
古森義久『「無法」中国との戦い方』（小学館101新書，2012年12月）

む
し
ろ
自
国
が
敗
北
を
喫
す
る
と
い
う
可
能
性
が
少
し
で
も
あ
れ
ば 、
抑
制
す
る
だ
ろ
う 。
し
か
し
そ

の一
方、
相
手
が
弱
く
て 、
抵
抗
を
し
な
い
と
な
れ
ば 、
軍
事
手
段へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
飛
躍
的

に
高
ま
る 。
現
実
に
中
国
が
領
土
紛
争
で
相
手
が
弱
体
な
こ
と
を
み
き
わ
め
て 、
武
力
で
襲
い
か
か
っ
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た
と
い
う
実
例
は
多
々
あ
る
の
だ 。

平
凡
な
言
葉
だ
が 、
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し 、
で
あ
る 。
だ
が
戦
後
日
本
の
安
全
保
障
策
の
基
本
は

逆
に
「
備
え
な
け
れ
ば
憂
い
な
し」
だ
っ
た
の
だ 。
こ
の
病
ん
だ
思
考
を
い
ま
や
中
国
の
無
法
行
動
が

治
療
し
て
く
れ
る
の
だ
と
思
え
ば 、
明
る
い
気
分
に
も
な
れ
る
だ
ろ
う 。

［対策4］

－
国
際
教
養
大
学
（
日
本）

中
嶋
嶺
雄
理
事
長
と
の
対
話

新冷戦時代：・日本も中国研究に一流の人材を投入せよ

中
国
は
ア
ジ
ア
全
域
の
駐
留
米
軍
を
射
程
に
し
た
中
距
離
ミ
サ
イ
ル
の
増
強 、
空
母
保
有
の
み
な
ら

ず 、
衛
星
破
壊
兵
器 、
宇
宙
基
地 、
さ
ら
に
は
サ
イ
バ
ー

攻
撃
と
ア
メ
リ
カ
を
挑
発
し
続
け
る 。

方

の
ア
メ
リ
カ
も
近
年 、
中
国
の
軍
事
的
脅
威
に
対
す
る
研
究
を
強
力
に
進
め
て
い
る 。
そ
れ
を
踏
ま
え 、

第4章一一一 ［喫緊の対策］そして、 日本はこれから何をなすべきか

ア
誠国四

1993年から e米中新冷戦。 に注目して

きたという中嶋氏（左）と対談する筆者

中
国
研
究
の
第一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
国
際
教

養
大
学
理
事
長・
学
長
の
中
嶋
嶺
雄
氏
と 、
日
本

が
と
る
べ
き
対
応
策
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た

ーーー

（
S
A
p
－
0
2
0
1
2
年
2
月
辺
日
号
初
出） 。

誰
が
軍
の
指
導
者
な
の
か
も
不
透
明

中
嶋

こ
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
の
対
中
国
政
策
が

ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
ま
し
た 。
そ
の
最
大
の
理

由
は 、
中
国
の
箪
事
的
膨
張
で
す 。
オ
パ
マ
政
権

の
中
国
に
対
す
る
外
交・
軍
事
戦
略
は
明
ら
か
に

従
来
の
姿
勢
と
違
い
ま
す 。

古
森

オ
パ
マ
政
権
の
対
中
国
政
策
の
転
換
は 、

日
本
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま

す 。
オ
パ
マ
政
権
が
登
場
し
て
最
初
の
2
年
間
は 、
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第4章一一［喫緊の対策］そして、 日本はこれから何をなすべきか

融
和
政
策
で
し
た 。
中
国
を
刺
激
す
る
よ
う
な
言
動
は
な
る
べ
く
と
ら
な
い 、
軍
事
力
に
つ
い
て
も
軍

拡
と
か
脅
威
と
か
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
な
い
と
い
う 、
か
な
り
明
確
な
通
達
が
政
権
内
で
出
さ
れ
て

い
ま
し
た 。
中
国
に
対
し
て
厳
し
い
こ
と
を
い
う
と
す
れ
ば 、
。

透
明
性。
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と

ぐ
ら
い
で
し
た 。
ご
存
じ
の
よ
う
に 、
中
国
の
軍
事
態
勢
の
特
徴
の一
つ
は
透
明
性
が
な
い
と
い
う
こ

と
だ
す 。
ど
う
い
う
戦
略
で
ど
う
い
う
兵
器
を
ど
の
よ
う
に
調
達
し
て
い
く
の
か 。
そ
れ
を
誰
が 、
ど

う
い
う
手
続
き
で
決
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い 。
こ
れ
は
民
主
主
義
で
は
な
い

