
な
ぜ
中
国
は
反
対
す
る
の
か

日本の世論を分裂させるのが

覇権国家の戦略と知れ
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「
新
冷
戦
の
時
代」

に
お
け
る
中
国

一
九
七
二
年
の
国
交
樹
立
以
来、
日
中
関
係
は
来
年
で
三
十
周
年
の

節
目
を
迎
え
る。
約
三
十
年
間
の
日
中
関
係
は、
い
わ
ば
日
中
友
好
の

時
代
だ
と
い
わ
れ
て
き
た。
七
二
年
の
日
中
共
同
声
明、
七
八
年
の
日

中
平
和
友
好
条
約
に
よ
っ
て、
日
中
関
係
は
形
式
上、
友
好
的
に
発
展

し
て
き
た
と
い
え
る。

だ
が、
は
た
し
て
と
の
聞
の
日
中
関
係
は
友
好
関
係
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
か。
本
テ
l
マ
で
あ
る
梢
国
問
題
や

教科
部
問
題
ば
か
り
か、
経

済
面
で
は
対
日
輸
入
の
制
限
問
題
な
ど
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
ト
ラ
ブ
ル
も

深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る。

ま
た、
日
本
人
と
中
国
人
の
文
化
的、
社
会
的
な
相
互
理
解
が
進
ん

と
日
本
の
国
家
目
標
が
違
う
と
い
う
点
に
あ
る。
さ
ら
に
日
中
の
あ
い

だ
に
は、
世
界
構
造
の
な
か
で
新
し
い
緊
彊
関
係
が
生
ま
れ
て
い
る。

と
れ
を
私
は
か
ね
て
よ
り
「
新
冷
戦
の
時
代」
だ
と
呼
ん
で
い
る。
つ

ま
り
東
西
冷
戦
と
し
て
の
米
ソ
対
立
が
終
結
し
て
も、
ア
ジ
ア
に
は
冷

戦
構
造
自
体
が
消
え
て
い
な
い。
な
ぜ
な
ら
ば、
冷
戦
と
は
究
極
的
に

は
資
本
主
義・
自
由
主
義
と
共
産
主
義・
社
会
主
義
と
の
対
立
で
あ

り、
そ
の
非
戦
闘
的
な
対
立
は、
中
国
共
産
党
が一
党
独
裁
の
社
会
主

義
を
標
傍
す
る
か
ぎ
り
続
く
か
ら
で
あ
る。

日
中
友
好
と
い
う
美
名
の
も
と
で、
日
本
側
に
は、
ζ
の
点
で
の
基

本
的
認
臓
が
欠
如
し
て
い
る。
「
新
冷
戦」
の
構
造
が
解
消
し
な
い
以

上、
い
く
ら
外
交
的
な
友
好
関
係
を
取
り
繕
っ
て
も、
日
中
の
あ
い
だ

に
は
し
ζ
り
が
残
る。
し
た
が
っ
て、
日
中
関
係
は
七
0
年
代
以
降
も、

歴
史
問
題
を
増
幅
さ
せ
な
が
ら
相
互
の
不
和
を
繰
り
返
し
て
き
た。
と

と
に
戦
後
日
本
に
お
け
る
国
際
関
係
で
の
最
大
の
難
点
が
あ
る。

歴
史
観
は
外
交
関
係
で
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

中
国
の
靖
国
問
題
に
対
す
る
基
本
姿
勢
を
振
り
返
る
と、
四
九
年
の

中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降、
と
の
問
題
が
た
だ
ち
に
紛
糾
の
種
に
な

っ
た
ζ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た。
と
こ
ろ
が、
毛
沢
東
時
代
の
文
化

大
革
命
の
終
息
を
境
に、
中
国
が
内
向
き
の
政
治
か
ら
外
向
き
の
政
治

に
転
換
し
た
八
0
年
代
初
頭
か
ら、
日
本
の
圏
内
問
題
に
対
し
て
積
極

的
に
干
渉
す
る
よ
う
に
な
っ
た。
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だ
か
と
い
う
と、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い。
最
近’の
中
固
に
お
け
る

