ
そ
う
と
は
し

て
い
る
の
で
す
が
、
な
に
を
す

べ
き
な
の
か
は
見
え
な
い
状
況

に
あ
る
。

橋
爪
い
や
、
い
ま
の
言
い

方
は
、
解
剖
台
を
乗
り
越
え
て

い
る
。
同
時
代
に
対
す
る
批
評

だ
と
思
う
し
、
現
実
を
語
っ
て

い
る
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
だ
か

、も

平
等
な
ど
、
特
有
の
概
念
が
あ

る
。
こ
れ
を
本
気
で
考
え
て
、

自
の
前
の
不
平
等
を
変
え
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
レ

デ
ィ
メ
イ
ド
の
考
え
方
と
、
現

実
の
世
界
と
の
聞
に
組
踊
が
生

じ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
本
的

概
念
の
い
く
つ
か
は
捨
て
な
き

ゃ
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
す
る

と
、
そ
の
系
列
の
言
葉
が
使
え

べ
き
で
す
。
か
つ
て
血
の
遇
っ

た
思
想
だ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義

は
死
ん
で
、
テ
ク
ス
ト
の
構
造

だ
け
が
「
解
剖
台
」
の
上
に
あ

る
。
い
ま
を
生
き
て
い
る
自
分

の
言
葉
を
繰
り
込
ん
で
、
死
ん

だ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
言
葉
と
向

き
合
え
ば
、
向
か
が
始
ま
る
と

思
い
ま
す
。

ロ

ロンドンのハイゲート墓地にある

マルクス像 (1988年 12月) =AP 

ま
し
た
(
笑
)
。

寮
い
や
、
大
方
は
ハ
ッ
ピ

ー
な
ん
で
す
よ
(
笑
)
。

A
V
階
層
化
へ
の
疑
問

橋
爪
私
た
ち
の
世
代
は
子

ど
も
の
教
育
に
失
敗
し
た
と
非

難
さ
れ
ま
す
。
農
業
を
捨
て
、

都
会
へ
出
て
き
て
、
親
の
世
代

に
対
す
る
角
度
が
取
れ
な
い
。

東
う
ち
も
そ
ん
な
感
じ
で

す
ね
(
笑
)
。

橋
爪
苗
ん
さ
ん
は
「
動
物
侶
」

な
ど
の
新
し
い
用
語
で
、
あ
る

世
代
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
つ
か

ま
え
て
い
て
、
そ
こ
に
積
極
的

な
意
味
合
い
を
感
じ
ま
す
。
子

供
の
側
が
逆
盤
し
て
い
る
の
か

今
の
言
葉
で
構
造
「
解
剖
」

は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

1
9
4
8年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
東
京

工
業
大
教
授

・
理
論
社
会
学
、
宗
教
社
会
学
。
著
書
に
『
言
語
/
性
/
権

力
』
な
ど
多
数
。
近
著
は
『
隣
り
の
チ
ャ
イ
ナ
』
。

¥ 

ら
言
わ
せ
て
下
さ
い
じ
ゃ
な

く
、
疑
え
な
い
リ
ア
ル
な
場
に

お
り
て
い
っ
て
、
そ
こ
を
つ
か

め
ば
、
強
力
に
全
体
を
記
述
す

る
言
葉
が
使
い
始
め
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。

東
そ
れ
を
信
じ
た
い
け
れ

ど
・
:
。
一
世
紀
以
上
続
い
た

マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
が
抜
け

て
し
ま
っ
た
後
、
い
き
な
り
「
君

た
ち
の
言
案
で
実
感
を
つ
か
ま

え
て
こ
い
」
と
い
う
の
は
大
変

む
ず
か
し
い
。

橋
爪
東
さ
ん
た
ち
が
、
と

て
も
気
の
毒
な
世
代
だ
と
い
う

こ
と
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き

1 
J 

よ
り
学
歴
が
上
。
結
果
的
に
親

の
生
き
方
を
否
定
し
て
い
る
。

で
も
、
今
度
は
自
分
が
親
に
な

っ
て
、
子
供
に
与
え
て
や
れ
る

の
は
、
自
分
と
似
た
人
生
で
し

か
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
子
供

も
し
れ
な
い
。

東
僕
は
最
近
の
階
層
化
社

会
論
は
疑
問
に
思
っ
て
い
ま

す
。
昔
は
、
知
の
獲
得
に
お
金

が
か
か
っ
た
の
で
、
富
の
配
分

と
知
の
配
分
は
連
動
し
て
い

2006年(平成18年) 1月5日

た
。
と
こ
ろ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
が
発
達
し
た
現
在
で

は
、
富
の
俗
差
は
必
