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台
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の
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今
年
は
日
中
国
交
と
日
台
断
交、
と
も
に
二
十
年
に
当
た
る。

こ
の
間
に
東
欧
や
ソ
連
の
脱
社
会
主
義
の
動
き
が
世
界
史
を
変

え、
脱
社
会
主
義
と
脱
冷
戦
の
二
つ
の
座
標
軸
を
中
心
に
国
際

社
会
は
大
き
く
変
動
し
た。
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
関
係、
及
び

日
中、
日
台
関
係
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た。

二
十
年
前
の
日
中
国
交
正
常
化
で
は
台
湾
は
い
ま
に
も
消
え

去
り、
中
国
に
呑
み
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
が

一
般
的
だ
っ
た。
と
こ
ろ
が
今
日
逆
に
台
湾
の
経
済
的、
社
会

的
活
力
が
中
国
を
追
い
抜
き、
台
湾
が
中
国
を
変
え
る
と
い
う

状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る。
台
湾
の一
人
当
た
り
の
G
N
P
は

ま
も
な
く一
万
ド
ル
に
な
り、
中
国
の
平
均
三
五
0
ド
ル
に
較

べ
て
凡
そ
三
十
倍
近
い
差
が
出
て
い
る。
人
口
が
中
国
の
六
十

分
の一
の
台
湾
が、
中
国
よ
り
大
き
な
貿
易
総
額
を
達
成
し
て

い
る。
つ
ま
り、
台
湾
の
物
や
金
の
方
が
ア
ジ
ア・
太
平
洋
地

域、
さ
ら
に
は
全
世
界
で
中
国
よ
り
も
多
く
動
い
て
い
る
の
だ。
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一
人
当
た
り
の
G
N
P
の
み
な
ら
ず
外
貨
準
備
高
は
今
や
九
百

億
米
ド
ル
近
く、
世
界一
で
あ
る。
こ
の
点
で
も
中
国
の
倍
以

上
を
保
有
し
て
い
る。
日
台
貿
易
も
日
中
貿
易
よ
り
大
き
い
の

で
あ
る。
昨
年
の
日
中
貿
易
の
総
額
は
二
百
三
十
億
米
ド
ル
だ

が、
日
台
貿
易
で
は
台
湾
と
公
的
な
関
係
を
持
た
ず
日
本
は
何

の
支
援
も
し
て
い
な
い
の
に、
ま
も
な
く
三
百
億
米
ド
ル
に
な

る。
日
本
は
台
湾
か
ら
百
億
米
ド
ル
近
い
貿
易
黒
字
を
稼
い
で

お
り、
経
済
的
に
は
中
国
よ
り
台
湾
が
重
要
だ
と
い
え
よ
う。

人
の
往
来
も
日
中
間
よ
り
日
台
聞
が
遥
か
に
大
き
い
が、
政
治

的、
外
交
的
に
は
依
然
と
し
て
日
中
関
係
の
方
が
圧
倒
的
に
優

先
さ
れ
て
い
る
と
い
う
非
対
称
性
に
こ
そ
問
題
が
あ
る。

日
本
が
ア
ジ
ア
の一
員
と
し
て
現
実
主
義
に
立
つ
の
な
ら、

大
成
長
し
た
台
湾
を
日
中
関
係
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
で
外
交
上

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
ゆ
く
か
が
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ

る。
台
湾
は
国
際
社
会
か
ら
孤
立
化
さ
せ
ら
れ
た
が、
民
間
レ
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ト
リ
エ
が
建
っ
て
い
て、
そ
の
聞
に
小
さ
な
葡
萄
棚
が
あ
っ
た。

