
巻頭エッセイ

か
つ
て
の
中
国
政
治
研
究
は
、
最
高
指
導
者
の
発
言
や
序
列
を
丁
寧
に

フ
ォ
ロ
ー
し
つ
づ
け
、
同
時
に
『
人
民
日
報
』
な
ど
の
可
能
な
限
り
の
公

式
文
献
を
隅
か
ら
隅
ま
で
目
を
通
し
、
そ
れ
ら
の
行
間
か
ら
政
治
的
意
味

を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
ペ
キ
ノ
ロ
ジ
ー
が
主
流
で
あ
っ
た
。
ソ

連
政
治
研
究
で
行
わ
れ
て
い
た
ク
レ
ム
リ
ノ
ロ
ジ
ー
と
言
わ
れ
た
手
法
の

中
国
版
で
あ
る
。

し
か
し
近
年
、
こ
う
し
た
研
究
手
法
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
少
な
く

な
っ
た
。
最
近
の
中
国
政
治
研
究
は
権
力
中
枢
だ
け
に
注
目
し
た
エ
リ
ー

ト
主
義
的
分
析
よ
り
も
、
む
し
ろ
中
国
政
治
を
様
々
な
ア
ク
タ
ー
間
の
利

害
調
整
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
多
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
で

あ
る
。
そ
の
た
め
権
力
中
枢
の
指
導
者
や
機
構
を
対
象
と
す
る
よ
り
も
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
官
僚
組
織
や
地
方
政
府
、
農
村
・
都
市
の
社
会
や
住

民
の
側
に
視
点
を
置
い
た
政
治
分
析
が
多
い
。
若
い
研
究
者
に
と
っ
て
、

こ
う
し
た
地
道
な
部
分
で
し
っ
か
り
と
し
た
実
証
研
究
を
出
さ
な
い
限
り

博
士
号
を
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
れ
は
研
究
の
進
化
の
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
実
際
の
中
国
政
治
の
変

化
で
も
あ
る
。
か
つ
て
の
中
国
政
治
で
は
権
力
者
が
誰
で
あ
る
の
か
に
よ

っ
て
、
政
策
が
大
き
く
左
右
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
毛
沢
東
と

小
平
の

政
策
的
違
い
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
改
革
開
放
政
策
後
、
毛
沢

東
時
代
の
文
化
大
革
命
の
よ
う
な
大
衆
動
員
型
政
治
運
動
は
も
は
や
考
え

ら
れ
な
く
な
っ
た
。
改
革
開
放
の
政
策
方
向
は
不
可
逆
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
速
度
や
方
法
を
め
ぐ
っ
て
は
意
見
の
相
違
が
あ
っ
て
も
、
基
本
路
線

の
変
更
は
予
見
で
き
る
将
来
に
お
い
て
あ
り
そ
う
も
な
い
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
中
国
政
治
に
お
け
る
権
力
闘
争

へ
の
視
点
が
薄
ら
ぐ
、
あ
る
い
は
考
察
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ほ
ど
危
険
な
思
考
停
止
は
な
い
。
政
治
の
本
質
は
権
力
で
あ
る
。
古

代
か
ら
現
代
ま
で
の
中
国
史
を
鳥
瞰
し
て
も
、
ま
さ
に
権
力
こ
そ
が
政
治

の
す
べ
て
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
今
日
の
政
治
指
導
者

と
各
統
治
機
構
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
ト
ッ
プ
の
指
導
者
が
変
わ
れ
ば
、

そ
れ
に
合
わ
せ
て
下
部
に
い
た
る
ま
で
人
事
を
変
え
、
そ
れ
を
す
べ
て
掌

握
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
機
能
だ
け
か
ら
み
れ
ば
、
大
統
領
制
の
下
で

の
集
権
的
決
定
シ
ス
テ
ム
に
近
い
。
し
か
し
選
挙
に
も
と
づ
く
大
統
領
制

と
比
べ
、
透
明
性
が
な
い
だ
け
に
、
江
沢
民
か
ら
胡
錦
濤
へ
の
最
高
権
力

の
移
動
と
そ
の
後
の
確
立
過
程
も
、
各
分
野
で
の
権
力
掌
握
闘
争
を
さ
ら

に
熾
烈
な
も
の
と
さ
せ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

い
ま
中
国
政
治
研
究
に
必
要
な
の
は
、
新
し
い
多
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー

チ
と
、
伝
統
的
な
エ
リ
ー
ト
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
両
面
か
ら
中
国
政
治

の
現
実
に
迫
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
地
方
、
組
織
、
社
会
、
人
々
に

広
が
る
政
治
体
制
の
多
元
的
側
面
と
、
中
央
指
導
部
に
お
け
る
権
力
や
政

策
を
め
ぐ
る
葛
藤
と
の
関
係
性
や
ズ
レ
を
丁
寧
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
政
治

の
実
相
と
今
後
の
方
向
を
読
み
取
る
カ
ギ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
こ
く
ぶ
ん　
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ょ
う
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）

中
国
政
治
研
究
に
不
可
欠
な
視
点
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