反
日
心
理
は、
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の
に
な
っ
て
い
る。
日
本
側
に
も

あ
る
種
の
嫌
中
感
情
が
広
が
っ
て
い
る。
日
中
聞
は
異
母
兄
弟
の
よ
う

な
関
係
で
あ
る
だ
け
に、
近
親
憎
悪
的
な
感
情
が
強
く、
と
れ
は
宿
命

的
な
も
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い。

従
軍
慰
安
婦
や
南
京
大
虐
殺
な
ど
の
歴
史
問
題、
領
海
や
尖
閣
列
島

な
ど
の
外
交
問
題
が
間
欠
泉
の
よ
う
に
断
続
的
に
噴
出
し、
そ
の
た
び

に一
時
的
・な
政
治
的
決
諸
が
図
ら
れ
て
き
た
が、
実
際
に
は
何
も
本
質

的
に
解
決
さ
れ
ず、
か
え
っ
て
相
互
不
信
が
高
ま
っ
て
い
る。
も
し
今

年
の
八
月
十
五
日
に
小
泉
純一
郎
首
相
が
蛸
国
神
社
に
参
拝
す
る
と
と

に
な
れ
ば、
公
式、
非
公
式
を
問
わ
ず、
中
国
は
猛
反
発
す
る
だ
ろ

たつ。日
本
と
中
国
の
相
互
理
解
が
な
さ
れ
な
い
根
本
的
な
理
由
は、
中
国

そ
の
例
が
八
二
年
夏
の
教
科
魯
問
題
で
あ
る。
当
時
は、
中
国
へ
の

「
進
出」
か
「
侵
略」
か
と
い
う
表
記
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
起
ζ
り、

日
本
の
政
府
や
マ
ス
コ
ミ
の
大
半
は
北
京
に
歩
み
寄
っ
た
が、
問
題
の

本
質
に
決
請
が
つ
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た。
む
し
ろ
日
本
政
府
が
中

国
側
の
歴
史
批
判
K
対
す
る
謝
罪
外
交
を
繰
り
返
し、
問
題
の
本
質
的

解
決
の
棚
上
げ
が、
日
中
双
方
の
暗
黙
の
前
提
に
な
っ
て
い
っ
た。

だ
が
歴
史
観
は
本
来、
国
家
間
の
外
交
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い。
ま
し
て
や、
そ
の
解
釈
描
を
他
国
に
委
ね
る
べ
き
も

の
で
は
な
い。
歴
史
の
見
方
は、
あ
く
ま
で
も
個
々
人
の
主
体
的
な
価

値
判
断
に
基
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
る。
今
年、
「
新
し
い
歴
史
教
科
書

を
つ
く
る
会」
が
歴
史
教
科
書
を
作
成
し、
文
部
科
学
省
に
よ
っ
て
認

可
さ
れ
た。
中
国
や
韓
国
の
歴
史
観へ
の
対
抗
軸
と
し
て
独
自
の
教
科

揺
を
つ
く
っ
た
の
は、
た
し
か
に
画
期
的
な
と
と
で
あ
る。
し
か
し
ζ

の
動
き
も、
基
本
的
に
八
二
年
の
教
科
書
問
題
の
再
現
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
か。
か
つ
て
は
中
国
側
か
ら
教
科
告
の
表
記
を
修
正
す
る
よ

う
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し、
今
度
は
日
本
側
か
ら
新
し
い
歴
史
解
釈
で

教
科
書
を
出
版
し
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の、
双
方
が
理
解
に
至

ら
な
い
と
い
う
本
質
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い。

こ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
嫡
国
神
社
の
問
題
を
考
え
る
と、
ζ
れ
も
八

五
年
の
靖
国
問
題
の
繰
り
返
し
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る。
中
曽
根
康
弘
首

