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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
５
節　
「
冷
め
た
」
視
線　

2
人
の
対
中
姿
勢

　

中
国
大
陸
で
の
占
領
地
を
管
理
・
運
営
す
る
日
本
の
政
府
機
関
、

興
亜
院
満
疆
連
絡
部
（
現
在
の
河
北
省
張
家
口
）
に
出
向
経
験
の
あ

る
外
務
大
臣
、
大
平
正
芳
。
か
た
や
戦
前
か
ら
中
国
問
題
専
門
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
っ
た
毎
日
新
聞
社
会
長
、
田
中
香
苗
。
同
じ
香

川
県
人
の
2
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
日
中
国
交
正
常
化
へ
の

道
を
進
ん
で
い
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
深
い
贖
罪
意
識
だ
け
に
基
づ
き
、
自
ら
の
職
務
を
遂

行
す
る
な
ら
ば
、
政
治
家
で
あ
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
れ
、
職

業
人
と
し
て
失
格
で
あ
る
。
大
平
正
芳
も
、
田
中
香
苗
も
戦
前
に
端

を
発
す
る
中
国
へ
の
贖
罪
意
識
の
一
方
で
、
冷
静
、
冷
徹
な
視
線
を

中
国
に
向
け
て
い
た
。

　

大
平
正
芳
か
ら
検
証
し
て
み
た
い
。
1
9
7
2
年
9
月
25
日
、
国

交
正
常
化
交
渉
の
た
め
に
、
中
国
入
り
し
た
場
面
に
戻
る
。
田
中
角

栄
ら
一
行
は
、
北
京
空
港
か
ら
市
内
ま
で
車
で
移
動
し
た
。
沿
道
至

る
と
こ
ろ
に
動
員
さ
れ
た
無
数
の
市
民
が
造
花
を
振
り
な
が
ら
、「
熱

第9回（最終回）
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烈
歓
迎
」
を
繰
り
返
し
叫
ん
で
い
た
。
同
行
し
た
娘
婿
で
秘
書
の
森

田
一
に
よ
る
と
、
車
中
の
大
平
は
そ
れ
に
目
を
や
り
な
が
ら
「
こ
っ

ち
が
選
挙
区
だ
っ
た
ら
、
楽
だ
ろ
う
な
」
と
軽
口
を
た
た
い
た
と
い

う
。310

行
く
先
々
で
同
じ
光
景
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
5
日
後
。
北
京
か
ら
上
海
を
経
由
し
て
帰
国
す
る
機
中
で
、

大
平
正
芳
が
つ
ぶ
や
い
た
言
葉
も
森
田
一
は
忘
れ
て
い
な
い
。「
い

ま
は
（
日
中
友
好
を
歓
迎
す
る
）
熱
狂
的
な
ム
ー
ド
だ
け
ど
、
25
年

か
30
年
た
っ
た
ら
雰
囲
気
が
変
わ
る
よ
」。311「
日
中
共
同
声
明
」
に
署

名
、
国
交
正
常
化
の
扉
を
開
い
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
本
来
な
ら

凱
旋
帰
国
を
前
に
、
気
分
が
高
揚
す
る
は
ず
だ
が
、
大
平
は
冷
静
に
、

の
ち
に
起
こ
り
得
る
中
国
側
の
空
気
の
変
化
を
早
く
も
予
期
し
て
い

た
。

　

中
国
は
対
立
す
る
ソ
連
へ
の
抑
止
力
と
し
て
日
米
に
接
近
し
、
と

り
わ
け
日
本
に
は
国
家
建
設
の
た
め
資
金
・
技
術
供
与
を
期
待
し
た
。

日
中
間
に
は
当
時
、
と
て
つ
も
な
い
経
済
力
の
差
が
あ
っ
た
。
し
か

し
、
や
が
て
そ
の
差
が
縮
ま
り
、
さ
ら
に
中
国
が
日
本
を
追
い
越
す

よ
う
な
事
態
に
な
れ
ば
、
難
し
い
関
係
に
な
る
だ
ろ
う
。
大
平
は
そ

ん
な
楽
観
で
き
な
い
予
感
を
持
っ
て
い
た
。

　

事
を
成
し
得
た
ら
、
次
へ
。
の
ち
の
こ
と
だ
が
大
平
正
芳
ら
し
さ

が
表
れ
る
の
が
、
首
相
に
就
任
し
た
当
夜
の
出
来
事
だ
。
森
田
一
に

よ
る
と
、
大
平
は
自
民
党
総
裁
選
で
圧
勝
し
た
1
9
7
8
年
12
月
1

日
、「
さ
て
、
い
つ
辞
め
る
か
」
と
口
に
し
て
い
る
。
驚
く
森
田
に

対
し
「『
な
る
』
よ
り
『
辞
め
る
』
ほ
う
が
た
い
へ
ん
な
ん
だ
」
と

つ
ぶ
や
い
た
。312

熱
望
し
続
け
た
総
理
の
座
に
就
い
た
と
い
う
の
に
、

常
に
先
の
先
を
考
え
て
い
た
大
平
ら
し
い
。

　

同
じ
こ
と
は
、
田
中
香
苗
に
も
言
え
る
。
田
中
も
危
惧
を
抱
き
始

め
て
い
た
。

　

彼
ら
中
国
の
連
中
は
、
ニ
コ
ニ
コ
顔
で
迎
え
る
か
と
思
う
と
、

ト
タ
ン
に
、
ギ
ュ
ッ
と
引
し
め
て
か
か
る
。
引
し
め
た
か
と
思
う

と
、
サ
ッ
と
ゆ
る
め
る
。
日
本
人
は
、
そ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
す
っ

か
り
、
か
か
っ
て
し
ま
う
。
和
気
ア
イ
ア
イ
と
い
う
こ
と
で
、
い

い
ご
き
げ
ん
に
な
っ
て
い
て
い
い
も
の
か
。
中
国
と
と
も
に
歩
ん

だ
私
に
と
っ
て
、
現
在
の
状
況
は
全
く
心
配
で
な
ら
な
い
。313

　