台
所
も
南
に
面
し
て
い
た
が、
ず
い
分、
後
ま
で
土
間
で、

そ
の
前
の
庭
と
も
空
き
地
と
も
つ
か
な
い
所
に
掘
抜
き
の
井
戸

が
あ
っ
た。
僕
の
人
生
の
中
で、
始
め
て
に
な
る
記
憶
の
「
出

来
事」
の
場
所
が、
こ
の
井
戸
端
だ
っ
た。

井
戸
端
に
は
太
い
幹
の
無
花
果
と
桜
が
あ
り、
そ
の
向
こ
う

に
桃
の
木
が
七、
八
本
並
ん
で、
す
ぐ
に
隣
家
と
な
っ
て
い
た。

家
の
前
の
細
い
道
は、
人
力
車
が、
擦
れ
違
っ
て
は
通
れ
な

い。
道
に
沿
っ
て
幅
三、
四
十
セ
ン
チ
の
深
く
な
い
が、
奇
麗

たおや

な
水
が、
近
所
の
「
き
え
き
山」
に
向
か
っ
て
水
量
も
多
く
燭

なぴ

か
に、
田
芹
を
臓
か
せ
て
流
れ
て
い
た。
泥
錯、
目
だ
か、
口

ぽ
そ
な
ん
か
が
い
た。
大
雨
が
降っ
た
後
は、
何
処
か
ら
逃
げ

て
来
た
の
か、
金
魚
や
亀
の
子
が
泳
い
で
い
た
り
し
た。

こ
の
家
は、
港
区
の
芝
口
で、
鉄
道
省
御
用
達
の
羅
紗
問
屋

を
営
ん
で
い
た。
お
や
じ
の
養
父、
僕
の
祖
父、
池
部
鍬
吉
が

別
荘
に
建
て
た
も
の
を、
お
や
じ
が
貰
い
受
付
た
も
の
ら
し
い。

そ
の
頃
の
お
や
じ
は
帝
展
で・「
特
選」
の
賞
を
受
付、
徳
富
蘇

峰
先
生
の
肝
入
り
で
国
民
新
聞
社
に
籍
を
置
き、
漫
画
も
追
い

風
に
乗
っ
て
い
た
よ
う
だ
が、
金
は、
ま
だ
貯
つ
て
は
い
な
か

石ころの記

っ
た
と
思
う。
僕
が
小
学
校
高
学
年
に
な
っ
て
か
ら
の
話
だ
が、

銀
行
の
頭
取、
重
役
な
ん
て
奴
は、
み
ん
な
首
を
吊っ
て
死
ん

で
し
ま
え
と
ど
な
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る。
十
五
銀
行
の

取
り
付
け
騒
ぎ
に
巻
き
こ
ま
れ、
折
角、
貯
め
た
金
を
根
こ
そ

必んねん

ぎ
使っ
た
怨
念
の
叫
び
だ
っ
た
よ
う
だ。
こ
の
金
を
貰
い
受
け

た
頃
は、
せ
っ
せ
と
貯
め
る
苦
労
を
し
た
揚
旬、
銀
行
に
盗
ら

れ
ち
ま
う
ん
だ
っ
た
ら、
絵
描
き
に
な
ら
ず、
金
持
ち
の
鍬
吉

お
翁
さ
ん
の
代
を
継
い
で
お
け
ば、
ず
い
分
と
助
か
っ
た
だ
ろ

う
に、
甚
だ
残
念
な
話
だ。

大
地
震
に
襲
わ
れ
た、
九
月一
日
午
前
十一
時
五
十
八
分
の

の
数
分
前、
僕
は、
奥
の
八
畳
間
か
ら
居
間
に
通
じ
て
い
る
八

畳
を
通
り
抜
け
る
途
中
だ
っ
た。

お
ふ
く
ろ
が、
浴
衣
の
衣
紋
を
抜
き、
鏡
台
に
向
か
い
洗
い

髪
を、
手
拭
い
で
拭
い
て
い
る
の
が
目
に
入
っ
た。
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池部良氏プロフィール

俳
優 。
一
九
四一
年
「
闘
魚」
で
デ
ビュ
ー 。

年
配
の
読
者
の
記
憶
に
残

る
映
画
に「
青い
山
脈」
「
暁
の
脱
走」
等
が
あ
る 。
七
0
年
代
か
ら
は
そ
の

存
在
感
を
渋い
演
技
で
持
続
し
て
い
る 。

ま
た 、
「
風
ま
か
せ
の
暦」
「
そ
よ
風
と
き
に
は
つ
む
じ
風」
な
ど
多
く

の

著
作
で
広
い
読
者
層
を
持っ
て
い
る 。

題
字
l

筆者



ベ
ル
の
国
際
交
流
の
手
段
を
活
用
し、
国
際
社
会
で
も
大
き
く

発
展
し
た
事
を
無
視
は
出
来
な
い。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で、