国
の
特
徴
で
す 。

中
嶋
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人
民
解
放
軍
は 、
林
彪
の
時
代
が
あ
り 、
そ
の
前
は
彰
徳
懐
の
時
代 、
文
革
後
は
葉
剣
英 、
海

軍
は
劉
華
清
で
し
た 。
つ
ま
り 、
誰
が
軍
の
指
導
者
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
た 。
と
こ
ろ

が 、
い
ま
は
中
国
の
軍
全
体
が
非
常
に
膨
張
し 、
誰
が
軍
の
指
導
者
な
の
か
不
透
明
に
な
っ
て
い
る 。

従
来 、
ア
メ
リ
カ
は
中
国
を
カ
ウ
ン
タ
ー

パ
1
ト
と
か 、
ス
テ
l
ク
ホ
ル
ダ
ー

（
利
害
保
有
者）
と
い

う
認
識
を
示
し
て
き
ま
し
た
が 、
そ
の
方
針
を
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
た
の
で
す
よ
ね 。

古
森

ア
メ
リ
カ
が
ど
ん
な
に
融
和
的
に
中
国
と
接
し
て
も 、
図
に
乗
っ
て
ど
ん
ど
ん
強
硬
な
措
置
を

オ
パ
マ
政
権
も
や
む
を
得
ず 、
中
国
の
軍
事
拡
張
を
正
面
か
ら
批
判
し 、
対

と
っ
て
く
る 。
そ
れ
で 、

応
策
を
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す 。
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
2
0
1
2
年
1
月
に

オ
パ
マ
大
統
領
が
国
防
総
省
で
行
な
っ
た 、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
米
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
強
化
す
る
と
い

う
演
説
で
す 。

私
は
1
9
9
3
年
か
ら
「
米
中
新
冷
戦」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
ま
し
た 。
米
ソ
の
冷
戦
構

造
崩
壊
に
と
も
な
っ
て
東
西
冷
戦
は
終
わ
っ
た
が 、
ア
ジ
ア
に
は
冷
戦
が
残っ
て
い
るi
と
く
に
ア
メ

リ
カ
と
中
国
は
価
値
観
が
違
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
て 、
軍
事
戦
略
の
面
で
も
冷
戦
を
続
け
る
だ
ろ
う
と 。

そ
れ
が
い
よ
い
よ
現
実
的
に
な
っ
た 。
中
国
が
台
湾
を
含
め
て
ど
う
い
う
ア
ジ
ア
政
策
を
展
開
す
る
の

か 。
第
1

列
島
線 、
第
2
列
島
線
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て 、
最
近
で
は
南
シ
ナ
海 、
尖
閣
諸
島
だ
け
で

は
な
く 、
沖
縄
ま
で
も
虎
視
耽
々
と
狙っ
て
い
る 。

古
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第
1

列
島
線 、
第
2
列
島
線
と
は
そ
の
影
響
閤 、
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
範
囲
を
広
げ
て
い
く
と

い
う
意
味
で
中
国
が
使
っ
て
い
る
用
語
で
す
ね 。
こ
れ
は
西
太
平
洋
に
お
け
る
米
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が

ど
ん
ど
ん
希
薄
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
戦
略
で
す 。
最
近
の
中
国
が
ミ
サ
イ
ル
増
強
や
空
母
を
保

有
す
る
な
ど 、
軍
事
の
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
を
強
化
し
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
は 、
そ
う
い
う
膨
張
的
な
戦

略
意
図
が
あ
り
ま
す 。

中
嶋
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『
中
国』

と
い
う
だ
け
で
位
負
け
す
る
外
務
省

私
が
懸
念
す
る
の
は 、
中
国
が
太
平
洋
地
域
だ
け
な
ら
と
も
か
く 、
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イ
ラ
ン
や
ア
ラ
ブ
地
域
の

方
向
に
も
触
手
を
伸
ば
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す 。
ハ
ー

バ
ー
ド

大
学
の
教
授
だ
っ
た
故・
サ
ミ
ユ

エ
ル・
ハ
ン
テ
イ
ン
ト
ン
は
論
文
『
文
明
の
衝
突』
の
な
か
で
「
儒
教
イ
ス
ラ
ム
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン」
の