東
亜
同
文
書
院
の
学
生
時
代
か
ら
中
国
特
派
員
時
代
を
通
じ
、
実

体
験
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
。
田
中
香
苗
な
ら
で
は
の
中
国
人
論
を

披
歴
し
た
の
は
、
国
交
正
常
化
の
翌
73
年
7
月
。
同
年
9
月
に
は
東

京
・
上
野
動
物
園
に
、
中
国
政
府
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト

パ
ン
ダ
の
カ
ン
カ
ン
、
ラ
ン
ラ
ン
が
来
園
し
、
2
頭
の
珍
獣
を
ひ
と

目
見
よ
う
と
、動
物
園
に
は
来
場
者
の
長
い
行
列
が
絶
え
な
か
っ
た
。

日
本
に
空
前
の
中
国
ブ
ー
ム
が
到
来
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
お
祝
い

ム
ー
ド
の
陰
で
隠
れ
て
い
た
も
の
の
、
田
中
が
抱
い
た
危
惧
は
、
あ

ま
り
に
も
脆
い
日
中
関
係
の
実
相
を
理
解
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

田
中
に
は
、
起
こ
り
得
る
将
来
の
不
安
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る

べ
き
か
、
早
々
に
提
言
し
た
と
思
わ
れ
る
発
言
が
あ
る
。
会
長
・
主
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筆
だ
っ
た
1
9
7
0
年
1
月
の
社
員
向
け
年
頭
あ
い
さ
つ
の
一
節

だ
。

　

中
国
に
は
、
中
国
の
立
場
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
に
も
、
日
本

の
立
場
が
あ
る
。
し
か
も
、
現
在
の
日
本
と
中
国
と
は
、
思
想
も

政
治
体
制
も
異
に
し
て
い
る
。
日
中
新
関
係
の
樹
立
は
、
ど
う
し

て
も
、こ
の
よ
う
な
両
国
の
国
際
的
立
場
と
政
治
体
制
の
相
違
を
、

相
互
に
認
め
合
っ
た
う
え
で
の
「
平
和
共
存
」
の
原
則
に
立
つ
以

外
に
は
な
い
の
で
す
。314

　
「
相
違
を
、相
互
に
認
め
合
う
」。こ
れ
は
日
中
国
交
正
常
化
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
っ
た
。
田
中
香
苗
は
約
2
年
半
後
に
実
現
す
る
「
日
中

共
同
声
明
」
に
明
文
化
さ
れ
た
精
神
を
予
言
し
た
こ
と
に
な
る
。
北

京
到
着
初
日
の
9
月
25
日
、
人
民
大
会
堂
で
開
催
さ
れ
た
中
国
側
主

催
の
歓
迎
晩
さ
ん
会
の
ス
ピ
ー
チ
で
、
中
国
首
相
の
周
恩
来
、
そ
し

て
田
中
角
栄
の
日
中
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、こ
ん
な
言
葉
が
飛
び
出
し
た
。

　

周
恩
来　

わ
た
し
は
、
わ
れ
わ
れ
双
方
が
努
力
し
、
十
分
に
話

合
い
、
小
異
を
残
し
て
大
同
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
日
国

交
正
常
化
は
必
ず
実
現
で
き
る
も
の
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
中
日

両
国
の
社
会
制
度
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
両

国
が
平
等
か
つ
友
好
的
に
つ
き
あ
っ
て
い
く
上
で
の
障
害
に
す
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。315

【図25】国交正常化交渉がまとまり、毛沢東（奥）と懇談する大平（右から3人目）ら
＝大平正芳記念財団提供
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田
中
角
栄　

も
ち
ろ
ん
双
方
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
立
場
や

特
異
な
事
情
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
立
場
や
意

見
に
小
異
が
あ
る
と
し
て
も
、
日
中
双
方
が
大
同
に
つ
き
、
相
互

理
解
と
互
譲
の
精
神
に
基
づ
い
て
意
見
の
相
違
を
克
服
し
、
合
意

に
達
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。316

　
「
小
異
」
と
「
大
同
」。
日
中
の
双
方
の
首
脳
と
も
同
じ
フ
レ
ー
ズ

を
使
っ
た
。
2
人
が
と
も
に
強
調
し
た
そ
の
基
本
姿
勢
は
、
翌
日
2

日
目
以
降
、本
格
化
す
る
国
交
正
常
化
協
議
を
底
流
で
支
え
て
い
く
。

日
本
の
駐
中
国
大
使
を
務
め
た
谷
野
作
太
郎
の
解
説
に
よ
る
と
、「
日

本
人
は
よ
く
「
小
異
を
捨
て
て
、
大
同
に
就
く
」、
と
い
う
言
い
方

を
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
本
家
の
中
国
に
は
な
い
。「
小

異
」
は
残
る
、残
す
（「
存
異
」）
の
で
あ
る
。（
略
）
大
切
な
こ
と
は
、

残
っ
た
「
小
異
」
を
用
心
深
く
管
理
し
な
が
ら
「
大
同
」
に
就
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
」。317「
小
異
」
を
常
に
頭
に
置
き
な
が
ら
、
乗
り
越

え
、「
大
同
」、
つ
ま
り
日
中
の
友
好
と
協
力
を
築
こ
う
と
い
う
も
の

だ
。『
朝
日
新
聞
』
は
日
中
共
同
声
明
調
印
後
の
社
説
で
、
こ
う
解

い
て
み
せ
た
。

　

去
る
二
十
五
日
の
田
中
首
相
歓
迎
夕
食
会
の
席
で
、
周
首
相
は

「
小
異
を
残
し
て
大
同
を
求
め
る
」
と
言
っ
た
。
田
中
首
相
は
「
小

異
が
あ
る
に
し
て
も
…
大
同
に
つ
き
」
と
応
じ
た
。「
求
め
る
」

と
「
に
つ
き
」
の
相
違
は
、
後
者
が
、
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
も
の

を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
反
し
、
前
者
は
探
し
求
め
る
と
い
う
語

感
で
あ
る
。
右
の
言
葉
は
、
正
常
化
が
発
効
し
た
こ
ん
に
ち
の
段

階
で
も
、
な
お
生
き
て
い
る
。
い
や
、「
求
め
る
」
こ
と
の
意
義

が
い
っ
そ
う
重
要
に
な
っ
て
き
た
。318

　

