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日
中
関
係
が
揺
れ
て
い
る
。
日
本
と
中
国
は
、
２
０
０
０
年
の
交

流
を
持
つ
隣
国
同
士
で
あ
り
、
世
界
第
３
位
と
第
２
位
の
経
済
大
国

で
あ
る
が
、
政
治
制
度
も
歴
史
条
件
も
異
な
り
、
時
に
問
題
が
起
こ

る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
世
界
各
国
の
相
互
依
存

関
係
が
深
化
し
た
現
在
、
東
ア
ジ
ア
の
大
国
で
あ
る
日
中
両
国
が
安

定
し
た
協
力
関
係
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
両
国
の
み
な
ら

ず
、
ア
ジ
ア
お
よ
び
世
界
に
と
り
緊
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。

現
に
、
１
９
７
２
年
の
日
中
国
交
正
常
化
以
降
40
年
間
、
両
国

は
、
そ
の
実
現
を
目
指
し
懸
命
な
努
力
を
重
ね
、
相
当
な
成
果
も
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、
２
０
１
０
年
に
続
き
２
０
１
２
年
に
も
尖
閣
問
題

で
両
国
関
係
は
緊
張
し
、
異
常
な
事
態
に
直
面
し
て
い
る
。
両
国

は
、
共
に
冷
静
に
知
恵
を
出
し
て
戦
略
的
互
恵
関
係
を
維
持
進
展
さ

せ
る
べ
く
、
舵か

じ

の
方
向
を
定
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

日
中
関
係
が
尖
閣
問
題
を
巡
り
、
緊
張
し
、
異
常
な
事
態
に
直
面
し

て
い
る
。
今
年
は
、
ま
さ
に
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
３５
周
年
の
記

念
す
べ
き
年
に
当
た
る
。
両
国
は
同
条
約
の
精
神
に
基
づ
き
、
共
に

冷
静
に
知
恵
を
出
し
て
、
戦
略
的
互
恵
関
係
を
維
持
発
展
さ
せ
る
べ

く
舵
の
方
向
を
定
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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たじま・たかし

尖
閣
問
題
「
中
国
側
は
話
し
合
い
を
控
え
た
い

と
し
、
日
本
側
は
聞
き
お
く
に
留
め
た
」

│
│
鄧
小
平
・
園
田
会
談
同
席
者
の
証
言
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中
国
の
主
張
に
は
国
際
法
上
の
無
理
が
あ
る

尖
閣
問
題
は
、
い
つ
な
ぜ
発
生
し
た
の
か
。
日
中
両
国
そ
れ
ぞ
れ

の
公
式
見
解
表
明
の
経
緯
を
振
り
返
る
と
、
１
９
７
１
年
に
台
湾
お

よ
び
中
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ
外
交
部
声
明
を
発
表
し
、
尖
閣
諸
島
の
領

有
権
を
初
め
て
公
式
に
主
張
し
た
こ
と
が
問
題
の
発
端
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
は
台
湾
も
中
国
も
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
何
の
公
式
発
言
も
し

た
こ
と
は
全
く
な
い
。
上
記
両
者
の
声
明
は
、
共
に
１
９
６
８
年
国

連
の
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
が
東
シ
ナ
海
の
海
底
調
査
を
行
い
、
１
９
６
９
年

石
油
埋
蔵
の
可
能
性
を
発
表
し
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
１
９
７
２
年
の
日
中
国
交
正
常
化
交
渉
の
際
、
周
恩
来
総
理

は
、
田
中
総
理
に
対
し
て
「
尖
閣
に
つ
い
て
今
は
話
し
た
く
な
い
。

石
油
が
出
る
か
ら
台
湾
も
米
国
も
（
筆
者
注
：
米
国
と
は
米
国
在
住

の
華
僑
を
指
す
と
解
さ
れ
る
）
問
題
視
し
た
」
と
発
言
し
、
尖
閣
問
題

は
石
油
と
関
連
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
率
直
に
述
べ
た
。

日
本
政
府
は
、
１
８
８
５
年
に
日
本
の
民
間
人
か
ら
無
人
島
で
あ

っ
た
尖
閣
諸
島
の
借
地
願
い
が
あ
っ
た
の
で
、
清
国
の
領
有
地
で
は

な
い
こ
と
を
10
年
間
も
時
間
を
か
け
て
慎
重
に
調
査
し
、
清
国
の
領

土
で
あ
る
と
の
国
際
法
上
の
証
拠
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
、
１
８