危
険
性
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
ま
し
た 。
中
国
が
儒
教
的
な
専
制
体
制
を
と
り
な
が
ら 、
そ
れ
が

イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義 、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
圏
と
結
び
つ
い
た
時
に
は
非
常
に
危
険
だ
と
い
う
内
容
で

す 。
最
近
の
中
国
の
動
き
を
み
て
い
る
と 、
パ
キ
ス
タ
ン 、
イ
ラ
ン 、
イ
ラ
ク
と
い
わ
ば
イ
ス
ラ
ム
原

理
主
義
的
な
固
と
関
係
を
結
ん
で
い
る 。
そ
し
て
ス
l
ダ
ン
や 、
私
た
ち
が
名
前
も
知
ら
な
い
よ
う
な

ア
フ
リ
カ
の
国
々
に
ま
で
関
心
を
示
し
て
い
ま
す 。
こ
う
い
う
中
国
の
世
界
的
な
膨
張
に
対
し
て 、
ア

メ
リ
カ
と
し
て
も
我
慢
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね 。

古
森

日
本
に
と
っ
て
は
西
太
平
洋 、
東
ア
ジ
ア
が
最
大
の
関
心
の
領
域
で
す
が 、

ロ
l

パ
ル
パ
ワ
ー
と
し
て 、
ま
ず
経
済
面
か
ら
活
動
を
拡
大
し
て
き
た 。
た
と
え
ば 、
2
0
1
1

年 、

リ
ビ
ア
の
カ
ダ
フ
ィ

政
権
が
倒
れ
ま
し
た 。
そ
の
危
機
の
時 、
3
万
人
以
上
の
中
国
人
労
働
者
を
帰
国

さ
せ
る
た
め 、
人
民
解
放
軍
が
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に 、
経
済
活
動
の
拡
大
に
よ
っ
て 、
軍
事
力

一
方
で
中
国
が
グ

第4章一一一［喫緊の対策］そして、 日本はこれから何をなすべきか

で
そ
れ
を
守
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た 。
た
だ
し
中
国
が
グ
ロ
ー

バ
ル
展
開
す
る
際 、
ア
メ
リ
カ
と
の
価

値
観
の
違
い
が
顕
著
に
表
れ
ま
す 。
た
と
え
ば 、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
政
府
援
助
す
る
時 、
ア
メ
リ
カ
は 、

民
主
主
義
を
進
め
る
と
か 、
軍
事
用
途
に
は
使
わ
な
い
な
ど 、
必
ず
あ
る
程
度
の
条
件
を
つ
け
ま
す 。

と
こ
ろ
が 、
中
国
の
場
合 、
ほ
と
ん
ど
条
件
を
つ
け
な
い
の
で 、
独
裁
政
権 、
軍
事
政
権
は
大
喜
び
で

中
国
か
ら
の
援
助
を
受
け
入
れ
ま
す 。
こ
れ
が
ま
た 、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
わ
け
で
す 。

中
嶋

中
国
の
イ
ス
ラ
ム
圏 、
ア
フ
リ
カ
諸
国へ
の
勢
力
拡
大
は 、
も
ち
ろ
ん
資
源
確
保
と
い
う
戦
略

意
図
が
あ
る
わ
け
で
す
が 、
明
の
時
代
に
ア
フ
リ
カ
ま
で
出
て
行
っ
た
鄭
和
の
大
航
海
を
想
起
さ
せ
ま

す 。
わ
れ
わ
れ
は
中
国
を
大
陸
国
家
だ
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も 、
中
国
は
実
は
海
洋
国
家
で
も
あ
る 。

2
0
0
8
年
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
で 、
フ
ィ
ー

ル
ド

い
っ
ぱ
い
に
無
数
の
人
聞
が
巨
大
な
船

形
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
展
開
し
て
鄭
和
を
持
ち
上
げ
ま
し
た 。
あ
れ
は 、
世
界
中
に
海
洋
国
家
で
あ

る
こ
と
を
ア
ピ
ー

ル
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね 。

そ
の
中
国
の
軍
拡
は 、
究
極
と
し
て
い
っ
た
い
な
に
を
目
指
し
て
い
る
の
か 、
と
い
う
の
が
わ

れ
わ
れ
の
懸
念
に
な
る
わ
け
で
す
が 、
日
本
で
は
国
政
レ
ベ
ル
で
中
国
の
あ
り

方、
と
く
に
軍
事
力
に

光
を
当
て
て
研
究
し 、
議
論
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い 。
期
待
す
る
の
は
無
理
な
の
で
し
ょ
う
か
？

