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戦
後
か
ら
つ
づ
く
「
政
治
と
経
済
の
ズ
レ
」

日
中
関
係
が
揺
れ
て
い
る
。
深
ま
る
経
済
交
流

と
は
裏
腹
に
、
政
治
や
国
民
感
情
は
冷
え
込
む
一

方
だ
。
い
わ
ゆ
る
「
政
冷
経
熱
」
で
あ
る
。
「
漂

流
」
す
る
日
中
関
係
は
、
ど
こ
へ
向
か
う
の
だ
ろ

う
。
羅
針
盤
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
日
中
関
係
に
お
け
る
「
政
治
と
経

済
の
ズ
レ
」
は
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

戦
後
し
ば
ら
く
は
、
「
政
経
分
離
」
か
「
政
経
不

可
分
」
か
と
い
う
問
題
が
、
常
に
問
題
で
あ
り
続

け
た
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
朝
鮮
戦
争
（
１
９
５

０
〜
53
年
）
後
の
米
中
対
立
の
時
代
で
あ
り
、
日

本
は
対
米
関
係
と
対
中
貿
易
の
は
ざ
ま
に
置
か
れ
、

難
し
い
舵
取
り
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
吉
田
茂
首
相
は
、
「
中
共
に
対
す

る
問
題
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
か
か
わ
ら
ず
、
現

実
外
交
の
見
地
か
ら
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
こ
と

は
勿
論
で
あ
り
、
現
在
の
対
中
共
関
係
は
通
商
貿

易
上
か
ら
考
え
て
お
り
中
共
の
出
方
い
か
ん
に
よ

っ
て
は
、
日
本
は
上
海
に
在
外
事
務
所
を
設
置
し

て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
た

が
、
米
国
側
か
ら
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条

約
（
締
結
は
51
年
）
の
米
議
会
に
お
け
る
承
認
が

危
う
く
な
る
」
と
の
圧
力
を
受
け
、
結
局
は
対
中

貿
易
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
（
田
中
明
彦
『
日
中
関

係
１
９
４
５
―
１
９
９
０
』
）
。
そ
の
後
も
日
本
は
、

東
西
冷
戦
下
の
米
中
対
立
構
造
の
な
か
で
、
対
中

貿
易
を
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
前
の
対
中
貿
易
は
、
日
本
経
済
に
と
っ
て
極