９
５
年
に
国
際
法
上
の
無
主
物
先
取
の
法
理
に
基
づ
き
、
日
本
の
領

土
と
す
る
こ
と
を
閣
議
決
定
し
、
民
間
人
に
借
用
を
許
可
し
た
。
そ

れ
以
来
今
日
ま
で
、
尖
閣
諸
島
は
日
本
の
領
土
で
あ
る
。
第
２
次
世

界
大
戦
後
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
基
づ
き
、
１
９
５
１

年
か
ら
１
９
７
２
年
ま
で
は
米
国
の
信
託
統
治
地
域
の
一
部
と
し
て

施
政
権
が
米
国
に
与
え
ら
れ
た
が
、
日
本
の
領
有
権
は
一
貫
し
て
現

在
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
尖
閣
諸
島
は
日
本
の
固
有

の
領
土
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
日
本
政
府
の
立
場
で
あ
る
。

中
国
は
、
古
文
書
に
よ
れ
ば
尖
閣
諸
島
が
明
朝
時
代
に
中
国
の
防

衛
地
域
に
入
っ
て
お
り
、
領
有
地
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
し
か

し
、
明
朝
の
正
史
、『
明
史
』
で
は
、
台
湾
は
外
国
扱
い
さ
れ
て
お

り
、
清
朝
の
乾
隆
帝
時
代
に
勅
命
で
編
纂
さ
れ
た
『
大
清
一
統
志
』

で
は
、「
台
湾
府
の
沿
革
は
、
古
く
よ
り
荒
服
の
地
で
あ
り
、
中
国

と
は
通
ぜ
ず
（
中
略
）、
明
の
天
啓
時
代
に
は
オ
ラ
ン
ダ
に
占
拠
さ

れ
た
が
、
日
本
に
属
し
て
い
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら

ば
、
大
陸
か
ら
は
台
湾
よ
り
さ
ら
に
遠
方
に
離
れ
た
尖
閣
諸
島
が
中

国
に
属
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
琉
球
は
、
か
つ
て
日
本
と
中
国

の
双
方
に
頻
繁
に
朝
貢
使
を
派
遣
し
、
中
国
あ
る
い
は
日
本
か
ら
も

時
に
は
使
者
が
琉
球
を
訪
問
し
た
。
尖
閣
諸
島
は
、
琉
球
と
中
国
大

陸
と
の
航
路
の
途
次
の
目
印
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
島
の

位
置
や
様
子
に
つ
い
て
は
、
琉
球
人
の
方
が
頻
繁
な
通
行
に
よ
る
詳

し
い
知
見
を
有
し
て
い
た
た
め
、
中
国
側
は
琉
球
人
か
ら
情
報
を
得

て
い
た
様
子
が
古
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。
釣
魚
島
と
の
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島
名
も
元
来
琉
球
人
（
八
重
山
島
民
）
の
使
用
し
た
通
称
で
あ
っ
た

と
の
説
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
中
国
の
古
文
書
や
地
図
に
あ
ち
こ
ち
の
島
の
名
前
が

書
か
れ
て
い
た
と
の
理
由
だ
け
で
は
、
そ
れ
ら
の
島
が
中
国
の
領
土

で
あ
っ
た
と
の
国
際
法
上
の
証
拠
に
は
成
り
得
な
い
。
仮
に
そ
の
よ

う
な
理
由
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
中
国
以
外
の
他
の
国
を
含
む
類

似
の
主
張
を
も
誘
発
し
、
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
領
土
紛
争
が
発
生
し