ず
し
も
知

の
格
差
を
意
味
し
な
い
。
『
動

物
出
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン』

で

僕
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
現

代
社
会
で
は
、
あ
る
領
域
で
人

間
的
で
主
体
的
に
振
る
舞
う
こ

と
と
、
他
の
領
域
で
「
動
物
的
」

に
告
さ
る
こ
と
が
ひ
と
り
の
な

か
で
両
立
し
て
し
ま
う
こ
と
で

す
。
実
際
、
・
ひ
き
こ
も
り
や
ニ

1

ト
が

H

下
層
階
級
H

と
は
言

え
な
い
。
人
間
性
と
動
物
性
が

組
み
合
わ
さ
っ
た
解
躍
的
な
生

活
ス
タ
イ
ル
が
、
モ
ザ
イ
ク
状

に
織
り
な
す
こ
と
で
い
ま
の
世

界
は
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い

う
官
界
を
分
析
す
る
に
は
、
た

い
へ
ん
複
雑
な
言
葉
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

φ
情
報
の
海
へ

橋
爪
そ
う
い
う
状
況
へ
の

対
処
法
の
一
つ
が
原
理
主
義
で

す
。
情
報
に
勝
手
に
優
劣
を
つ

け
、
単
純
に
反
応
す
る
よ
う
に

す
る
。
政
治
で
は
小
泉
さ
ん
や

前
原
さ
ん
の
手
法
が
そ
れ
に
似

て
い
る
。
複
雑
な
状
況
を
煎
理 毘ョ司手長日L主呈言主主

、、

を
承
知
で
要
約
し
、
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
原

理
主
語
も
な
く
、
政
治
の
力
も

弱
い
日
本
で
、
あ
る
機
能
を
果

た
し
て
い
る
。

東
小
泉
さ
ん
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
戦
略
を
単
純
に
は
批
判
で
き

ま
せ
ん
。
危
険
な
兆
候
だ
と
い

う
批
判
そ
れ
自
体
も
、
快
ま
り

文
句
で
し
か
な
い
。
現
代
社
会

で
は
情
報
量
が
爆
発
し
て
い
る

た
め
、
社
会
の
ト
ー
タ
ル
な
国

解
が
無
理
に
な
っ
て
い
る
。

橋
爪
確
か
に
。
で
も
、
情

報
を
処
理
す
る
人
間
の
顕
は
昔

と
変
わ
ら
な
い
わ
け
で
、
解
釈

の
枠
組
み
を
仕
込
ん
で
お
か
な

い
と
、
情
報
処
理
そ
の
も
の
が

で
き
な
い
。
教
育
の
ポ
イ
ン
ト

は
そ
こ
に
あ
る
と
思
う
。

東
自
己
決
定
の
余
俗
を
残

し
た
ま
ま
、
ど
こ
ま
で
膨
大
な

情
報
量
の
世
界
に
髄
ぎ
出
し
て

い
け
る
の
か
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
は
、
検
索
し
た
こ
と
に
し
か

答
え
を
返
し
て
く
れ
な
い
。
そ

う
い
ラ
社
会
は
ど
ん
ど
ん
視
野

が
挟
ま
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
ど

う
聞
い
て
い
く
か
が
未
来
の
カ

ギ
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

3~イヒ

の
生
と
死
に
ほ
ん
ろ
う
さ
れ
る

人
間
の
は
か
な
さ
を
感
じ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

東
さ
ん
を
鼓
舞
す
る
か
の
よ
う

な
橋
爪
さ
ん
の
語
り
か
ら
、
確

信
を
持
っ
て
何
か
を
つ
か
み
取

ろ
う
と
す
る
営
み
の
「
気
高
さ
」

の
よ
う
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
き

た

。

(

値

)

人
間
の
は
か
な
き
ゃ
-
実
感

オ
パ
斗
社
会
を
階
級
闘
争

一
メ
モ一

「
し
ド
」
の
場
と
と
ら
え
、
資

本
主
義
の
矛
盾
か
ら
、
社
会
主

義
社
会
が
生
ま
れ
る
と
説
い
た

マ
ル
ク
ス
主
義
は
初
世
紀
、
日

本
で
も
多
く
の
知
識
人
を
と
り

こ
に
し
た
。

1
9
9
1年
の
ソ

連
崩
壊
前
後
か
ら
急
激
に
力
を

失
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
学

界
で
は
今
な
お
一
再
評
価
す
る
試

み
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

思
想
を
「
死
ん
だ
」
と
断
。
、

そ
の
研
究
は
「
死
体
解
剖
」
だ

と
喝
破
し
た
2
人
か
ら
、
思
惣
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2006年(平成 18年)5月8日(月曜日)