め
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
戦
後
復
興
の

た
め
に
も
貿
易
再
開
が
強
く
望
ま
れ
て
い
た
。
１

９
３
０
〜
39
年
の
時
点
で
、
対
中
輸
出
の
割
合
は

全
体
の
２
割
、
輸
入
は
１
割
を
占
め
て
い
た
。
中

国
側
の
統
計
で
み
て
も
、
29
〜
31
年
の
対
日
貿
易

は
、
輸
出
の
３
割
、
輸
入
の
２
割
を
占
め
て
い
た

が
、
戦
後
の
47
年
に
は
、
輸
出
入
と
も
１
％
に
ま

で
落
ち
込
ん
だ
。
そ
し
て
朝
鮮
戦
争
後
の
52
〜
54

年
に
は
、
米
国
に
よ
る
対
中
経
済
封
鎖
の
余
波
を

受
け
、
対
日
貿
易
の
シ
ェ
ア
は
輸
出
が
１
％
、
輸

入
が
０
・
５
％
ま
で
激
減
し
た
。

た
だ
、
戦
後
日
本
は
「
対
米
関
係
か
対
中
貿
易

か
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
て
い
た
が
、「
対

米
関
係
も
対
中
貿
易
も
」
と
い
う
「
両
面
思
考
」

も
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
歴
代
首
相
の
な

か
で
そ
れ
を
も
っ
と
も
明
確
に
主
張
し
た
の
が
石

橋
湛
山

た
ん
ざ
ん

（
１
８
８
４
〜
１
９
７
３
年
）
だ
っ
た
。
不

幸
に
も
病
に
倒
れ
、
わ
ず
か
２
カ
月
の
首
相
で
は

あ
っ
た
が
、
彼
の
外
交
思
想
は
、
混
迷
す
る
日
中

関
係
を
考
え
る
上
で
、
い
ま
で
も
重
要
な
指
針
を

提
示
し
て
く
れ
る
。

日
中
関
係
を
と
ら
え
る
二
つ
の
視
点

湛
山
は
、
日
中
関
係
を
二
つ
の
視
点
で
と
ら
え
て

い
た
。
ひ
と
つ
は
「
豊
か
な
中
国
＝
日
本
の
利
益
」、

も
う
ひ
と
つ
は
「
日
中
米
ソ
平
和
同
盟
」
で
あ
る
。

戦
前
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
た
湛

山
は
、
軍
事
的
色
彩
が
日
増
し
に
色
濃
く
な
る
世

相
の
な
か
で
、
植
民
地
領
有
や
戦
争
が
国
益
に
な

ら
な
い
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
た
点
で
異
彩
を

放
っ
て
い
た
。
「
豊
か
な
中
国
＝
日
本
の
利
益
」

と
い
う
視
点
は
、
日
本
が
第
一
次
世
界
大
戦
で
ド

イ
ツ
に
勝
利
し
、
山

シ
ャ
ン

東ド
ン

省
青チ

ン

島ダ
オ

を
占
領
し
た
と
き

に
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ
。

彼
は
、
「
日
本
は
青
島
を
領
有
す
べ
き
で
は
な

い
。
中
国
を
豊
か
に
し
、
経
済
発
展
を
促
す
べ
き

だ
」
と
主
張
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
対
中
貿
易
が

増
進
さ
れ
、
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
日
本
の
商
工
業

も
目
覚
し
い
交
流
を
来
た
す
」
か
ら
だ
。
そ
の
た

め
に
は
、
「
欧
米
先
進
国
民
の
無
限
の
資
本
と
優

秀
な
る
企
業
力
を
、
最
大
限
に
」
中
国
に
注
入
さ

せ
、
活
動
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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青
島
の
占
有
は
、
「
我
が
経
済
的
発
展
の
立
場
を

作
る
所
以
に
あ
ら
ず
、
却
っ
て
之
を
破
壊
す
る
愚

策
」
と
言
い
切
っ
た
の
で
あ
る
。

国
を
挙
げ
て
軍
事
拡
大
路
線
に
邁
進

ま
い
し
ん

し
て
い
た

当
時
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
主
張
は
「
異
端
」

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
正
し
か
っ
た
こ
と
は
、
米

中
和
解
、
日
中
国
交
正
常
化
後
の
中
国
の
急
速
な

経
済
発
展
、
近
年
の
日
本
に
お
け
る
「
中
国
特
需
」

な
ど
の
事
実
が
示
し
て
い
る
。

一
方
、
「
日
中
米
ソ
平
和
同
盟
」
は
、
冷
戦
期

に
提
唱
し
た
構
想
で
あ
る
。
湛
山
は
、
米
ソ
和
解

か
ら
冷
戦
終
結
へ
の
流
れ
を
い
ち
早
く
予
知
し
、

「
ア
メ
リ
カ
と
提
携
す
る
が
向
米
一
辺
倒
に
な
ら
な

い
。
中
国
と
も
経
済
的
関
係
を
深
め
て
い
く
」
と

い
う
「
自
主
外
交
」
の
立
場
を
と
ろ
う
と
し
た
。

も
ち
ろ
ん
米
国
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
ず
、
結
局
は
病

気
で
内
閣
も
短
命
に
終
わ
っ
た
が
、
彼
は
首
相
辞

任
後
も
中
国
や
ソ
連
と
の
共
存
路
線
を
唱
え
、
自

民
党
内
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
自
ら
中
国
を
訪
問

し
、
周
恩
来
と
独
自
に
会
談
を
行
な
う
（
59
年
）
な

ど
、
構
想
の
実
現
に
向
け
て
活
発
に
動
き
回
っ
た
。

当
時
、
彼
の
見
解
は
、
「
夢
想
家
の
空
論
」
と

し
て
無
視
さ
れ
続
け
た
が
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の

電
撃
訪
中
（
72
年
）
に
よ
り
米
中
和
解
が
実
現
す

る
と
、
一
挙
に
現
実
味
を
帯
び
て
い
く
。
米
国
の

い
わ
ゆ
る
「
頭
越
し
外
交
」
に
危
機
感
を
抱
い
た

日
本
は
、
急
速
に
中
国
に
歩
み
寄
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

国
交
正
常
化
実
現
の
た
め
に
北
京
に
旅
立
つ
直

前
、
田
中
角
栄
首
相
は
湛
山
私
邸
を
訪
ね
、
病
床

に
あ
っ
た
湛
山
を
見
舞
い
、
「
石
橋
先
生
、
中
国

に
行
っ
て
き
ま
す
」
と
告
げ
た
。
湛
山
は
こ
の
日
、

か
つ
て
北
京
で
会
談
し
た
周
恩
来
首
相
宛
に
田
中

首
相
の
紹
介
状
を
送
付
し
た
と
い
う
（
増
田
弘

『
侮
ら
ず
、
干
渉
せ
ず
、
平
伏
さ
ず
』
）
。
長
年
の
祈

願
が
成
就
し
た
瞬
間
だ
っ
た
。

田
中
自
身
、「
い
ち
ば
ん
い
い
こ
と
は
、
わ
が
国

周
辺
の
平
和
が
確
か
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
国
防
費
を
そ
ん
な
に
増
や
す