て
大
混
乱
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
１
８
７
０
年
代
に
、
日
本
人
30
人
以

上
が
台
湾
で
殺
傷
さ
れ
た
事
件
が
起
こ
り
、
日
本
政
府
が
清
国
政
府

に
謝
罪
と
賠
償
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
清
国
側
は
「
彼
の
地
は
化
外
の

地
で
あ
る
」
と
し
て
、
日
本
側
の
要
求
を
拒
否
し
た
と
い
う
外
交
記

録
が
あ
る
。
ま
し
て
や
台
湾
よ
り
遠
方
に
あ
る
尖
閣
諸
島
が
清
国
の

支
配
下
に
あ
っ
た
と
の
証
拠
は
見
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
中
国
は
、
下
関
条
約
に
よ
り
日
本
が
清
国
よ
り
割
譲
を

受
け
た
「
台
湾
お
よ
び
付
属
島と

う

嶼し
ょ

」
に
は
、
尖
閣
諸
島
も
含
ま
れ
て

い
た
と
主
張
す
る
が
、
尖
閣
諸
島
は
台
湾
よ
り
か
な
り
の
距
離
で
離

れ
て
お
り
、
下
関
条
約
の
交
渉
に
お
い
て
尖
閣
諸
島
が
取
り
上
げ
ら

れ
た
記
録
は
な
い
。

ま
た
、
中
国
は
、
１
９
４
３
年
の
カ
イ
ロ
宣
言
お
よ
び
１
９
４
５

年
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
で
、
尖
閣
諸
島
は
台
湾
の
付
属
島
嶼
と
し
て
中

国
に
返
還
さ
れ
た
と
も
主
張
す
る
。
し
か
し
、
第
２
次
世
界
大
戦
後

の
日
本
領
土
は
、
１
９
５
２
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で

法
的
に
確
定
さ
れ
、
日
本
は
カ
イ
ロ
宣
言
に
言
及
さ
れ
た
台
湾
お
よ

び
澎ほ

う

湖こ

諸
島
を
同
平
和
条
約
に
従
い
放
棄
し
た
。
し
か
し
、
カ
イ
ロ

宣
言
お
よ
び
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
は
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
変
更
す
る

記
述
は
な
く
、
尖
閣
諸
島
は
、
日
本
が
領
有
権
を
持
つ
南
西
諸
島

（
琉
球
諸
島
お
よ
び
大
東
諸
島
）
の
一
部
と
し
て
米
国
の
信
託
統
治

地
域
に
含
ま
れ
、
米
国
に
は
施
政
権
の
み
が
与
え
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
は
、
１
９
７
０
年
ま
で
は
中
国
自
身
が
尖

閣
諸
島
は
台
湾
の
付
属
島
嶼
で
は
な
く
、
琉
球
諸
島
の
一
部
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
実
が
幾
つ
も
あ
る
。
例
え
ば
、
１

９
２
０
年
に
中
国
の
漁
民
が
尖
閣
諸
島
で
遭
難
し
、
そ
れ
ら
漁
民
を

救
助
し
た
日
本
の
石
垣
島
民
に
対
し
て
、
中
華
民
国
の
長
崎
駐
在
領

事
が
贈
っ
た
公
式
の
感
謝
状
に
は
、「
日
本
帝
国
沖
縄
県
八
重
山
郡

尖
閣
列
島
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
１
９
５
３
年
１
月
８
日

付
『
人
民
日
報
』
に
、「
琉
球
群
島
人
民
は
、
米
国
の
占
領
に
反
対

運
動
」
と
題
す
る
記
事
が
あ
り
、
そ
の
解
説
欄
に
、「
琉
球
群
島
は
、

尖
閣
諸
島
、
先
島
諸
島
、
大
東
諸
島
、
沖
縄
諸
島
（
中
略
）
な
ど
７

組
の
島
嶼
か
ら
な
る
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
中
国
は
中
国
共
産
党
の