之 006-I-@ 
メデ、ィアを考える

、ノ

理
系
の
研
究
者
が
専
門
外
の
現
代
社
会
を

論
じ
た
エ
ッ
セ
ー
が
売
れ
て
い
る
。
今
の
日

本
社
会
に
も
の
申
す
ー
ー
な
ど
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
放
つ
本
は
常
に
書
屈
の
一
角
を
占
め
て

い
る
が
、
社
会
学
な
ど
ベ
テ
ラ
ン
評
論
家
に

よ
る
分
厚
く
て
小
さ
な
文
字
の
本
で
は
な

く
、
新
書
に
代
表
さ
れ
る
手
軽
で
平
易
な
文

体
の
本
が
目
立
ち
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ

て
い
る
の
が
特
徴
だ
。
背
景
を
探
っ
た
。

【
岸
桂
子
、
手
塚
さ
や
番
〕

。
半
年
で
2
0
0万
部

新
潮
社
は
先
月
上
旬、

数
学
者
の

藤
原
正
彦
さ
ん
が
執
筆
し
た

「
国
家

の
品
格
」
(
新
潮
新
書
)
を
二
挙
に

ω

万
部
増
刷
す
る
と
と
を
決
め
た
。
新
・

書
の
1
回
の
増
剛
と
し
て
は
「
お
そ

ち
く
前
代
来
聞
の
数
字
」
(
新
潮
新
書

編
集
部
)
。
そ
の
後
も
増
刷
を
重
ね

1
・

日
現
在
で
計
1
9
7万
部
と
な
り
、

昨
年
日
月
の
刊
行
以
来
、
半
年
で
2

0
0万
部
に
達
す
る
の
は
確
実
だ
。

「
国
家
の
品
格
」
は
、
米
国
追
随
一

辺
倒
の
政
治
か
ち
の
脱
却
を
説
き
、

武
士
道
精
神
な
ど
日
本
人
が
持
っ
て

い
た
価
値
観
や
美
徳
を
取
り
戻
す
べ

き
だ
と
明
快
な
文
章
で
主
張
し
た
エ

ッ
セ
ー
D

藤
原
さ
ん
は

「
若
き
数
学

者
の
ア
メ
リ
カ
」
(
竹
年
)
な
ど
、
叙
情

に
満
ち
た
多
数
の
エ
ッ
セ
ー
を
発
表

し
て
い
る
も
の
の
「
国
家
の
あ
り
ょ

う
」
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
は
初

め
て
。
自
身
「
と
ん
な
売
れ
方
は
普

通
じ
ゃ
な
い
」
と
戸
惑
い
を
隠
さ
な

い
が
、
ヒ
ッ
ト
の
要
因
を
四
つ
の
ポ

イ
ン
ト
を
挙
げ
て
分
析
し
た
。

「文
系
だ
と
右
、
左
の
色
が
つ
い

て
中
島
も
類
推
で
き
る
が
、
理
系
は

色
が
つ
き
に
く
い
。
だ
か
ら
読
者
は

『
向
を
書
い
て
い
る
の
か
』
と
興
味

を
持
つ
。
第
二
に
、
常
に
視
線
を
世

界
に
広
げ
て
い
る
か
ら
、
日
本
の
良

さ
も
悪
さ
も
自
信
を
持
っ
て
発
言
で

き
る
。
第
三
に
、
自
説
を
は
っ
き
り

主
張
す
る
人
が
少
な
い
文
系
に
対

し
、
理
系
は
直
線
的
で
主
張
が
明
快
。

第
四
に
理
系
は
斬
新
さ
で
勝
負
し
て

い
る
口
こ
の
本
も
、
他
の
本
に
は
な

い
ハ
ッ
と
す
る
乙
と
が
い
く
つ
も
書

い
て
あ
る
の
で
、
読
む
人
は
興
味
を

大局観に世間が期待藤原正彦さん、養老孟司さん...・H ・-

持
っ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」

新
潮
新
書
か
ろ
は
、

4
1
5万
部

と
新
書
の
最
高
部
数
を
更
新
し
続
け

て
い
る
養
老
孟
司
著
「
パ
カ
の
壁
」

(
閃
年
〉
も
生
ま
れ
た
。
養
老
さ
ん

は
解
剖
学
者
だ
が
、
「
パ
カ
の
壁
」

も
現
代
社
会
に
つ
い
て
論
じ
た
本
。

つ
ま
り
、
超
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

2
冊
は
、

理
系
学
者
が
専
門
分
野
の
外
に
向
け

た
論
評
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

人気園田園薗圃エッセ
理系文化人

。
拒
否
反
応
薄
れ

た
だ
し
、
「
理
系
」
は
必
ず
し
も

キ
ー
ワ
ー
ド
で
な
い
と
い
う
指
摘
が

あ
る
。
大
手
