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上
海
・
東
亜
同
文
書
院

メ
デ
ィ
ア
人
脈
を
考
察
す
る

│
戦
中
・
戦
後
の
三
つ
の
「
事
件
」
か
ら

飯い
い

田だ　

和か
ず

郎お

（
一
般
社
団
法
人
ア
ジ
ア
調
査
会
理
事
）

第
３
章　

日
中
国
交
正
常
化
の
扉
を
開
く

第
4
節　

贖
罪
意
識　

2
人
が
共
有
す
る
も
の

9
月
25
日
（
月
）　

北
京
へ
出
発
（
機
中
）

朝
食
に
和
食
を
と
り
、
昼
近
く
に
な
っ
て
そ
ば
が
出
る
。

10
時
40
分
中
国
大
陸
が
見
え
る
。「
あ
れ
が
大
陸
か
」
と
い
う
外

務
大
臣
の
声
に
は
、
昔
中
国
に
い
た
こ
と
の
あ
る
人
の
み
が
持
つ

親
愛
の
念
が
こ
も
っ
て
い
る
。284

　

外
務
大
臣
、
大
平
正
芳
の
娘
婿
で
秘
書
の
森
田
一
が
書
き
記
し
た

日
記
の
一
部
で
あ
る
。「
9
月
25
日
（
月
）」
と
は
1
9
7
2
年
、
大

平
が
時
の
首
相
、
田
中
角
栄
と
と
も
に
、
歴
史
的
な
中
国
訪
問
を
開

始
し
た
そ
の
日
を
指
す
。
一
行
を
乗
せ
、
羽
田
空
港
を
発
っ
た
日
本

航
空
特
別
機
は
九
州
か
ら
東
シ
ナ
海
を
横
切
り
、
上
海
上
空
に
達
し

た
。
窓
か
ら
見
下
ろ
す
景
色
が
海
か
ら
陸
に
変
わ
っ
た
こ
ろ
、
大
平

が
漏
ら
し
た
ひ
と
言
を
、
森
田
は
書
き
留
め
た
。

　

こ
こ
か
ら
は
、「
あ
れ
が
大
陸
か
」
の
ひ
と
言
を
端
緒
に
、
大
平

正
芳
の
対
中
観
の
根
源
を
解
き
起
こ
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
ひ
と
言

第8回
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に
は
、
遠
い
過
去
の
記
憶
と
と
も
に
、
時
を
経
て
こ
の
大
地
を
再
訪

す
る
感
慨
が
交
錯
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
昔
中
国

に
い
た
こ
と
の
あ
る
人
の
み
が
持
つ
親
愛
の
念
」
は
、
大
平
が
抱
い

た
日
中
国
交
正
常
化
へ
の
原
動
力
と
大
き
く
関
連
す
る
。

　

大
蔵
官
僚
だ
っ
た
大
平
正
芳
は
1
9
3
9
（
昭
和
14
）
年
5
月
、

興
亜
院
へ
の
出
向
を
命
じ
ら
れ
、
張
家
口
（
現
在
の
中
国
河
北
省
）

に
あ
る
出
先
機
関
、
蒙
疆
連
絡
部
の
経
済
課
に
赴
い
た
。
興
亜
院
と

は
そ
の
前
年
38
年
に
創
設
さ
れ
た
日
本
の
政
府
機
関
の
一
つ
。
日
中

戦
争
に
よ
り
増
え
た
、
中
国
大
陸
で
の
占
領
地
を
管
理
・
運
営
す
る

こ
と
を
目
的
に
し
て
お
り
、
ト
ッ
プ
の
総
裁
は
首
相
が
兼
務
し
た
。

　
「
張
家
口
と
い
う
街
は
、
木
の
全
く
な
い
、
い
わ
ば
「
土
の
街
」

で
あ
る
。」285。
大
平
正
芳
が
の
ち
に
回
顧
し
た
張
家
口
は
、
乾
燥
し
た

大
地
が
ど
こ
ま
で
も
続
き
、
日
々
、
砂
あ
ら
し
に
覆
わ
れ
る
と
い
う

過
酷
な
自
然
環
境
に
あ
っ
た
。

　

