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鄒
双
双
氏
の
論
文
を
は
じ
め
て
読
ん
だ
の
は
、「
三
〇
年
代
の
北
京

に
お
け
る
銭
稲
孫
像
―
日
本
人
留
学
生
の
目
を
通
し
て
―
」（『
東
ア

ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
第
五
号
二
〇
一
二
年
二
月
）
で
あ
っ
た
。
評
者
は
、

三
〇
年
代
の
中
国
人
留
学
生
の
研
究
を
し
て
お
り
、『
関
西
大
学
学
術

リ
ポ
ジ
ト
リ
』
か
ら
、「
発
見
」
し
た
。
こ
の
論
文
で
、
初
め
て
吉
川

幸
次
郎
と
銭
稲
孫
の
交
遊
を
知
り
、
一
九
五
九
年
三
月
に
吉
川
の
奔
走

で
銭
稲
孫
訳
の
『
漢
訳
万
葉
集
選
』
を
学
術
振
興
会
か
ら
出
版
し
た
こ

と
、
多
く
の
日
本
か
ら
の
留
学
生
が
、
銭
稲
孫
の
世
話
に
な
っ
た
こ
と
、

竹
内
好
の
北
京
留
学
時
代
の
畏
友
楊
聯
陞
の
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
お

り
、
非
常
に
蒙
を
啓
か
れ
た
。
ま
た
、
同
じ
『
関
西
大
学
学
術
リ
ポ
ジ

ト
リ
』
か
ら
、「
日
本
占
領
下
の
北
京
に
お
け
る
文
化
人
―
銭
稲
孫
と

周
作
人
を
中
心
に
―
」（http://hdl.handle.net/10112/6343

）
も
読
ま

せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
著
者
が
、短
い
間
に
博
士
論
文
を
纏
め
上
げ
、

「
歴
史
の
空
白
」
を
う
め
る

絹
川　

浩
敏
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こ
う
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

　

こ
の
本
は
以
下
の
よ
う
な
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

序
論

　

第
一
部　

戦
前
の
銭
稲
孫
と
日
本

　

第
二
部　

戦
時
中
の
翻
訳
活
動
と
日
本

　

第
三
部　

戦
時
中
の
是
非
―
―
「
文
化
漢
奸
」
の
再
検
討

　

著
者
は
、
序
論
で
「
北
京
に
踏
み
留
ま
っ
た
翻
訳
家
・
銭
稲
孫
を
取

り
上
げ
て
そ
の
軌
跡
を
追
い
、
そ
の
検
討
を
通
じ
て
、
日
本
占
領
下
の

北
京
に
お
け
る
一
知
識
人
の
様
相
、文
化
交
渉
の
あ
り
方
に
光
を
当
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
日
中
文
化
史
に
新
た
な
一
章
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
と
考
え
て
い
る
」
と
こ
の
著
書
の
目
的
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
結
論

鄒
双
双
著

「
文
化
漢
奸
」と
呼
ば
れ
た
男

―
万
葉
集
を
訳
し
た
銭
稲
孫
の
生
涯
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か
ら
先
に
言
え
ば
、
こ
の
目
的
は
十
分
に
達
せ
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

評
者
は
、
以
前
に
「
竹
内
好
・
武
田
泰
淳
の
友
人
顧
鳳
城
に
つ
い

て
」（『
季
刊
中
国
』
二
〇
一
一
年
一
〇
五
号
）
を
書
い
て
、
第
三
回
大
東

亜
文
学
者
大
会
に
出
席
し
た
顧
鳳
城
の
三
〇
年
代
か
ら
の
こ
と
を
調
べ

た
こ
と
が
あ
る
。
顧
鳳
城
は
、
三
四
年
の
春
か
ら
夏
の
半
年
程
度
、
竹

内
や
武
田
と
親
し
く
交
流
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、彼
の
軌
跡
は
、

当
時
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
か
ら
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
っ
た
く
研
究
の
対
象
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

銭
稲
孫
は
、
顧
鳳
城
と
は
く
ら
べ
る
べ
く
も
な
い
大
物
で
あ
り
、
周

作
人
と
並
ん
で
淪
陷
北
京
の
二
大
「
巨
星
」
で
あ
る
が
、
研
究
が
進
ん

で
い
な
か
っ
た
の
は
「
漢
奸
」
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
解
明

