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日中関係の
圏

不協和音
回

日
中
国
交
正
常
化
十
五
周
年
と
い

う
節
目

を

迎
え
よ
う

と
し
て
い
る
今

日
、

日
中
関
係
に
は

深
刻

な
亀
裂

が
広

が
っ

て
い
る。

最
近

の
中
国
は

日
本

に
対
し
て・

、・‘
い
わ

ば

「
対
外
班」

と
も
言

え
る
厳

し
い
対
日
盗
勢

を

示
し
は

じ
め
て
い
る
が

、
と

の
中
国
の
「
対
外

硯」
外
交

は
、一

一辿
の

日
中
関
係
が
含
ん

で
い

た
深
刻

な
矛
盾

の
反
映

で
あ
る
と
同
時

に
、

中

国
内
政

に
存
在
す

る
路
線
闘
争

を
背
景

に
し
て

・・・輔

、

・

実
阪

の
日

中
関
係
は1

回収
近

の
一
辿

の
問
題

を
と
っ

て
も
明

ら
か
な
よ
う

に
、教

科
諮

問
題

、

精
国
問
題
な

ど
、

本
質

的
に
は
な
ん

ら
決
殖

が

つ・い
て
い
な
か

っ
た

う
え
に子
貿
易
不
均
衡

問

題
が
霊

な
り

、
さ
ら
に
防
衛
政一
Mm

枠問
題

、

そ
し
て
不
可
避

的
な
問
題
と
し
て
の
台
湾
〈
中

諮
民
国）
の
存
在
を
め
ぐ・
る
ハ
プ
ニ
ン
グ

と
し

て
、

ズ
・

グ
ン
号
都
件

が
加
わ

っ
た

と
と
は

、

た
だ
で
さ
え
問
題
の
多

か
っ

た
日

中
関
係
の
摩

擁
を
過
熱

さ
せ

て
い

っ
た
と
言
っ

て
よ

い。

そ
ζ
へ
去

る
二
月
二
十
六
日
、

大
阪
高
裁

は・

い
わ

ゆ
る
京
都

の
学

生
寮・
光
部
寮

の
民
山
裁

判
を
め
ぐ

っ
て
原
告
勝
訴

の
判
決

を
下

し
、．

中

国
側
と
し
て
は

と
の
光
務
寮

問
題
を
と
ら
え

て
、

日
本
に
対
す

る
極

め
て
強
硬

な
異
議
申

し

立
て
を
行

っ
て
き
た
の
で
あ
る。

と
の
よ
う

に
日

中
関
係
が
極

め
て
厳

し
い
状

況
に
陥
っ

て
い
る
ζ

と
は

、
去

る
六
月
上
伺

の

栗
原
防
術
庁
長
官
訪

中
の
際
に
も
見

え
て
い

た。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
問
題
を
よ
り

鮮
明

に
浮

き
彫
り
に
さ
せ

た
の
は

、
公
明
党

の
矢
野
委
員

長
以
下
訪

中
団一

行
と
部
小
平
主
任
と
の
会
見

だ
っ

た
が

、
郡
小
平・
矢
野
会
談

に
関
し
て
は

、

さ
ら
に

と
の
会
談

の
中
身

を
め
ぐ

っ
て

、
わ
が

. ．

国
政
府・
外
務
省
当
局
と
中
国
当
局
と
の

、
国

交
正
常
化

以
来
な
か

っ
た
よ
う

な
深
刻

な
愉
争

．
対
立

が
惹
起
す

る？
と

と
と
な
り

、
日

中
関
係
の

不
協
和
音

は
勢

い
高
ま
っ

た
の
で
あ
る

。

と
う

し
た
状
況

の
な
か
で

、
日

本
外
務
省
首

脳
は

、
外
務
省
記

者
ク
ラ
プ

で
の
懇
械

の
附

上
、

中
国
側

を
批

判ず
る
立
場

か
ら
「
郎
小
平

主
任

も
震

の
上

の
人
に
な

っ
た
感
じ

が
す

るμ

と
発
言
し
て
問
題
化

し
、

と
の
発
雷

を
め
ぐ

っ

て
柳
谷
事
務
次
官

が
去

る
六
月
十
五
日

に
中
国

側
に
追
憶

の
窓

を
表

し
て
平
謝
り

す
る
と
い

う
・

二
霊

の
外
交
失
態

を
霊
ね

て
し
ま
っ

た。

と
う

し
て
わ
が
国
は
今

、
日

中
関
係
や

日
中

外
交

の
あ
り
方

を
本
質

的
に
考

え
直

さ
な
け
れ・

ば
な
ら
な
い
状
況

に
直
面

し
て
い
る。
以
下

、

問
題
点

を
掘
り
下
げ

て
み
よ
う。

圃ニ汁光華寮問題を
圃

．Hめぐる対立
国

光
器

寮問
題
と
い

っ
て
も

、
そ
れ
は
つ
い
先

日
ま

で
多

く
の

日
本
国
民
が
全

く
知
ら
な
い
民

事
裁
判
事
件

で
あ
る。
と

れ
は
京
都

に
あ
る
学

生
寮

の
所
有
櫛

を
め

ぐ
っ

て
争

わ
れ
て
い
た
事

件
で
あ
る
が

、
と

の
問
題
に
対
す

る
中
国
側

の

90

で
あ
る。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

そ
と

に
日

中
友

好
、一

衣
柿
水

と
い

う
菰

を
し
て
と
れ『
ま

で
処

し
て
き
た

、
過
去
十
五
年
間

の
日

中
国
交
正
常

化
過
程
全
体

を
聞

い
直

さ
ざ

る
を
え
な
い
よ
う

な
置
要

な
問
題
を
最
近

の
日

中
隊

掠
は
含
ん
で

い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る。