厳
し
い
条
件
下
で
は
あ
っ
た
が
、
大
平
が
得
た
も
の
は
少
な
く

な
っ
た
。
張
家
口
で
の
勤
務
は
わ
ず
か
1
年
5
カ
月
。
だ
が
、
若
き

大
蔵
官
僚
の
視
点
か
ら
「
大
平
に
と
っ
て
国
家
の
〝
原
型
〟
と
い
う

よ
う
な
も
の
を
勉
強
す
る
に
は
、
ま
た
と
な
い
機
会
と
な
っ
た
」286

わ

け
で
、
張
家
口
は
大
平
を
中
国
に
極
め
て
精
通
し
た
官
吏
に
成
長
さ

せ
る
場
と
な
っ
た
。
森
田
一
は
「
中
国
の
風
土
や
中
国
民
族
を
知
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
当
時
の
経
験
は
非
常
に
勉
強
に
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
ね
」287

と
語
る
。
そ
し
て
、
政
治
学
者
、
香
山
健
一
は

「
こ
の
若
い
時
期
の
在
外
経
験
を
通
じ
て
、
そ
の
脳
裡
に
刻
ま
れ
た

日
本
の
大
陸
経
営
と
中
国
農
村
社
会
の
現
実
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
の

自
覚
は
、
政
治
哲
学
の
レ
ベ
ル
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
や
が
て
の
ち

の
日
中
国
交
正
常
化
交
渉
の
際
の
、
大
平
の
毅
然
と
し
た
政
治
姿
勢

や
日
米
関
係
、
日
中
関
係
を
基
軸
に
し
た
環
太
平
洋
連
帯
構
想
と
い

う
政
策
構
想
に
も
通
ず
る
こ
と
と
な
る
」
と
位
置
付
け
た
。288

20
代
で

【図23】張家口の位置
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の
海
外
勤
務
は
、「
外
」
を
見
る
目
を
養
っ
た
。

　

張
家
口
で
の
経
験
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
あ
っ
た
。
大
平
正
芳
が
個

人
の
心
の
中
に
秘
め
、当
時
は
口
に
出
す
こ
と
も
な
か
っ
た
経
験
は
、

国
交
正
常
化
に
向
か
う
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
要
因
だ
っ
た
。
大
平

が
所
属
し
た
蒙
疆
連
絡
部
で
は
、
日
本
に
よ
る
軍
政
が
敷
か
れ
た
。

そ
の
た
め
「
現
地
の
行
政
に
圧
倒
的
な
実
力
を
も
っ
て
い
た
の
は
、

何
と
い
っ
て
も
軍
司
令
部
で
、若
い
尉
官
や
佐
官
ク
ラ
ス
の
参
謀
が
、

そ
の
権
力
を
誇
示
し
て
い
た
」。289

　

張
家
口
を
含
む
華
北
・
東
北
部
は
関
東
軍290

の
統
治
下
に
あ
っ
た
。

森
田
一
は
「
軍
隊
が
強
く
て
、
関
東
軍
の
影
響
が
強
く
て
で
す
ね
、

軍
人
が
サ
ー
ベ
ル
を
じ
ゃ
ら
じ
ゃ
ら
さ
せ
て
、
全
然
話
が
違
っ
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
大
平
は
よ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
」291、「
威
張

り
散
ら
す
日
本
の
軍
人
が
現
地
の
中
国
人
を
ひ
ど
く
扱
っ
て
い
た
。

大
平
は
そ
れ
を
再
三
目
撃
し
て
い
た
。
そ
ん
な
思
い
出
話
を
大
平
は

繰
り
返
し
し
て
い
ま
し
た
」
と
証
言
す
る
。292「
と
り
わ
け
占
領
地
の

よ
う
に
、
支
配
、
被
支
配
が
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
は
、
権
力
を
笠
に

着
た
軍
人
が
顰
蹙
を
買
う
よ
う
な
振
舞
い
を
す
る
こ
と
が
多
い
が
、

大
平
は
そ
れ
に
強
い
嫌
悪
の
念
を
覚
え
た
」293

わ
け
だ
。

　