出
版
社
の
理
工
書
担
当

編
集
者
は
「
読
者
の
立
場
で
考
え
る

と
、
数
学
者
や
解
剖
学
者
の
本
で
あ

る
こ
と
を
意
識
し
て
買
っ
て
い
る
か

ど
う
か
は
疑
問
だ
。

2
人
と
も
文
章

が
う
ま
く
て
含
蓄
が
あ
り
、
読
ん
で

み
る
と
『
数
学
者
と
情
緒
』
の
よ
う

な
意
外
な
組
み
合
わ
せ
の
面
白
さ
が

あ
っ
た
」
と
話
す
。

社
会
論
に
限
ら
ず
、
「
理
系
」
人
に

よ
る
本
へ
の
抵
抗
が
薄
れ
て
い
る
と

い
う
見
方
も
。
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
庖
池

袋
本
居
の
文
芸
担
当
者
は
「
小
川
津

子
さ
ん
の
小
説
『
博
士
の
愛
し
た
数

式
』
(
新
潮
社
)
の
ヒ
ッ
ト
を
契
機
に
、

数
学
入
門
書
も
売
れ
て
い
ま
す
。
乙

れ
ま
で
は
理
系
の
人
の
執
筆
と
い
う

だ
け
で
ち
ゅ
う
ち
よ
さ
れ
が
ち
だ
っ

た
本
が
、
違
和
感
な
く
受
り
入
れ
ち

れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
」
と
話
す
。

〈〉
「
大
家
」
の
不
在

か
つ
て
、
文
化
芸
術
か
ち
社
会
時

評
に
至
る
ま
で
常
に
発
言
を
期
待
さ

れ
た
人
と
レ
て
、
作
家
の
司
馬
遼
太

郎
さ
ん
が
い
た
。

差
老
、
藤
原
両
氏
に
社
会
時
評
を

依
頼
し
た
理
由
に
つ
い
て
三
重
博
一

・
新
潮
新
書
編
集
長
は
「
独
創
的
な

視
点
を
持
ち
、
固
定
観
念
に
と
ら
わ

れ
な
い
柔
軟
さ
が
あ
る
か
ら
。
理
系

識者はこうみる

た
り
分
析
し
た
り
と
い
う
の
は
新
し
言
す
る
人
も
増
え
て
き
た
。
人
口
の

い
局
面
か
も
し
れ
な
い
。
新
し
い
問
問
題
も
環
境
と
関
係
し
て
い
る
し
、

題
提
起
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
宗
教
対
立
や
紛
争
な
ど
の
背
景
も
科

う
。
つ
ま
り
、
新
し
い
視
点
で
物
を
学
的
に
分
析
で
き
る
点
が
あ
る
。
乙

科
学
を
極
め
た
専
門
家
は
そ
れ
な
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
れ
か
ら
の
社
会
は
理
系
の
知
恵
を
も

-K恥
倣
抑
ず

り
の
自
然
観
、
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
っ
と
利
用
す
る
時
代
に
入
っ
た
。

h

駈
泊

1
rL
-v
F
社
会
観
を
持
つ
背
景
と
し
て
理
系
ど
文
系
の
境
界
た
だ
、
昨
今
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な

7
Jh吋

A

i
l
-

づ

鰯
応
一

it--ぃ
-
て
い
る
か
ら
、
が
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
っ
た
本
は
、
著
者
の
パ
l
ソ
ナ
リ
テ

ノふ
協

議
以

…
文
系
の
専
門
家
学
聞
を
理
系
と
文
系
に
分
け
る
と
い
ィ
!
と
い
う
要
因
も
大
き
く
、

「理

A
掛
斜
同
情
勺

の
自
然
観
、
社
う
明
治
以
来
の
考
え
方
自
体
が
不
可
系
の
文
化
人
」
と
い
う
く
く
り
で
と

会
観
と
違
う
見
方
が
で
き
る
。
そ
の
能
に
な
っ
て
き
た
。
教
育
や
社
会
現
ち
え
る
の
が
難
し
い
と
と
ろ
も
あ

発
想
が
面
白
く
て
独
創
的
だ
か
ら
受
象
、
犯
罪
を
社
会
科
学
的
な
観
点
か
る
。
乙
の
先
、
文
系
の
文
化
人
が
理

け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ち
分
析
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
理
系
系
の
テ
i
マ
を
書
い
た
本
が
ベ
ス
ト