日
中
関
係
が
そ
の
よ
う

な
い
わ

ば
潜

在
的
な

目
隠
械

を
含
む
宿
命

的
な
国
際
関
係
で
あ
り

、
フ

レ
ジ
ャ

イ
ル
空白
色。

な
国
際
関
係
の
典
型

で

あ
る
と

と
を
無
視

し
て

、
部

め
て
強
固

な
国
際

関
係
で
あ
る
よ
う

に一
般

に
誤
認

さ
れ
て・
き
た

と
と
ろ

に
問
問

が
あ

っ
た
と
い
え
よ
う。

批
判

は
大
き
く
分

け
て
二

つ
の
ポ
イ
ン
ト

か
ら

成
っ

て
い
る。

0

．

－
J

第一
一は
、

今
回
の
光
説中
野
裁
判

が
台
湾
（

中

一
華
民

国）
を
訴
訟

の
相
手
と
し
て
認
め
た
ょ

に
、

台
湾

に
所
有
純

を
認

め
た

と
と
に

よ
っ

て
、

日
本
政
府

が
「
二

つ
の
中
国」
を

つ
く

る

と
と
に
加
担

し
て
お
り
、

日
中
共
肉
声
明
及
び

日
中
平
和
友
好
条
約

に
迎
反
す

る
、

と
い

う
も

の
で
あ
る。

第
こ

に
は

、
光
都
明批
判
決

に
よ
っ

て
見
ら
れ

る
よ
う

に
、

臼
木
囲
内

に
は
最
近

、
日

中
共
同

声
明

や
日

中
平
和
友
好
条
約

の
精
神

に
反
し

、

単
に

「
二

つ
の
中
国」
を
問
め
よ
う

と
す

る
風

潮
の
み

な
ら

ず～
中
固

に
と
づ

て
好
ま ．

し
か

か

ざ
る一
一迎

の
耶
態

、
と

く
に
軍

国
主
義
復
活

の

潮
流

が
背
景

に
あ

っ
て

、
と
う

し
た

日
本
政
治

の一
迎

の
反
動

的
な
風
潮

の
反
映
と
し
て
光
蔀

偶然
裁
判

が
あ
る

、
と
い

ろ
位
阻
づ

け
で
あ
る。

さ
て
中
国
側

の
批
判

は
、

第一
の
倫
点

、
第

二
の
論
点

と
も

、
か
な
り
強
引

な
、一

方
的
な

断
罪

で
あ
る。
わ
が
国
は
政
府
及
び

国
民
と
も

に
、

光
益
田知
判
決

を
も

っ
て

日
中
国
交
正
常
化

の
条
件

を
侵
じ
、

中
華

人
民
共
和

国
を
唯一

の

正
統
政
府
と
じ

て
腿

め1
台
湾

（
中
華

民
国）
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．
引
用
し
て
み
よ
う 。

そ
し
て
次
に 、
「
旧
政
府
が
国
を
代
表
す
る

か
と
い
う
と
進
歩
派
の
学
者
を
含
め
て 、
多
く

。
昭
和
六
十一
年
二
月
四
日
の
京
都
地
裁
第一
二
立
場
に
お
い
て
所
有
し 、
支
配
し
て
い
た
財
産

の
法
学
者
が 、
日
木
側
の
判
決
の
正
当
性
を
昭

次
民
事
部
は 、
昭
和
五
十
七
年
（
ワ）
第
＝ニ

（
大
使
館
建
物
な
ど
の
外
交
財
産） 、 ．
そ
の
外

め
て
い
る 。

八
二
号
土
地
建
物
明
波
詞
求
事
件
の
差
し
戻
し

国
が
旧
政
府
に
認
め
た
国
家
権
力
行
使
の
た
め

さ
て 、
と
う
し
た
光
部
寮
裁
判
を
め
ぐ
る
中

判
決
で
次
の
よ
う
に
述べ
て
い
る 。

の
財
産
（
例
え
ば 、
傾
耶
館
建
物
な
ど）
は 、

国
側
の
対
日
批
判
に
は 、
論
理
的
な
無
理
と 、

・「
中
部
民
国
政
府
は 、
『
中
華
人
民
共
和
国
政

承
認
の
切
り

替
え
の
時
点
で 、
新
政
府
に
縦
永

日
本
の
圏
内
に
つ
い
て
の
認
賊
不
足
に
も
か
か

府』
の
成
立
以
降
も
現
在
ま
で 、
現
実
に 、
台
湾

さ
れ
る
も
の
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い 。
し
か

わ
ら
ず］
内
政
干
渉
と
さ
え
思
わ
れ
る
よ
う
な

及
び
そ
の
周
辺
諸
島 、
及
び
そ
と
の
地
域
の
人

し 、
そ
札
以
外
の
財
産 、
特
に
旧
政
府
が
新
政 ．

強
硬
な
盗
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が 、
し
か

を 、
排
他
的 、
永
続
的
に
支
配 、・
統
治
し
て
お

府
成
立
後
に
取
得
し
た
財
産
で 、
新
政
府
が
文

し 、
そ
の
と
と
を
日
本
側
が
い
く
ら
批
判
し
て

り 、
我
国
は
右
共
同
声
明
後
も 、
貿
易 、
経
済 、

配
も
権
利
主
張
も
し
て
い
な
い
財
産
に
つ
い
て

み
て
も 、
問
題
の
解
明
に
は
な
ら
な
い 。

航
空
そ
の
他
の
実
務
関
係
を
続
け
て
い
る」 。

除 、
承
認
の
切
り

替
え
に
も
拘
ら
ず 、
旧
政
府

光
謡
曲批
判
決
に
つ
い
て 、
と
の
よ
う
な
問
題

と
と
が一
つ
の
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る 。
つ
ま
・
は
そ
の
櫛
利
を
維
持
し 、
そ
の
外
国
内
に
お
い