古
森

243 



中
嶋

日
本
の
政
治
家
は
そ
ん
な
レ
ベ
ル
に
な
い
で
す
ね 。
そ
れ
ど
こ
ろ
か 、
大
挙
し
て
中
国
を
訪
問

し 、
江
沢
民
や
胡
錦
濡
に
頭
を
下
げ
る
と
い
う
外
交
を
や
っ
て
い
る 。
そ
も
そ
も
中
国
の
侵
犯
や
威
嚇

が
続
く
尖
閤
問
題
は 、
明
ら
か
に
日
本
外
交
の
失
敗
で
す 。
1
9
7
2
年
に
日
中
国
交
正
常
化
し
ま
し

た
が 、
そ
の
直
前
に
人
民
日
報
が
「
尖
閣
は
中
国
の
領
土」
と
外
交
声
明
を
掲
載
し
ま
し
た 。
と
こ
ろ

が 、・
当
時
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
訪
中
す
る
と
い
う
。

ニ
ク
ソ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク。
で 、
日
本

政
府
も
外
務
省
も
パ
ス
に
乗
り
遅
れ
る
な
と
ば
か
り
に 、
そ
の
重
要
な
声
明
を
考
慮
せ
ず 、
国
交
正
常

化
に
流
れ
て
い
っ
た 。
そ
の
後 、
均
年
の
「
日
中
平
和
友
好
条
約」
批
准
書
交
換
セ
レ
モ
ニ
ー

出
席
の

た
め
に
訪
日
し
た
郡
小
平
は
「
尖
閣
の
問
題
は
次
の
世
代 、
ま
た
次
の
世
代
に
委
ね
る」
と
い
う
内
容

の
発
言
を
し 、
政
府
も
メ
デ
ィ
ア
も
大
歓
迎
し
た 。
だ
が 、
郡
小
平
が
最
高
権
力
者
と
な
っ
た
後
の
幻

年 、
中
国
は
領
海
法
を
定
め 、
圏
内
法
上
は
尖
閣
は
中
国
の
も
の
で
あ
る
と
し
ま
し
た 。
こ
の
年 、
天

皇
皇
后
両
陛
下
の
訪
中
が
控
え
て
い
た
た
め 、
日
本
政
府
は
中
国
の
領
海
法
に
対
し
て 、
ひ
と
言
も
抗

議
し
て
い
な
い
の
で
す 。
そ
う
い
う
既
成
事
実
の
積
み
重
ね
が
あ
る
う
え
に 、
さ
ら
に
中
国
に
低
姿
勢

に
出
る 。
そ
う
す
れ
ば 、
中
国
は
世
界
と
協
調
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と 。

中
国
に
対
し
て
や
さ
し
く
出
れ
ば 、
中
国
も
や
さ
し
く
し
て
く
れ
る
と
い
う
発
想
は
ど
こ
か
ら
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出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か？

第4章一一［喫緊の対策］そして、 日本はこれから何をなすべきか

戦
後
の
日
本
外
交 、
と
く
に
外
務
省
の
チ
ャ
イ
ナ
ス
ク
ー

ル
な
ど
が
大
き
な
災
い
の
元
だ
と
思

い
ま
す 。
私
は
か
つ
て
香
港
の
総
領
事
館
に
外
務
省
特
別
研
究
員
と
し
て
2
年
間
勤
務
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が 、
「
中
国」
と
い
う
と
そ
れ
だ
け
で
位
負
け
す
る
と
い
う
体
質
が
あ
る
よ
う
で
す
ね 。

中
嶋日

本
に
は
中
国
と
相
容
れ
な
い
価
値
観
が
厳
存
す
る

古
森

私
は
北
京
駐
在
の
後
半
に 、
ア
メ
リ
カ
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
中
国
の
政
府
関
係
者
の
知
識

人
と
親
し
く
な
っ
た
の
で
す
が 、
彼
が
流
暢
な
英
語
で
「
結
局
は
日
本
と
中
国
は一
つ
の
国
に
な
る
の

が
自
然
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね」
と
本
気
で
い
う
ん
で
す 。
で 、
文
化
も
言
語
も
違
う
の
は
ど
う
す
る
の