周
恩
来
は
の
ち
、
正
常
化
交
渉
時
の
日
本
語
通
訳
、
林
麗
韞
に
こ

う
教
え
た
と
さ
れ
る
。「
私
た
ち
は
『
求
同
存
異
』
を
図
る
に
あ
た
っ

て
、
相
手
と
の
『
異
』
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
ず
に
ど
う
や
っ

て
『
同
』
を
求
め
る
の
だ
」。319

　

ま
さ
に
田
中
香
苗
の
主
張
ど
お
り
に
な
っ
た
。
大
平
正
芳
は

1
9
7
2
年
11
月
、「
中
国
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
題
し
た
随

想
を
書
い
て
い
る
。
中
国
か
ら
帰
国
し
て
、ひ
と
月
余
り
の
こ
と
だ
。

　

張
家
口
で
の
遠
い
過
去
の
経
験
、
そ
し
て
直
近
の
難
し
い
交
渉
を

踏
ま
え
た
内
容
で
あ
り
、あ
る
章
に
書
き
出
し
は
「
日
本
と
中
国
は
、

近
い
よ
う
で
遠
い
国
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
晦
日
」
と
「
元
日
」
の

関
係
に
も
た
と
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
提
起
し
た
。
12
月
31
日

と
1
月
1
日
は
た
っ
た
1
日
違
い
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
意
味
は

ま
っ
た
く
異
な
る
。
日
本
と
中
国
は
距
離
的
に
は
近
く
て
も
、
違
う

の
だ
。
夫
婦
の
関
係
に
も
例
え
た
。

　

男
と
女
は
同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
物
事
に
対
す
る
考
え
方

や
処
理
の
仕
方
が
違
い
、
感
情
の
波
長
や
構
造
も
違
う
。
そ
れ
で

い
て
、
夫
婦
と
い
う
形
で
抜
き
差
し
な
ら
な
い
共
同
生
活
を
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
夫
婦
生
活
は
、
夫
婦
が
そ
れ
ぞ
れ
、

よ
ほ
ど
お
互
い
に
努
力
し
な
い
限
り
、
う
ま
く
運
ば
な
い
も
の
で

あ
る
。（
略
）日
中
両
国
の
間
に
は
共
通
点
よ
り
は
相
違
点
が
多
く
、

相
互
の
理
解
は
想
像
以
上
に
難
し
い
。
し
か
し
、
お
互
い
に
隣
国

と
し
て
永
久
に
つ
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
以
上
、
よ
ほ
ど
の
努
力

と
忍
耐
が
双
方
に
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。320

　

大
平
の
外
交
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
、
新
井
俊
三
は
「
大
平
さ
ん
の
基

本
の
思
想
に
は
中
国
と
の
交
流
に
は
冷
め
た
一
面
が
存
在
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。「
冷
め
た
」
と
い
う
の
は
「
つ
め
た
い
」
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
冷
静
な
」、「
客
観
的
に
中
国
を
見
る
眼
」

と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
略
）
そ
の
後
多
く
の
人
び
と

が
ぬ
め
り
込
ん
で
い
っ
た
よ
う
な
中
国
フ
ィ
ー
バ
ー
に
は
遂
に
陥
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」321

と
評
価
す
る
。

　

大
平
正
芳
が
、
日
中
間
の
問
題
に
つ
い
て
そ
の
姿
勢
を
語
っ
た
言

葉
が
あ
る
。
北
京
に
旅
立
つ
直
前
、
田
中
香
苗
が
大
平
を
訪
ね
た
時

の
こ
と
だ
。
大
平
は
そ
の
席
で
田
中
に
、「「
法
三
章
」
で
行
く
」322

と

言
い
切
っ
た
。
数
日
後
に
始
ま
る
国
交
正
常
化
交
渉
の
原
則
を
示
し

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

法
三
章
。
漢
の
高
祖323

が
秦
を
滅
ぼ
し
た324

後
、
秦
の
始
皇
帝325

の
定
め

た
厳
し
い
法
律
を
廃
し
、
殺
人
、
傷
害
、
窃
盗
だ
け
を
罰
す
る
と
改

め
た
、
わ
ず
か
3
カ
条
の
法
律
を
指
す
。
そ
こ
か
ら
転
じ
て
、
法
律

を
簡
略
で
ゆ
る
や
か
な
も
の
と
し
、
法
治
万
能
主
義
を
排
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
大
平
は
「
共
通
点
よ
り
は
相
違
点
が
多
く
、
相
互
の

理
解
は
想
像
以
上
に
難
し
い
」日
中
間
の
懸
案
を
棚
上
げ
に
し
て
も
、

正
常
化
を
優
先
さ
せ
た
い
決
意
を
示
し
た
。
社
会
・
政
治
制
度
、
価

値
観
が
異
な
る
日
中
間
に
お
い
て
、
細
か
い
決
め
ご
と
を
定
め
、
何

も
か
も
文
言
で
縛
り
付
け
れ
ば
、
山
積
す
る
「
小
異
」
を
前
に
、
交

渉
は
ま
と
ま
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
大
平
は
分
か
っ
て
い
た
。

　

中
国
首
脳
を
相
手
に
す
る
難
し
い
交
渉
を
前
に
、
向
き
合
う
姿
勢

を
明
か
し
た
相
手
が
田
中
香
苗
だ
っ
た
。
信
頼
す
る
田
中
な
ら
、
自

分
の
心
中
を
理
解
し
て
く
れ
る
と
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
。
し
か
も
、

中
国
の
歴
史
に
由
来
す
る
言
葉
を
引
い
た
の
も
、
中
国
を
深
く
知
る

田
中
だ
か
ら
こ
そ
、
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
日
中
共
同
声
明
」
に
そ

の
精
神
が
見
事
生
か
さ
れ
た
。

　
「
日
中
共
同
声
明
」
の
前
文
の
結
び
に
あ
る
「
日
中
両
国
間
に
は

社
会
制
度
の
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
国
は
、
平
和
友
好

関
係
を
樹
立
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
樹
立
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。」326