が
起
と
っ
て
く
る
背
景
と
し
て
ま
ず
第一
に
明

り 、
京
都
地
裁
の
判
決
は
国
際
法
に
よ
る
と
と

て
そ
の
財
産
に
つ
い
て
の
櫛
利
行
使
を
ナ
る
と

ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ
と ．

ろ
の
「
不
完
全
継
承」
の
原
則
に
立
っ
て
い

ど
が
で
き
る
も
の
と
解
すべ
き
で
あ
る」
と
判

は 、
台
湾
〈
中
部
民
間）
が 、
日
中
聞
に
あっ

る 。
革
命
や
内
乱
に
よ
っ
て
新
た
な
政
掘
が
成

決
し
て
い
る 。
・

‘
・

．

て
外
交
上
は
存
在
し
て
な
く
て
も 、
現
に
ア
ジ

立
し
た
場
合
に 、
すべ
て
の
財
産
は
新
し
い
政

と
の
点
も
光
華
寮
裁
判
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
・

ア
の
巨
大
な
経
済
的 、
社
会
的
実
体
と
し
て
そ

施
に
移
る
と
い
う
国
際
法
の
原
則
が
あ
る
が 、

で
あ
る
が 、
光
慈
寮
は
中
国
の
国
家
権
力
の
説

と
に
存
在
じ
て
い
る
現
実
で
あ
る 。
例
え
ば
わ

中
国
の
掛
合
に
は
依
然
と
し
て
台
湾
及
び
そ
の

徴 、・
あ
る
い
は
国
家
権
力
の
行
使
の
揚
と
し
て

が
固
と
の
関
係
も 、
貿
易 、
経
済 、
そ
の
他
極

周
辺
は
中
難
民
国
政
府
に
よ
づ
て
有
効
に
実
行

の
外
交
財
産・
領
事
財
産
で
は
な
い 、
あ
く
ま

め
て
密
接
な
も
の
が
あ
り 、
わ
が
国
に
留
学
し

支
配
さ
れ
て ．h
る
の
で
あ
珍
か
ら 、

そ
の
現
実

．
で
も
民
都
財
産
で
あ
る
と
い
う 、

非
常
に
明
快

て
い
る
留
学
生
の
半
分
は
台
湾
か
ら
の
学
生
で

が
消
え
な
い
限
り ラ
「
完
全
継
承」
な
い
し
は

な
立
場
を
京
都
地
裁
の
差
し
戻
し
判
決
は
表
明

あ
り 、

多
々
の
民
政
財
産
を
わ
が
国
の
圏
内
に

コ
括
継
承」
と
い
う
と
と
は
で
き
な
い
ど
い

し
て
い
る
の
で
あ
る 。
と
の
京
都
地
裁
の
判
決

持っ
て
い
る
な
ど
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で 、
と

う
現
実
重
視
の
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
り 、
と

に
関
し
て
は 、
例
え
ば
「
ジ
ュ
HJ
ス
ト」

の
七

の
よ
う
な
現
実
に
目
を
つ
ぶ
ろ
う
と
す
る
ζ
と

れ
は
国
際
法
の
常
臓
で
も
あ
る 。

・

月一
日
号
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に 、
ど
ち
ら

の
無
理
が
背
景
に
あ
る
と
と
が
根
本
だ
b
仏
え

の
公
的
な
存
在
を
惚
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
箆

勢
は一
切
と
っ
て
い
な
い
の
で
あっ
て）
と
の

点
は
明
白
で
あ
る 。

第二
の 、
光
務
寮
裁
判
を
軍
国
主
義
復
活
等

等
と
結
び
つ
け
る
ζ
と
も 、
ま
っ
た
く
論
理
の

飛
闘
で
あっ
て 、
多
く
の
日
本
国
民
も
戸
惑
う

ば
か
り

で
あ
ろ
う 。

軍
国
主
義
復
活
の
潮
流
と

い
う
中
国
の
対
日
肝
価
自
体
に
大
き
な
誤
り

が

あ
る
と
と
は
雷
ろ
ま
で
も
な
い 。

ま
し
て
や
司
法
の
判
決
に
対
し
て 、
政
治
や

行
政
が
介
入
で
き
な
い
と
と
は
当
然
の
と
と
で

あ
る 。
だ
が 、
中
国
側
が
ζ
の
よ
う
に
強
硬
に

対
日
批
判
を
行
う

背
景
に
つ
い
て
は
や
は
り

無

視
で
き
な
い
の
で
あっ
て 、
問
題
を
深
く
銅
り

・
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
は
雷
う

ま
で
も

な
い。光

務
狭
裁
判
自・却
は 、
約
三
百
坪
の
土
地
に

六
百
五
十
坪
弱
の
挫
坪
を
持
つ一
学
生
寮
の
問

題
に
す
ぎ
な
い 。
ま
し
て
や
と
の
学
生
寮
は 、
そ

の
所
有
加
を
め
ぐっ

て
か
ね
て
か
ら
係
争
中
の

も
の
で
あ
り 、．
「
造
反
有
型」
と
い
う

毛
沢
東

外
交
の
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
な
も
の
で
あっ
た 。

ζ
の
裁
判
が
惹
起
さ
れ
た
の
は一
九
六
七
年 、

ま
さ
に
文
化
大
革
命
に
鼓
吹
さ
れ
た
造
反
外
交

が
展
開
さ
れ 、
わ
が
国
で
は
多
く
の
大
学
の
学

生
寮
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
陥っ
た
よ
う
に 、

一
部
の
中
国
人
過
激
派
グ
ル
ー

プ
が
光
華
寮
を

一
占
拠
し 、
「
毛
沢
東
思
想
万
歳」
の
ス
ロ
ー

ガ

ン
を
掲
げ 、
寮
の
規
則
を
無
視
し
て
強
引
に
管

理・
迎
営
櫛
を
拡
損
し
よ
う
と
し
た 、
そ
う
い‘

う
回
く
因
縁
つ
き
の
明日
で
あ
る 。

と
の
問
題
を
少
し
法
律
的
に
見
て
み
た
い
と

思
う
が 、
そ
も
そ
も
第
二
次
大
戦
以
前
に 、
当

時
か
ら
中
国
人
留
学
生
を
多
く

受
け
入
れ
て
い

・
た
京
都
大
学
が 、
中
国
人
留
学
生
の
た
め
に
と

の
摂
を
賃
貸
し
た 。
や
が
て一
九
四
九
年
に
は・

中
国
革
命
が
勝
利
し 、
中
部
人
民
共
和
国
が
成

立
し
た 。
当
時
の
ア
ジ
ア
の
冷
戦
的
な
状
況
の

中
で 、
当
然
の
と
と
な
が
ら 、
わ
が
国
は
ア
メ

uy
カ
な
ど
と
と
も
に 、
革
命
政
権
と
し
て
の
中

華
人
民
共
和
国
で
は
な
く 、
台
湾
に
逃
れ
た
中

華
民
国
を
中
国
の
正
統
政
府
と
し
て
認
め
て
き

た
の
で
あ
る 。

中
部
民
国
駐
日
代
表
団
は一
九
五
O
年
に
と

の
学
生
寮
を
間
入
し 、
さ
ら
に
五
二
年
に
は
所

有
権
移
転
の
登
記
を
行っ
た 。
そ
れ
が
や
が
て

’
六
七
年
の
文
革
中
に 、
八
人
の
過
激
派
学
生
が

寮
を
占
拠
し
た
の
に
対
し
て 、
所
有
者
た
る
中

，
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；ーーー

都
民
国
が
京
都
地
裁
に
狭
の
明
け
渡
し
を
要
求．

2

し
た
と
い
う

経
純
で
あ
る 。

9

と
の
裁
判
に
対
し
て 、
一
九
七
七
年 、
京
都

地
裁
は 、
わ
が
国
が一
九
七
二
年
に
中
国
と
国

交
正
常
化
し
た
と
と
に
よ
っ
て
中
輩
人
民
共
和

国
を
唯一
の
正
統
政
府
と
し
て
認
め
た
限
り 、

光
都
寮
の
所
有
柿
は
中
華
人
民
共
和
国
に
移
る

べ
き
だ 、
と
い
う

判
決
を
下
し
た 。

と
の
判
決
に
対
し
で
は 、
国
家
の
承
認
と
民

間
財
産
の
所
有
栂
と
は
別
問
題
だ
と
し
て
多
く

の
国
際
法
学
者
を
含
む
専
門
家
の
聞
で
は
か
な

り
興
倫
が
多
かっ
た
も
の
で
あ
る
が 、
一
九
八

二
年 、
大
阪
高
裁
は
台
尚
（
中
部
民
国）
側
の

上
告
に
対
し
て 、
京
都
地
裁へ
の
差
し
戻
し

を
決
定
し
た
の
で
あ
る 。
そ
し
て・
咋
八
六
年
二

月吋
差
し
戻
さ
れ
た
京
都
地
裁
は
原
判
決
を
破

棄
し
て 、
原
告
勝
訴 、・
つ
ま
り

台
湾
（
中
部
民

国）
側
に
所
有
拙
が
あ
る
と
い
う

逆
転
判
決
を

下
し
た 。
さ
ら
に
本
年
二
月
二
十
六
日
大
阪
高

裁
は 、
差
し
戻
し
の
京
都
地
裁
判
決
を
支
持

し 、
原
告
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る 。

・
と
う
し
た
経
紛
が
あ
る
の
で
あ
る
が 、
と
の

判
裁
の
判
決
文
自
身
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な

い
の
で 、
ま
ず
判
決
文
の
中
の
重
要
な
部
分
を

いまEそ‘E重量：の仮A11‘ のlk�を93 



ょ
う 。し

か
も 、
台
湾
（
中
華
民
国）
は 、
最
近 、

公
的
な
国
際
関
係
の
上
で
は
国
際
社
会
か
ら
閉

め
出
か
れ 、
国
迎 、
I

M
F
（
国
際
通
貨
基

金）
等々
の
公
的
な
国
際
機
関
か
ら
追
放
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
ま
さ
に
民
間
の
時
代
の

国
際
版
と
も
宮
ぇ・る
よ
う
な
活
力
を
示
し
て 、

今
日 、
貿
易
で
は
世
界
の
第
十
六
位 、
外
貨
融

制
で
は
世
界
の
第
四
番
目 、
と
い
う
よ

う
な
状

況
に
あ
り 、
さ
ら
に
コ
ン
テ
ナの
輸
送
量
な

ど 、
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
経
済
の
指
標
で
世
界
の

．
ト
ッ

プ
を
占
め
る
よ
う
な
経
済
的
活
況
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る 。