日
本
は
軍
人
に
よ
っ
て
国
家
運
営
が
主
導
さ
れ
て
い
た
。
森
田
一

は
、
筆
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
こ
ん
な
話
ま
で
披
露
し
た
。「
大

平
は
こ
う
も
言
っ
て
い
ま
し
た
よ
。『
も
し
戦
争
に
勝
っ
て
い
た
ら
、

も
っ
と
日
本
に
は
悲
惨
な
将
来
が
待
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

負
け
て
よ
か
っ
た
ん
だ
』」。294

そ
れ
は
軍
人
に
よ
る
国
家
支
配
も
懸
念

し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
、
大
平
と
中
国
を
つ
な
げ
る
原
点
、
そ
し
て
原
体
験
を

追
っ
て
き
た
。
若
き
官
僚
と
し
て
国
家
運
営
の
一
端
を
担
っ
て
い
た

当
時
の
大
平
は
、
自
分
が
の
ち
に
政
治
家
に
転
じ
、
中
国
と
深
く
関

わ
る
と
は
思
い
も
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
大
平
を

国
交
正
常
化
へ
と
突
き
動
か
し
た
も
の
は
、
国
際
環
境
の
変
化
だ
け

で
は
な
い
。
若
き
日
、
張
家
口
で
見
聞
き
し
た
光
景
に
そ
の
ヒ
ン
ト

が
あ
る
。

　

Guilty Consciousness

（
ギ
ル
テ
ィ
・
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
）。
日

本
語
に
訳
せ
ば
「
贖
罪
意
識
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
は
中

国
の
国
土
を
蹂
躙
し
、
そ
こ
に
暮
ら
す
多
く
の
人
々
の
生
命
や
財
産

を
奪
っ
た
。
国
交
正
常
化
後
、
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
技
術

支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
日
本
の
企
業
家
の
多
く
は
当
時
、
同
じ
贖

罪
の
思
い
を
共
有
し
て
い
た
。
政
治
家
も
同
じ
で
あ
る
。

　

大
平
正
芳
は
、
田
中
角
栄
内
閣
で
の
外
相
就
任
会
見
で
「
日
中
は

利
害
関
係
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
近
隣
の
関
係
で
イ
ビ
ツ
な
も
の

を
ま
と
も
に
す
る
こ
と
で
す
か
ら
…
。
そ
れ
を
正
す
の
が
日
本
外
交

の
義
務
な
ん
で
す
ね
。
得
だ
か
ら
や
る
、
損
だ
か
ら
や
ら
な
い
と
い

う
問
題
で
は
考
え
ら
れ
な
い
」295

と
対
中
外
交
の
ス
タ
ン
ス
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
自
身
の
論
文
「
日
本
の
新
し
い
外

交
」
に
お
い
て
も
「
経
済
的
援
助
は
、
こ
れ
ま
で
と
も
す
れ
ば
経
済

権
益
に
結
び
つ
い
た
り
、
政
治
的
な
い
し
は
領
土
的
野
心
に
結
び
つ

い
た
り
し
が
ち
で
あ
っ
た
。（
略
）
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
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と
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
経
済
援
助
は
あ
く
ま
で
も
援
助
で
あ
っ

て
、政
治
的
投
資
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
」296と
言
い
切
っ
て
い
る
。「
政

治
的
な
い
し
は
領
土
的
野
心
」
が
、
過
去
の
日
本
の
侵
略
戦
争
を
指

す
の
は
明
ら
か
だ
。

　

大
平
正
芳
に
尻
を
叩
か
れ
る
よ
う
に
、
北
京
行
き
を
決
断
し
た
田

中
角
栄
も
中
国
大
陸
へ
の
出
征
経
験
を
持
つ
。
1
9
3
9
（
昭
和

14
）
年
か
ら
翌
40
年
ま
で
の
1
年
半
、
一
兵
卒
と
し
て
旧
満
州
国297

の

ソ
連
国
境
で
任
に
就
い
た
。田
中
は
通
産
相
だ
っ
た
72
年
3
月
23
日
、

衆
院
予
算
委
員
会
で
自
民
党
衆
院
議
員
、
川
崎
秀
二
か
ら
問
わ
れ
、

自
身
の
中
国
出
征
体
験
を
紹
介
し
た
の
ち
、
こ
う
答
え
て
い
る
。

　