独
裁
国
家
で
あ
り
、
同
党
の
機
関
紙
『
人
民
日
報
』
の
解
説
は
、
中

国
の
公
式
の
認
識
を
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
１
９
７

０
年
以
前
の
中
国
お
よ
び
台
湾
で
出
版
さ
れ
た
諸
種
の
地
図
で
は
、
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日
中
間
の
国
境
線
が
、
台
湾
を
西
側
に
置
き
、
尖
閣
諸
島
を
東
側
に

置
い
た
中
間
の
海
上
に
引
か
れ
、
同
諸
島
を
琉
球
諸
島
の
一
部
と
し

て
示
し
、
日
本
名
で
尖
閣
諸
島
と
記
し
て
い
た
。

７８
年
鄧
小
平
・
園
田
会
談
の
真
相

中
国
は
、
１
９
７
２
年
の
日
中
国
交
正
常
化
交
渉
お
よ
び
１
９
７

８
年
の
日
中
平
和
友
好
条
約
交
渉
そ
れ
ぞ
れ
の
際
に
日
中
双
方
が
、

尖
閣
問
題
に
つ
い
て
は
話
し
合
い
の
「
棚
上
げ
」
に
合
意
し
た
、
と

主
張
し
、
日
本
は
、
そ
の
よ
う
な
合
意
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。

実
際
の
会
談
記
録
を
見
る
と
、
１
９
７
２
年
に
は
、
田
中
総
理
に

対
し
周
恩
来
総
理
が
「（
尖
閣
問
題
に
つ
い
て
）
今
は
話
し
た
く
な

い
」
と
応
え
た
の
で
、
話
し
合
い
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
１
９
７
８

年
に
は
、
鄧
小
平
副
総
理
が
尖
閣
問
題
に
触
れ
た
の
で
、
園
田
外
相

が
「
尖
閣
問
題
に
つ
い
て
の
日
本
の
立
場
は
閣
下
の
ご
承
知
の
と
お

り
で
あ
り
、
先
般
の
よ
う
な
事
件
（
筆
者
注
：
そ
の
年
４
月
に
起
き

た
中
国
漁
船
の
尖
閣
諸
島
領
海
侵
犯
事
件
を
指
す
。
そ
の
際
、
中
国

政
府
は
、
こ
れ
は
中
央
政
府
の
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
偶
発
事

件
で
あ
る
と
釈
明
し
て
落
着
し
た
経
緯
が
あ
る
）
を
２
度
と
起
こ
さ

な
い
で
欲
し
い
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
鄧
小
平
副
総
理
は
、「
中

国
政
府
と
し
て
は
こ
の
問
題
で
日
中
間
に
問
題
を
起
こ
す
こ
と
は
な

い
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、「
こ
れ
は
数
年
、
数
十
年
、
百
年
で
も

脇
に
置
い
て
お
い
て
も
よ
い
。
日
中
条
約
の
精
神
に
基
づ
い
て
将
来

じ
っ
く
り
と
双
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
方
法
を
見
つ
け
れ
ば
よ
い
。

わ
れ
わ
れ
の
世
代
に
は
知
恵
が
な
い
。
次
の
世
代
、
あ
る
い
は
そ
の

次
の
世
代
に
は
知
恵
が
あ
ろ
う
」
と
応
え
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
会
談

に
同
席
し
た
私
自
身
が
聞
い
た
内
容
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
中
国
側
は
話
し
合
い
を
控
え
た
い
と
し
、
日
本
側
は

そ
れ
を
聞
き
お
く
に
留
め
た
、
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。
日
本
側

と
し
て
は
、
尖
閣
諸
島
を
自
国
領
土
と
し
て
実
効
支
配
し
て
い
る
情

況
が
そ
の
ま
ま
続
き
、
中
国
が
問
題
を
起
こ
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

何
も
不
都
合
は
な
く
、
尖
閣
諸
島
は
明
々
白
々
に
日
本
領
土
で
あ

り
、
他
国
と
争
う
余
地
の
あ
る
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
と
い
う
日