’
そ
の
よ
う
なパ
イ
タ
ル
な
存
在
が
わ
が
国
及

び
中
国
の
す
ぐ

近
く
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず 、
そ
れ
が
全
く

存
在
し
た
い
と
い
う

仮
定

で
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
と
と
自
体
の
虚

榊
性
が
逆
に
暴
か
れ
た
の
だ
と
も
い
え
る
の
で

あ
る 。

・
も
ち
ろ
ん 、
と
の
よ
う
な
現
実
は
中
国
側
に

と
っ

て
は
大
変
苛
立
た
し
い
ζ
と
で
あ
り 、
中

国
の
「
原
則」
「
而
子」
．の
上
か
ら
は
絶
対
に

惚
め
ら
れ
な
い
と
と
ろ
で
あ
る
が 、
し
か
し 、

台
湾
問
題
は
中
国
側
自
身
の
問
題
で
あっ
て 、

協
会
台
湾
部
務
所
長
公
邸
と
し
て
、

依
然
と
し

て
臼
木
側
に
提
供
し
て
お
り 、
と
の
点
で
も
著

し
い
非
対
称
性
が
あ
る
の
で
あ
る 。
と
う
し
た

非
対
称
性
は
先
ほ
ど
来
述べ
て
い
る
日
中 、
日

台
の
関
係
の
無
理
の
累
制
な
の
で
も・で
あ
っ

て 、
そ
の
と
と
が
今
日
の
光
器
摂
問
題
に
集

中
的
に
反
映
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い 。圏三 、中国の出方
圃

四
日本の受け方
圃

そ
れ
で
は一
体 、
中
国
は
な
ぜ
ζ
の
よ
う
な

対
日
強
硬
盗
勢
を
と
る
の
だ
ろ
う
か 。
そ
ζ

a
に
は
現
在
の
不
安
定
な
郡
小
平
体
制
の
内
部
的

な
政
治
問
題
が
あ
る
ζ
と
は
言
う
ま
で
も ．
な
い

が 、
そ
の
よ
う
な’
ζ
と
を
言
う
と
と
自
体
が
け

し
か
ら
ル
と
い
う
の
が
中
国
側
の
主
張
で
あっ

て 、・
と
の
と
と
を
あ
ま
り

強
関
す
る
の
は 、
そ

れ
が
当
た
っ
て
い
る
だ
け
に
中
国
側
に
と
っ

て

は
不
愉
快
な
と
と
か
も
し

札
な
い 。
し
か

し
な

．
が
ら
現
実
に
は 、
胡
細
邦
失
墜
後
の
中
国
の
内

政
は
依
然
と
し
て
不
透
明
か
つ
不
安
定
で
あ

り 、
と
の
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
る
中
国
共
産
党

十
三
回
党
大
会
を
札
C
っ
て 、
現
在
ま
さ
に 、

日
本
自
身
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
点
も
明
白

で
あ
る 。
そ
し
て
日
中
関
係
を
見
る
場
合
に 、

例
え
ば
貿
易
を
と
っ

て
み
る
と1
八
六
年
度
の

日
本
と
中
国
と
の
貿
易
総
額
は
約
百
三
十
六
億

米
ド

ル 、
そ
の
う
ち
中
国
の
赤
争
が
約
五
十
億

米
ド

ル
近
い
が 、
日
中
貿
易
が
拡
大
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
中
国
側
の
赤
字
が
た
ま
っ

て
い
く
と
い・

ぅ 、
深
刻
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
U。

一
方 、
山市
識
人
買
共
和
国
の
六
十
分
の一
の

人
口
し
か
持
た
な
い
台
湾
は 、
そ
の
よ
う
な
小

さ
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら 、
日
台
貿
易
は
百
二

十
八
億
米
ド

ル
前
後
と
い
う 、
ほ
ぽ
中
国
大
陸

全
体
に
匹
敵
す
る
必
う
な
額
を
示
し
て
い
る 。

と
の・な
か
に
は
赤
字
が
三
十
七
偲
米
ド

ル
あっ

て
も
台
湾
自
体
の
貿
易
が
活
況
を
呈
し 、－
対
米－

貿
易
そ
の
他
で‘
大
幅
な
黒
字
を
稼い
で
い
る
が

ゆ
え
に 、
一
向
に
気
に
な
ら
な
い
と
い
う

経
済

的
な
活
力
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る 。
む
う
し

た
台
湾
の
現
実
そ
の
も
の
が 、
今
日
の
中
国
を

大
い
に
苛
立
た
せ
て
い
る
と
い
う

背
景
を
わ
れ

わ
れ
は
冨
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
花
が 、

わ
が
国
の
側
も
中
国
と
の
国
交
正
常
化
に
際
し

て、
「
そ
れ
行
け 、
中
国」
と
ば
か
り 、

ま
さ

に一
気
町
成
に
外
交
的
に
問
題
を
処
理
し
て 、・・12』』4tEE－－岨E・E・－4az－－Alaz－－1EA叶

い
が
ゆ
る
保
守
派
な
い
し
は
原
則
派
対
改
革
派

の
撒
烈
な
路
線
闘
争
が
存
在
し
て
い
る
と
と

は 、
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
側
の
論
調
や
「
人
民
日

報」
そ
の
他
の
中
国
の
公
的
な
紙
詑
が
明
ら
か

に
物
館っ
て
い
る 。

部
小
平
氏
自
身 、
改
革
を
披
吹
し
て
き
た
に

も
か
か
わ
ら
ず 、・
自
ら
の
腹
心
で
あ
りエ
1

ス

で
あっ
た
胡
飽
邦
を
切
る
と
と
に
よ
っ

て
事
態

を
乗
り

切
ろ
う
と
し
た
張
本
人
で
あ
る 。
つ
ま

り 、
税
極
的
な
改
革
推
進
派
の
主
張
を
プ
ル
ジ

冒
ア
的
民
主
で
あ
る
と
し
て 、・
あ
く
ま
で
も
プ

ロ
レ
タ
9
ア
独
裁
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
の
立
場
を
と
り
つ
つ
あ
る
今
日
の
中
国
の

政
治
状
況
か
ら
し
で
も 、
日
本
に
た
い
し
て
厳

し
〈
出
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

事
情
が
背
最
に

あ
る
ζ
と
は
言
う
ま
で
も
な
いJ
い
わ
ば
保
守

派
な
い
し
原
則
派
が 、
将
来
は
と
も
か
く 、・

一

時 ．
的
に
は
極め
て
大
き
な
政
治
的コ
ア
リ
ッ

シ

ー
ン

〈
迎
合
体
制）
を
形
成
し
て
い
る
が
ゆ
え

に 、
そ
う
し
た
状
況
か
ら
す
れ
ば 、
と
も
す
れ

ば
対
日
開
態
外
交
と
も
思
わ
れ
た
よ
う
な
削
削

邦
型
の
対
日
姿
勢
を
峻
拒
す
る
と
い
う
今
の
中

国
の
p
l

k
l

シ
ッ

プ
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う 。

’