う
い
う
人
た
ち
が
学
術
論
文
で
は
な
の
立
場
か
ら
見
る
と
異
な
る
分
析
が
セ
ラ
ー
に
な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し

く、

一
般
向
貯
の
エ
ッ
セ
ー
を

書

い

可

能

な

こ

と

も

多

い

し

、

実

際

に

発

れ

な

い

。

(

談

)

の
分
か
ら
な
い
う
わ
さ
話
と
の
区
別
の
本
の
ヒ
ッ
ト
も
「
理
系
は
文
系
と

が
つ
か
な
い
言
論
の
ゴ
ミ
た
め
状
態
は
違
う
」
と
い
う
文
系
人
閣
の
過
度

に
な
っ
た
。
政
治
も
劇
場
化
に
よ
っ
な
思
い
入
れ
や
理
系
へ
の
距
離
感
に

て
サ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
な
り
、
一
部
由
来
し
て
い
る
。

の
医
師
や
弁
護
士
は
タ
レ
ン
ト
化
す
ま
た
、
文
系
の
知
識
人
が
文
系
の

る
。
こ
う
い
う
状
況
で
「
何
を
信
じ
異
分
野
で
発
言
す
る
場
合
、
既
存
の

て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
常
識
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
と
を
意
図

方
向
喪
失
感
覚
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
し
て
い
る
た
め
に
、
読
者
に
は
難
解

中
で
信
頼
で
き
る
存
在
と
し
て
理
系
で
説
教
臭
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
点
、

が
注
目
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
理
系
知
識
人
が
文
系
の
テ
l
マ
を
論

理
系
の
学
聞
は
、
客
観
的
法
則
や
じ
る
場
合
は
「
と
ん
な
乙
と
考
え
て

事
実
、
物
質
が
存
在
す
る
ど
こ
ろ
か
も
み
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
外
な
点

ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
か
ち
信
頼
で
を
突
い
て
く
る
た
め
、
常
識
を
捨
て

き
そ
う
に
感
じ
ち
れ
る
。
理
系
離
れ
る
と
い
う
抵
抗
感
が
少
な
く
、
関
心

と
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
差
老
民
ち
を
持
た
れ
や
す
い
。
(
談
)

寺
門
和
夫
民

サ
イ
エ
ン
ス
ウ
ェ
プ
編
集
長

(
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
)

橋
爪
大
三
郎
氏

東
工
大
教
授
(
社
会
学
)

わピのセが てアー¥ じ
ゅニ巨ツな É'C~腎~'\ t.こ理
るオ大トく 針路~~ .~t!;)~~l?Ìl 本系
「ン掲さな 十 ζ~{~1l1 が文
高 誌 示 れ り 私41U吋 支七
級な板た、 1γQWt持人
などな。ィ ~~ii\~怖 さが
言にどさデ ヘ、，、 れ政
説代がらオと戦行た「る治
」表登にロい後がめ言背や
とさ場ネギう、あ化論景社
、れしツ l対右る」のに会