私
達
の
中
国
認
識
を
転
換
す
る
必
要
性
が
強
ま
っ
て
い
る。
こ

れ
ら
の
事
実
は
二
十
年
前
に
は
殆
ど
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
が、

こ
の
現
実
を
ア
ジ
ア
全
体
に
位
置
付
け、
国
際
情
勢
全
体
の
中

で
強
化
す
る
必
要
が
あ
る。

こ
の
よ
う
な
日
中、
日
台
関
係
の
二
十
年
間
に
は
様
々
な
教

訓
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る。
そ
も
そ
も
日
中
国
交
正
常
化
は
田
中

内
閣
成
立、
ニ
ク
ソ
ン・
シ
ョ
ッ
ク、
米
中
接
近
の
状
況
の
中

年
で
パ
ス
に
乗
り
遅
れ
る
な、
と
い
う
ム
！
ド
で
雪
崩
の
よ
う
に

討
中
国
に一
方
的
に
傾
斜
し
た
事
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た。
む
ろ

伽
ん
当
時
の
米
中
接
近、
中
ソ
対
立
と
い
う
要
因
が
あ
り、
中
国

蛸
自
身
も
日
本
と
の
国
交
正
常
化
を
必
要
と
し
て
い
た
が、
あ
あ
い

目H低
う
形
で
台
湾
を
切
り
捨
て
て
良
か
っ
た
の
か
ど
う
か
に
は
大
き

ー
な
問
題
が
残っ
た。
ア
メ
リ
カ
は一
九
七
九
年
に
米
中
国
交
正

初
常
化
を
実
現
し
た
が、
そ
の
た
め
に
台
湾
関
係
法
を
制
定
し、

咽
米
中
関
係
を
外
交
レ
ベ
ル
で
も
法
的
に
継
続
す
る
措
置
を
と
っ

日
た。
し
か
し
日
本
は
そ
う
い
う
措
置
を一
切
取
ら
ず
に
中
国
に

な
だ
れ
こ
ん
だ。
こ
れ
は
日
本
の
戦
後
政
治・
外
交
史
に
と
っ

て
も
大
き
な
汚
点
で
あ
っ
た。
佐
藤
元
首
相
が
考
え
て
い
た
日

中
関
係
正
常
化
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
も
大
き
く
異
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る。
佐
藤
政
権
は
親
台
湾
的
な
選
択
を
行
い、
中
国

と
敵
対
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が
実
は
沖
縄
返
選
の
後
に、
日

中
関
係
正
常
化
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
慎
重
に
準
備
さ
れ
て
お
り、

そ
れ
は
当
時
の
施
政
方
針
演
説
や
「
保
利
書
簡」
の
問
題
な
ど

の
中
に
も
現
わ
れ
て
い
る。
台
湾
つ
ま
り、
中
華
民
国
と
の
関

係
を
も
考
え
つ
つ、
国
交
を
正
常
化
し
よ
う
と
い
う
選
択
で
あ

っ
た。
し
か
も
佐
藤
政
権
は一
貫
し
て
目
撃
関
係
を
重
視
し
た

の
で、
後
の
田
中
政
権
は一
挙
に
中
国
と
の
関
係
を
正
常
化
出

来
た
の
で
あ
り、
田
中
内
閣
の「
そ
れ
ゆ
け
中
国」
と
い
っ
た
方

針
が
そ
の
後
の
日
中
関
係
を
規
定
し
て
き
た
と
い
え
よ
う。
い

わ
ば
拙
速
外
変
で
あ
っ
た。
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こ
の
よ
う
な
前
提
で
問
題
点
を
振
り
返
る
と、
こ
の
二
十
年