す
べ
き
課
題
と
し
て
、
四
点
を
あ
げ
る
。

　

一
、
経
歴
に
つ
い
て

　

二
、
翻
訳
活
動
の
把
握
に
つ
い
て

　

三
、
日
本
や
日
本
人
と
の
関
係
に
つ
い
て

　

四
、
い
わ
ゆ
る
銭
稲
孫
の
「
文
化
漢
奸
」
に
つ
い
て

　
「
経
歴
に
つ
い
て
」
は
全
編
に
わ
た
っ
て
（
さ
ら
に
略
年
譜
、
作
品
目

録
が
附
録
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
）、「
翻
訳
活
動
の
把
握
に
つ
い
て
」

は
第
二
部
で
、「
日
本
や
日
本
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
は
、
第
一
部

第
三
章
や
第
二
部
第
八
章
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
（
さ
ら
に
佐
佐

木
信
綱
宛
て
書
簡
と
岩
波
茂
男
宛
て
書
簡
が
附
録
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

貴
重
な
資
料
発
掘
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
本
書
の
白
眉
は
「
い
わ
ゆ
る
銭

稲
孫
の
『
文
化
漢
奸
』
に
つ
い
て
」
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
の
著
述
順
と
は
逆
に
な
る
が
、
ま
ず
、
銭
稲
孫
が
、
迷
っ
た
末

に
、
日
本
占
領
下
の
北
京
に
残
っ
た
理
由
と
し
て
、
三
点
あ
げ
て
い
る
。

　
「
家
庭
の
事
情
」。
彼
が
、
五
人
の
息
子
と
五
人
の
娘
を
持
ち
、
そ
の

う
ち
の
五
人
を
日
本
に
留
学
さ
せ
て
お
り
、
妻
、
年
老
い
た
母
、
そ
し

て
一
九
三
六
年
に
亡
く
な
っ
た
弟
の
一
男
三
女
も
、
彼
が
家
長
と
し
て

責
任
を
持
っ
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
家
庭
環
境
に
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
年
老
い
た
母
が
北
京
に
残
り
た
い
と
い
う
強
い
意
志
を
示
し
た
よ

う
だ
と
、
母
親
の
影
響
も
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
手
離
し
が
た
い
書
庫
」。
泉
寿
東
文
書
庫
の
蔵
書
に
つ
い
て
も
ア
ジ

ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
か
ら
文
献
を
探
し
て
出
し
て
、
そ
の
状
況
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

　
「
対
日
認
識
」。
青
少
年
期
か
ら
過
ご
し
た
日
本
へ
の
特
別
な
感
情
、

「
発
達
し
た
日
本
文
化
」
へ
の
信
頼
、「
日
本
フ
ァ
シ
チ
ス
ト
は
神
経
質

的
だ
が
、
僕
か
ら
見
れ
ば
ほ
か
の
人
は
み
な
平
和
を
愛
す
る
の
だ
。
こ

れ
は
わ
れ
わ
れ
が
は
っ
き
り
と
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
だ
」
と
考

え
、
日
本
の
「
学
術
」
と
「
政
治
」、「
フ
ァ
シ
チ
ス
ト
」
と
「
普
通
の

庶
民
」
の
相
違
を
明
確
に
区
別
し
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、「
文
化
漢
奸
」
の
「
実
」
と
し
て
、
中
華
民
国
臨
時
政
府

が
創
設
し
た
新
民
学
院
で
講
師
に
就
任
し
、『
大
阪
毎
日
新
聞
』
主
催
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の
「
更
生
中
国
文
化
建
設
座
談
会
」
に
周
作
人
と
共
に
出
席
し
た
こ
と
、

臨
時
政
府
が
、
旧
国
立
北
平
、
北
京
、
清
華
、
交
通
の
四
大
学
（
の
抜

け
殻
）
を
整
理
、
統
合
し
て
設
立
し
た
「
国
立
北
京
大
学
」
の
秘
書
長
、

図
書
館
長
、
学
長
に
就
任
し
た
こ
と
、
第
一
回
と
第
三
回
の
大
東
亜
文

学
者
大
会
に
参
加
し
た
こ
と
の
三
点
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
更
生
中
国