こ
と
こ
そ
、
隣
人
と
し
て
付
き
合
う
上
で
の
「
大
同
小
異
」

の
精
神
と
、「
法
三
章
」
の
理
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

国
交
正
常
化
と
い
う
一
大
事
業
に
お
い
て
、
大
平
正
芳
と
田
中
香

苗
の
間
で
、
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
な
さ
れ
た
か
。
す
で
に
と
も

に
故
人
と
な
っ
た
今
、
そ
の
多
く
は
判
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

2
人
の
職
業
人
と
し
て
の
形
成
過
程
や
思
考
、
背
負
っ
た
背
景
な
ど

を
た
ど
れ
ば
、共
鳴
し
合
っ
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
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こ
こ
ま
で
検
証
し
て
き
た
と
お
り
、
2
人
は
同
郷
人
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
多
く
の
共
通
項
を
持
つ
。
1
9
6
0－

70
年
代
の
そ
れ
ぞ
れ

の
節
目
に
お
け
る
対
中
国
観
、
対
中
国
姿
勢
は
酷
似
し
て
い
る
。
だ

か
ら
、
濃
厚
な
付
き
合
い
を
続
け
、
信
頼
し
合
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

大
平
正
芳
は
熟
考
型
の
政
治
家
で
も
あ
っ
た
。
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
残
る
。
日
中
国
交
正
常
化
直
後
の
こ
と
だ
。
1
9
7
2
年
10
月

に
韓
国
大
統
領
の
朴
正
煕327

が
予
定
し
て
い
た
訪
日
を
取
り
消
し
、
韓

国
内
に
非
常
戒
厳
令
を
布
告
し
た
。
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
政
権
を

握
っ
た
朴
を
、
大
平
は
冷
や
や
か
に
見
つ
め
て
き
た
と
い
う
。

　
「
大
平
は
、
ど
こ
の
国
で
あ
っ
て
も
軍
事
政
権
や
軍
部
が
嫌
い
な

の
で
す
よ
。
そ
れ
は
張
家
口
で
の
関
東
軍
と
接
し
た
経
験
か
ら
だ
と

思
う
け
ど
、
軍
人
は
し
ょ
う
が
な
い
や
つ
だ
と
。
だ
い
た
い
、
大
平

と
合
わ
な
い
の
は
単
純
明
快
に
割
り
切
る
考
え
方
の
人
で
、
大
平
か

ら
す
れ
ば
世
の
中
は
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
と
、
大
平
は

ハ
ー
ド
よ
り
ソ
フ
ト
重
視
だ
け
ど
、
軍
人
は
そ
う
い
う
感
じ
で
は
な

い
し
、
そ
も
そ
も
哲
学
が
違
う
の
で
す
よ
ね
」328

と
森
田
一
は
述
懐
す

る
。
大
平
正
芳
は「
単
純
明
快
に
割
り
切
る
考
え
方
」の
真
逆
だ
っ
た
。

　

義
父
で
も
あ
る
大
平
正
芳
の
傍
ら
で
、
森
田
一
は
常
に
緊
張
を
強

い
ら
れ
た
。
教
官
か
ら
試
験
を
受
け
る
学
生
の
よ
う
に
、
大
平
か
ら

森
田
へ
の
問
い
か
け
が
繰
り
返
さ
れ
た
。「
君
は
ど
う
思
う
か
？
」。

森
田
が
彼
な
り
の
答
え
を
返
す
と
、
大
平
は
決
ま
っ
て
「
あ
あ
、
そ

う
か
」
と
返
事
し
た
。329

　

田
中
香
苗
は
「
大
平
さ
ん
は
、
常
に
静
か
で
、
考
え
込
ん
で
、
時

間
を
か
け
て
判
断
す
る
。」330

と
大
平
を
評
す
る
。「
と
に
か
く
片
言
に

一
言
に
深
い
意
味
を
も
っ
た
言
を
生
み
出
し
て
い
く
人
で
あ
っ
た
。

「
あ
ー
、う
ー
」
は
大
平
さ
ん
の
専
売
特
許
だ
。
し
か
し
、そ
の
間
に
、

考
え
抜
い
た
言
葉
を
創
出
す
る
人
で
あ
り
、
そ
の
場
限
り
の
言
動
を

し
な
い
人
だ
っ
た
。
テ
レ
ビ
に
出
て
、
平
然
と
し
て
、
討
論
に
負
け

る
こ
と
の
で
き
る
人
だ
っ
た
。
大
平
さ
ん
は
、
常
に
静
か
で
、
考
え

込
ん
で
、
時
間
を
か
け
て
判
断
す
る
。
そ
こ
で
思
い
切
っ
た
実
行
に

踏
み
出
す
の
で
あ
る
」。331

　

森
田
一
だ
け
で
は
な
い
。
大
平
正
芳
は
周
囲
の
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
問
題
で
、そ
ん
な
問
い
か
け
を
繰
り
返
し
た
と
い
う
。332

い
ず
れ
も
、

高
い
専
門
性
を
有
し
た
者
た
ち
ば
か
り
だ
。
そ
し
て
、
大
平
は
日
中

国
交
正
常
化
を
成
し
遂
げ
た
。
こ
と
中
国
問
題
に
関
し
て
は
、
経
験

に
お
い
て
も
、
知
識
に
お
い
て
も
田
中
香
苗
を
お
い
て
ほ
か
に
は
い

な
い
。
し
か
も
、
視
点
が
極
め
て
似
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
、
長
期
の
中
国
滞
在
生
活
を
通
じ
て
中
国
社

会
や
中
国
人
を
観
察
し
て
き
た
青
年
期
の
経
験
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ

た
贖
罪
意
識
、
さ
ら
に
は
日
中
国
交
正
常
化
に
情
熱
を
傾
け
る
一
方

で
、
冷
静
な
視
線
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
2
人
へ
の
言

動
か
ら
わ
か
る
。

　