、

， 
非
常
に
密
接
な
台
湾
（
中
部
民
国）
ど
の
関
係

が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
そ
れ
ら
に
つ

い
て
何
ら
法
的
措
置
を
打
た
ず
に
今
日
ま
で
来

て
い
る
の
ぜ
あ
る 。

と
の
点
を
ア
メ
p
カ
に
つ
い
て
見
る
と 、

一

九
七
九
年
の
カ
1

タ
l

政
掘
の
時
代
に
中
国
と

国
交
を
正
常
化
す
る
に
際
し
て
は 、 ，
ア
メ
uy
カ

椛
会
の
圧
倒
的
な
文
持
で
「
台
湾
関
係
法」
を

制
定
し 、
い
わ
ば
ア
メ
p

カ
の
圏
内
法
と
し
て

台
湾
（
中
部
民
国）
が
ア
メ
uy
カ
に
所
有
し
て

い
る
すべ
ての
柿
利 、
描
限 、
義
務
な
ど
は
国

家
の
承
認
と
は
関
係
な
く
引
き
続
き
台
湾
（
中

部
民
国）・
の
も
の
で
あ
る 、
と
い
う
明
白
な
盗

勢
た
と
っ

て
い
る 。
わ
が
国
の
場
合
に
は 、
中

部
人
民
共
和
国
承
認
と
と
も
に 、
中
華
民
国
が

従
来
保
持
し
て
い
た
外
交
財
産 、
領
事
財
産
は

すべ
て
没
収
し 、
中
国
側
に
委
翻
し
た
の
で
あ

る
が 、
ア
メ
HJ
カ
の
場
合
に
は
そ
う
い
う
ζ
と

も一
切
し
て
い
な
い 。

そ
れ
か
ら 、
と
れ
を
台
湾
（
中
部
民
国）
の

側
か
ら
見
る
と
別
の
視
野
も
広
が
る 。
台
湾

（
中
抑制
民
国）
は
日
本
か
ら
そ
の
よ
う
な
仕
打

ち
を
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
現
に
台
尚
の・

旧
日
本
大
使
公
邸
を
民
問
機
関
に
なっ
た
交
流

94 ． ・

し
か
も
中
国
側
は
教
科
書
問
題、

m
国
問
題

そ
の
他一
迎
の
革
協
に
見
ら
れ
た
よ
う
に 、
何

か
事
が
難
し
く
な
る
と
日
本
軍
国
主
義
を
批
判

し 、
い
わ
ば
古
い
胆
の
倍
を
見
せ
つ
け
る
と
い

う
ま
う
な 、
政
治
学
で
い
う
と
ζ
ろ
の
グ

弱
者

の
恐
喝H
の
よ
う
な
対
日
外
交
盗
勢
を
と
っ
て

き
た 。
・
．

r

も
ち
ろ
ん 、
中
国
側
に
も）
古
い
腔
の
仰
を

見
せ
て
揺
す
る
と
い
う
よ
う
な
と
と
で
は
決
し

て
な
い 、
と
主
湿
す
る
学
者
も
い
る
が 、
現
実

に
は
最
近
の
日
中
関
係
は
そ
の
よ
う
な
と
と
の

練
り

返
し
で
あっ
た
と
思
う 。
そ
の
た
び
ど
と

に
日
本
は
中
国
側
に
謝
罪
し 、
あ
る
い
は
抑
び

．へ
つ
ら
う

形
で 、
い
わ
ば
中
国
に
た
い
し
て一

貫
し
て
低
盗
勢
で
あっ
た 。
そ
し
て
し
ば
し
ば

同
借
款
そ、の
他
の
経
済
的
な
措
置
に
よ
っ

て 、

と
う
し
た
中
国
の
批
判
を
緩
和
す
る
と
い
ろ
姿

勢
を
示
し
て
ま
た
と
と
も
都
突
で
あ
る 。

特
に
最
近
の
中
国
は
第
七
次
五
カ
年
計
画
を

迎
え
て 、
者
し
い
外
貨
不
足
に
陥っ
て
い
る 。

五
カ
年
計
画
遂
行
の
た
め
に
は
約
二
百
億
ド

ル

近
い
外
資
の
噂
入
が

必要
に
な
る
と
い
う
推
定

か
ら
す
る
と 、
部
小
平
氏
が
今
回 、
対
日
賠
償

問
題
に
触
れ
た
よ
う
に 、
日
本
か
ら
もっ

之
経

いまとそミ�！）.：のt.IH私のtH1を95 
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済
的
に

引
き
出
し
た
い
と
い
う

意
向
が
な
い
と

な
の
で
あ
る 。
・

，

ー
ワ
ン
ス
が
あ
る
と
い
う
と
と
で
あ
っ

て 、
ζ

は
言
え
な
い
だ
ろ
う 。

L
か
し
な
が
ら 、
中
国

よ
く
「
名
実
と
も
に」
と

言
丸山
が］
古
く

荘

の
点
を
日
木
と
し
て
は
い
か
に
受
け
止
め
る
か

何

は
そ
の
よ

う
な

対
日
政
策
を
あ
く
ま
で
も
原
理

子
の
言
葉
に
「
名
は
実
の
賓
な
り」
と
h
う

雷

が
ま
さ
に
外
交
の
問
題
で
あ
ろ
う 。
そ
の
ア
ロ

－
原
則
の
上
か

ら
展
開
し
て
く
る
と
と
も
事
実

・
葉
も
あ
る 。
と
れ
ほ
ど
う
い．
う

意
味
か
と・い
う

！
？
ン
ス
を
い
か
に
探
り

当
て
て
い
く
か
が
対

で
あ
っ

て 、
ζ
の
点
を
十
分
に
見
極
め
て
お
か

と 、・
実
際
に
は
「
名」
よ
り
も
「
実」
が
置
喪

中
外
交
の
カ
ギ
で
は
な
い
の
か円

な
け
れ
ば
い
け
な
い 。
中

国
は
今
回
も
光

禁

事
で
あ
っ

て 、
「
き
と
い
う
も
の
は
「
き’

