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日
中
非
友
好
の
暗
流
に
目
を
注
げ

逃
れ
ら
れぬ
か
毛
沢
東の
亡
霊

中
嶋
嶺
雄
東外大歓俊

九
月
初
旬
に
北
京
で
関
か
れ
た
第
三
回
日
中
閉
僚
会
議
は 、
き
わ
め
て
友
好

的
な
雰
図
気
に
終
始
し
た
と
伝
え
ら
れ 、
来
る
十一
月
下
旬
の
飼
施
邦・
中
国

共
産
党
総
曾
記
の
来
日
を
ひ
か
え
て 、
こ
の
とこ
ろ
日
中
関
係
は一
段
と
太い

鮮
で
結
ば
れ
た
か
に一
見
思
わ
れ
よ
う 。

だ
が 、
同
じ
閉
僚
会
議
の
時
期
に
李
先
念・
国
家主
席
は 、
日
中
経
済
協
力

の
シ
ン
ボ
ル・
宝
山
製
鉄
所
の
第二
期
工
事
に
き
わ
め
て
消
程
的
な
姿
勢
を
示

し
た
こ
と 、
ま
た
石
僑
紡
中
に
よ
る
日
本
社
会
党
と
中
国
共
産
党
と
の
会
後
に

示
され
た
よ
う
に 、
中
国
共
産
党は
依然
と
し
て
ダ
ブ
ル・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

の

対
日
戦
略
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
につ
い
て
は 、
わ
が
国
の
側
は
あ
ま
り
気

づ
い
て
い
な
い 。

一
方 、
政・
財・
官
界
あ
げ
て
の
昨
今
の
中
国
傾
斜
ゃ 、
ジ
ル
ク・
ロ
ー
ド

物
な
どへ
の
ロ
マ
ン
チッ
ク
な
償
僚
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
母
近
の
中
国
社
会
で

断
行
さ
れ
て
い
る
見
せ
し
め
公
開
処
刑
の
空真
ゃ 、
一
説
に
は
五
千
人
に
も
の

ぼ
る
と
い
わ
れ
る
最
近
の
中
国
で
の
犯
罪
者
死
刑
執
行
の
報
な
ど
が 、
わ
が
国

の
多
く
の
人
び
と 、
と
く
に
若
い
世
代
に
多
大
な
心
理
的
な
反
発
を
も
た
ら
し
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て
い
る
こ
と
につ
い
て
は 、
中
国
当
局
は
まっ
た
く
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う

だ。「
赤い
貴
族」
の
独
裁
体
制
を
固
めつ
つ
あ
る
当
面
の
郵
小
平・
筒
純
邦
体

制下
の
中
国
は 、
こ
の
秋
か
ら
始
ま
る
e

郡
小
平
の
儀
後
の
賭
けe
と
し
て
の

整一党
運
動
を
ま
え
に
し
て 、
さ
ら
に
体
制
の
引
き
締
め
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が 、
それ
に
し
て
も
先
般
の
『
鄭
小
平
文
選』
の
大

震
刊
行
に
次い
で 、
こ
の
九
月
下
旬
に
は 、
鄭
小
平
の
健
在
ぶ
り
を
お
示
す
る

遊
泳
写
真が
発
表
され
た
り
す
る
と
『
毛
主
席
鱈
録』
や
毛
沢
東
長
江
遊
泳
写

真
発
表
の
時
期 、
つ
ま
り
毛
沢
東
体
制
の
末
期
とつ
い
比
較
し
て
み
た
く
も
な

る。そ
の
よ
う
な
雰囲
気
の
な
か
で 、
量
近
の
中
国
の
論
調
に
は 、
文
革
期
な
い

し
は
毛
沢
東
時
代
の
よ
う
な
日
中
非
友
好
の
暗
涜が
再
び
見
え
か
く
れ
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い。

こ
の
よ
う
な
爾
涜
は 、
大
分
す
る
と二
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
る 。
そ
の一

つ
は 、
昨
夏
の
教
科
寄
問
題
以
来
の
も
の
で 、
つ
い
巌
近
の
映
画
『
東
京
畿

， 
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す
るに
は
｛g阜
審の
存在、
姿
勢
が
深
く
か
か
わり
あっ
てく
る。