か
と
聞
く
と 、
「
言
葉
は
や
っ
ぱ
り
大
き
い
国
の
言
葉
で
し
ょ
う」
と
述
べ
る
の
で
す 。

ま
さ
に
「
中
華
思
想」
で
す
よ
ね 。
こ
れ
は
と
て
も
根
が
深
い 。
わ
れ
わ
れ
も
よ
ほ
ど
身
構
え

中
嶋

て
い
か
な
い
と
い
け
な
い 。

古
森
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は 、
基
本
的
な
価
値
観
の
違
い
を 、
少
な
く
と
も
国
政
レ
ベ
ル
で
認
識
し

日
本
の
議
員
の
よ
う
に
訪
中
し
て
最
高
指
導
者
に
会
い
た
い
な
ん
で
い
う
人
た
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て
い
ま
す 。
だ
か
ら 、
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ち
は
い
な
い 。
胡
錦
祷
が
訪
米
し
た
時
で
も 、
議
会
で
の
パ
ー

テ
ィ
ー

で
議
会
の
側
か
ら
は
写
真
は
撮

ら
な
か
っ
た 。
胡
錦
瀧
と
並
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
写
真
に
撮
ら
れ
る
の
を
嫌
が
る
ア
メ
リ
カ
議
員
の
声

が
多
く
て
禁
止
に
な
っ
た
ん
で
す 。
中
国
は
大
変
怒
り
ま
し
た
け
ど
ね 。
日
本
の
国
会
議買
と
正
反
対
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で
す 。
ア
メ
リ
カ
側
の
そ
ん
な
姿
勢
の
背
景
に
は 、
一
党
独
裁
で
人
権
を
弾
圧
し 、
国
民
の
自
由
な
選

挙T
選
ば
れ
た
指
導
者
で
は
な
い
と
い
う
基
本
的
な
体
制・
価
値
観
の
違
い
へ
の
は
っ
き
り
し
た
認
識

が
あ
り
ま
す 。

中
嶋

な
る
ほ
ど
ね 。
日
本
は
そ
の
点 、
中
国
と
の
関
係
を
「
同
文
同
種」
と
い
っ
た
言
葉
で
括
ろ
う

と
し
ま
す
が 、
そ
も
そ
も
無
理
が
あ
る 。
中
国
の
文
化
を
学
ん
だ
こ
と
は
事
実
で
す
が 、
明
治
時
代
は

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
近
代
化
を
学
び 、
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
を
学
び
ま
し
た 。
中
国
か
ら
漢
字
文
化

を
学
ん
だ
と
は
い
え 、
日
本
独
自
の
文
字
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
す 。
独
自
の
美
意
識
も
あ
る 。

古
森

日
本
で
も
中
国
と
の
相
容
れ
な
い
価
値
観
が
厳
存
す
る
こ
と
を
認
識
し
て 、
も
う
少
し
国
政 、

あ
る
い
は
外
交
そ
の
も
の
と
結
び
付
い
た
中
国
の
軍
事
動
向へ
の
対
応 、
情
報
収
集
活
動
も
含
め
て
新

し
い
枠
組
み
へ
の
動
き
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
が 。

中
嶋

不
透
明
な
中
国
の
軍
事
力
に
対
す
る
分
析
能
力
を
磨
く
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
ね 。

第4章一一［喫緊の対策］そして、 日本はこれから何をなすべきか

ア
メ
リ
カ
は
中
国
の
軍
事
動
向
を
把
握
す
る
た
め
に
人
工
衛
星
な
ど
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
を
充
実
さ

せ 、
そ
の
情
報
収
集
能
力
の
高
さ
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
す 。
そ
れ
に
加
え
て 、
官
と
民
の
両
方
で
中

国
の
軍
事
を
研
究
す
る
人
材
が
増
加
し
て
い
る 。
戦
後 、
米
ソ
冷
戦
時
代 、
ソ
連
の
軍
事
が
や
は
り
秘

密
の
べ
1

ル
に
包
ま
れ
て
お
り 、
そ
の
ソ
連
の
軍
事
を
研
究
す
る
分
野
に 、
国
際
政
治
学 、
安
全
保
障

古
森

学 、
理
工
系
も
含
め
て 、
ベ
ス
ト・
ア
ン
ド・
プ
ラ
イ
テ
ス
ト

（
超一
流
の
人
材）
が
集
ま
っ
て
い
た 。

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー

や
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー

な
ど
が
好
例
で
す 。
そ
の
ベ
ス
ト・
ア
ン
ド・
ブ
ラ
イ
テ
ス
ト

が
い
ま
中
国
の
軍
事
研
究へ
と
移
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す 。
つ
ま
り 、
官
と
民
が
ぴ
た
つ
と
歩
調
を
合