も
ち
ろ
ん 、
中
固
と

芸
と
で
は
法
感
覚 1 e

裁
判
の
問
題
を 、
日
中
関
係
の
「
原
則」
違
反

に・
対
ナ
る
お
客
さ
ん 、
つ
ま
り

建
前
と

し
て
持

法
意
臓
が
違
え
も
と
も
と
中
固
に
お ．
い
て

だ
と

言っ
て
い

ι
の
で
あ
る 。
J

o
－－

－

ち
ょ
げ
て

お
け
ば
い・い
と

い
う
と
と
で
あ
る
？

は 、・ ．
「
法」
は
殆
ど
意
味
を
持
た
な
い 。
そ
れ

と
の
「
原
則」
外
交
は 、
中
国
の
対
外
的
な

，
し
か
し 、 ．
そ
の
建
前
ど
し
て 、
つ
ま
り
「
名」

は
で
き

る
－rb
け
簡
便
で
あ
九
ば
よ
い1
つ
ま
り

出
方
の

最
も．
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る 。
「
原

・
ι
ι
て
持
ち
上
げ
な
け
れ
ば
い
け

泣
い
と
ι

「
民」 a
は
法
網
を
潜
り

抜
け
る
と
と
が
で
き
る

則」
ι
は 、
中
固
に
と
っ

て
ど

う
し
て
も
組
れ

が 、
中
国

の
「
原
則」 、

「国
子」
に
な
る
わ
け

し 、
天
子
と

す
れ
ば
「
き
は
民
を
剖
ナ
る
ζ

な
い
い
わ
ば
「
面
子」
の
問
題
で
あ
る 。
つ
ま

で 、
と
う
し
た一
一祖
の
政
治
文
化
を
わ
れ
わ
れ ．

と
さ
え
で
き
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て 、
何
で
も

り
光
議
寮
判
決
そ
の
も
の
と
い
う
よ

払V 、
台

位
十
分
に
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け ．
な・

天
子 、
つ
ま・
り

皇
帝 、
棉
力
者
の
宮
う
通
り
に

湾
（
中
議
民
国）
の
存
在
は
い
か
ん
と
も
し
難

いJ

．
．

ー

な
る
と
い
う

刑
賀
本
位
の
L
の
で
あ
る
か
ら 、

い
と
と
を
日
本
側
が
示
し
た
と
と
が 、
中
国
の

し
た
が
っ

て 、
「
原
則」 、
「
面
子」
を
取
る

そ
生
し
た
皇
帝
型
縮
力
制
造
を
持
つ
限
り 、

一二

「
原
則」
に
抵
触
す
る
の
み
な

ら
ず守
中
国
の

な
ら
ば 、
実
際
の
迎
用
は
か
な
り

融
通
無
碍 、

櫛
分
立
に
よ
る
司
法
の
独
立
や
国
民
の
基
本
的

．

‘
「
面
子」
が
大
き
く

傷
つ
け
ら
れ
た
と
と
に
な

柔
軟
で
あ
る
と
い
う
の
も
中
国
の
出
方
の一
つ

人
椛 、
法
源
の
多
元
性
な
ど
は
問
題
に
な
ら
な

る
の
で
あ
る 。

ee

e
・

，
の
法
則
み
た
い
な
も
の
で 、
現
に
「
柔
軟
性」

い 。
常
に
僻
の一
戸k
皇
帝
の一
喝
で
前
ま
る

同
時
に 、
と
の
「
原
則」 、
「
面

子」
仕

さ
ら

と
い
う

雷
撲
を
中
国
語
で
は
「
霊
活
性」
と
衰

の
で
あ
り 、
と
れ
を
中
国
で
は
「
長
官
意
志」

κ
「
名」
を
冨

翌3
る
と
い
う
と
と
に
も
つ
な

現
ナ
る 。
「
援
活
性」
と
い
う

雷
誕

に
見
ら
れ

と
言
っ

て
い
る 。
と
う
し
た
「
長
官
意
志」
と

が
っ

て
く
る 。
「
名」
が
取
れ
る
な
ら 、・
つ
ま

る
よ
う
に 、
中
国
の
柔
軟
性
と
い
う
の
は
か
な

は
毛
沢
東
時
代
は
毛
沢
東
の一
戸 、
今
日
で
は

り
「
面
子」
が
宜
ん
じ
ら
れ 、
「
原
則」
が一

り
生
き
生
き
レ
た
も
の
で
あ
っ

て 、
「
庇
則」

郎
小
平
の一
戸
の
と
ど
で
あ
る 。
郎
小
平
氏
は

応
立
て
ら
れ
る
な
ら
ば 、
実
際
に
は
状

況
次
第

仕
も
の
す
ご
く

硬
い
け
九
ど

i、
そ
の
周
辺
K

法
的
に
は
党
中
央
の
主
何
で
も
な
り
れ
ば
総
普

と
い
う
の
もバ
中
国
外
交
の
も
う一

方
の
出
方’
は
原
則
を
は
み
出
し
た
部
分 、
幾
つ ．
か
の
ア
ロ

偲
で
も
な
い 。
引
退
すべ
き
長
老
た
ち
の
集
団1
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で
あ
る
顧
問
委
員
会
の
主
任
に
す
ぎ
な ．い
に
も

れ
て
い
た 。
と
九
は
さ
す
が
中
根
さ
ん
ら
し
い

お
日
本
の
立
場
も
正
k
堂
々
と
主
張
す

石
と
い

か
か
わ
ら
ず ャ
彼
が
全
て
の
概
限
を
担
っ
て
い

見
方
で
あ
る 。

・

・

e

う
の
が 、
日
中
関
係
の
牒
掠
を
回
避
す
る
最
替

る
と
い
う
ζ
と
自
体 、
中
国
に
お
け
る
「
法」

・
中
国
の
文
化
を
「
名
の
文
化
代
日
本
の
文

の
道
だ
と
私
は
考
え
て
い

る 。

が
い
か
に
わ
れ
わ
れ
の
法
概
念
と
述
う
か
を
示

化
を
「
恥
の
文
化」
と
言
わ
れ
た
の
は 、
つ
い

し
か
も 、
日
本
側
の
「
原
則」
の

三
縮
分
立

し
て
い
る 。

・

白

最
近
物
故
さ
れ
た
大
阪
大
学
の
森
三
樹
三
郎
教

は 、
郡
小
平
体
制
の
中
国
と
ん
て
は 、
今 、
最

と
うい
う

法
そ
の
も
の
を
詑
視
し
な
い
立
場

授
で
あ
っ
た
が 、
日
本
人
の
受
け
止
め
方
は 、

も
触・
れ
て
も
ら

い
た
く
な
い
問
題
な
の
だ 。
な

の
中
国
の
出
方
に
対
じ
て 、
日
本
側
が
ど
の
よ ．
「
恥」
の
意
織
を
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
で
は
な
く