文
化
建
設
座
談
会
」、「
第
一
回
大
東
亜
文
学
者
大
会
」、「
第
三
回
大
東

亜
文
学
者
大
会
」
で
の
発
言
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
日
本
主
催
の

会
合
へ
の
参
加
は
、
出
席
そ
の
も
の
が
「
通
敵
叛
国
」
と
み
な
さ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。

　
「
文
化
漢
奸
」
の
「
虚
」
と
し
て
、
著
者
は
、
目
加
田
誠
の
回
想
に

よ
り
、
一
九
三
三
年
ご
ろ
に
中
国
人
の
反
日
運
動
を
恨
ん
だ
目
加
田
に

向
っ
て
、
銭
稲
孫
が
「
あ
な
た
の
よ
う
な
人
ま
で
そ
ん
な
こ
と
を
い
う

の
で
す
か
。
わ
れ
わ
れ
中
国
人
の
心
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
し
っ
て
い
て
く

れ
る
は
ず
の
あ
な
た
が
！
」
と
涙
を
流
し
な
が
ら
叫
ん
だ
こ
と
、
ま
た

あ
る
宴
会
で
酔
っ
払
い
「
刀
を
出
せ
、
早
く
出
せ
、
お
れ
を
死
な
せ
て

く
れ
」
と
暴
れ
た
と
い
う
こ
と
、
盧
溝
橋
事
件
後
の
岸
田
国
士
と
の
会

話
、
一
九
四
四
年
ご
ろ
の
小
林
勇
の
「
北
京
大
学
文
学
部
長
と
い
う
要

職
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銭
氏
は
ま
こ
と
に
貧
し
く
か
つ
は
寂
し

く
そ
し
て
日
本
に
対
し
て
憤
り
を
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
証
言
な
ど
か

ら
、
銭
稲
孫
が
喜
ん
で
日
本
に
協
力
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
一
九
四
二
年
の
こ
ろ
に
目
加
田
誠
に
語
っ
た
と
い
う
、「
い

ま
日
本
軍
が
中
国
に
侵
入
し
て
あ
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
と
な
り
の

悪
童
が
こ
ち
ら
の
庭
に
入
り
こ
ん
で
荒
ら
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、

い
ま
に
疲
れ
て
ひ
き
あ
げ
る
で
し
ょ
う
」「
と
う
じ
、
北
京
に
来
て
い

た
あ
る
日
本
の
文
化
人
が
、
わ
た
し
（
目
加
田
）
に
言
っ
た
こ
と
ば
に

『
チ
ェ
ン
・
ダ
オ
ス
ン
を
た
お
さ
ね
ば
、
北
京
大
学
は
日
本
の
も
の
に

な
ら
ぬ
』
と
。
こ
の
人
物
は
戦
後
日
本
で
、
民
主
主
義
の
本
家
の
よ
う

な
顔
を
し
て
、
い
ま
も
活
躍
し
て
い
る
が
」
と
い
う
証
言
か
ら
、
周
作

人
の
「
片
岡
鉄
兵
の
反
対
」（
第
二
回
大
東
亜
文
学
者
大
会
に
お
い
て
片
岡

鉄
兵
が
名
指
し
は
避
け
た
も
の
の
周
作
人
を
「
反
動
的
老
作
家
」
と
攻
撃
し
、

中
華
の
代
表
に
こ
れ
に
対
す
る
仮
借
な
き
闘
争
を
呼
び
か
け
た
）
と
同
じ
よ

う
な
立
場
に
銭
稲
孫
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

銭
稲
孫
に
対
す
る
「
日
本
人
の
中
国
文
化
破
壊
に
た
い
し
て
身
を

も
っ
て
防
波
堤
と
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
」（
目
加
田
誠
の
評
価
）、「
周
作

人
を
支
え
て
荒
廃
せ
ん
と
す
る
学
問
の
府
を
守
り
、
占
領
者
の
日
本
人

に
対
し
て
も
凛
呼
と
し
て
歯
に
衣
着
せ
ぬ
心
意
気
の
文
人
だ
っ
た
」（
中

薗
英
助
の
評
価
）
は
、
著
者
の
言
う
と
お
り
再
度
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。

　