出る、トが立、。のゴはを
所いオ上リ軸左冷進ミ、論

を
意
識
し
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
し

た
う
え
で
、
「
2
人
と
も
文
系
理
系
の

枠
に
収
ま
ら
な
い
『
知
性
』
を
持
っ

て
い
る
。
読
者
は
今
、
大
柄
な
構
え
を

も
っ
た
思
想
を
説
く
人
を
求
め
て
い

る
気
が
し
ま
す
」
と
話
し
、
専
門
性
に

縛
ら
れ
な
い
大
局
視
を
も
っ
人
の
登

場
を
願
う
世
間
の
期
待
が
、
養
老
・

藤
原
本
の
メ
ガ
ヒ
ッ
ト
に
つ
な
が
っ

た
と
い
う
分
析
に
共
感
を
寄
せ
る
。

藤
原
さ
ん
は

「
司
馬
さ
ん
の
よ
う

な
広
い
視
野
は
、
文

ιや
芸
術
、
歴

史
、
思
想
と
い
う
一
見
何
の
役
に
も

立
た
な
い
よ
う
な
教
義
が
な
け
れ
ば

身
に
着
か
な
い
。
そ
ん
な
人
は
多
く

は
登
場
し
な
い
け
れ
ど
、
活
字
文
巴

の
室
涯
と
、
政
治
家
で
さ
え
大
冒
頭

を
喪
失
し
て
い
る
現
状
を
考
え
る

と
、
出
現
の
頻
度
は
ま
す
ま
す
底
く

文系との境界なくなったため化背景に言論ゴミ

な
る
だ
ろ
-
つ
」
と
将
来
を
懸
念
す
る
ロ

ラ
イ
タ
ー
の
永
江
朗
さ
ん
は
「
『
専

門
パ
カ
』
で
は
な
い
、
『
長
屋
の
ご

隠
居
』
的
な
存
在
は
い
つ
の
時
代
に

も
求
め
ら
れ
る
。
文
系
は
叩
1
叩
年

代
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
左
右
さ
れ
て

権
威
を
失
っ
た
り
し
た
が
、
理
系
の

人
た
ち
は
、
世
界
観
の
変
化
の
荒
波

を
そ
ん
な
に
受
け
ず
に
済
ん
だ
の
で

は
」
と
語
る
。

「
理
系
文
化
人
」
プ
l
ム
は
今
後
も

続
く
の
か
。
注
目
さ
れ
て
い
る
一
人

が、

1
9
6
2年
生
ま
れ
の
脳
科
学

者
、
茂
木
健
一
郎
さ
ん
だ
。
文
理
の

垣
根
を
壊
し
た
論
壇
・
研
究
活
動
が

光
り
、
昨
年
は
小
林
一
芳
雄
箆
を
受
賞
口

茂
木
さ
ん
の
新
刊
・
も
出
し
た
三
重
編

集
長
は
「
ポ
ス
ト
義
一
一
老
・
藤
原
は
常

に
探
し
て
い
ま
す
」
と
打
ち
明
け
た
。
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一

S
E
E
-
-

の
力
一

築
動
一

橋
原
一

私
は
過
去
凶
年
あ
ま
り
、
中
国
の
党
や
政
府
の
さ
ま
ざ
ま
な
皆
言
語
矛
盾
、
党
内
中
国
が
す
っ
か
り
組
み
込
ま
れ
た
結
果
、
ほ
か

に
、
経
済
政
策
の
提
言
を
続
け
て
き
た
。
だ
が
と
党
外
の
矛
盾

K

党
と
政
府
の
矛
盾
、
中
央
と
の
国
々
と
の
あ
い
だ
で
不
均
衡
が
深
ま
り
、
中

近
年
、
中
国
の
主
要
な
課
題
は
、
経
済
か
ら
社
・
〉
地
方
の
矛
盾
、
党
と
人
民
の
矛
盾
、
政
府
と
市
国
の
員
易
黒
字
が
拡
大
し
て
い
る
乙
と
だ
。
中
。|

会
に
移
り
つ
つ
あ
る
。
中
国
社
会
は
転
機
に
あ

、

民
の
矛
盾
な
ど
)
の
な
か
で
、
主
要
な
の
は
や
国
は
、

w
T
O加
盟
前
の

2
0
0
0年
に
、
輸

り
、
多
く
の
長
期
的
・
構
造
的
な
問
題
が
噴
出

，
は
り
、
党
と
人
民
の
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
胡
錦
爵

・・
出
額
が
世
界
第
8
位
だ
っ
た
が
、

2
0
0
5年

し
て
い
る
。
乙
れ
ら
に
つ
い
て
、
説
明
レ
た
い
。
主
席
が
、
社
会
主
義
毘
主
法
制
を
「
和
譜
社
会
」

.
r

に
は
日
本
を
援
い
て
第
3
位
に
な
っ
た
。
豊
か
・

第
一
は
、
経
済
成
長
が
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
矛
の
九
大
目
標
の
第
一
に
掲
げ
て
い
る
の
は
、
こ

J
d

な
国
々
、
特
に
ア
メ
リ
カ
が
巨
額
の
経
常
赤
字

盾
を
も
た
ら
し
、
「
社
会
赤
字
」
(
社
会
の
マ
う
レ
た
脊
景
か
ら
だ
。
政
治
赤
字
か
ら
政
治
黒
を
重
ね
る
い
っ
ぽ
う
、
中
国
や
石
油
輸
出
国
は

イ
ナ
ス
)
が
佑
大
レ
た
こ
と
。
国
有
企
業
や
郷
字
に
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
巨
額
の
経
常
黒
字
を
計
上
し
て
い
る
。
中
国
の

鎮
傘
巣
か
色
、
累
計
6
0
0
0万
人
に
も
の
ぼ
第
三
は
、
各
種
の
資
源
環
境
の
矛
盾
が
激
化
経
常
黒
字
が
G
D
Pに
占
め
る
割
合
は
轡
え
続

る
「
失
業
の
洪
水
」
が
生
ま
れ
た
。
人
び
と
の
し
て
、
「
生
態
赤
字
」
(
環
境
べ
の
マ
イ
ナ
ス
)
:
け
、

2
0
0
1年
の
2
・8
M
W
が
2
0
0
6年

所

得

は

伸

び

た

が

、

そ

れ

以

上

に

所

得

の

倍

差

に

は

8
・
5
物
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
。
中
国

や
不
平
等
が
拡
大
し
た
。
胡
錦
瀞
主
席
が
、

2

と
E
U、
ア
メ
リ
力
、
日
本
と
の
賓
易
不
均
衡

0
2
0年
ま

で

に

「

社

会

主

義

和

詣

社

会

(

調

は

、

製

造

業

が

地

球

規

模

で

大

移

動

し

つ

つ

あ

相

社

会

)