二
十
年
前、
第一
次臨
調
を
うけ
て
発
足
し
た
行
政
監
理
餐員
会
は
「
実
行e

壁
視」
を
果た
さ
ずに
解
徴し
た。
同
じ
鰍
を
踏ま
ない
た
め
に
も
「関
か
れ

た
行箪
響、
毅
然と
筋
を通
す
行革
審、
国
民
世
諭
と
商品械の
行革
審」
を
目

ざ
し
た
活
動
を
期
待す
る。

臨
調
答
申
は
「
増
税
な
き
財
政
再
迎」
の
窓
昧につ
い
て
「当
面
の
財
政
再

建
は、
ま
ず
銀
出の
徹
底
的
削
減に
よっ
て
行
うべ
き
で、
全
体
と
し
て
穏
税

負
担率の上
昇
を
も
た
ら
す
よ
う
な
税
制上
の
新た
な
措
置
を義
本
的に
は
と

ら
ない」
と
述ぺ
てい
る。
こ
の
た
め
全
体
と
し
て
の
租
税
負
担率
が上
が
ら

な
け
れ
ば
増
税は
可能
と
解
釈
す
る
向
き
もあ
る
が、
所
得税
など
の
直
接
税

を
減
税し
て、
間
接
税
を
同
額
糟
税し
た
場
合、
租
税
負
担率
は
上
が
ら
ない

と
解釈
で
き
て
も、
答
申は
前
鑓
条
件
と
し
て
「
何よ
り
も
ま
ず
徹
底
的
削
減

を
行
うべ
き
だ」
と
明確
に
し
てい
るこ
と
を
霊
視
すべ
き
で
あ
る。
長
期
的

な
税
体
系
の
在
り
方の
論
議は
別
と
し
て、
答
申
実施
がい
ま
だ
不
十分
な
現

在、
地
税は
認
め
ら
れ
ない
と
解
す
るの
が
当
然
で
は
ない
か。
今
や
るべ
き

は、
財
政
再
建の
プロ
グ
ラム
を
明確
に
す
るこ
と
で
あ
る。

行革
審
は、
い
ま
政府が
何
を
すべ
きか
を
厳しく
問い、
袖川
税
諭
隷に
毅

然
と
し
て
歯止
め
を
掛け
るべ
き
で
あ
る。
先ご
ろ
発
表
され
た
医
者、
自
営

業
者ら
を
対
象と
す
る
五
十
六
年の
税
務
調
査に
よ
る
と、
脱
税
と
申
告
漏れ

を
合わ
せ
た
eご
まか
し
所
得。
が、
初
め
て
五
千
協
同
を
超
え
た。
し
か

も、
こ
れ
は
全
体
の
約二、
三
%く
らい
を
対
象に
凋ぺ
た
結
果
だ
とい
われ

る。
そ
う
すれ
ば、
一
兆円
程
度の
減
税
財源
など
騒く
出
てく
る
可能性
が

あ
る
わ
け
だ。

課
税の
不
公
正
に
対
す
る
国
民
世
論は、
す
で
に
限
界に
き
てい
る。
蔵
間

比
率
を
変更
す
る
な
ど
の
意見は、
ご
まか
し
所
得な
ど
の
所
得
捕
捉の
間短

を
未
解
決の
ま
まに
し
てい
た
の
で
は
本
末転
倒
で
あ
る。
「
僧
税
な
き
財
政

再
建」
を
果た
す
た
めに
も搬出
削
減
と
合わ
せ、
不
公
平
税
制の
改援
に
的相

手す
る
よ
う、

行革
審
は
強く
政
府に
迫るべ
き
で
あ
る。

行
政
改
革
は、
い
まの
とこ
ろ
行
政府の
みに
限
定され、
国
会
等に
関わ

る
立
法
府の
改
皐
は
範
囲外と
され
てい
る
よ
う
だ。
し
か
し、
日
本に
お
け

る
政治
と
行政
の
実
態か
ら
すれ
ば、
当
然、
立
法
府
も
改
滋の
対
象と
すべ

き
で
あ
る。

い
ま臨
時
国
会
で
は
国
家
行
政組
織
法の
改正
案が上
程
され、
衆
院
を通

過
す
る
見通
し
だが、
政
令
で
各省
庁の
組
織
改正
が
で
き
る
よ
うに
す
る
こ

とにつ
い
て、
国
会の
カ
を
弱め
る
と
の
理
由で一
部に