間、
日
中
関
係
に
は
様
々
な
問
題
が
存
在
し、
中
国
か
ら
の
天

皇
訪
中
要
請
を
日
本
の
圏
内
世
論
が
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
ほ
ど
の
日
中
関
係
を
め
ぐ
る
亀
裂
も
あ
る。
そ
れ
は、
日



本
政
府
が
中
国
の
意
に
沿
う
形
で
事
を
処
理
す
る
の
が
日
中
関

係
の
板
本
だ
と
い
う
結
果
を
多
く
の
場
合
に
も
た
ら
し、
中
国

は
隣
の
大
国
だ
か
ら
友
好
関
係
を
損
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い

う
配
慮
が
余
り
に
も
優
先
し
過
ぎ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か。

問
題
が
起
る
と
常
に
日
本
が
低
姿
勢
に
徹
し、
過
去
の
不
幸
な

歴
史
へ
の
蹟
罪
の
意
識
も
重
な
っ
て、
い
わ
ゆ
る「
購
罪
外
交」

を
繰
り
返
し
て
き
た。
こ
れ
で
確
か
に
当
面
の
日
中
関
係
の
摩

擦
を
修
復
し
た
が、
真
の
意
味
で
の
日
本
国
民
の
納
得
は
得
ら

れ
て
い
な
か
っ
た。
表
面
的
な
外
交
上
の
友
好
関
係
が
日
中
関

係
の
国
民
的
レ
ベ
ル
で
の
結
び
付
き
を、
む
し
ろ
損
な
っ
て
き

た
の
で
あ
る。
そ
も
そ
も
日
本
は「
対
中
国
位
敗
け
外
交」
と

見
ら
れ
る
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
の
で
あ
り、
歴
代
の
首
相
も

次
々
に
北
京
詣
で
を
す
る
と
い
う
状
況
が
こ
の
傾
向
を
助
長
し

て
き
た
の
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
問
題
を
踏
ま
え
て、
こ
の
二
十
年
間
を
振
り
返
る

と、
日
中
国
交
正
常
化
が
実
現
し
た一
九
七
二
年
は
中
国
で
は

文
化
大
革
命
の
ほ
と
ぼ
り
が
ま
だ
冷
め
切
ら
な
い
頃
で、
そ
の

前
年
に
は
林
彪
事
件
が
起
き、
中
国
圏
内
の
政
治
状
況
は
安
定

」

し
て
い
な
か
っ
た。
そ
う
し
た
中
で
毛
沢
東
体
制
は
末
期
的
症

状
を
帯
び、
一
九
七
四
年
に
は
郵
小
平
が
復
活
し
て
七
五
年
前

後
か
ら
周
恩
来
を
中
心
と
す
る
「
四
つ
の
現
代
化」
政
策、
今

日
の
改
革・
開
放
と
い
う
郵
小
平
の
政
策
に
繋
る
よ
う
な
脱
文

革、
ま
た
は
非
毛
沢
東
化
の
政
策
を
取
り
始
め
た
が、
こ
れ
に

対
す
る
抵
抗
も
中
国
圏
内
で
は
強
か
っ
た。
一
九
七
六
年一
月

の
周
恩
来
の
死
は、
や
が
て
第一
次
天
安
門
事
件
を
同
年
四
月

に
も
た
ら
し、
九
月
の
毛
沢
東
の
死
の
後
に
は
華
国
鋒
が
権
力

を
握
り、
四
人
組
逮
捕
の
北
京
政
変
が
起
き
た
の
で
あ
る。
こ

ん
な
状
況
で
日
中
関
係
は
安
定
す
る
筈
は
な
か
っ
た
が、
一
九

七
八

年末
か
ら
郡
小
平
を
中
心
に
し
た
現
代
化
路
線
が
中
国
内

部
で
力
を
得
て、
同
時
に
華
国
鋒
体
制
が
崩
壊
す
る
過
程
で
郵

小
平
来
日
と
い
う
大
き
な
セ
レ
モ
ニ
ー
も
あ
っ
た
の
で
あ
る。

郵
小
平
来
日
と
前
後
し
て
中
越
戦
争
が
勃
発
し、
中
国
は
ベ
ト

ナ
ム
制
裁
を
叫
ん
だ。
日
本
に
対
し
て
は
日
中
共
同
声
明
以
来、

反
覇
権
と
言っ
て
い
な
が
ら
自
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
対
し
て
覇
権
国