」

を

建

設

し

よ

う

と

の

べ

て

い

る

の

り

、

そ

れ

に

と

も

な

っ

て

資

源

員

男

の

不

均

衡

・

は

、

こ

う

し

た

背

景

か

ら

で

あ

る

。

社

会

赤

字

が

生

ま

れ

て

い

る

こ

と

を

反

映

し

て

い

る

。

胡

を

社

会

黒

字

に

転

じ

る

の

だ

。

錦

一

国

主

席

が

、

中

国

が

、

平

和

な

発

展

の

道

を

第

二

は

、

共

産

党

の

政

治

資

産

が

失

わ

れ

つ

歩

む

、

w
i
n
-
w
i日
関
係
の
対
外
開
放
戦

つ

あ

り

、

「

政

治

赤

字

」

が

拡

大

し

て

い

る

こ

略

を

提

唱

し

て

い

る

の

は

、

こ

う

し

た

背

景

か

と

。

中

国

政

府

は

、

経

済

の

マ

ク

ロ

調

整

を

や

ら

だ

U

員
男
黒
字
か
ら
、
買
男
バ
ラ
ン
ス
に
転

り
と
げ
、
ア
ジ
ア
金
融
危
機
を
乗
り
切
り
、

'S
-

換
す
る
の
だ

O

A
R
S危
機
を
処
理
し
て
自
信
を
深
め
、
政
権

.

汁

中
国
は
ま
た
と
な
い
発
展
の
機
会
を
手
に
し

担

当

能

力

を

ま

す

ま

す

強

め

て

い

る

。

そ

の

最

て

い

る

が

、

同

時

に

か

つ

て

な

い

厳

し

い

挑

戦

大

の

敵

は

、

む

し

ろ

政

縫

内

部

の

に

も

直

面

し

て

い

る

。

胡

錦

篇

主

席

の

「

機

会

腐

敗

で

あ

る

。

経

済

成

長

の

結

果

、

を

と

ら

え

、

挑

戦

に

乙

た

え

る

」

と

い

う

基

本

国

家

財

産

(

公

共

財

政

、

公

共

役

戦

略

(

「

社

会

主

義

調

和

社

会

の

構

築

に

関

す

資

、

固

有

資

産

、

国

有

資

源

な

ど

)

る

若

干

の

重

大

問

題

に

つ

い

て

の

中

国

共

産

党

が

蓄

積

さ

れ

た

が

、

腐

敗

、

乱

課

中

央

の

決

定

」

2
0
0
6年
叩
月
日
日
第
日
次

税

、

首

任

、

資

源

の

無

駄

な

ど

、

中

央

委

員

会

第

g
回
全
体
会
議
)
は
、
こ
う
し

国

家

財

産

の

略

奪

も

空

前

の

規

模

た

状

況

を

踏

ま

え

て

の

も

の

だ

。

こ

れ

は

、

中

に

達

し

た

。

政

府

と

人

民

の

聞

で

国

躍

進

の

基

本

モ

デ

ル

で

あ

り

、

ま

た

、

中

国

は

情

報

も

権

力

も

非

対

称

な

た

躍

進

の

原

動

力

と

も

な

る

は

ず

だ

。

め

、

大

量

の

公

共

資

産

の

損

失

と

(

矯

爪

大

三

郎

・

東

京

工

業

大

教

授

訳

)