鋸
抗があ
る。
行
政

と
結
びつ
こ
う
と
す
る
政治
家は、
国
会の
権限
保
持
を
は
か
ろ
う
と
し
てい

る
よ
うに
見え
る。

行
政と
政治
は、
と
もに
自主
役
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
軍
要で
あ
る。
派

手
さに
欠
け
る
と
はい
え、
国
家行
政組
織
法の
改正
は
行革の
前
進
と
考
え

ら
れ
る。

要す
るに
行
政
改
革
は、
政
治の
良
明酬が
な
けれ
ば滋ま
ない。
こ
れ
まで

行
革
が
十
分に
行
われ
な
かっ
た
理
由に、
政治
資任
の
欠
如があげ
ら
れ
て

き
た。

｛♀患の
監
視
機
関と
し
て
の
行革
審
は、
ま
さにこ
の点に
お
い
て
飽

調
と
は一
味
逃
う
重
要
課
庖が諜
せら
れ
てい
る。
臨
調
が
手を下
さ
なかっ

た
政治の
改
叢
につ
い
て、
さらに
諭
識
をおめ、
踏み
込ん
だ
努
力が
必
要

で
あ
る。行革

審
は、
政
府と
の
接点
を
持っ
と
同
時に
国
民と
の
接点
を
持っ
てい

るこ
と
を
自
覚し、
最善
の
努
力を
望
み
たい。
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判』
批
判に
い
た
る一
速
の
「
白
本
軍
国
主
稜」
批
判
の
潮
涜
で
あ
る 。
本
紙

の
八
月
十
五
日
付
主
張
「
な
ぜ
い
ま
東
京
裁
判
か」
を
批
判
し
た
九
月二
＋
日

付
『
人
民
自
主
の
「
日
本
の
公
正
な
世
論
は
軍
国
主
嬰
復
活
の
暗
療
を
批
判

し
て
い
る」
と
題
す
る
記
寧
に
も
見ら
れ
る
よ
うに 、
中
国
側
の
批
判
は
わ
が

国
に
お
け
る
東
京
裁
判
に
つ
い
て
の
「
公
正
な
世
論」
や
真
診
な
論
議
を
まっ

た
く
無
相似
し
た一
方
的
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う 。

かつ
て
日
米
安
保体
制
や
わ
が
国
の
自
衛
隊
の
存在
に
獄
し
く
反
発
し
て
い

た
中
国
が 、
日
中
友
好
時
代
の
到
来
と
と
も
に 、
自
己
の
対
ソ
戦
略
の
た
め
も

あっ
て 、
一
転 、
B
米
安
保
や
日
本
の
防
衛
力
漕
強
を
飽
め
る
方
向へ
と
伝

じ 、
優
近
は
中
ソ
接
近
に
見ら
れ
る
中
国
の
対
ソ
戦
略
の
転
倹
と
と
も
に 、
ま

た
再
び
「
日
本
窓
国
主
義」
批
判
の
ト
l

ン
を
強
め
て
い
る
の
で
あ
る 。

従っ
て 、
中
国
の
批
判
は
き
わ
め
て
怒
意
的
で
あ
り 、
わ
が
国
自
身
は
ほ
と

ん
ど
変
化
レ
て
い
な
い
の
に 、
そ
の
日
本
が
「
友
好
国」
に
なっ
た
り

「軍国

主
義」
に
な
っ

た
り
す
る
の
で
あ
る 。
中
国
自
身
が
日
本
か
ら
の
円
借
款
や
経

済
協
力
に
よっ
て 、
核
ミ
サ
イ
ル
や
原
子
力
稽
水
鑑
を
も
保
有
す
る
軍
事
大
国

へ
の
遂
を
歩
み
つ
つ
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は 、
ど
う
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う