家
と
し
て
の
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
は、
と
て
も
日
本
国
民
の
納

得
を
得
ら
れ
な
か
っ
た。
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し
か
し、
そ
の
中
で
日
中
経
済
関
係
が
上
向
い
た
の
も
疑
い

の
な
い
事
で
あ
る。
そ
れ
は一
九
七
八
年
の
節
小
平
来
日
前
に

日
中
平
和
友
好
条
約
が
締
結
さ
れ
た
か
ら
で
あっ
た。
こ
れ
は

覇

権条
項
入
の
条
約
で、
中
国
が
こ
の
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
か

ら
で
あ
る。
同
時
に
日
本
は
当
時
の
ソ
連
を
覇
権
主
義
と
見
な

し
た
中
国
の
対
ソ
戦
略
が
含
ま
れ
て
い
る
条
約
を
締
結
す
べ
き

だ
っ
た
か
ど
う
か
問
題
が
残
っ
た
が、
中
国
の
条
件
を
飲
み、

条
約
に
覇
権
条
項
を
入
れ
た
事
が
郵
小
平
来
日
に
繋っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い。

日中国交の二十年、 日台断交の二十年

し
か
し、
そ
の
後
の
日
中
関
係
も
安
定
的
で
は
な
く、
一
九

八
二
年
夏
に
第一
次
教
科
書
問
題
が
起
き
た。
「
侵
略」
の
事
項

を
め
ぐ
っ
て、
中
国
側
は
ま
さ
に
内
政
干
渉
に
等
し
い
姿
勢
を

示
し
た。
こ
の
点
は
文
化
大
革
命
の
時
に
毛
沢
東
路
線
を
礼
賛

し
た
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
が
依
然
と
し
て
中
国
傾
斜
を
し
て
い
た

た
め
に、
事
態
が
よ
り
拡
大
さ
れ
た
が、
例
に
よ
っ
て
日
本
の

低
姿
勢
謝
罪
外
交
に
よ
っ
て一
応
決
着
し
た。
こ
れ
で
漸
く
日

中
関
係
が
修
復
さ
れ
た
と
思
い
き
や、
八
四
年
に
は
中
曽
根
元

首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
を
め
ぐ
っ
て、
中
国
側
が
再
び
硬
化
し

た。
こ
れ
に
は
A
級
戦
犯
の
問
題
も
関
係
し
て
こ
じ
れ
た
が、
こ

の
中
で
出
て
き
た
の
が一
九
八
六
年
夏
の
「
新
編
日
本史」
を

め
ぐ
る
教
科
書
問
題
に
関
連
し
た
藤
尾
正
行
文
相
の
発
言
で
あ

る。
藤
尾
氏
は
中
国
の
内
政
干
渉
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
論
障

を
張
っ
た
が、
結
局
ス
ケ
l
プ
ゴ
1
ト
に
さ
れ、
そ
の
年
の
秋、

中
曽
根・
越
紫
陽
会
談
で
決
着
が
付
げ
ら
れ
た。
だ
が、
多
く

の
日
本
国
民
に
あ
る
種
の
屈
辱
感
や
中
国
に
対
す
る
反
発
を
残

し
た
ま
ま
終
っ
た
の
で
あ
る。
し
か
も、
こ
う
し
て
政
治
決
着

が
つ
い
た
の
に
中
国
側
は
本
心
か
ら
納
得
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
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「
新
編
日
本史」
の
全
体
的
な
ト
l
ン
は
従
来
の
教
科
書
と
は

異
な
っ
て
あ
る
種
の
民
族
主
義
的
歴
史
観
に
立
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が、
我
が
国
が
ど
ん
な
教
科
書
を
用
い
る

