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若
林
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト

孫

安

石
(
北
海
道
大
学
法
学
部
講
師
)

中華人民共和国・台湾の50周年一歴史・現状-未来

ま
ず
、
最
初
に
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
評
者
の
専
攻
は
中
国
近
代
史
、
特
に
、
一
九
二
一
0
年
代
の
上
海
を
中
心
と
し

た
社
会
史
、
都
市
史
で
あ
り
、
台
湾
研
究
で
は
な
い
た
め
、
適
切
な
コ
メ
ン
ト
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
に
わ
か

仕
込
み
で
台
湾
関
係
の
論
文
な
ど
を
読
ん
で
は
見
た
も
の
の
、
台
湾
問
題
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
で
き
る
ほ
ど
の
知
識
が
短
期
間
で
身
に
つ
く

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
評
者
自
身
が
韓
国
出
身
で
あ
る
の
で
、
韓
国
と
東
ア
ジ
ア
近
代
史
か
ら
み
た
台
湾
問
題
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

る
の
か
、
そ
し
て
、
若
林
報
告
に
対
す
る
若
干
の
感
想
を
述
べ
る
こ
と
で
コ
メ
ン
ト
の
役
目
を
果
た
し
た
い
。

い
ま
、
私
た
ち
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
権
威
主
義
的
な
政
治
体
制
の
激
変
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
大
き
く
一
一
言
え
ば
、
中
華
人
民
共

和
国
の
改
革
開
放
政
策
を
始
め
と
す
る
台
湾
と
韓
国
の
政
治
体
制
の
民
主
化
は
、
武
力
を
全
て
の
価
値
に
優
先
す
る
冷
戦
期
に
は
思
い
も
で

き
な
か
っ
た
変
化
で
あ
る
。
権
威
主
義
(
ま
た
は
、
開
発
独
裁
と
も
呼
ば
れ
る
)
体
制
と
は
す
で
に
学
界
で
定
着
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
若
林
報
告
は
そ
の
台
湾
型
権
威
主
義
体
制
が
一
九
五
0
年
代
に
確
立
さ
れ
、
一
九
八
0
年
代
の
修
正
を
へ
、
最
近
に

至
っ
て
は
「
中
華
民
国
の
台
湾
化
」
へ
転
換
さ
れ
る
過
程
に
鋭
い
分
析
の
メ
ス
を
い
れ
て
い
る
。
若
林
は
戦
後
台
湾
国
家
の
性
格
を
分
裂
中

一
九
二
O
、
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国
国
家
、
内
戦
中
国
国
家
、
先
占
者
国
家
と
い
う
三
つ
の
フ
ァ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
捉
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
台
湾
現
代
史
を
理
解
す
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る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
意
味
を
含
蓄
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
若
林
報
告
で
は
時
間
の
関
係
で
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
台
湾
や
韓
国
現
代
史
を
理
解
す
る
上
で
や
は

り
ア
メ
リ
カ
の
対
ア
ジ
ア
政
策
と
い
う
外
的
要
因
が
大
き
な
変
数
に
な
り
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
六
0
年
代
か
ら
一
九
八
0
年
代

に
か
け
た
台
湾
と
韓
国
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア

N
I
C
S
の
目
覚
し
い
経
済
成
長
は
「
開
発
独
裁
」
と
い
う
政
治
体
制
に
支
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
反
共
主
義
と
い
う
外
的
要
因
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
も
の
の
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
現
在
も
依

ア
メ
リ
カ
の
国
益
に
よ
っ
て
対
中
国
政
策
、
対
台
湾
政
策
が
変
わ
っ
た
と
き
、
「
中
華
民
国
の
台
湾
化
」
自

体
が
危
ぶ
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

若
林
報
告
で
一
つ
疑
問
を
持
っ
た
の
は
国
民
国
家
の
形
成
を
め
ぐ
っ
た
議
論
で
あ
る
。
若
林
は
す
で
に
「
台
湾
1

分
裂
国
家
と
民
主
化
』

(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
)
の
な
か
で
「
現
代
台
湾
政
治
の
有
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
準
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
「
台

湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
の
学
界
で
は
す
で
に
「
想
像
の
共
同
体
」
に
過
ぎ
な
い
国
民
国

家
と
い
う
枠
を
乗
り
越
え
る
視
点
に
よ
る
新
た
な
歴
史
研
究
が
様
々
な
分
野
で
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
、
北
朝

鮮
な
ど
東
ア
ジ
ア
各
国
は
国
民
国
家
の
達
成
を
大
き
な
目
標
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

東
ア
ジ
ア
の
歴
史
研
究
者
が
各
国
の
近
代
化
の
過
程
を
論
じ
る
時
、
そ
の
大
き
な
議
論
の
す
れ
違
い
は
、
国
民
国
家
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