相
は
当
時、
確
信
的
に
公
式
参
拝
を
行
な
っ
た。
当
時
は
日
中
友
好
三

千
人
背
年
交
流
が
行
な
わ
れ、
胡
招
邦
総
控
記
が
来
日
す
る
な
ど
友
好

ム
l
ド
で、
吉
田
茂
首
相
以
来
続
い
て
き
た
首
相
の
公
式
参
拝
は
可
能
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だ
と
思
わ
れ
た。
し
か
し、
靖
国
公
式
参
拝
に
対
す
る
中
国
の
猛
反
発

か
ら
翌
年
に
は
首
相
の
公
式
参
拝
が
取
り
や
め
ら
れ
た。
今
日
で
は
石

原
慎
太
郎
都
知
事・
と
『
永
遠
な
れ、
日
本』
（
P
H
P
研
究
所）
を
語
り

あ
う
中
曽
根
氏
で
は
あ
る
が、
精
国
問
題
で
当
時
の
中
曽
根
首
相
が

「
急
旋
回」
し
た
責
任
は
大
き
い
と
い
え
よ
う。

そ
し
て
今
年、
中
国
の
江
沢
民
国
家
主
席
は
先
般
訪
中
し
た
与
党
三

党
の
幹
事
長
に
小
投
首
相
の
靖
国
参
拝
の
中
止
を
要
請
し
て
い
る。
そ

も
そ
も、
笑
際
k
m
国
神
社
の
例
祭
は
毎
年
八
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら、
日
本
の
首
相
が

参拝
す
る
か
否
か
が
日
中
関
係
に

影
響
す
る
の
は
間
違
い
な
の
だ
が、
中
国
だ
け
で
・な
く
日
本
の
マ
ス
コ

ミ
ま
で
が
「
靖
国
神
社
を
公
式
参
拝
し
ま
す
か」
と
首
相
に
質
問
す
る

惰
性
を
繰
り
返
し
て
き
た
ζ
と
も
問
題
で
あ
る。

中
曽
根
首
相
の
と
き
と
は
異
な
り、
小
泉
首
相
の
場
合、
日
中
関
係

よ
り
も
内
閣
の
高
支
持
率
を
背
景
に
参
拝
を
決
め
た
と
い
う
理
由
が
大

き
い
だ
ろ
う。
世
論
の
後
押
し
が
あ
る
う
ち
に
参
拝
し
た
い
と
い
う
気

持
ち
は
当
然
だ
ろ
う
し、
よ
り
シ
ン
プ
ル
に、
首
相
と
し
て
戦
争
の
犠

牲
者
を
弔
う
の
は
当
然
だ
と
い
う
紫
直
な
思
い
も
あ
る
よ
う
で
あ
る。

だ
が、
ま
ず
い
と
と
に
与
党
三
党
の
幹
事
長
が
ほ
と
ん
ど
何
の
外
交

的
課
題
も
な
く
韓
国
と
中
国
を
訪
問
し、
前
座
を
務
め
る
よ
う
な
格
好

に
な
っ
て
し
ま
っ
た。
当
然、
韓
国
と
中
国
は
靖
国
問
題へ
の
態
度
を

表
明
せ
ざ
る
を
え
ず、
参
拝
中
止
を
求
め
て
き
た。
日
本
に
対
す
る
両

国
の
潜
在
的
な
国
民
感
情
や
国
民
意
識
か
ら
す
れ
ば、
ζ
れ
は
当
然
予

想
で
き
た
と
と
で
あ
る。

措
置
と
し
て
具
体
化
し
よ
う
と
し
て
い
る。
一
方、
大
中
華
思
想
の
も

と
で
台
湾
や
チ
ベ
ッ
ト
の
自
立
を
徹
底
的
に
抑
え
込
み、
「
強
い
中
国」

を
つ
く
る
た
め
に、
徹
底
的
な
軍
事
力
の
増
強
を
図
っ
て
い
る。
国
防

貨
は
す
で
に
十
二
年
間
も
対
前
年
比
二
桁
の
伸
び
を
記
録
し、
目
下、

ア
メ
リ
カ
東
海
岸
に
届
く
よ
う
な
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
も
開
発
し
つ
つ
あ