ぜ
な
ら 、
彼
ら
は
園
内
政
治
の
民
主
化
を
求
め

う
に
出
る
か
と
い
う
点
も 、
ζ
れ
ま
た
外
交
上

て 、・
日
木
人
の
美
徳
と
し
て
考
え
て
い
い
よ
う

る
学
生
や
知
融
人
を
抑
圧
し 、
そ
し・て
胡
捌
邦

の
大
合
な
融
題
で
み ．
ふ
うj

．

な
と
ζ
ろ
が
あ
る 。
中
国
側
が
「
原
則」
で
出

を
決
墜
に
陥
れ 、
そ
の
上
に
今
日
の
リ
ー

ダ
ー

と
と
ろ
が 、
最
近
の
日
本
外
交
は 、
ま
さ
に ．
た
と
き
に 、
日
本
人
は
や
は
り
そ
う
し
た
日
本

シ
フ

プ
を
保
っ
て
い
る
が
ら
で
あ
る 。

今
回
の
政
府・
外
務
省
の
対
応
が
示
し
た
よ
う

的
な
論
理
の
中
で
い
か
に
と
れ
を
受
け
止
め
て
・

翻っ
て
考
え
て
み
る

之 、
昨
年

十
二
月
の
中

に 、
中
国
側
が
「
原
則」
で
来
た
と
き
に 、
日

い
く
か
を
考
え
る
の
が
外
交
政
策
で
は
な
い
だ

国
の
学
生
デ
モ
や
知
職
人
の
励
き
の
中
で一 、
ま

、

木
も
「
三
権
分
立
の
原
則
は
担
れ
ま
せ

ん」
と

ろ
う
か

？ ・

．

．

た
経
済
改
革

が
ら
政
治
改
革へ
之
い
う一
辿
の

い
う
「
原
則」
で
ぶ
つ
か ．っ
て
し
ま
っ
た 。
と

そ
の
よ
う
な
と

之
を
考
え
る
と 、
今
回 、
中

励
き
の
中
で 、
学
生・
知
除
人
が
最
も
声
を
大
に

と
に
も
外
交
政
策
の
拙
劣
さ
が
あ
る
の
で
は
な

国
側
が
三
桶
分
立
は
認
め
ら

れ
な
い
と
い
う
の
’
し
て
叫
ん
だ
の
が 、・
中

屈
に
お
け
る
多
党
制
の

ヒ

い
か 。

、

‘
．

0

t
対
し
て 、
日
本
側
が
三
権
分
立
と
い
う
「
原

要
求．と
と
も
に
三
椀
分
立
の
要
求
で
あ
っ
た 。

蜘

最
近 、
中
根
千
校
教
授
が
み
る
締
簡
で
も
音

則」
を
反
射
的
に
唱
え
た

と
と
自
体
は 、
や
は

そ
れ

だ
け…
に
三
縮
分
立
は目
今
日
の
中
国

洪
産
党
川

っ
て
お
ら
れ
た
が 、・
中
国
人
の
世
界
は
日
本
よ

り
中
国
認
識

の
浅
さ
を
示
し
て
h
る 。
と
れ
ま

に
と
っ
て
は
絶
対
に
触
れ
て
も‘

ら
い
た
く
な
い

附

り
む
し
ろ
イ
ジ
ド

人
の
世
界
と
共
通
し 、
彼
ら

で
御
祝
儀
外
交
で
「

日
中
友
好 、
日
中
友
好」

・
問

題
な
の
で
あ
る 。
言
っ
て
み

れ
ば
郡
小
平
氏

削

除
非
常
に
論
理
的
で
あ
る 。
と
れ
に
対
し
て
日

と
言
い
続
け
て
き
た
日
本
政
府・
外
務
省
が 、

仕 、
自
ら
が
改
革
を
披
吹
し
て
い
な
が
ら 、
結
沼

木
人
の
世
界
は 、・
む
し
ろ
東
南
ア
ジ
ア
位
界
と

と
仁
へ
来
て
急
進
河
原
則」
を
煩
り
回
し
た
と

局 、
そ
の
芽

た
摘
ん
だ
ζ
と
に
よ
っ
て 月
中
回

日

共
通
の
器
拡
が
あ
り 、 ．
あ
ま
り

陥
型
的
に
耶
を

い
う
点
で 、
二
置
に
拙
劣
で
片
白
か
り
た
か
と

民
衆

に
対
す
る一
一捌
の
甚
切
り
を
自
ら
し
て
い

吋

詰
め
ず］
「
原
則」
を
立
て
ず
に
シ
ャ

14
に
突

い
う

気
が
す
る 。
中
国
が
「
原
則」
を
振
り
回

る
指
噂
者
で
あ
る
だ
け
に 、
「
三
揃
分
立」
ι

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
日
本
人
で
あ
る
と
雷
わ

す
と
き
に 、，・
う
ま
く
そ
れ
を
受
け
止
め
て 、
な

い
う
言
葉
を
間
柄
た
だ
け
で
諜
気
が
す
る

l
い
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う
よ
う
な
立
場
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
そ

麟
協
は
日
本
側
に
も
多
く
の
問
題
を
突
き
つ
け

け
れ
ば一
な
ら
な
い
時
期
に
な
る。

の
郡
小
平
氏
に
対
し
〈
三
権
分
立
の
原
則
を
あ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
同
時
に
「
友
好、

－

但
中
平
和
友
好
条
約
の
期
限
は
十
年
な
の
だ

え
て
主
張
し
た
と
と
ろ
に
も
7
日
本
の
対
中
外

友
好」
で
来
た
日
中
御
祝
儀
外
交
の
高
い
ツ

か
ら、
本
来
は
と
れ
を
も
っ
と
平
等
か
つ
中
立

交
の
ま
ず
ー
が
あ
っ
た
の
で
は
た
か
ろ
う
か。

－
ケ
が、
い
よ
い
よ
回
っ
て
き
て
い
ふ
の・
で
あ

的
な
も
の
1
ナ
る
外
交
究
沙
も
し
な
け
れ
ば
い

り、ー
現
在
の
日
本
外
交
を
担
っ
て
い

る
？
ー

け
な
い。
そ
の
よ
う
な
矢
先
に、
今
日
の
よ
う

る
外
務
省
の
柳
谷
伏
官、
中
江
大
使、
藤
田
ア

来
年
は
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結十
周
年
j，

k
日
中
関
係
の
低
裂
が．
深
ま
正
t
い
る
と
ι

ジ
ア
局
長
ら
は、
い
ず
れ
ι
中
国
経
験
強
か
応

と
の
平
和
友
好
条
約
は、
当
時
の
中
国
の
毛
沢．

は、
日
本
仁
と
っ
て
も
を
b
め
て
手
揃
い
と
と．

ベ
テ
ラ
ン
で
あ
り］
あ
る
意
味
で
は
対
中
外
交

東
世
界
峨
略
に
基
づ
い
て、
ッ
迎
を
制
椛
主
義

で
あ
る
J
．

－
－
－－
－

の

母萌
の
布
陣
だ
十』
も
言
え
よ
うー
し
か
し1’

と
見
倣
し、
ヅ
迎
を
倣
視
ナ
る、い
い
わ
ゆ
る
捌

今
回、
部
小
平
氏
は
公
明
党
代
五
回
ど
の
会

中
国
と
い
う
奥
深
い、・
し
た
た
か
な
世
間別
と
対
・
縮
条
項
入
り
の
条
約
で
あ
っ
たJ
そ
の
よ
う
な

見
で一「
歴
史
の
長
時片
と
い
う
と
と
を
言
い
始

応
ナ
る

在、
日
本
の
愉
型
や
西
側
の
論
理
を

中
国
の
世
界
峨
略
を
受
け
λ
れ
る
と
と
は

と

め
て
い
る。
「川
本
は
中
固
に
い
ら
ば
ん
借
り

い
わ
ば
「
法
匝』
の
よ
う
に
主
強
し
た
だ
け
で

で
は
な
い
か、
と
い目
う
の
が
私
の
一

貫川し
た
主

の
あ
ふ
国
で
あ
る」、
「
国
交
正
常
化
に
あ
た
つ

は
駄
目
な
の
で
あ
っ
て、
中
国
の
特
殊
な
政
治

張
で
あ
っ
た
L、
本
誌
に
お
い
て
も一
九
七
七

て
賠
償
冷
取
ら
な
か．
っ
た」
白
ど
と
場
合
に
よ

文
化
や
政
治

附造、
行
動
様
式
を
十
分
見
極
め

年
十一
月
号
で目、
法
眼
皆
作
元
次
官
と
私
と
の

っ
て
は
賠
償
問
題
も
再
考
す
ぺ．
き
だ、
と
い
わ

る、
一
加
の
地
域
研
究
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
不

問
で］
問
権
条
項
入
り
日
中
条
約
の
可
否
に
つ

ん
ばいか
り
で
あ
る
？
ト0・

可
欠
で
あ
る。
冷
回
の
事
態
を
見
て
い
て
感
ず

い
て
激
九
く
論
争
し
対
決
し
た
と
と
が
あ
る。
・

日
本
は
に
れ
ま
で
日
中
友
好
の
立
場
か
ら
対

る
と
と
の
一
つ
は、
日
本
政
府
J
外
務
省
ゆ
対

現
在、
中
国
は
中
ソ
和
解
た
進
めパ
ソ
辿
を
制

中
経
済
援
助
を
は
じ
め、
あ
b
ゆ
る
点
で
中
国

中
国
政
策
に
い
＋り
ぼ
ん
欠
如
し
て
い
る
の
は、

縮
主
義
と
見
倣
す
よ
う
な
言
梨
は一
切
使
わ
な

に
サ
1
f
ス
し、
「
御
祝
儀
外
交」
に
徹
し
て、．
・

そ
う
し
た
地
域
研
究
的
な
ア
プ
J
1
チ
で
は
な

く
念
り、
党
規
約
な
ど
か
ら
も
削
除
し
て・
し
ま

梢
国
問
題、
教
科
書
問
題、
藤
尾
問
題
な
ど
で

日
ろ
う
か
と
い
う
ζ
t
で
あ
る。

し
っ
た。
そ
の
よ
う
な
中
国
の
陛
界
峨
略
が
露
骨

は、
つ
ね
に
中
閣
の
意
を
迎
え
て
「
陳
謝
外

．

1

・

圃

に
反
映
し
て
い
た
条
約
を
結
ん
だ
代
価
は、J
そ

交」
を
繰
り
返
し
て
き
た。

－
四
、

日
中
の
グ
対
決
d

を－
の
後
の
日
ソ
関
係
の
恕
化
や
ア
ジ
ア
の
緊
川被山
政

且
本
が
経
済
的、
社
合
的
に
は
中国
ι
り
も

．

4

0
・4

．

’．

圃

化t
し
で
は
ね
返
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が、

’
は
る
か
に
優
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
し
て

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、
最
近
の
日
中・

来
年
は
と
の
糸
約
を
延
長
も
し
く
は
改
吏
し
な

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
ζ
と
外
交
に
閲
し
て1441111111JE－－3411131ili－
－a司lis－－1114$443