大
平
正
芳
が
周
囲
に
繰
り
返
し
た
問
い
か
け
は
、
実
は
田
中
香
苗

の
周
囲
の
者
も
経
験
し
て
い
た
。
田
中
の
孫
、
平
田
典
史
は
「『
ど

う
思
う
？
』。
祖
父
は
若
い
私
に
も
よ
く
尋
ね
ま
し
た
。『
違
う
視
点
』

を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
た
。
A
の
眼
も
あ
れ
ば
、B
の
眼
も
あ
る
。
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自
分
の
意
見
、
他
人
の
意
見
…
…
。
比
較
で
き
る
も
の
が
あ
っ
て
こ

そ
、
と
考
え
る
人
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
す
べ
て
を
聞
い
た
の
ち
、
や

は
り
自
分
の
意
見
が
最
適
と
考
え
れ
ば
、
決
断
す
る
。
逆
に
自
分
の

意
見
に
、
他
人
の
意
見
を
加
味
し
て
も
の
ご
と
を
進
め
る
場
合
も

あ
っ
た
」
と
証
言
す
る
。333

　

大
平
正
芳
は
常
に
周
囲
の
意
見
に
耳
を
傾
け
、
熟
考
し
た
。
彼
が

主
導
し
た
日
中
国
交
正
常
化
も
同
じ
ス
タ
ン
ス
だ
っ
た
。
大
平
が

頼
っ
た
田
中
の
中
国
問
題
に
関
す
る
源
泉
は
、
東
亜
同
文
書
院
に
発

し
す
る
。田
中
は
、求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
意
見
を
述
べ
る
場
面
は
あ
っ

て
も
、
大
平
の
性
格
や
能
力
を
よ
く
知
る
彼
は
、
自
身
の
考
え
を
押

し
付
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
押
し
付
け
ず
と
も
、
日
中
国

交
正
常
化
と
い
う
到
達
点
を
目
指
す
2
人
に
、
考
え
の
相
違
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

終
章　

中
国
を
熟
知
す
る
が
ゆ
え
に　

今
日
に
示
す
も
の

　

田
中
香
苗
ら
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
輩
出
し
た
東
亜
同
文
書

院
と
は
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
中
国
の

学
術
界
に
お
け
る
同
文
書
院
や
学
生
へ
の
評
価
は
、概
し
て
厳
し
い
。

多
く
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
同
文
書
院
や
書
院
生
が
「
特
殊
な
役

割
」
を
担
っ
て
い
た
と
の
指
摘
だ
。
い
く
つ
か
の
研
究
論
文
を
挙
げ

て
み
た
い
。

　

黒
竜
江
省
に
あ
る
ハ
ル
ビ
ン
師
範
大
学
社
会
歴
史
学
院
の
王
軍

は
、
東
亜
同
文
書
院
が
「
中
国
侵
略
を
目
的
に
『
中
国
通
』
を
養
成

し
た
」
と
定
義
づ
け
た
。334

何
よ
り
運
営
母
体
が
日
本
の
政
界
や
官
界

と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
ほ
ぼ
日
本
人
だ
け
を
対
象
に
し
た
高
等
教

育
機
関
を
、
中
国
国
内
に
設
置
す
る
こ
と
自
体
、
今
日
な
ら
あ
り
得

な
い
こ
と
だ
。

　

卒
業
を
控
え
た
最
上
級
生
は
毎
年
夏
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
中
国
各

地
、
ま
た
近
隣
国
へ
長
期
の
調
査
旅
行
に
赴
い
た
。
大
旅
行
と
呼
ば

れ
た
こ
の
恒
例
の
遠
征
は
必
修
科
目
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
同
文
書

院
だ
け
が
持
つ
独
自
性
の
一
つ
だ
っ
た
。
学
校
の
所
在
し
た
上
海
だ

け
で
は
な
い
、
広
い
国
土
を
自
ら
の
知
恵
と
体
力
で
歩
く
こ
と
で
中

国
を
体
感
。
そ
れ
ら
は
彼
ら
の
卒
業
後
に
も
活
き
る
得
が
た
い
経
験

に
な
っ
て
い
く
。335

　

中
国
側
研
究
者
の
関
心
は
、
そ
の
大
旅
行
の
調
査
結
果
に
向
く
。

北
京
の
中
国
地
質
大
学
思
想
政
治
教
育
学
院
の
韋
磊
は
「
旅
行
で
の

調
査
に
基
づ
き
作
成
し
た
報
告
書
は
、
す
べ
て
参
謀
本
部
、
外
務
省
、

農
商
工
関
連
の
官
庁
に
提
出
さ
れ
、
対
中
政
策
策
定
の
参
考
と
さ
れ

た
」336

と
論
じ
た
。

　

黒
竜
江
省
・
チ
チ
ハ
ル
市
教
育
教
学
研
究
院
の
王
春
英
も
、
や
は

り
軍
部
と
の
関
連
を
強
調
す
る
。「
论
近
代
日
本
对
华
文
化
教
育
侵

略
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、「
日
本
の
政
府
と
軍
部
は
彼
ら
を
通

じ
て
、
中
国
の
多
く
の
政
治
、
産
業
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
情
報
を

収
集
し
た
だ
け
で
な
く
、
学
生
、
卒
業
生
の
多
く
が
中
国
や
朝
鮮
へ

の
さ
ま
ざ
ま
な
侵
略
活
動
に
直
接
関
与
し
た
」
と
指
摘
。「
戦
時
中

は
日
本
軍
の
通
訳
と
し
て
活
動
し
、
対
露
戦
に
あ
っ
て
は
軍
事
探
偵
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活
動
に
従
事
し
た
者
も
多
か
っ
た
。
卒
業
生
の
う
ち
1
4
8
7
人
が

中
国
に
残
っ
て
就
職
し
、
そ
れ
ら
は
工
業
・
商
業
部
門
に
集
中
し
、

日
本
の
経
済
侵
略
政
策
を
追
い
求
め
た
。
東
亜
同
文
会
と
東
亜
同
文

書
院
は
、
中
国
に
お
け
る
日
本
の
文
化
侵
略
の
先
駆
者
と
い
え
る
」

と
断
じ
た
。337

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
各
地
方
の
大
学
ほ
か
学
術
機
関
に
お
い
て
、
そ