る。
先
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な、
「
二
十一

世
紀
は
中
国
の
世
紀」
と
い
う
中
華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
大
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
も
そ
の一
環
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
哨
国
問
題へ
の
中
国
の
批
判
に
は、
中
国
の
世
界
戦
略

の一
環
と
し
て
の
側
面
が
加
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る。
中
国
は
最

終
的
な
ラ
イ
バ
ル
を
ア
メ
リ
カ
だ
と
考
え
て
い
る
の
で、
同
盟
関
係
に

あ
る
日
本
に
対
し
て
は
強
硬
な
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い。
と
く
に

N
M
D
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
か
た
ち
で
日
米
同
盟
が
強
化
さ
れ
な
い
よ

う、
日
本
の
圏
内
世
論
を
分
裂
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る。
小
泉
内
閣
の

支
持
率
が
八
O
%
近
い
現
在、
宥
和
的
に
黙
っ
て
い
れ
ば
日
中
関
係
は
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靖
国
批
判
の
裏
に
覇
権
戦
略
あ
り

い
ま
の
と
と
ろ、
中
国
は
教
科
智
問
題
に
対
し
て
は
韓
国
ほ
ど
強
硬

で
は
な
い。
だ
が、
潜
在
的
に
は
中
国
の
蛸
国
批
判
の
ほ
う
が
深
刻
で

あ
る。
な
ぜ
な
ら
ば、
中
国
が
哨
国
参
拝
に
反
対
す
る
背
景
に
は、
明

ら
か
に
世
界
朝
権
を
目
論
見
よ
う
と
吹
る
中
国
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
あ

る
か
ら
だ。

現
在、
日
本
か
ら
見
え
に
く
い
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
は、
中
国
の
江

沢
民
主
席
や
ロ
シ
ア
の
プ
1
チ
ン
大
統
領
が
頻
繁
に
行
き
来
し、
中
央

ア
ジ
ア
の
国
々
を
交
え
て、
ミ
サ
イ
ル
問
題
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
問
題

で
ア
メ
リ
カ
に
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
唱
え
て
い
る。
昨
年
七
月
の
上
海
フ

ァ

イ
ブ
（
中
園、

ロ
シ
ア
に
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、

キ
ル
ギ
ス
、

タ
ジ
キ
ス
タ
ン
を

加
え
た
五
カ
国
が
「
国
境
地
帯
の
箪
取
分
野
の
信
頼
性
に
閲
す
る
協
定
」

に
調

印
し
た）
の
体
制
が、
よ
り
結
束
を
深
め
て
い
る。
戦
略
的
構
図
で
見

る
と、
プ
1
チ
ン
大
統
領
が
江
沢
民
国
家
主
席
を
誘
い、
か
つ
て
の
冷

戦
時
代
の
よ
う
な
構
造
が
で
き
つ
つ
あ
る。
今
年
六
月
に
は
「
上
海
フ

ァ
イ
ブ」
が「
上
海
協
力
機
構」（
S
C
O）
に
発
展
し
た。
去
る
七
月
に
は

中
国
と
ロ
シ
ア
の
友
好
善
隣
条
約
が
締
結
さ
れ、
か
つ
て
の
中
ソ
友
好

同
盟
相
互
援
助
条
約
締
結
時
の
よ
う
な
ム
l
ド
が
酪
成
さ
れ
て
い
る。

中
国
は
ア
メ
リ
カ
を
最
大
の
硝
権
国
家
と
見
な
し、
そ
の
単
独
朝
権

に
対
抗
す
る
長
期
的
な
世
界
戦
略
を
練
っ
て
い
る。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ

の
N
M
D
（
米
本
土
ミ
サ
イ
ル
防
衛）
に
対
す
る
ロ
シ
ア
と
の
共
同
反
対

う
ま
く
い
く
と
考
え
る
の
が
常
識
な
の
に、
逆
に
蛸
国
問
題
や
教
科
書

問
題
で
批
判
を
繰
り
返
す
の
は、
日
米
同
盟
を
分
断
さ
せ、
中
国
が
ア

ジ
ア
の
覇
権
を
握
っ
て
や
が
て
は
世
界
の
中
心
に
な
る、
と
い
う
意
臓

か
ら
で
あ
る。

小
泉
首
相
は、
対
中
関
係
の
裏
返
し
で
あ
る
対
米
関
係
維
持
の
た
め

に
も、
靖
国
問
題
に
は
は
っ
き
り
答
え
る
必
要
が
あ
る。
そ
と
を
暖
昧

に
し
て
ho
く
と、
日
本
に
と
っ
て
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
か
ね
な

い。
じ
つ
は
蛸
国
問
題
は
第
二
次
世
界
大
般
の
結
果
生
じ
た
問
題
で
あ

り、
中
国
と
ア
メ
リ
カ
は
当
時
の
同
盟
国
で
あ
る。．
米
中
が
と
の
問
題

で
「
リ
メ
ン
バ
ー・
パ
l
ル
・
ハ
l
バ
l」
の
よ
う
に
連
携
す
れ
ば、

日
本
が
再
び
歴
史
的
な
窮
地
に
陥
る
恐
れ
さ
え
あ
る。

そ
れ
だ
け
に、
今
後
は
日
米
の
安
保
体
制
や
N
M
D
構
想
へ
の
態

度、
集
団
的
自

衛権
の
問
題
に
対
す
る
姿
勢
が
い
っ
そ
う
問
わ
れ
る
よ

う
に
な
る。
一
連
の
安
全
保
障
絡
み
の
問
題
と、
梢
国・
教
科
書
問
題

な
ど
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
価
値
観
に
触
れ
る
問
題
と
の
相
関
関
係

．ビジネスプラン
｛つェストワイング・シングル）
全日lil名録制周科金￥10，倒）（）

※9/1～￥11.000 

・ラグジュアリ一フラン
（タワーつイング・ツイン｝

平日・休日
1釜1名様利用料金 ¥18，α）（） 

縁体前日は￥3.000UP
OいずれもIt園料金．担金・サーピZ科含む
。プラス￥1，民加で朝宜付となります．
。有効期限／平底13年12Jl:x>日

．‘ ... ・ー・‘回白・・・・�

][ リーガロイヤルホテル
大阪・中之島

TEL{06)6448-1121 ＜代劃
（大飯田摩書店場関Ill

http://www.rihga.co.jp 
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、は、
も
は
や
避
け
て
は
通
れ
な
い。
小
泉
首
相
が
高い
支
持
率
を
得
て

い
る
状
況
下
で、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
国
民
の
大
多
数
の
支
持

を
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い。
靖
国
問
題
を
言い
出
し
た

途
端に
国
民
世
論
が
分
裂
す
る
よ
う
で
は、
先
述
の
覇
権
戦
略
に
照
ら

し
て
中
国
の
思い
ど
お
り
に
なっ
て
し
ま
う。

八
月
十
五
日
の
靖
国
参
拝に
中
国
は
ど
う
出
る
か。
韓
国
が
日
緯
共

催
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
も
危ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
の
強
硬
姿
勢
を
見
せ、
し

か
も
中
国
と一
緒
に
抗
議
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で、
そ
の
流
れ
に
乗

る
の
か、
そ
れ
と
も
中
国
独
自
の
主
張
を
行
な
う
の
か。
北
京
オ
9
ン

ピ
ッ
ク
が
決
定
し
た
と
と
も
あ
り、
か
な
り
の
自
信
を
もっ
て
独
自
に

強
く
出
る
も
の
と
思
わ
れ
る。
と
れ
に
対
し、
日
本
は
しっ
か
り
と
し

た
歴
史
認
識
の
土
台
を
築い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
乙
れ
ま
で

は
日
本
側
が
土
台
づ
く
り
を
し
な
か
っ
た
た
め、
さ
ま
ざ
ま
に
パ
pエ

i
シヨ
ジ
を
変
え
た
中
国
の
反
日
戦
略
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た。

そ
の
原
因
は、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
と
世
論
が
分
裂
し
て
い
る
と
と
に