品M 。も
う一
つ
の
古
く
て
新
し
い
暗
涜
は 、
中
国
当
局
の
気
に
い
ら
な
い
中
国
評

鈴
な
い
し
は
中
国
批
判
は
許
さ
な
い
と
いっ
たか
た
く
な
で 、
時
代
錯
誤
的
な

姿勢の
再
現
で
あ
る 。

こ
う
し
た
論
調
は、
中
国
の
対
外
広
報
誌
『
北
京
周
報』一
九
八三
年
第三

十一
号
ハ
八
月二
日〉
の
特
集
「
『
北
京
周
報』
日
本
語
版創
刊
鈎
周
年
を
祝

う」
に
出
た
張
香
山・
中
日
友好
協
会
副
会
長
の
「
新
た
な
飛
毘
的
発
疫
を
寝

む」
と
庖
す
る
文
章
以
来 、
急
速
に
目
立っ
て
き
て
い
る 。
張
香
山
氏
は 、
知

る
人
ぞ
知
る 、
白
中
関係
で
の
中
国
共
産
党の
実
質
的
な
飯
高
指
導
者
で
あ

る 。そ
の
張
副
会
長
が
文
章
の
大
半
を
費や
し
て
「
あ
る
中
国
間
短
研
究
者
の
冨

治
を
見
て
み
よ
う」
と
い
い 、
「こ
の
研
究
者
は
さ
ら
に 、
『
ま
さ
に
赤い
貨

族
の
独
裁
体
制が
遂
行
し
て
い
る』
と
中
国
共
産
党の
指
導
機
関
を
露
骨
に
攻

怒
し
た」
等々
と
穏っ
て 、
明
ら
か
に
私
の一
通
の
見
解
を非
縦
し 、
『
北
京

周
報』
に
たい
し
て
反
撃
務｝命
じ
て
い
る
の
で
あ
る 。

『
北
京
周
縁』
は
阜
速 、
九
月
六
日
付
の
第三
＋
六
号
で
「
荒
唐
無
稽
な

『
非
毛
化』」
と
題
し
て
反
省
を
開
始
し
て
い
る
が 、
そ
の
立
論
は 、
き
わ
め

て一
方
的
な
も
の
で
あっ
た 。

し
か
し 、
こ
の
点
は
中
国
に
深
い
理
解
を
示
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な

ヲャ
！

ナ
リ
ス
ト 、
セ
オ
ド

ア・
H・
ホ
ワ
イ
ト

の
「
毛
沢
東
の
亡
霊
を
追

放」
と
の
表
紙
面
つ
き
の
記
事
を
蛾
せ
た
『
タ
イム』
〈
九
月二
十六
日
号〉

が
九
月
下
旬
に
中
国
国
内
で
発
売
禁止
に
なっ
た
こ
と
に
も
関
巡
し
て
い
る
よ

うに
思
わ
れ
る 。

か
つ
て
毛
沢
東
時
代に
文
革
批
判
の
お
調
を

e
検
閲e
し
た
り 、
中
国
の
真

実
を
報
じ
よ
う
と
し
た
新
聞
記
者
を
迫
叙
し
た
り 、
さ
ら
に
は
毛
沢
東
礼
貨や

中
国
共
産
党
賛
美
の
中
国
観
を
外
国
人
に
も
強
要
し
た
り
し
た
過
去
の
誤
り
を

反
省
し
た
は
ず
で
は
な
かっ
た
の
か 。
国
際
共
産
主
義
運
動
に
お
い
で
さ
え 、

自
己
の
路
線
を
他
党に
押
しつ
け
な
い
こ
と
を
寄っ
た
は
ず
で
は
な
かっ
た
の

か 。中
国
の
転
換
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
右
の
よ
う
な一
連
の
兆
候
か
ら
す
る
と 、

ど
う
も
簸
近
の
中
国
は
本当
に
毛
沢
東
の
亡
霊
に
漏掛
か
れ
は
じ
め
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い 。
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