鄧小平中国副首相来日。出迎えの園田直外相（右）とタラ
ップに立つ鄧小平中国副首相。後ろは卓琳夫人〔1978年10
月22日〕（東京・大田区の羽田空港）（写真／時事）
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本
の
立
場
か
ら
は
、「
棚
上
げ
」
に
合
意
す
る
よ
う
な
筋
合
い
の
問

題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
日
本
側
は
、「
棚
上
げ
」
に
合
意
は
し
な
か
っ
た
が
、
中

国
側
に
異
な
る
見
解
が
あ
る
こ
と
は
認
識
し
た
。
そ
れ
で
、
尖
閣
諸

島
を
実
効
支
配
す
る
態
様
に
つ
い
て
は
、
中
国
側
と
の
摩
擦
が
発
生

す
る
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
可
能
な
限
り
平
穏
で
慎
重
な
管
理
を

行
う
方
針
を
と
り
、
建
造
物
の
設
置
や
一
般
人
の
上
陸
を
制
限
し
て

き
た
。
こ
れ
は
、
当
時
、
園
田
外
務
大
臣
が
国
会
で
も
説
明
し
た
通

り
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
側
の
行
動
を
見
る
と
、
中
国
側
の
い
う

「
棚
上
げ
」
つ
ま
り
「
現
状
維
持
」
を
、
中
国
自
身
が
次
々
に
破
っ

て
き
た
。
ま
ず
、
１
９
９
２
年
に
中
国
は
領
海
法
を
制
定
し
、
一
方

的
に
尖
閣
諸
島
を
中
国
領
と
規
定
し
た
。
次
に
、
２
０
０
８
年
12
月

に
中
国
公
船
が
何
の
前
触
れ
も
な
く
尖
閣
諸
島
の
領
海
に
侵
入
し

た
。
さ
ら
に
、
２
０
１
０
年
９
月
に
尖
閣
諸
島
の
領
海
内
で
、
中
国

漁
船
が
故
意
に
日
本
の
海
上
保
安
庁
監
視
船
に
衝
突
し
て
き
た
。
２

０
１
２
年
９
月
か
ら
は
、
中
国
の
公
船
が
尖
閣
諸
島
の
接
続
水
域
お

よ
び
領
海
に
侵
入
を
繰
り
返
し
、
公
機
が
領
空
を
侵
犯
し
、
日
本
側

を
挑
発
し
て
い
る
。
中
国
側
は
「
棚
上
げ
」
ど
こ
ろ
か
、
正
式
に
話

し
合
い
の
申
し
入
れ
も
せ
ず
、
い
き
な
り
実
力
行
使
に
よ
る
現
状
変

更
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
が
中
国
の
い
う
「
平
和
的
発
展
」
の
道
な

の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
う
。

こ
こ
に
見
る
通
り
、「
棚
上
げ
」
の
合
意
が
あ
っ
た
、
な
か
っ
た
、

あ
る
い
は
潜
在
的
な
合
意
が
あ
っ
た
、
な
ど
の
議
論
は
真
の
問
題
で

は
な
く
、
お
互
い
に
平
和
的
な
協
力
関
係
を
維
持
発
展
さ
せ
る
た
め

に
、
尖
閣
を
め
ぐ
り
、
い
か
な
る
行
動
を
採
っ
て
き
た
か
が
真
の
問

題
で
あ
ろ
う
。

“
現
状
維
持
”
を
壊
し
た
中
国
の
領
海
法
制
定

中
国
は
、
２
０
１
２
年
９
月
に
日
本
政
府
が
尖
閣
諸
島
を
日
本
の

民
間
人
か
ら
購
入
し
た
こ
と
に
対
し
、
強
い
不
満
と
憤
り
を
表
明
し

て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
政
府
の
行
為
は
、
中
国
と
の
摩
擦
の
発
生

を
避
け
、
友
好
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
採
っ
た
措
置
で
あ
り
、
そ