私
は
、
中
国
大
陸
に
対
し
て
は
や
は
り
大
き
な
迷
惑
を
か
け
た

と
い
う
表
現
を
絶
え
ず
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
公
の
席
で
も
公

の
文
章
に
も
そ
う
表
現
を
し
て
お
り
ま
す
。
迷
惑
を
か
け
た
こ
と

は
事
実
で
あ
る
、
や
は
り
日
中
国
交
正
常
化
の
第
一
番
目
に
、
た

い
へ
ん
御
迷
惑
を
か
け
ま
し
た
、
心
か
ら
お
わ
び
を
し
ま
す
と
い

う
気
持
ち
、
や
は
り
こ
れ
が
大
前
提
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
気
持
ち
は
、
い
ま
も
将
来
も
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。298

　

時
期
、
そ
れ
に
立
場
は
異
な
る
が
、
田
中
角
栄
と
大
平
正
芳
は
そ

れ
ぞ
れ
20
代
で
中
国
を
経
験
し
て
い
る
。
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
大

平
に
仕
え
た
当
時
の
外
務
省
中
国
課
長
、橋
本
悠
は
証
言
す
る
。「
角

さ
ん
も
大
平
さ
ん
も
、
あ
の
当
時
の
日
本
人
の
一
人
と
し
て
、
中
国

に
対
し
て
ね
、
ず
い
ぶ
ん
罪
の
な
い
中
国
人
を
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
せ

た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ギ
ル
テ
ィ
・
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
［
罪
の
意
識
］

を
共
通
に
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
中
国
に
対
す
る
こ
の
ギ
ル

テ
ィ
・
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
が
一
番
強
烈
な
の
が
、
大
平
さ
ん
だ
っ
た

と
、
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
」299

　

田
中
角
栄
と
大
平
正
芳
は
北
京
滞
在
3
日
目
、
中
国
側
の
案
内
に

よ
り
、乗
用
車
で
北
京
北
郊
の
八
達
嶺
に
赴
い
て
い
る
。
八
達
嶺
は
、

首
都
か
ら
最
も
近
い
万
里
の
長
城
の
観
光
地
だ
。
こ
の
時
、
首
相
・

周
恩
来
を
司
令
塔
に
し
た
中
国
側
と
の
交
渉
は
暗
礁
に
乗
り
上
げ
よ

う
と
し
て
い
た
。
気
分
転
換
の
意
味
合
い
を
持
つ
小
旅
行
だ
っ
た
。

　
「
長
城
で
は
、
す
た
す
た
登
る
田
中
首
相
と
違
っ
て
、
大
平
外
相

の
足
取
り
は
重
く
、口
数
も
少
な
か
っ
た
。『
昔
、こ
の
八
達
嶺
を
通
っ

て
張
家
口
に
行
っ
た
も
の
だ
。
夜
汽
車
が
多
か
っ
た
な
』
と
い
う
の

が
、
長
城
で
も
ら
し
た
一
言
だ
っ
た
が
、
大
平
外
相
の
脳
裡
に
は
当

面
す
る
問
題
で
い
っ
ぱ
い
の
よ
う
だ
っ
た
」。300

確
か
に
、
大
平
正
芳

の
頭
の
中
は
交
渉
の
行
方
で
大
半
が
占
め
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ

が
、
こ
の
ひ
と
言
に
は
大
平
の
深
い
感
慨
が
こ
も
っ
て
い
た
と
推
測

で
き
る
。

　

北
京
か
ら
北
西
へ
伸
び
、
包
頭
（
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
）
を
結
ぶ