も
あ
る。
先
の
靖
国
問
題
が
紛
糾
し
た
八
四
年
か
ら
八
五
年
に
か
け

て、
日
本
の
マ
ス
ヨ
ミ
で
は、
『
朝
日
新
聞』
に
代
表
さ
れ
る
中
国へ

の
「
向
調
型」
と
『
読
売
新
聞』
に
代
表
さ
れ
る
「
理
解
型」
が
大
勢

を
占
め
て
い
た。
中
国
の
主
張
に
逐一
耳
を
傾
け、
「
日
本
は
ア
ジ
ア

を
敵
に
回
す
こ
と
は
で
き
な
い」
と
い
う
姿
勢
は、
村
山
首
相
の
戦
争

責
任
発
言
に
も
典
型
的
に
表
れ
て
い
た。
当
時
は
『
読
売
新
聞』
も
朝

日
と
は
立
場
が
違
う
と
い
い
な
が
ら、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
理
解

型」
の
論
調
で、
中
国
の
態
度
を
批
判
し
た
（「
反
発
型」）
の
は
『
産

な
ら
ぽ
日
本
側
も
中
国
の
論
理
に
対
し、
日
本
側
の
論
理
を
も
つ
べ

き
で
あ
る。
一
国
の
リ
ー
ダ
ー
が
中
国
の
立
場
に
同
調
し
て、
世
論
を

分
裂
さ
せ
て
は
な
ら
な
い。
と
れ
は
嫡
国
問
題
に
も
教
科
書
問
題
に
も

い
え
る
と
と
だ。

拙
著
『
中
固
に
呪
縛
さ
れ
る
日
本』
（
文
護
春
秋、
一
九
八
七
年）
で

も
指
摘
し
た
が、
戦
争に
つ
い
て
は
立
場
に
よ
っ
て
多
様
な
解
釈
が
あ

る
の
が
当
然
で
あ
り、
歴
史
認
識
は
もっ
と
相
対
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い。
十
五
年
戦
争
史
観
の
立
場
を
と
れ
ば
日
本
に
侵
略
意
図
は
あ

っ
た
が、
日
清・
日
露
戦
争に
ま
で
歴
史
を
遡
る
視
点
か
ら
見
る
と
中

国
やロ
シ
ア
に
も
日
本
侵
略
の
狙い
が
あっ
た。
と
う
し
た
国
際
政
治

史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
え
る
必
要
が
あ
る。

い
ま
小
泉
首
相
に
望
み
た
い
の
は、
高い
支
持
率
を
土
台
に、
首
相

の
p
l
F
l
シ
ッ
プ
で
靖
国
問題
を
国
民
的
議
論
の
姐
上
に
載せ、
日

本
の
立
場
を
説
明
す
る
と
と
で
あ
る。・
た
ん
に
参拝
す
る
と
い
う
だ
け

で
な
く、

参拝
す
る
理
由
を
日
本
の
内
外
に
明
確
に
説
明
す
る
責
任
が

経
新
聞』
だ
け
だっ
た。
『
産
経
新
聞』
は
故・
柴
田
穂
論
説
委
員
長

が
中
心
と
なっ
て
論
陣
を
張
り、
現
在
も
「
つ
く
る
会」
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
る。
だ
が、
小
泉
首
相
を
支
持
し
て
い
る
八
O
Mm
近い
支
持
者

が、
み
な
『
産
経
新
聞』
の
よ
う
な
論
調
で
中
国
の
靖
国
批
判に
反
発・

し
て
い
る
か
と
い
う
と、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い。
と
の
点
か
ら
し

で
も、
小
泉
首
相
は
ど
の
よ
う
な
意
志
で
参拝
す
る
の
か
を
明
確
に
し

て
国
民
の
支
持
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

た
と
え
ば
A
級
戦
犯
の
合
和
問
題
に
関
し
て、
中
国
は
「
日
本
の
国

民
が
靖
国
神
社
を
参
拝
す
る
の
は
よ
い
が、
戦
争
犯
罪
人
で
あ
る
A
級

戦
犯
が
合
記
さ
れ
て
い
る
の
で
分
配
せ
よ」
と
い
う。
当
然、
A
級
戦

犯
は
戦
勝
国
の
東
京
裁判
史
観
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
反
論
が
あ
り
う