れ
は
あ
ら
か
じ
め
中
国
側
に
も
説
明
し
て
あ
っ
た
。
た
だ
、
日
本
の

プ
レ
ス
が
、
購
入
の
措
置
を
「
国
有
化
」
と
の
言
葉
を
使
っ
て
報
道

し
た
こ
と
に
よ
る
誤
解
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
政
府

の
真
意
を
理
解
し
な
か
っ
た
。

問
題
の
発
端
は
、
２
０
１
２
年
４
月
に
尖
閣
諸
島
の
所
有
者
（
民

間
市
民
）
の
売
却
希
望
に
応
じ
て
、
東
京
都
が
購
入
の
方
針
を
発
表

し
、
し
か
も
船
だ
ま
り
の
造
成
な
ど
現
状
変
更
の
意
図
を
表
明
し

た
。
そ
の
た
め
、
日
本
政
府
は
、
中
国
と
の
摩
擦
回
避
の
目
的
で
、

政
府
自
身
が
同
島
を
買
い
戻
し
（
筆
者
注
：
同
島
は
元
来
政
府
の
所
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有
地
で
あ
っ
た
）、
平
穏
な
管
理
を
継
続
す
る
方
針
を
採
る
こ
と
に

し
た
。
こ
の
日
本
政
府
の
友
好
的
で
善
意
の
あ
る
説
明
を
中
国
側
は

納
得
せ
ず
、
購
入
手
続
き
終
了
の
直
前
に
、
中
国
首
脳
よ
り
も
反
対

表
明
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
政
府
は
東
京
都
に
よ
る
現
状
変
更

を
阻
止
す
る
た
め
の
唯
一
の
合
法
措
置
と
し
て
、
や
む
を
得
ず
政
府

購
入
を
実
施
し
た
。
中
国
側
は
激
烈
な
対
日
批
判
や
暴
力
で
日
本
企

業
の
施
設
を
破
壊
し
て
世
界
を
驚
か
し
た
。
中
国
側
は
、
指
導
者
の

面
目
が
つ
ぶ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
誤
解
に

よ
る
過
剰
な
反
応
で
あ
っ
た
。

不
満
あ
る
な
ら
威
圧
で
な
く
対
話
で

中
国
側
か
ら
見
て
、
尖
閣
諸
島
の
現
状
に
不
満
が
あ
り
、
変
更
を

求
め
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
平
和
的
な
話
し
合
い
で
解
決
を
図
る

こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
。
今
回
の
よ
う
に
暴
力
で
反
日
運
動
を
起
こ

し
、
実
力
で
相
手
国
の
領
海
を
犯
し
て
威
圧
す
る
態
度
は
、
国
連
憲

章
や
平
和
友
好
条
約
の
精
神
に
完
全
に
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

中
国
側
か
ら
正
式
に
話
し
合
い
の
申
し
入
れ
が
あ
れ
ば
、
日
本
政
府

は
当
然
そ
れ
を
受
け
て
立
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
の
緊
迫
し

た
情
況
を
早
期
に
抜
け
出
す
た
め
に
は
、
日
本
は
成
熟
し
た
民
主
主

義
国
と
し
て
、
日
本
側
か
ら
冷
静
に
話
し
合
い
を
提
起
し
て
も
よ
い

と
思
う
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
方
が
、
日
本
は
国
際
社
会
か
ら
評
価

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
安
倍
新
政
権
は
、
公
明
党
山
口
代
表
の
訪
中
に

際
し
、
首
相
親
書
を
託
し
、
す
で
に
そ
の
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
最

近
中
国
の
友
人
は
私
に
対
し
、「
２
０
１
０
年
の
事
件
は
、
日
本
の

公
船
が
中
国
漁
船
に
衝
突
し
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
日
本
は

『
国
内
事
件
』
扱
い
を
し
た
。
２
０
１
１
年
に
は
尖
閣
を
国
有
化
し
、

日
本
の
実
効
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
中
国
は
こ
れ
ら
の
動
き

を
絶
対
放
置
で
き
な
い
と
考
え
た
」
旨
述
べ
た
。
こ
れ
は
中
国
が
日

本
と
は
全
く
逆
の
解
釈
で
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
双
方
の
意