鉄
道
・
京
包
線
の
途
中
に
八
達
嶺
が
あ
り
、
そ
の
先
の
鉄
路
は
張
家

口
に
至
る
。
か
つ
て
夜
汽
車
に
揺
ら
れ
、
業
務
の
た
め
張
家
口
と
北

京
を
何
度
も
往
復
し
た
大
平
正
芳
は
、
八
達
嶺
で
自
ら
の
中
国
と
の

原
点
、
原
体
験
を
思
い
出
し
、
そ
れ
ら
か
ら
派
生
し
た
贖
罪
意
識
と
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と
も
に
国
交
正
常
化
交
渉
へ
の
闘
志
を
沸
き
立
た
せ
て
い
た
に
違
い

な
い
。
気
分
転
換
の
は
ず
の
小
旅
行
は
、
小
さ
く
な
い
意
義
を
も
た

ら
し
た
は
ず
だ
。

　

毎
日
新
聞
社
長
な
ど
を
務
め
た
田
中
香
苗
の
二
女
・
平
田
早
苗
が

保
管
す
る
父
の
遺
品
の
中
に
、
3
本
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
1
本
は
ラ
ベ
ル
に
「O

ct 9́
85

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

1
9
8
5
年
10
月
9
日
に
、田
中
が
入
院
先
の「
順
天
堂
病
院
の
ベ
ッ

ド
に
仰
向
け
に
寝
な
が
ら
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
を
両
手
で
支
え
、

色
々
な
こ
と
を
録
音
し
て
い
た
」301

も
の
だ
。
80
年
の
生
涯
を
閉
じ
る

4
日
前
の
収
録
だ
っ
た
。

　

再
生
す
る
と
、
し
っ
か
り
し
た
声
で
、
よ
ど
み
な
く
自
身
の
生
涯

を
振
り
返
る
田
中
香
苗
が
現
れ
る
。「
好
き
な
時
に
も
の
を
書
き
、

好
き
な
時
に
旅
行
を
し
、メ
シ
が
食
え
る
方
法
は
な
ん
だ
ろ
う
。（
略
）

い
ろ
い
ろ
な
就
職
案
内
に
も
応
ぜ
ず
、
ふ
と
、
あ
る
日
、
毎
日
新
聞

か
ら
採
用
の
依
頼
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
毎
日
新
聞
へ
行
く
こ
と

に
決
め
た
」。302

東
亜
同
文
書
院
を
卒
業
し
、
毎
日
新
聞
入
社
時
の
経

緯
を
語
る
。
1
9
2
9
（
昭
和
4
）
年
の
こ
と
だ
。

　

国
内
勤
務
を
経
て
、
念
願
の
中
国
で
の
駐
在
は
そ
の
2
年
後
。
奉

天303

で
の
特
派
員
生
活
は
31
年
4
月
に
始
ま
っ
た
。
同
じ
年
の
9
月
、

田
中
は
同
地
で
起
き
た
満
州
事
変304

に
、駐
在
記
者
と
し
て
遭
遇
す
る
。

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
は
奉
天
赴
任
当
時
を
回
顧
す
る
場
面
が
残
っ
て

【図24】田中香苗が他界する 4日前に肉声を残したテープ＝筆者撮影
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い
る
。

　

 　

そ
の
こ
ろ
、
排
日
事
件

は
頻
発
し
て
お
る
。
私
は

日
本
の
軍
人
と
い
う
も

の
は
、
日
露
戦
争
当
時
の

立
派
な
軍
人
で
あ
る
と

思
い
込
ん
で
い
た
。（
略
）

し
た
が
っ
て
満
州
の
侮

日
・
排
日
事
件
と
い
う
も

の
は
、
ほ
ん
と
う
に
け
し

か
ら
ん
と
思
っ
て
い
た
。

し
か
る
に
事
情
が
次
第

に
わ
か
っ
て
く
る
に
お

い
て
、
な
ん
と
、
こ
う
痛

ま
し
い
こ
と
だ
ろ
う
、

と
。
日
本
軍
は
堕
落
し
て

お
る
。
こ
の
行
方
は
怖
い

と
い
う
気
持
ち
に
な
っ

た
が
、
我
々
に
は
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
。305

　