る
が、
そ
れ
を
含
め
て、
と
れ
は
あ
く
ま
で
も
日
本
の
圏
内
問題
で
あ

る
と、
はっ
き
り
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

中
国
の
天
安
門
広
揚
に
は、
毛
沢
東
の
肖
像
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る。

文
化
大
革
命
で
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
の
は
歴
史
的
に
誤
り
だ
か

ら、
毛
沢
東
の
写
真
を
撤
去
せ
よ
な
ど
と
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
な
い。
そ

れ
は
中
国
の
圏
内
問
題
だ
か
ら
で
あ
る。
同
様に、
靖
国
問
題
は
あ
く

ま
で
日
本
の
圏
内
問題
で
あ
る。

か
つ
て
の
胡
躍
邦総
書
記
や、
天
安
門
事
件
で
民
主
化
に
同
調
し
た

趨
紫
陽
総
書
記
の
よ
う
な
改
革
派
の
要
人
で
す
ら、
中
国
側
の一
貫
し

た
論
理
に
し
た
が
い、
A
級
戦
犯
の
合
犯
を
糾
弾
し
て
き
た。
江
沢
民

主
席
も
靖
国
問
題
と
い
う
日
本
の
歴
史
認
識、
対
ア
ジ
ア
認
識
を
表
明

す
る
p
ト
マ
ス
試
験
紙
に
対
し
て
は
原
則
論
を
主
張
し
て
い
る。
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あ
る。
田
中
興
紀
子
外
務
大
臣
の
外
務
省
事
務
当
局
と
の
札
撲
や、
外

務
省
の一
連
の
不
祥
事
で
対
中
国・
対
ア
ジ
ア
外
交が
ほ
と
ん
ど
機
能

し
て
い
な
い
現
在、
な
お
さ
ら
で
あ
る。

お
そ
ら
く
中
固
と
日
本
の
い
ち
ば
ん
の
根
本
的
相
違
は、
死
生
観
の

違い
で
あ
る。
中
国
は
死
者
に
対
し
て
も
鞭
を
打つ
国
柄
で、
杭
州・

岳
飛廟

仇剰榔夫
婦
の
像に
あ
る
よ
う
に、
南
宋
の
秦
槍
が
罪
人
に
な

る
と、
子々
孫々
ま
で
唾
を
か
け
ら
れ
る。
日
本
人
に
は
死
後
は
成
仏

す
る
と
い
う
死
生
観
が
あ
る
の
で、
と
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な

い。
と
う
し
た
日
中
の
文
化
の
違い
も、
外
交の
座
標
軸
に
取
り
込
む

べ
き
だ
ろ
う。
対
中、
対
韓、
対
ア
ジ
ア
外
交
を
進
め
る
う
え
で、
靖

国
問
題
は
な
ん
と
し
て
も
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
あ
る。
中
国
や
韓

国、
そ
し
て
台
湾
問題
の
重
要
性
を
十
分
勉
強
さ
れ
た
う
え
で、
小
泉

氏
ら
し
い
積
極
的
な
外

交姿勢
を
打
ち
出
すと
と
を
期
待
し
た
い。
そ

れ
に
よ
っ
て、
日
本
は
は
じ
め
て
国
際
社
会
の
理
解
と
信
頼
を
得
る
と

と
が
で
き
る
だ
ろ
う。

〈創造品目〉シール剤ゐ鎗着剤・
ロック剤・潤滑剤・防鋪剤・洗
浄剤・保置剤・騨型剤・成型加
工品・自動化省力樺器ほか

敏衡と友情で世界をもすぷ一一ー一一
棒式会割：スリーポンド

干t田・8臼3 •itllll\王子市E車問.，1456
S箇｛似26)61・1333（＇代褒｝
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