の
地
方
を
訪
れ
た
大
旅
行
に
関
す
る
論
文
が
あ
り
、
多
く
は
日
本
の

対
中
侵
略
と
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
同
じ
く
東

亜
同
文
書
院
や
学
生
た
ち
を
描
き
な
が
ら
、
一
部
に
は
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
を
も
含
む
日
本
で
の
書
籍
、
映
像
と
は
好
対
照
を
な
す
。

　

確
か
に
日
本
が
侵
出
し
た
中
国
に
あ
っ
た
東
亜
同
文
書
院
は
、
日

本
の
政
府
、
と
り
わ
け
軍
部
と
の
関
係
を
否
定
で
き
な
い
。
日
本
軍

の
戦
線
が
拡
大
し
、
ま
た
戦
況
が
日
本
の
劣
勢
に
傾
く
に
つ
れ
、
軍

部
は
中
国
語
の
語
学
力
を
は
じ
め
書
院
生
が
持
つ
技
能
を
利
用
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
前
述
の
大
旅
行
に
は
日
中
戦
争
以
降
、
軍
か
ら
の

依
託
調
査
も
加
わ
っ
た
。
愛
知
大
学
名
誉
教
授
の
大
島
隆
雄
は
、
軍

の
依
託
調
査
を
認
め
る
一
方
、「
そ
れ
も
基
本
的
に
は
占
領
地
内
部

に
限
り
、
ま
た
公
然
と
行
わ
れ
て
お
り
、（
略
）
広
い
意
味
で
の
情

報
収
集
活
動
に
属
し
て
い
て
、（
略
）
ス
パ
イ
活
動
で
は
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
書
院
が
、
厳
密
な
意
味
で
の
ス
パ
イ
養
成
を
行
っ
た
と

い
う
形
跡
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
」338

と
中
国
側
研
究
者
の
疑
念
を
否

定
す
る
。

　

歴
史
が
証
明
し
て
き
た
よ
う
に
、
史
実
は
一
つ
で
あ
れ
、
そ
れ
を

見
る
者
の
立
場
や
背
景
、
さ
ら
に
観
察
す
る
角
度
に
よ
っ
て
評
価
は

大
き
く
異
な
る
。
抗
日
を
建
国
の
旗
印
の
一
つ
に
し
た
中
華
人
民
共

和
国
に
あ
っ
て
、
東
亜
同
文
書
院
や
書
院
生
に
対
す
る
今
日
の
学
術

研
究
の
視
点
が
否
定
的
で
あ
っ
て
も
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し

れ
な
い
。

　

東
亜
同
文
書
院
は
、
日
本
の
対
中
侵
略
の
出
先
で
あ
り
、
そ
こ
で

学
ん
だ
若
者
た
ち
は
、
諜
報
活
動
の
一
端
を
担
っ
た
の
か
。
そ
の
評

価
は
国
内
外
の
他
の
研
究
に
委
ね
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
東
亜
同
文

書
院
を
出
た
O
B
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
、
戦
中
・
戦
後
を
通
じ

て
、
日
本
と
中
国
に
関
係
す
る
重
要
な
場
面
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
た
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
と
め

た
い
。
そ
の
答
え
は
東
亜
同
文
書
院
、
そ
し
て
学
生
が
「
特
殊
な
役

割
」
を
担
っ
て
い
た
と
す
る
前
述
の
中
国
側
の
疑
念
と
、
実
は
大
き

く
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
、
論
者
に
は
考
察
で
き
る
。

　

本
稿
の
対
象
は
、
対
中
国
関
係
に
お
け
る
東
亜
同
文
書
院
O
B

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
群
像
で
あ
る
。中
国
へ
の
旺
盛
な
好
奇
心
・

探
求
心
を
持
つ
彼
ら
は
、
そ
の
思
い
を
抱
い
て
海
を
渡
り
、
同
文
書

院
へ
入
っ
た
。
在
学
中
、
そ
の
好
奇
心
・
探
求
心
は
一
人
ひ
と
り
の

体
内
で
さ
ら
に
膨
ら
み
、
そ
れ
ら
を
か
な
え
ら
れ
る
職
業
と
し
て

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
道
を
選
ん
だ
。
そ
し
て
、
学
生
時
代
を
過
ご
し

た
中
国
の
大
地
に
再
び
飛
び
出
し
、
職
業
人
と
し
て
の
経
験
を
重
ね

て
い
っ
た
。

　

中
国
側
研
究
者
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
対
中
侵
略
の
先
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駆
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

別
と
し
て
、
中
国
を
熟
知
す

る
中
国
通
と
な
っ
た
彼
ら
ゆ

え
に
、「
日
中
」
に
関
係
す

る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
キ
ー
マ
ン

で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
中

国
側
は
彼
ら
を
警
戒
す
べ
き

存
在
だ
っ
た
と
位
置
付
け
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
あ
る
意
味
で
、
中
国
共

産
党
の
認
識
に
沿
っ
た
中
国

人
学
者
ら
の
疑
念
は
、
彼
ら

同
文
書
院
O
B
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
存
在
の
大
き
さ
、
役

割
の
大
き
さ
を
証
明
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

戦
中
・
戦
後
を
通
じ
て
お
り
、

同
じ
く
戦
中
・
戦
後
を
通
じ

て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う

世
界
に
脈
打
っ
た
東
亜
同
文

書
院
卒
業
生
・
元
在
校
生
の

系
譜
と
も
一
致
し
て
い
る
。

　

第
1
章
で
、「
竹
槍
で
は
間
に
合
は
ぬ
」
の
見
出
し
を
掲
げ
た
記

事
（
1
9
4
4
年
2
月
23
日
付
『
毎
日
新
聞
』
朝
刊
1
面
）
の
、
い

わ
ゆ
る
竹
槍
事
件
を
テ
ー
マ
に
、
吉
岡
文
六
を
取
り
上
げ
た
。
当
時

の
編
集
局
長
、
吉
岡
は
、
米
英
を
相
手
に
し
た
太
平
洋
戦
争
で
あ
れ
、

背
後
に
は
中
国
と
い
う
存
在
、
勃
興
す
る
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
職
を
辞
し
て
ま
で
無
謀
な
戦