大
平
正
芳
と
は
異
な
る

立
場
な
が
ら
、
田
中
香
苗
も
ま
た
日
本
軍
人
の
横
暴
ぶ
り
に
失
望
し

て
い
た
。
中
国
へ
の
贖
罪
意
識
は
、
東
亜
同
文
書
院
に
在
校
し
た
者

の
多
く
に
も
共
通
す
る
。
第
2
章
で
取
り
上
げ
た
松
野
谷
夫
が
学
生

時
代
に
目
撃
し
た
場
面306

に
あ
る
よ
う
に
、学
校
が
所
在
し
た
上
海
で
、

ま
た
4
年
次
に
研
修
で
訪
れ
る
大
旅
行
で
の
行
く
先
々
な
ど
で
、
彼

ら
が
見
聞
し
た
中
国
の
姿
は
、
の
ち
に
一
人
ひ
と
り
の
中
国
と
の
向

き
合
い
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
田
中
も
同
じ
だ
。
東
亜
同
文

書
院
の
同
窓
会
組
織
、
滬
友
会
の
会
長
と
し
て
、
創
立
80
周
年
記
念

誌
に
巻
頭
言
を
寄
せ
て
い
る
。

　

書
院
が
存
在
し
た
上
海
は
、
四
億
の
民
を
擁
す
る
広
大
な
中
国

と
、
世
界
を
結
ぶ
政
治
・
経
済
の
一
大
中
心
地
で
あ
っ
た
。
同
時

に
治
外
法
権
に
護
ら
れ
た
外
国
租
界
の
設
定
に
よ
っ
て
、
列
強
の

中
国
進
出
の
根
拠
地
と
な
り
、
人
種
の
ル
ツ
ボ
と
し
て
異
常
な
繁

栄
と
頽
廃
の
都
市
と
も
な
り
、
中
国
と
中
国
人
民
に
と
っ
て
は
屈

辱
の
都
市
で
も
あ
っ
た
。（
略
）
書
院
に
学
ん
だ
学
生
た
ち
は
、

こ
の
複
雑
特
異
な
都
市
上
海
を
通
し
て
世
界
の
大
勢
を
知
り
、
中

国
人
の
苦
し
み
に
参
加
し
、
中
国
の
憂
悶
と
前
途
へ
の
希
望
を
、

我
が
事
と
し
て
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。307

　

上
海
と
い
う
複
雑
特
異
な
都
市
に
お
い
て
、
高
い
知
的
好
奇
心
を

持
っ
た
若
者
た
ち
は
学
内
で
の
机
上
の
学
習
だ
け
で
は
な
く
、
学
外

で
平
和
や
民
族
の
平
等
を
尊
ぶ
姿
勢
を
、
身
体
で
感
じ
て
い
た
と
い

飯田　和郎（いいだ・かずお）氏
　1960 年生まれ。関西学院大学経済学部卒業後、
1983 年毎日新聞社入社。佐賀支局、西部本社報道部を
経て 91年に東京本社外信部。北京特派員、台北支局長、
中国総局長（北京）、外信部長など。2013 年 RKB毎日
放送（本社・福岡市）に移り、報道制作センター長、専
務取締役などを務めたのち 23年に退職。在職中から福
岡市の西南学院大学院国際文化研究科修士課程に通い、
本稿を修士論文として提出（『アジア時報』用に改題）、
24年 3月修了した。一般社団法人アジア調査会理事。
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う
の
で
あ
る
。

　

毎
日
新
聞
社
で
田
中
香
苗
の
部
下
だ
っ
た
山
内
大
介
は
「
中
国
問

題
に
対
す
る
田
中
さ
ん
の
基
本
的
認
識
は
す
で
に
同
文
書
院
時
代
に

基
盤
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
後
新
聞
記
者
と
し
て
、
複
雑
な
国
際
関
係

を
冷
厳
に
見
据
え
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
養
っ
て
き
た
も
の
で
あ

る
」308

と
論
じ
る
。
つ
ま
り
、
東
亜
同
文
書
院
を
源
に
中
国
専
門
記
者

と
し
て
の
経
験
が
蓄
積
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
。
し
か
も
、
そ
れ
は
日