る
か
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
国
民
国
家
を
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
想
像
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
視
角

と
、
国
民
国
家
を
追
い
求
め
る
べ
き
「
目
標
」
と
し
て
設
定
す
る
視
角
と
は
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、

韓
国
現
代
史
は
「
大
日
本
帝
国
臣
民
」
と
い
う
国
民
概
念
の
強
制
か
ら
解
放
さ
れ
、
新
た
な
「
韓
国
国
民
」
を
獲
得
す
る
過
程
で
あ
っ
た
と

い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

然
と
し
て
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、



ま
た
、
昨
今
、
話
題
に
な
っ
た
『
認
識
台
湾
』
と
い
う
教
科
書
の
歴
史
編
の
最
終
章
に
は
台
湾
人
が
描
い
て
い
る
未
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
「
国
民
」
を
主
体
に
し
た
民
主
と
法
治
、
国
際
化
、
そ
し
て
、
教
育
と
開
放
、
両
岸
関
係
の
正
常
化
で
あ
る

こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
今
回
の
台
湾
総
統
選
挙
の
選
挙
運
動
で
も
中
心
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
国
民
統
合
の
実
現
と
台
湾
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
克
服
を
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
評
者
の
印
象
で
あ
る
。
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
を
政
治
の
宣
伝
・
武
器
と
し
て
使
う
よ
う
な
政
治
体
制
を
許
容
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、
そ
の
克
服
が
実
践
を
伴
わ
な
い
思

想
上
の
も
の
に
な
る
こ
と
も
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

中華人民共和国・台湾の50周年 歴史・現状・未来ー

一
九
六
0
年
代
か
ら
一
九
人
0
年
代
ま
で
労
働
運
動
や
学
生
運
動
は

政
治
体
制
を
変
え
る
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
韓
国
の
現
代
政
治
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
か
し
、
台
湾
の
場
合
、
台
湾
民
衆
が

動
い
た
と
い
う
話
し
は
あ
る
も
の
の
、
労
働
運
動
や
学
生
運
動
の
盛
り
上
が
り
が
あ
っ
た
と
い
う
話
し
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
蒋
介
石
体
制

の
戒
厳
令
下
で
労
働
運
動
や
学
生
運
動
が
圧
倒
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
が
、
韓
国
で
は
い
ま
で
も
毎
年
の
メ
ー
デ
ー
と
一

一
月
を
中
心
に
労
働
者
大
会
が
開
催
さ
れ
、
政
治
圏
も
そ
の
様
子
を
伺
う
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
台
湾
と
韓
国
の

現
代
史
の
歴
史
的
背
景
と
発
展
の
推
移
の
差
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
日
本
と
台
湾
の
関
係
を
考
え
る
と
き
に
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
日
本
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
台
湾
、
韓
国
の
現

代
史
は
一
言
で
要
約
す
れ
ば
、
植
民
地
か
ら
の
解
放
と
い
う
混
乱
と
戦
後
の
貧
困
か
ら
始
ま
り
、
開
発
独
裁
と
経
済
の
発
展
、
そ
し
て
、
新

た
な
社
会
階
層
が
台
頭
し
、
民
主
化
を
要
求
す
る
流
れ
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
中
で
日
本
は
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
は
台
湾
と
韓
国
の
民
主
化
運
動
の
た
め
に
何
を
し
た
の
か
。
戒
厳
令
と
い
う
暗
く
て
、
長
い
ト
ン
ネ
ル

を
抜
け
出
す
た
め
に
は
多
く
の
尊
い
人
々
の
命
が
犠
牲
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
、
日
本
は
開
発
援
助
と
い
う
名
目
で
軍
事
独
裁
政

権
を
後
ろ
で
支
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
評
者
自
身
も
学
生
の
と
き
、
戒
厳
令
と
い
う
も
の
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
々
の
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韓
国
と
の
比
較
を
通
し
て
一
つ
疑
問
に
思
う
の
は
、
韓
国
の
場
合
、
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行
動
を
拘
束
す
る
だ
け
で
な
く
、
思
考
を
も
麻
簿
さ
せ
る
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
厳
し
い
状
況
の
な
か
で
台
湾
と
韓
国
の
多
く
の
人
々

の
努
力
に
よ
っ
て
民
主
化
運
動
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
が
大
事
だ
ろ
う
。

果
た
し
て
、
日
本
は
今
後
の
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
の
激
変
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

と
き
に
い
ま
ま
で
の
試
行
錯
誤
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
は
ア
ジ
ア
の
信
頼
を
勝
ち
得
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

~!:法5 1(4 ・ 268)1478