争
継
続
を
批
判
す
る
記
事
掲
載
の
決
断
を
下
し
た
。
第
2
章
に
挙
げ

た
文
化
大
革
命
と
い
う
世
界
的
関
心
の
高
い
大
事
件
に
、
東
亜
同
文

書
院
O
B
を
中
心
と
し
た
日
本
メ
デ
ィ
ア
が
迫
る
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
学
生
時
代
に
始
ま
る
経
験
が
判
断
の
根
源
だ
っ
た
。
さ
ら
に
は

北
京
特
派
員
が
国
外
追
放
と
な
っ
た
際
、
同
じ
く
同
文
書
院
同
窓
で

あ
る
田
中
香
苗
の
対
応
は
、
現
職
特
派
員
以
上
に
、
中
国
民
族
の
心

中
を
読
み
切
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
東
亜
同
文
書
院
人
脈
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
は
、
第
3
章
で
焦
点
を
当
て
た
日
中
国
交
正
常
化
と
論
者
は
考

え
る
。
同
じ
く
田
中
香
苗
が
盟
友
・
大
平
正
芳
と
歩
調
を
同
じ
く
し

な
が
ら
、
正
常
化
を
後
押
し
し
た
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
ム
ー
ド
に
合

わ
せ
る
よ
う
に
日
中
友
好
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、
冷
静
な
視
線
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
は
、
論
じ
た
と
お
り
だ
。

　

一
方
で
、
反
中
国
に
偏
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
竹
槍
事
件
、
文
化

大
革
命
、
日
中
国
交
正
常
化
と
い
う
三
つ
の
場
面
い
ず
れ
も
、
東
亜

同
文
書
院
O
B
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
活
動
や
判
断
の
底
流
に
あ
っ

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、専務取締役などを務め23
年に退職。在職中から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、公立大学法人・福岡女子大学副理事長。
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アジア時報

た
の
は
や
は
り
中
国
を
、
中
国
人
を
熟
知
し
て
い
た
経
験
だ
ろ
う
。

同
文
書
院
は
、中
国
大
陸
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
と
運
命
を
と
も
に
し
、

そ
こ
で
学
ん
だ
者
た
ち
は
、
そ
の
時
々
の
中
国
の
実
相
と
向
き
合
え

た
わ
け
だ
。

　

序
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
東
亜
同
文
書
院
O
B
の
存
命
者
は
す
で

に
ご
く
少
数
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
言
う
と
、
O
B
ら
が
一
線
を
退
い

て
か
ら
、
長
い
時
間
が
経
過
し
た
。
こ
の
特
異
な
教
育
機
関
の
存
在

す
ら
、
一
般
の
日
本
社
会
か
ら
は
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

　

そ
し
て
、
今
日
の
日
中
関
係
の
難
し
さ
は
あ
る
意
味
、
彼
ら
が
活

動
し
た
当
時
を
上
回
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
中
国
を
知
ら
な

い
ま
ま
に
中
国
を
否
定
的
に
評
価
す
る
風
潮
が
日
本
を
支
配
す
る
。

そ
れ
は
そ
の
逆
、
中
国
に
お
い
て
も
し
か
り
だ
ろ
う
。
憂
慮
す
べ
き

事
態
と
言
っ
て
い
い
。

　

そ
の
よ
う
な
時
流
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
が
中
国
と
ど
の
よ
う

に
付
き
合
い
、
中
国
を
ど
の
よ
う
に
知
ろ
う
と
し
た
か
を
検
証
す
る

こ
と
に
、
意
義
を
見
出
せ
る
。

　

も
し
こ
の
学
校
が
な
け
れ
ば
、
日
中
関
係
は
異
な
る
足
跡
を
た

ど
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
東
亜
同
文
書
院
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
空
間

へ
と
巣
立
っ
た
知
中
派
た
ち
は
、
日
本
が
中
国
と
向
き
合
う
数
多
く

場
面
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
国
を
知
る
が
ゆ
え
の
役
割
を
果
た
し
た
。

そ
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
、
メ
デ
ィ
ア
に
活
動
の
場
を
求
め
た
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
一
群
も
含
ま
れ
て
い
る
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝ 

お
わ
り

310　

2
0
2
2
年
12
月
10
日
、
東
京
都
港
区
の
森
田
宅
で
、
論
者
が
森
田
に
行
な
っ
た

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。

311　

浜
田
健
太
郎
「
森
田
一
元
運
輸
相　

交
渉
の
目
撃
者　

岳
父
・
大
平
正
芳
が
予
言

し
た
日
中
〝
茨
の
道
〟」（『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』、
2
0
2
2
年
9
月
13
日　

第

4
7
6
2
号
）
32
頁
。

312　

前
掲
、
2
0
2
2
年
12
月
10
日
、
論
者
が
森
田
に
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。

313　

田
中
香
苗
「〝
中
国
と
六
十
年
〟
の
出
発
点
」（『
動
向
』、
動
向
社
、
1
9
7
3
年

7
月
、
1
3
2
6
号
）
88
頁
。

314　

田
中
香
苗
「
正
し
い
道
標
を
打
立
て
よ
う　

田
中
会
長
「
新
年
の
あ
い
さ
つ
」
─
」

（『
回
顧　

田
中
香
苗
』）
1
3
6
頁
。

315　
（
無
署
名
）「
在
欢
迎
田
中
首
相
宴
会
上
周
恩
来
总
理
的
祝
酒
词
」（『
人
民
日
報
』

1
9
7
2
年
9
月
26
日
）
3
頁
。『
人
民
日
報
』
の
記
事
（
中
国
語
）
は
以
下
の
と

お
り
。「
我
深
信
，
经
过
我
们
双
方
的
努
力
，
充
分
协
商
，
求
大
同
，
存
小
异
，
中

日
邦
交
正
常
化
一
定
能
够
实
现
。
中
日
两
国
的
社
会
制
度
不
同
，
但
这
不
应
该
成

为
我
们
两
国
平
等
友
好
相
处
的
障
碍
」。

316　
（
無
署
名
）「
周
、
田
中
両
首
相
の
あ
い
さ
つ
全
文
」（『
朝
日
新
聞
』
1
9
7
2
年

9
月
26
日
朝
刊
）
2
面
。

317　

谷
野
作
太
郎
「
日
中
国
交
正
常
化
50
周
年
記
念
コ
ラ
ム　

50
年
前
、
日
中
両
国
の

政
治
の
領
袖
た
ち
は
何
を
語
り
、
何
を
約
束
し
た
か
」（
日
中
友
好
協
会
H
P
）。

谷
野
は
元
駐
中
国
特
命
全
権
大
使
（
1
9
9
8－

2
0
0
1
年
）。https://w

w
w
.