は、
常
に
中
固
に
た
い
し
て
低
姿．
勢
に
な
る
と・

と
と
も
あ
る
だ
け
に、
と
の
点
を
合
め
T1．
日

本
国
内
が
何
と
な
く
中
国
の
主
践
に
稀
わ
れ’

い
う
「
対
中
位
負
け
外
交レ
沿
繰
か
返
し
む
き

中
関
係
の
真
剣
な
再
検
討
が
必
要
だ
と
忠
わ
れ

て、
再
び
世
論
の
分
裂
が
招
来
さ
れ
て
い
る
か

た。
に
も
か
か
わ
ら
ず、

間
小
平
氏
は
「
歴
史
3・
るl
ぺ
，

ソ
＼
・

γ

J

－r
：‘
ー
の
よ一
？
な
状
況
で
も
あ
る
？

の
帳
簿」
の
消
符
を
要
求
し
て
い
る。
の
で
あ

私
は
か
つ
て一
九
七
0
年
代
初
頭
に、
・
「
日．

公
明
党
の
吟
次
の
訪
中
聞
は、
日
本
政
府・
外

る。

，

白
．

a
！

I

中
は
対
決
せ
よ
l」
（
拙
者
『
中
国
を
見
つ
め

務
省
で
は
な
し
え
な
か
っ
た
論
点
を
明
確
に
引
・

中
国
語
に
は
～
釦
臨
ぷ
決
算
す
る、
カ
タ
を

て

11
私
の
呑
地
通
信』、．
文
芸
器
秋
社
二
九

き
出
L
た
と
い
う
点
で1
野
党
外
交
の
成
品
だ

ワ
け
る
と
ど
い
う
言
葉
が
あ
っ
て、
文
革
中

七
一－
年
前
収〉
と
い
う
陥
文
を
普
い
た
と・
と
が

］
宮
丸
る
の
か
ぺ
し
れ
t
ぃ。
従
来
か
ら
中
国

に
も
政
治
的
報
復
を
意
味
す
る
と
の
言
葉
が
よ

あ
る。
そ
れ
は
い
た
ず
ら
に
日
中
関
係
を
緊
張

の
信
頼
の
厚
い
レレ
官
わ
れ
て
市
た
公
明
党
な
ら

く
使
わ
れ
℃
い
たι
今
回
の
郡
小
平
発
言
は
ま

さ
せ
よ
タ
上
い
う
に
と
で
は
な
く、
日
本
吃
中
、
で
ほ
の
と
と
f
b
っ．
た
ろ
う。

さ
に
臼
木
に
た
い
す
る
「
界
眼」
を
要
求
し
て

国
が
本
当
に
友
好
関
係
た
形
成
す
る
た
め
に
仕

だ
が
同
時
に、
政
府
間
関
係
が
明
白
に
形
成
・

い
る
の
だ
ー
い
え
よ
う引
い

…

・
’’

言
う
ベ
守
ζ
－t
は
雷
ヴ、
為
す
べ
き
と
と
は
為

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
れ
を
抜
き

と
う
い
グ
時
に
立
た
う
て
わ．
れ
わ
九
は
何
t
，

ナ、
そ
う
い
う
い
わ
ば
グ
対
決d
の
プ
ロ
セ
ス

に
し
で
公
明
党
ι
い
う
チ
ア
州市
ル
で
な
け
れ
ば

為
ナ
ベ
含
か。
国
交
正
常
化
に
当
た
っ
て、
当

。を
経
て
沿
か
怠
け
れ
ば
い
け
な
いべ
と
い
う
輪

本
音
が
言
え
な
い
と
い
う
日
中
関
係
で
あ
る
な

・
時
の
中
国
の
意
向
通
り1
賠
償
沿
支
払
わ
な
か

旨
で
あ
か
た寸
ぞ。
れ
を
せ
ず
に、
い
ろ
い
ろ
問
題

ら
ぽー
あ
る
い
は
公
明
党
を
利
用
す
る
と
と
に

っ
た．
ζ
と
が
果
た
し
て
よ
か
っ
た
の
か
ど
う

が
あ
る
に
も
か
が
わ
ら
ず、
「
友
好」
と
い
う

よ
っ
て
中
国
の
対
日
政
策
を
実
現
し
よ
う
と
い・
を

かー
も
と
よ
り
法
的
に
は
日
本
は
中
華
民
国

帽
子
だ
け
を
被
せ
て
お
い
て
状
況
を
糊
塗
す
る

う、
い
わ
ゆ
る
人
民
外
交
に
公
明
党
が
加
担
し

閥

会
台
湾
政
稲）
上
戦
争
、
た
の
で
あ
り、
陪

ζ
と
が
「
異
母
兄
弟」
と
し
て
の
日
中
関
係
に

冗
い
る
の
だ
と
し
た
ら、
そ
れ
仕
公
明
党
に
J

の

償
問
題
は
一
九
五
二
年
の
目
撃
平
和
条
約
締
結

お
い
て
は
最
治
ま
ず
い
対，
応
だ、
と
い
守
ζ
之

つ
で
も、
責
任
わ
る
野
党
と
し
て
壮］
き一わ
め

問

時
に
も
無
賠
償
で
一
応
の
決
着
が
つ
い
て
い
必

を
主
践
し

た
の
で
あ
る。
爾
来
十
五
年
以
上

五
ぃ謹i
背
負
っ
た
ζ
と：
る
だ
ろ酌

の
で
あ
る
が1
そ
れ
は
い
わ
ば，
「
法
匪」
の
論

の
歳
月
を
経
て、
今、
日
中
関
係
仕
何
か
振
り・

ぅ。z
．

理
だ
と
も
い
え
よ
う。
だ
が一
方、
日
中
間
臥

出
じ
に
戻
っ
た
よ
う

吉川
が
ナ
3。
ま
た、
最

’
と
の
よ
う
に
最
近
の
一
迎
の
日
中
牒一部
は、

……

よ
う
な
「
異
母
兄
弟」
の
間
柄
で
は
物
事
を
金

近
の
公
明
党
の
対
中
国
外
交
に
見
ら
れ
る
よ
う．

わ
が
国
の
対
沖
外
交
に
つ
い
て、
ひ
い
て
は日
吋

山
銭
的
に
決
放
す
る
ζ
ι
が
必
要
な
場
合
も
b
み

にA
か
つ
て
の
野
党
外
交
ゐ
い
し
は
人
民
外
交

本
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
べ

雲市的
なT
W

が、
そ
れ
が
逆
に
大
ー
な
摩
燃
の
原
因
に
な
る・

の
パ
《
ド
シ
が
一
方
に
見
え
て
ぎ
て．
お
り、
日

検
討
を
要
摘
し
て
い一。
と
言
え
る
の，
で
あ
る
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