わ
せ
て 、
ア
カ
デ
ミ
ア
で
も
中
国
の
軍
事
研
究
が
主
流
と
な
っ
て
い
る 。
そ
う
い
う
状
況
が
少
し
で
も

日
本
に
出
て
く
れ
ば
と
思
う
の
で
す
が：：： 。

中
嶋

日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
は 、
軍
事
研
究
そ
の
も
の
が
人
気
が
な
い
だ
け
で
な
く 、
防
衛
大
学

校
を
除
い
て
安
全
保
障
や
防
衛
に
つ
い
て
の
授
業
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す 。
一
番
大
事
な
こ
と
な
の

に
回
避
し
て
い
る 。
日
本
は
ア
ジ
ア
の
な
か
で 、
大
学
教
育
レ
ベ
ル
で
も
遅
れ
る
気
が
し
ま
す 。
ア
ジ

ア
の
安
全
保
障
に
お
い
て 、
今
後
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
期
待
に
こ
た
え
る
よ
う
な
人
材
育
成
と
と
も
に 、

日
本
政
府
は
沖
縄
の
基
地
問
題
を
早
く
解
決
し
て 、
中
国
と
い
う
「
脅
威」
に
対
応
し
て
い
く
体
制
を
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構
築
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね 。
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おわりに尖閣諸島に「中国の無人機」が襲来する日

尖
閤
諸
島
を
自
国
領
と
し
て
日
本
か
ら
奪
取
し
よ
う
と
す
る
中
国
の
戦
略
意
図
は 、
ま
す
ま
す
明
確

と
な
っ
て
き
た 。
中
国
が
今
後
と
も
あ
の
手
こ
の
手
で
日
本
を
威
嚇
し 、
圧
力
を
か
け
て
領
有
権
で
の

譲
歩
を
求
め
て
く
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る 。

日
本
側
と
し
て
は 、
尖
閣
諸
島
を
放
棄
し
て
し
ま
う
と
い
う
道
を
選
ば
な
い
限
り 、
中
国
と
の
聞
で

は
「
永
遠
の
摩
擦
（
パ
ー

マ
ネ
ン
ト・
フ
リ
ク
シ
ヨ
ン
こ
を
覚
悟
し
て
対
処
す
る
し
か
な
い 。

こ
の
「
永
遠
の
摩
擦」
と
い
う
言
葉
は 、
米
国
の
海
軍
大
学
校
付
設
の
「
中
国
海
洋
研
究
所」
の
ピ

l
タ
l・
ダ
ッ
ト
ン
所
長
が
尖
閣
問
題
で
の
日
本
の
立
場
を
評
し
て
使
っ
た
表
現
だ
っ
た 。
こ
う
し
た

表
現
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に 、
米
国
で
も
尖
閣
を
め
ぐ
る
日
本
と
中
国
と
の
対
立
に
真
剣
な
関
心
が
向

おわりに

け
ら
れ
て
い
る 。

中
国
の
今
後
の
尖
閣
問
題
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
に
は 、
当
然 、
軍
事
的
な
動
き
が
含
ま
れ
る 。
軍
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古森義久
こ
も
り・
よ
しひ
ざ

東
京生
まれ。
1
9
6
3
年
慶
懸
義塾
大
学
卒
業。
毎日
新
聞
記
者として、
サイゴ

ン
支
局
長、
ワシントン
特
派
員
など
を
経て、
釘
年に
産
経
新
聞に
入
社。
ロンドン、

ワシン
トン
支
局
長、
中
国
総
局
長を
歴
任。
現
在、
？ンントン
駐
在
編
集
特
別
委
員。

国
際
報道に
貢
献した
記
者に
贈られるボ1ン
国
際
記
者
賞をはじめ、
講
談
社
出

版
文
化
賞ノンフィクション
賞、
日
本
新
聞
協
会
賞、
日
本
記
者クラブ
賞など、
多

数の
受
賞懸
念
持つ。
主
な
著
書に『日
中
再
考』『「日
中
友好」の
まぼろし
見亡、
国

の日
本
大
使
館円
近
著に『「
中
国の
正
体」
を
暴
く』『憲
法が日
本を
亡ぼ
す』
など。

加huph

n
・q

z_tJ (1. · /Z. 8 

一叫

「無法」中国との戦い方

「無法」中国との
戦い方

古森義久

古森義久

NYm惜
円

1くomori Yoshihisa 
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