jcfc.or.jp/blog/archives/19562

318　
（
無
署
名
）「
社
説　

日
中
関
係
の
新
た
な
出
発
」（『
朝
日
新
聞
』
1
9
7
2
年
9

月
30
日
朝
刊
）
5
面
。
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319　

本
田
善
彦
『
日
・
中
・
台　

視
え
ざ
る
絆
：
中
国
首
脳
通
訳
の
み
た
外
交
秘
録
』（
日

本
経
済
新
聞
社
、
2
0
0
6
年
9
月
）
55－

56
頁
。

320　

大
平
正
芳
「
中
国
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」（『
風
塵
雑
俎
』、
鹿
島
出
版
会
、

1
9
7
7
年
12
月
）
3
6
5－

3
6
6
頁
。

321　

新
井
俊
三
、
森
田
一
『
文
人
宰
相　

大
平
正
芳
』（
春
秋
社
、
1
9
8
2
年
1
月
）

2
0
1
頁
。

322　

田
中
香
苗
「
熟
慮
し
た
言
葉
」（『
大
平
正
芳
回
想
録

─
追
想
編
』、
大
平
正
芳
回

想
録
刊
行
会
、
1
9
8
1
年
6
月
）
3
3
1
頁
。

323　

劉
邦
。
前
漢
の
初
代
皇
帝
。

324　

紀
元
前
2
0
6
年
。

325　

紀
元
前
2
世
紀
に
在
位
。
韓
・
趙
・
魏
・
楚
・
燕
・
斉
の
6
カ
国
を
滅
ぼ
し
天
下

を
統
合
、
始
皇
帝
と
自
称
し
た
。
中
央
集
権
制
を
敷
き
、
思
想
統
制
ほ
か
性
急
・

苛
酷
な
専
制
政
治
の
た
め
、
そ
れ
ら
は
死
後
数
年
で
秦
が
滅
び
る
原
因
と
な
っ
た
。

326　

日
中
共
同
声
明
の
正
式
名
称
は
「
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
共
同

声
明
」。
中
国
語
で
は
「
中
华
人
民
共
和
国
政
府
和
日
本
国
政
府
联
合
声
明
」。
前

文
と
本
文
9
項
目
か
ら
成
る
。
訪
中
5
日
目
の
1
9
7
2
年
9
月
29
日
、
両
国
首

相
の
田
中
角
栄
と
周
恩
来
、
両
国
外
相
の
大
平
正
芳
、
姫
鵬
飛
の
4
人
が
北
京
で

署
名
し
た
。https://w
w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/china/nc_seim
ei.htm

l

327　

1
9
1
7－

1
9
7
9
年
、
61
年
陸
軍
少
将
の
時
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
国
家
再
建

最
高
会
議
を
組
織
。
63
年
大
統
領
に
当
選
し
4
期
17
年
在
職
。
65
年
日
韓
基
本
条

約
を
締
結
、
高
度
経
済
成
長
を
実
現
さ
せ
た
。
79
年
10
月
、
側
近
に
射
殺
さ
れ
た
。

328　

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
）
1
2
1
頁
。

329　

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

330　

前
掲
、
田
中
香
苗
「
熟
慮
し
た
言
葉
」（『
大
平
正
芳
回
想
録

─
追
想
編
』）

3
3
1
頁
。

331　

同
前
、
3
3
1
頁
。

332　

前
掲
、
2
0
2
2
年
12
月
10
日
、
論
者
が
森
田
一
に
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。

333　

2
0
2
2
年
12
月
10
日
、
論
者
が
東
京
・
霞
が
関
ビ
ル
内
の
「
霞
会
館
」
で
平
田

典
史
に
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。

334　

王
军
「
近
代
中
日
文
化
交
流
述
论
」（『
黑
龙
江
教
育
学
院
学
报
』、
第
28
巻
第
4
期
、

2
0
0
9
年
4
月
）
93
頁
。

335　

大
旅
行
に
つ
い
て
は
、
東
亜
同
文
書
院
90
周
年
刊
行
委
員
会
編
『
東
亜
同
文
書
院

学
生
大
陸
大
旅
行
秘
話
』（
滬
友
会
、
1
9
9
1
年
10
月
）、
藤
田
佳
久
『
東
亜
同

文
書
院
中
国
大
旅
行
の
研
究
』（
大
明
堂
、
2
0
0
0
年
3
月
）
な
ど
の
出
版
物
が

あ
る
。

336　

韦
磊
「
日
本
现
代
中
国
学
的
兴
起
与
侵
华
战
争
」（『
南
京
政
治
学
院
学
报
』、
第
30

卷
第
3
期
、
2
0
1
4
年
3
月
）
1
1
2
頁
。

337　

王
春
英
「
论
近
代
日
本
对
华
文
化
教
育
侵
略
」（『
齐
齐
哈
尔
大
学
学
报　

哲
学
社

会
科
学
版
』、
2
0
0
6
年
7
月
）
71
頁
。

338　

大
島
隆
雄
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
下
に
お
け
る
東
亜
同
文
書
院
の
変
容
─
い
わ

ゆ
る
「
評
価
問
題
」
と
「
止
揚
の
諸
契
機
」
に
着
目
し
て
─
」（『
愛
知
大
学
史
研
究
』

第
2
号
、
愛
知
大
学
東
亜
同
文
書
院
記
念
セ
ン
タ
ー
、
2
0
0
8
年
10
月
）
38
頁
。