か
は
ま
さ
に
我
が
国
の
圏
内
問
題
で
あ
り、
中
国
が
そ
こ
ま
で

口
出
し
す
べ
き
事
柄
で
は
な
か
っ
た。
し
か
し
こ
の
時
に
も
謝

罪・
賄
罪
外
交
が
行
わ
れ
た。
こ
れ
は
翌
八
七
年
の
京
都
の
光

華
寮
問
題
の
裁
判
を
め
ぐ
る
日
中
摩
擦
に
も
深
刻
な
影
を
投
げ

た。
中
国
側
は
八
五
年
十
月
に
胡
盟
邦
総
書
記
が
日
中
関
係
の



四
点
の
意
見
を
表
明
し
て
い
る
が、
こ
の
中
の
ポ
イ
ン
ト
は
日

中
共
同
声
明
と
日
中
平
和
友
好
条
約
に
日
本
国
民
が
忠
実
で
あ

る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
だ
っ
た。
し
か
し
そ
れ
で
政
府

レ
ベ
ル
は
拘
束
さ
れ
て
も、
決
し
て
日
本
人
の
言
論
や
宗
教
の

自
由
が
拘
束
さ
れ
は
し
な
い
こ
と
で
あ
る。
そ
れ
は
ま
さ
に
日

本
国
憲
法
が
規
定
し
て
お
り、
胡
耀
邦
の
よ
う
な
後
に
中
国
民

主
化
運
動
を
評
価
す
る
立
場
の
指
導
者
で
さ
え
も、
日
本
の
自

由
主
義
国
の
あ
り
方
と
そ
の
国
民
感
情
を
十
分
に
理
解
し
て
は

い
な
か
っ
た。
翌
八
八
年
八
月
に
は
竹
下
首
相
が
訪
中
し、
巨

額
の
円
借
款
を
約
束
し
た
が、
謝
罪
し
て
経
済
援
助
と
い
う
パ

タ
ー
ン
の
く
り
か
え
し
は、
逆
に
中
国
が
日
本
に
対
し
て
非
常

に
高
姿
勢
で
出
る
こ
と
を
誘
う
こ
と
に
な
る。
そ
う
し
た
中
で、

八
九
年
六
月、
例
の
天
安
門
事
件
が
起
き
た。
天
安
門
事
件
は

中
国
に
悲
劇
を
も
た
ら
し、
そ
れ
を
代
償
に
東
欧
や
旧
ソ
連
の

社
会
主
義
体
制
解
体
に
繋
る
と
い
う
歴
史
の
起
爆
剤
に
は
な
っ

た
が、
日
中
関
係
は
こ
れ
で
再
び
冷
却
化
し
た。
天
安
門
事
件

は
ま
さ
に
中
国
自
身
が
起
こ
し
た
の
で
あ
り、
日
中
関
係
が
冷

え
て
も
日
本
に
そ
の
責
任
は
な
い。
西
側
諸
国
は、
こ
の
天
安

門
事
件
に
見
ら
れ
る
人
権
抑
圧
に
対
し、
今
日
で
も
中
国
に
厳

し
い
態
度
を
と
っ
て
い
る。
ア
メ
リ
カ
で
は
中
国
理
解
派
と
言

わ
れ
る
プ
ッ
シ
ュ
大
統
領
で
さ
え
も
李
鵬
首
相
の
訪
米
で
は
握

手
を
し
な
か
っ
た。
こ
う
い
う
状
況
に
も
拘
ら
ず、
日
本
は
九

一
年
夏
に
海
部
首
相
が
訪
中
し、
そ
れ
は
江
沢
民
来
日
に
繋っ

た
が、
江
沢
民
総
書
記
は
日
本
国
民
に
何
も
ア
ピ
ー
ル
出
来
な

か
っ
た。

こ
の
よ
う
に
日
中
関
係
の
二
十
年
を
振
り
返
る
と、
友
好
の

掛
け
声
に
も
拘
ら
ず、
日
本
国
民
が
様
々
な
教
訓
を
学
び、
今

や
日
本
の
国
民
感
情
は
冷
え
切
っ
て
し
ま
っ
た。
あ
の
日
中
国

交
正
常
化
を
も
た
ら
し
た
時
の
熱
気
か
ら
は
今
日
の
事
態
は
予

想
さ
れ
な
か
っ
た。
流
行
の
先
走
り
が
逆
に
日
中
関
係
を
台
無

し
に
し、
同
時
に
中
国
の
対
日
政
策
そ
の
も
の
が
日
本
国
民
の

反
発
を
呼
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う。
こ
う
し
た
日
中
関
係
の
教