浪
費
が
生
じ
て
い
る
。
共
産
党
内

部
に
は
、
ぜ
い
た
く
や
と
ま
す
り

が
は
び
こ
っ
て
い
る
。
中
国
社
会

降l新日毎

調和社会
-

胡鞍鋼

フ.・ア:ジガン 1953年
生まれ。中国・清華大教授

・(経済学) 0 中国科学院自

動化所卒(工学博士)。中
国指導部に近い政策学者。

著書に『かくて中国はアメ

リカを追い抜くn0 

全国人民代表大会で政府活動報 告 を 終

え、言葉を交わす胡錦湾国家主席〈左〉

と温家宝首相=06年 3月、 AP

が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
。
中
国
経
済
の
成
長
は
、

工
業
侶
や
都
市
化
も
加
速
さ
せ
た
。
中
国
は
す

で
に
、
世
界
第
2
位
の
資
源
消
費
国
、
・資
源
輸

入
国
、
汚
染
排
出
国
で
あ
る
。
中
国
国
内
で
人

間
と
自
然
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
拡
大
し
た
結
果
、
地

球
環
境
に
も
大
き
な
影
響
が
及
ん
で
い
る
。
胡

錦
瀞
主
席
が
緑
色
発
展
モ
デ
ル
(
資
源
節
約
型

で
環
境
に
や
さ
し
い
社
会
を
建
設
し

N

循
環
経

済
を
発
展
さ
せ
る
)
を
提
起
し
て
い
る
の
は
、

こ
う
し
た
背
景
か
ろ
だ
。
生
態
赤
字
を
生
態
黒

字
に
転
じ
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

第
四
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
経
済
に

γ

レ

1 
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展禁不止，在中国社会各炎政治矛盾(如党内矛盾，党内与党タ卜矛盾，
胡儲涛面対的四大挑抜l

党与政府矛盾，中央与地方矛盾，党与人民矛盾，政府与公民等)中，

主要矛盾依然是党与人民矛盾.iさ就是胡鵠涛把完善社会主χ民主法

制作方和i皆社会九大目隠之首的政治背景，旨在仏政治赤字特変方政

胡鞍例z

中国道人経済j包ーも和社会特型吋期， JA 20世紀 90年代下半期，

治盈余。
出現了咋多長期性活拘性皮展挑哉:

而各炎資源PF境矛盾凸13イ乙人民生活水平在迅速提高，第三，
径許迅速-増長，而各炎社会矛盾凸現，社会赤字在T大。第一，

現，生杏赤字在T大.中国不促径ìJf高増長，而且工~化在加速，城
首先出現前所未有的固有和城慎集体単位“下筒洪水"(累v十超泣 6000

居民t&入和家庭財戸在迅速r大之日寸，其相対差距和万人);其次，
慎化在加速，己笠成方世界第二大資源消費国和逃口国，世界第二大

汚染排放国和汚染損失国，也是中園周史上生恋破杯、 PF境尽力最戸
再有，各笑主要是建国 50多年以来最大t己表:不平等近一歩:J=r-大，

重吋期，反映了中国内部人与自然之問的差距越来越大，以致汗始影
ネ土会指綜変化都反映了 13イ乙人口的中国，人与人之問的友展差距在

r大，人与人之向的社会矛盾在T大，人与人之向的社会赤字在:J=r-大。
日向世界沼国的人与自然之問的差距。 iま就是胡鰭涛提出緑色友展模式

旨在i主就是胡傭涛要在 2020年建立社会主又和増社会的社会背景，
〈指建立資源令豹型社会、耳境友好型社会、友展循pjて径肝)的生杏

旨在ん人生恋赤字特交先生恋盈余。背景，
A人社会赤字特交方社会盈余。

第二，共芹党的抗政能力在改善，而政治資戸在流失，政治赤字

在T大@在中国政府在穏定宏現笠済、庄対立糾|金融危机、赴理 SARS
第四，中国大規模参与径済全球化，市与其他国家和世界之同戸

生越来越豆著的不平衡，貿易盈余在T大。中国在加入世界貿易担金只
危机表現了充分的自信和越来越高的ttI.政水平。但是他的最大故人是

之前的 2000年貨物近出口居世界第八位， 2005年上升方第三位，超
来自内部的目掠守之手"和腐敗。笠詐迅速増長専致国家財富(公共

泣了日本。全球笠肝不平衡性特征友生了巨大的変化，富国特別是美
財政、公共投資、固有資戸、固有資源等)迅速釈累，也方腐敗、尋

而中園、石油輸出国巨額径常項目長戸盈余，国巨額径常項服戸赤字，
祖、非法流失、元致率使用或{氏致率支出等掠寺↑生国家財富提供了空

中国笠常項朕戸余額占 GDP比重不断提高，由 2001年的 2.8%至IJ2006 
前的机会，在信息不対称和;民力不対称情況下，造成大量的公共財富

年可能在 8.5%。中国与欧盟、美国和日本貨物貿易不平衡反映了全
損失和浪費。此タト，党内相当盛行政鎮民、?手寺凡、著修夙、翠比凡，

球制造lt友生大特移，也引起資源貿易不平衡和大特移。 iま就是胡惰

回
目涛提出走和平友展道路、実施互利共蔵対タ卜汗放故略的国際背景，

t此文庄日本《毎日新開》之約而[乍.雪子 2006年 U 月24日.

.作者系中国清阜大学国情研究中心主任.

忌之，中国面I[缶的友展机遇前所未有，面対的挑故也前所未有。

在仏貿易盈余特交方貿易平衡。