結
論
に
お
い
て
、
著
者
は
、「
銭
稲
孫
の
事
例
を
通
し
て
、
日
中
戦

争
期
の
北
京
に
お
け
る
日
中
文
学
関
係
の
一
側
面
を
提
示
で
き
る
こ

と
」「
日
本
占
領
下
の
北
京
に
お
け
る
翻
訳
文
学
の
位
置
づ
け
」「
日
本

占
領
下
の
北
京
に
お
け
る
知
識
人
に
つ
い
て
の
考
察
」
と
、
本
研
究
を
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位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
銭
稲
孫
研
究
の
独
自
の
意
義
と
し
て
、
銭

稲
孫
が
翻
訳
家
で
あ
る
こ
と
、
日
中
文
化
交
渉
に
お
け
る
翻
訳
の
役
割

を
強
調
し
て
い
る
。そ
し
て
、「
政
治
と
文
化
の
狭
間
を
生
き
た
知
識
人
」

の
「
異
民
族
支
配
下
の
普
遍
性
を
持
っ
た
文
化
交
渉
研
究
の
一
事
例
」

と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
何
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ

ら
の
人
々
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
単
な
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
安
ん
じ
て
は
い
け
な
い
。
彼
ら
の
悲
劇
が
招
い
た
深
層
の
理
由

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
真
因
は
勿
論
本
人
に
も
あ
る
が
、

社
会
状
況
の
転
換
や
世
界
の
動
態
の
変
化
と
い
う
大
き
な
環
境
条
件
に

も
理
由
が
潜
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
こ
う
し
た
十
分
に
検

討
し
き
れ
な
か
っ
た
諸
問
題
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
こ

こ
で
は
政
治
と
文
化
の
狭
間
を
生
き
た
、
も
し
く
は
生
き
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
人
々
に
対
す
る
関
心
を
改
め
て
喚
起
し
た
い
」
と
今
後
の
決
意

を
語
っ
て
い
る
。

　

評
者
が
、「
漢
奸
」
と
さ
れ
た
人
物
、
あ
る
い
は
日
本
軍
占
領
地
域

に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
で
職
業
に
つ
い
て
い
た
人
物
に
興
味
を
持
っ
た
の

は
、
先
に
あ
げ
た
顧
鳳
城
の
他
に
、
汪
馥
泉
が
い
る
（「『
売
文
社
』
と

し
て
の
大
江
書
舗
」『
季
刊
中
国
』
二
〇
一
四
年
一
一
六
号
）。
汪
馥
泉
は
、

陳
望
道
と
共
に
「
大
江
書
舗
」
と
い
う
出
版
社
を
立
ち
上
げ
た
人
物
で
、

抗
戦
初
期
に
は
、
国
民
党
側
か
ら
『
救
亡
日
報
』
に
加
わ
り
、
後
に
孤

島
末
期
の
上
海
に
戻
り
、
今
日
で
は
有
名
に
な
っ
た
五
重
ス
パ
イ
袁
殊

の
下
で
活
動
し
、
戦
後
は
今
日
の
吉
林
大
学
で
教
職
に
つ
き
、
中
華
人

民
共
和
国
で
は
政
治
運
動
の
な
か
迫
害
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
の
資
料
は
私
の
怠
惰
も
あ
る
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
。「
あ
と
が
き
」
に
あ
る
よ
う
な
「
偶
然
」
か
ら
短
い
期
間
に
「
漢
奸
」

銭
稲
孫
の
資
料
を
「
足
」
で
か
せ
ぎ
、
多
く
の
人
と
出
会
い
、
附
録
に
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価格：18,000円＋税 
◆特集＝見えてきた「中国の

夢」――習近平政権の 1年 
米国と“新型大国関係”を構

築し、“中国の夢”実現にむか

って着々と前進しながらも、格

差縮小・民族問題等、課題山

積する習近平体制下の中国。 
“李コノミクス”や習近平政

権の外交についても解説。 
◆動向 
政治、華人社会、対外関係、

経済、対外経済、文化、社会 
◆要覧・統計 
国土と自然、人口、国のしく

み、軍事、少数民族、国民経

済・国民生活、農業、工業、

資源・エネルギー、交通運

輸、対外経済、知的財産権、

労働、暮らし、社会保障・医

療制度、環境問題、NGO・
NPO、教育、宗教ほか 
◆資料 
統計公報、重要文献、主要人

事、2013年日誌ほか 
※お問い合わせ・ご予約は 
中国研究所事務局まで 

================= 
一 般  

社団法人 中国研究所 
〒112－0012 
東京都文京区大塚6-22-18 
TEL：03-3947-8029 
FAX：03-3947-8039 
e-mail:c-chuken@tcn-catv.ne.jp 
URL:http://www.chuken1946.or.jp 
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あ
る
よ
う
な
貴
重
な
資
料
を
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
本
当
に
頭
が
下