訓
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し、
次
の
二
十
年
を
創っ
て
い
く
か
が

今
日
の
大
き
な
課
題
で
あ
る。

他
方、
そ
う
し
た
日
中
関
係
の
裏
側
に
も
う一
つ
の
座
標
軸

と
し
て
存
在
し
た
日
台
関
係
を
み
て
み
よ
う。
日
本
は
台
湾
と
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日中国交の二十年、 日台断交の二十年

の
関
係
を
断
絶
し
た
が、
七
五
年
四
月
の
特
介
石
の
死
は、
彼

が
終
戦
の
時、
「
以
徳
報
怨」
と
い
う
寛
大
な
政
策
を
と
っ
た
こ

と
も
あ
り、
多
く
の
日
本
国
民
に
恒
促
た
る
気
持
を
残
し
た。

台
湾
は
ど
う
な
る
の
か
が
懸
念
さ
れ
た
が、
蒋
経
国
総
統
が
体

制
を
引
き
継
ぎ、
そ
の
後
八
八
年
の
死
ま
で
の
約
十
三
年
間、

台
湾
政
治
で
の
蒋
経
国
時
代
を
創っ
た。
蒋
家一
族
の
親
子
の

権
力
継
承
は
必
ず
し
も
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が、
蒋

総
統
は
台
湾
民
衆
か
ら
も
支
持
さ
れ、
し
か
も
彼
は
そ
の
晩
年

に
数
多
く
の
業
績
を
挙
げ
た。
ま
た、
彼
の
時
代
の
イ
ン
フ
ラ

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備、
経
済
基
盤
の
強
化
が
そ
の
後
の
台

湾
の
経
済
発
展
を
支
え
た。
し
か
も
八
七
年
七
月
に
は
中
華
民

国
の
台
湾
移
転
以
外、
三
八
年
間
に
わ
た
っ
た
戒
厳
令
が
解
除

さ
れ
た。

こ
う
し
た
蒋
経
国
総
統
の
柔
軟
路
線
を
受
け
継
い
だ
の
が
今

日
の
李
登
輝
総
統
で
あ
る。
総
統
に
就
任
し、
国
民
代
表
大
会

で
の
選
挙
の
洗
礼
を
経
て
現
在
に
至
る
四
年
間
の
業
績
を
振
り

返
る
と、
台
湾
は
李
登
輝
総
統
の
開
明
的
な
政
策
と
ス
テ
イ
ツ

マ
ン
シ
ッ
プ
に
よ
り、
さ
ら
に
大
き
く
躍
進
し
た。
蒋
経
国
総

統
の
死
去
し
た
八
八
年
当
時
は一
人
当
た
り
の
G
N
P
が
五
千

ド
ル
前
後
だ
っ
た
が、
今
や
そ
の
倍
近
く
に
な
り、
こ
れ
も
大

成
長
で
あ
る。
そ
し
て
昨
年
春
に
は
憲
法
の
臨
時
条
項
で
あ
る

「
中
国
敵
国
条
項」
を
廃
棄
し、
暮
に
は
国
民
大
会
を
開
催
し

て、
永
年
の「
法
統
問
題」
（
大
陸
時
代
に
選
出
さ
れ
た
議
員
の

席
な
ど
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と）
を
解
決
す
る
と

と
も
に、
本
年
二
月
に
は、
台
湾
民
衆
の
心
理
を
引
き
裂
い
て

い
た
「
ニ・
ニ
八
事
件」
（一
九
四
七
年
に
起
っ
た
国
民
党
に
よ

る
台
湾
民
衆
鎮
圧
事
件）
の
総
点
検
を
は
か
る
な
ど、
政
治
改

革、
憲
政
改
革、
国
民
心
理
の
統
合
に
も
踏
み
出
し、
複
数
政
党

制
の
導
入
に
よ
る
民
主
化へ
も
大
き
く
進
路
を
聞
い
た。
今
や

「
台
湾
経
験
が
中
国
で
も
注
目
さ
れ、
こ
う
し
た
二
つ
の
中
国

の
対
照
的
な
歩
み
が
今
日
の
日
中・
日
台
関
係
を
実
際
に
は
位

置
付
け、
宿
命
付
け
て
い
る。

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
日
中
国
交
の
二
十
年
は
日
台
断
交
の