本
と
中
国
と
い
う
単
線
の
関
係
で
は
な
く
、
国
際
社
会
の
思
惑
が
広

が
り
、
重
な
る
面
や
立
方
体
の
中
で
、
よ
り
重
層
さ
を
加
え
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
山
内
は
田
中
が
「
中
国
社
会
の
本
質

と
も
い
う
べ
き
封
建
性
、
停
滞
性
、
後
進
性
に
同
情
を
寄
せ
る
一
方

で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
高
く
評
価
す
る
と
い
う
柔
軟
な
視

点
だ
っ
た
」
と
分
析
す
る
。
山
内
の
言
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
今

日
的
な
狭
義
の
愛
国
主
義
で
は
な
く
、
民
族
自
立
の
意
味
合
い
を
持

つ
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、「
封
建
性
、
停
滞
性
、
後
進
性
に
同
情
を
寄
せ
」
た
の
は
、

多
分
に
日
本
人
と
し
て
、
ま
た
戦
前
の
中
国
問
題
専
門
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
と
し
て
の
贖
罪
意
識
か
ら
も
に
じ
み
出
て
い
る
。
同
じ
く
田

中
香
苗
の
部
下
だ
っ
た
宮
本
喜
久
二
は
、
田
中
に
つ
い
て
「
基
本
は

中
国
の
国
家
民
族
を
尊
重
し
、庶
民
の
生
活
に
多
分
の
愛
情
を
抱
き
、

そ
れ
が
一
貫
し
て
失
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」309

と
上
司
を
見
つ

め
て
い
た
。

284　

森
田
一
『
大
平
正
芳
秘
書
官
日
記
』（
東
京
堂
出
版
、
2
0
1
8
年
4
月
）
43
頁
。

285　

大
平
正
芳
『
私
の
履
歴
書
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
1
9
7
8
年
7
月
）
47
頁
。

286　

公
文
俊
平
・
香
山
健
一
・
佐
藤
誠
三
郎
監
修
『
大
平
正
芳　

人
と
思
想
』（
大
平
正

芳
記
念
財
団
、
1
9
9
0
年
6
月
）
86
頁
。

287　

森
田
一
『
心
の
一
燈　

回
想
の
大
平
正
芳　

そ
の
人
と
外
交
』（
第
一
法
規
、

2
0
1
0
年
3
月
）
31
頁
。

288　

香
山
健
一
「
第
四
章　

大
平
正
芳
の
政
治
哲
学
」（『
大
平
正
芳
と
そ
の
政
治　

再

論
』、
大
平
正
芳
記
念
財
団
、
2
0
2
0
年
10
月
）
2
2
6
頁
。

289　

前
掲
、
大
平
正
芳
『
私
の
履
歴
書
』
48
頁
。

290　

満
州
な
ど
に
駐
屯
し
て
い
た
日
本
陸
軍
部
隊
。
日
露
戦
争
後
、
関
東
州
と
南
満
州

鉄
道
の
権
益
を
保
護
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
関
東
都
督
府
を
前
身
と
し
、

1
9
1
9
（
大
正
8
）
年
独
立
。
第
二
次
大
戦
の
末
期
に
、
ソ
連
軍
の
侵
攻
に
よ

り
壊
滅
。

291　

前
掲
、
森
田
一
『
心
の
一
燈　

回
想
の
大
平
正
芳　

そ
の
人
と
外
交
』
31
頁
。

292　

2
0
2
3
年
11
月
10
日
、
筆
者
が
森
田
一
に
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。

293　

前
掲
、
公
文
俊
平
・
香
山
健
一
・
佐
藤
誠
三
郎
監
修
『
大
平
正
芳　

人
と
思
想
』（
大

平
正
芳
記
念
財
団
）
86
頁
。

294　

前
掲
、
2
0
2
3
年
11
月
10
日
、
筆
者
が
森
田
一
に
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。