思
疎
通
の
パ
イ
プ
を
よ
り
太
く
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
だ
と
思

う
。今

回
の
摩
擦
の
経
験
を
通
じ
て
痛
感
し
た
こ
と
は
、
日
中
間
に
は

相
互
信
頼
と
相
互
理
解
が
依
然
と
し
て
全
く
不
足
し
て
い
る
面
が
あ

る
こ
と
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ

は
非
常
に
危
険
な
こ
と
で
も
あ
る
。

中
国
は
、
い
ま
や
世
界
第
２
位
の
経
済
大
国
で
あ
り
、
軍
事
大
国

で
も
あ
る
。
そ
れ
を
背
景
に
「
海
洋
権
益
」「
海
洋
強
国
」
を
唱
え
、

「
中
国
は
主
権
と
領
土
保
全
を
守
る
『
自
信
と
能
力
』
を
有
し
て
い

る
」
と
強
調
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高
揚
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
か
つ
て
の
帝
国
主
義
時
代
を
想
起
さ
せ
、
現
在
の
世
界
協
調
時

代
の
責
任
あ
る
大
国
の
言
動
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

日
本
は
、
中
国
の
首
脳
も
認
め
た
よ
う
に
、
第
２
次
大
戦
後
、
平



外交　Vol. 18　80

和
国
家
と
し
て
経
済
成
長
に
成
功
し
、
世
界
全
体
の
安
定
と
繁
栄
に

も
積
極
的
に
貢
献
し
て
き
た
。
特
に
日
中
関
係
は
、
現
下
の
国
際
情

勢
に
お
い
て
最
も
重
要
な
２
国
間
関
係
の
一
つ
で
あ
り
、
日
本
は
過

去
40
年
間
中
国
の
経
済
建
設
を
支
持
し
、
質
量
と
も
に
大
き
な
援
助

と
協
力
を
行
っ
て
き
た
。
中
国
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
へ
の
加
盟
も
積
極
的
に
支

持
し
た
。
東
シ
ナ
海
に
つ
い
て
も
中
国
と
共
に
「
平
和
、
友
好
、
協

力
の
海
」
の
建
設
を
実
現
す
べ
く
日
中
協
議
の
継
続
を
提
案
し
て
い

る
。
中
国
は
、
軍
事
力
の
増
強
に
よ
ら
ず
、「
平
和
的
発
展
」
の
方

針
を
実
際
上
も
堅
持
し
て
、
日
中
平
和
友
好
協
力
関
係
の
発
展
お
よ

び
世
界
の
安
定
と
繁
栄
に
貢
献
す
る
道
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

「
小
異
を
残
し
て
大
同
に
つ
く
」

１
９
７
８
年
の
会
談
で
鄧
小
平
副
総
理
は
、
園
田
外
相
に
対
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
両
国
間
に
は
問
題
は
あ
る
が
、
多
く
の
共

通
点
が
あ
る
。
一
緒
に
仕
事
を
す
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
小
異

を
残
し
て
大
同
に
つ
き
、
よ
り
多
く
の
共
通
点
を
求
め
る
こ
と
に
意

を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
互
い
に
協
力
し
、
互
い
に
助
け
合
う
べ
き

で
あ
る
。
日
中
平
和
友
好
条
約
は
、
こ
の
共
通
点
を
肯
定
す
る
性
質

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」。

こ
の
言
葉
は
、
現
在
で
も
有
効
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
年
は
正
に

日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
35
周
年
を
記
念
す
べ
き
年
に
も
当
た
る
。

日
中
両
国
が
、
条
約
の
精
神
に
基
づ
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
環
境
保

護
、
防
災
復
興
、
金
融
、
貧
富
の
格
差
是
正
、
少
子
高
齢
化
等
々
、

両
国
が
経
験
を
共
有
し
互
い
に
協
力
す
べ
き
多
く
の
課
題
に
こ
そ
真

剣
に
取
り
組
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

�

（
２
０
１
３
年
１
月
26
日
記
）
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