が
る
思
い
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
わ
た
し
に
と
っ
て
、
こ
の
著
作
は
読
み
や
す
い
も
の
で
は

な
か
っ
た
点
も
あ
る
。
銭
稲
孫
評
価
に
関
わ
る
重
要
な
証
言
で
あ
る
目

加
田
誠
の
文
章
が
『
目
加
田
誠
著
作
集
』
か
ら
、
中
薗
英
助
の
も
の
が

単
行
本
か
ら
し
か
と
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
れ
が
い
つ
書
か
れ
た
も
の
か

わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
上
記
の
本
書
の
著
述
順
と
は
逆
に
引
用
し
た

部
分
も
、
や
は
り
時
間
順
に
叙
述
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、

こ
の
著
作
は
博
士
論
文
を
出
版
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
最
初
に
引
い

た
よ
う
に
、
こ
の
本
の
元
と
な
る
論
文
を
著
者
は
い
く
つ
か
発
表
し
て

い
る
。
そ
れ
を
あ
と
が
き
な
ど
に
記
す
配
慮
も
欲
し
か
っ
た
（
第
七
章

の
み
に
初
出
論
文
に
ふ
れ
た
注
が
あ
る
）。
ま
た
、
銭
稲
孫
を
周
作
人
と
同

じ
よ
う
な
立
場
、
つ
ま
り
「
巨
星
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
打
倒
・
闘

争
の
対
象
」
と
さ
れ
た
銭
杏
邨
の
北
京
文
壇
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
考

察
は
や
は
り
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
で
に
、
岡
田
英
樹
氏
が
「
淪

陷
時
期
北
京
文
壇
の
台
湾
作
家
三
銃
士
」（『
よ
み
が
え
る
台
湾
文
学
』
東

方
書
店
一
九
九
五
年
）
で
一
定
解
明
し
て
い
る
が
、
銭
稲
孫
の
側
か
ら
見

た
当
時
の
北
京
文
壇
の
状
況
の
解
明
は
欠
か
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
銭
杏
邨
自
身
は
書
い
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
な
い
も
の

ね
だ
り
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
本
に
も
何
度
か
引
用
さ
れ
て
い
る
二
〇
〇
〇
年
に
出
さ
れ
た

『
交
争
す
る
中
国
文
学
と
日
本
文
学
』（
杉
野
要
吉
編
著
、三
元
社
）
で
、「
歴

史
の
空
白
」
は
か
な
り
埋
め
ら
れ
た
。
陸
柏
年
、
山
丁
、
梅
娘
、
柳
龍

光
、
張
我
軍
、
関
永
吉
、
陳
綿
、
沈
啓
无
と
い
っ
た
淪
陷
北
京
に
残
っ

た
文
学
者
達
の
活
動
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
本
書
で
、
銭
稲
孫

の
軌
跡
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
国
文
学
と
日
本
文
学
の
研

究
者
達
の
交
流
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
一
身
で
そ

の
二
つ
を
兼
ね
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
研
究
者
な
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
文

学
と
朝
鮮
文
学
と
の
交
流
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
著
者
も
結
論

の
最
後
で
引
用
し
て
い
る
の
で
、
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
う
が
、

「
植
民
地
の
知
識
人
」
研
究
、「
異
民
族
支
配
下
の
普
遍
性
を
持
っ
た
文

化
交
渉
研
究
」
で
は
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
そ
し
て
台
湾
と
い
う
地
域

研
究
の
視
野
が
欠
か
せ
な
い
。『
植
民
地
文
化
研
究
』
は
今
年
一
三
号

ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
研
究
の
交
流
を
よ
り
深
め

て
い
き
た
い
。

（
き
ぬ
か
わ
・
ひ
ろ
と
し　

立
命
館
大
学
）