二
十
年
で
あ
っ
た。
そ
し
て
今、
日
本
人
は
こ
の
二
十
年
間
の

中
園、
台
湾
を
め
ぐ
る
日
本
の
外
交
的
な
在
り
方
を
根
本
的
に

再
検
討
す
る
時
期
に
立
ち
至
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う。
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吉右
白色

集
団
結
婚
式

新
体
操
の
山
崎
浩
子
さ
ん
や
女
優
の
桜
田
淳
子
さ
ん
ら
が
世

界
基
督
教
統一
神
霊
協
会
の
韓
国
で
の
集
団
合
同
結
婚
式
に
出

る、
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
テ
レ
ビ
や
週
刊
誌
が
大
騒
ぎ
を

し
た
が、
統一
協
会
と
し
て
は
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
P
R
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う。

原
理
運
動
と
い
う
や
や
狂
言
的
な
面
が
あ
る
活
動
を
見
せ
た

り、
こ
ど
も
が
入
信
し
て
家
に
戻っ
て
こ
な
い、
と
い
っ
て
親

た
ち
が
訴
え
た
り、
霊
感
商
法
で
モ
ノ
を
売っ
た
り：・
と
い
ろ

い
ろ
世
間
を
騒
が
せ
て
き
た
い
き
さ
つ
は
あ
る。
教
祖
の
文
鮮

明
師
は
米
国
で
の
脱
税
事
件
で
有
罪
判
決
を
受
付
た
り、
日
本

で
の
政
治
活
動
は
勝
共
連
合
を
通
し
て
自
民、
民
社
両
党
を
中

心
に
献
金
活
動
を
し
た
り、
宗
教
だ
け
で
な
く、
企
業、
政
治

：・
と
幅
広
い
動
き
を
し
て
い
る。
最
近
で
は
ソ
連
崩
壊
で、
ロ

シ
ア
や
北
朝
鮮（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国）
と
い
う
か
つ
て

海2

（野の
政

義和字
詰

き雄必

の，
敵
対4
国
家
群
と
の
関
係
も
良
好
に
な
っ
て
い
る
と
聞
く。

変
わ
れ
ば
変
わ
る
も
の
と
感
心
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
タ
レ
ン

ト
有
名
人
の
集
団
結
婚
騒
ぎ
で
あ
る。
こ
の
儀
式
は
異
様
だ
が、

こ
の
教
団
で
は
昔
か
ら
続
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で、
か
つ
て
マ

ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た。
教
祖

に
結
婚
相
手
の
選
定
を一
切
委
ね
て
家
庭
を
築
き
上
げ
る
と
い

う
も
の
で、
連
帯
を
強
め
る
に
は
大
い
に
役
立
つ
だ
ろ
う。
外

部
か
ら
み
る
と、
結
婚
と
い
う
人
生
の一
大
事
を
他
人
に
任
せ

っ
放
し
で、
見
ず
知
ら
ず
の
人
と一
緒
に
な
る、
と
い
う
の
は

非
常
識。
よ
く
も
唯
々
諾
々
と
そ
れ
も
何
百
組
と
い
う
大
合
同

結
婚
式
に
臨
め
る
も
の
だ、
と
あ
き
れ
返
っ
て
し
ま
う。
知
り

も
し
な
い
人
と
い
き
な
り
セ
ッ
ク
ス
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら

人
間
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
や
自
覚
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の、
と

聞
い
て
み
た
く
も
な
る。
宗
教
は
恐
い
と
い
う
結
論
に
な
る。
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