295
（
無
署
名
）「
田
中
政
治
の
潮
流　

主
要
閣
僚
に
き
く
（
1
）」（『
毎
日
新
聞
』、

1
9
7
2
年
7
月
8
日
朝
刊
）
2
面
。

296　

大
平
正
芳
「
日
本
の
新
し
い
外
交
」（『
硯
滴
考
』［
4
］、
大
平
正
芳
記
念
財
団
、

2
0
1
9
年
6
月
）
22
頁
。

297　

満
州
事
変
に
よ
り
中
国
東
北
地
方
を
占
領
し
た
日
本
が
1
9
3
2
年
、
清
朝
最
後
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の
皇
帝
溥
儀
（
宣
統
帝
）
を
執
政
と
し
て
建
国
し
た
傀
儡
国
家
。
首
都
は
新
京
（
今

の
長
春
）。
34
年
に
溥
儀
の
皇
帝
即
位
に
よ
っ
て
帝
国
と
な
り
、
45
年
、
日
本
の
第

二
次
大
戦
敗
戦
と
と
も
に
消
滅
。

298　
（
無
署
名
）『
第
六
十
八
回
国
会
衆
議
員
予
算
委
員
会
第
四
分
科
会
議
録
（
農
林
省
、

通
商
産
業
省
及
び
労
働
省
所
管
）
第
四
号
』（
衆
議
院
、
1
9
7
2
年
3
月
22
日
）

10
頁
。

299　

服
部
龍
二
『
日
中
国
交
正
常
化　

田
中
角
栄
、大
平
正
芳
、官
僚
た
ち
の
挑
戦
』（
中

央
公
論
新
社
、
2
0
1
1
年
5
月
）
46
頁
。

300　

前
掲
、
服
部
龍
二
『
日
中
国
交
正
常
化　

田
中
角
栄
、
大
平
正
芳
、
官
僚
た
ち
の

挑
戦
』
3
1
3
頁
。

301　

田
中
家
子
供
一
同
「
想
」（『
回
顧　

田
中
香
苗
』
田
中
香
苗
回
顧
録
刊
行
会
、

1
9
8
7
年
8
月
）
11
頁
。

302　

田
中
香
苗
の
生
前
の
声
を
記
し
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
か
ら
。

303　

現
在
の
中
国
遼
寧
省
瀋
陽
。
満
州
国
で
は
首
都
・
新
京
に
次
ぐ
拠
点
都
市
だ
っ
た
。

304　

1
9
3
1
年
9
月
18
日
、
奉
天
北
方
の
柳
条
湖
に
お
け
る
鉄
道
爆
破
事
件
を
契
機

に
始
ま
っ
た
関
東
軍
に
よ
る
満
州
（
中
国
東
北
部
）
侵
略
戦
争
の
日
本
で
の
呼
称
。

若
槻
内
閣
は
不
拡
大
方
針
を
と
っ
た
が
、
一
方
で
日
本
は
経
済
的
に
も
軍
事
的
に

も
満
州
占
領
を
望
み
、
軍
は
政
府
の
方
針
を
無
視
し
て
満
州
全
土
を
占
領
、
翌
32

年
3
月
に
満
州
国
を
樹
立
し
た
。
中
国
で
は
「
9
・
18
事
変
」
と
い
う
。

305　

前
掲
、
田
中
香
苗
の
生
前
の
声
を
記
し
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
か
ら
。

306　

飯
田
和
郎
「
上
海
・
東
亜
同
文
書
院　

メ
デ
ィ
ア
人
脈
を
考
察
す
る
」
連
載
第
4

回
（『
ア
ジ
ア
時
報
』
通
巻
6
0
0
号
、
ア
ジ
ア
調
査
会
、
2
0
2
4
年
10
月
）
37

頁
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
版
22
頁
）
下
段
参
照
。

307　

田
中
香
苗
「
歴
史
の
声

─
序
に
か
え
て

─
」（『
東
亜
同
文
書
院
大
学
史
─
創

立
八
十
周
年
記
念
誌
─
』）
2
9
2
頁
。

308　

山
内
大
介
「
刊
行
の
辞
」（『
回
顧　

田
中
香
苗
』）
ⅴ
頁
。

309　

宮
森
喜
久
二
「
評
伝
」（『
回
顧　

田
中
香
苗
』）
88
頁
。