心
配
も
な
く
な
る
。
と
に
か
く
、
周
辺
の
平
和
を

確
か
な
も
の
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
も
っ
と
も
重

要
な
課
題
と
し
て
わ
た
し
が
取
り
組
ん
だ
の
が
、

日
中
の
国
交
回
復
な
ん
だ
」（
早
坂
茂
三
『
田
中
角

栄
回
想
録
』）
と
生
前
に
語
る
な
ど
、
湛
山
と
一
脈

通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
対
米
外
交
に
つ
い
て
も
「
ア
メ
リ
カ
を

底
辺
に
し
て
中
国
と
日
本
が
左
右
の
二
辺
に
な
る

二
等
辺
三
角
形
を
形
成
」
し
、
「
日
米
中
の
三
国

で
極
東
の
安
全
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
考
え
て
お
り
、
日
中
国
交
正
常
化
は
そ
の
た
め

だ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
日
米
関
係

を
重
視
し
な
が
ら
中
国
と
も
良
好
な
関
係
を
築
く
」

と
い
う
湛
山
の
立
場
と
一
致
し
て
い
る
。

政
治
的
な
対
立
は
利
益
に
な
る
か

日
中
国
交
正
常
化
か
ら
今
年
で
34
年
。
は
た
し

て
石
橋
湛
山
や
田
中
角
栄
の
構
想
は
実
現
さ
れ
た

だ
ろ
う
か
。

経
済
面
で
は
「
ほ
ぼ
実
現
さ
れ
た
」
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
日
中
国
交
正
常
化
に
よ
り
、
70
年
代
初

頭
、
中
国
の
対
日
貿
易
は
、
輸
出
13
％
、
輸
入

23
％
の
シ
ェ
ア
ま
で
回
復
し
、
80
年
代
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
２
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
で
は
日
本
の
貿
易
相
手
国
は
、
輸
出
で
は
米

国
・
中
国
、
輸
入
で
は
中
国
・
米
国
の
順
で
あ
り
、

三
者
は
が
っ
ち
り
「
利
益
共
同
体
」
を
形
成
し
て

い
る
。
中
国
（
香
港
を
含
む
）
は
、
２
０
０
４
年

に
米
国
を
抜
き
、
日
本
に
と
っ
て
最
大
の
貿
易
相

手
国
に
な
っ
た
。
先
ご
ろ
中
国
を
訪
問
し
た
ブ
ッ

シ
ュ
大
統
領
は
、
「
日
中
関
係
の
悪
化
は
米
国
の

利
益
を
損
ね
る
」
と
発
言
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
ま
さ
に
三
者
は
利
益
共
同
体
と
い
う
認
識

に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
政
治
面
は
極
め
て
不
安
定
で
あ
る
。
日

中
両
国
に
は
、
反
日
デ
モ
、
靖
国
参
拝
、
教
科
書
問

題
、
尖
閣
諸
島
、
東
シ
ナ
海
の
ガ
ス
田
、
日
本
の

常
任
理
事
国
入
り
を
め
ぐ
る
確
執
、
台
湾
問
題
な
ど

次
か
ら
次
へ
と
問
題
が
持
ち
上
が
り
、
摩
擦
が
絶
え

る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
摩
擦
の
影
響
を
受
け
、

両
国
民
の
相
互
イ
メ
ー
ジ
も
悪
化
し
つ
つ
あ
る
。

い
ま
こ
そ
、
「
日
中
の
共
通
利
益
と
は
何
か
」

「
日
本
に
と
っ
て
い
か
な
る
周
辺
環
境
が
有
利
か
」

と
い
っ
た
原
点
に
立
ち
戻
り
、
日
中
関
係
の
方
向

性
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
突
き
詰
め
れ
ば
、

日
中
経
済
の
一
体
化
が
誰
に
も
否
定
で
き
な
い
現

実
と
な
っ
た
こ
の
時
代
に
お
い
て
、「
両
者
が
政
治

的
に
対
立
す
る
こ
と
が
利
益
に
な
る
か
」
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
う
し
た
根
本
的
問
題
に
あ
ら
た
め
て

向
き
合
う
と
き
、
戦
前
・
戦
後
を
通
し
、
日
中
関

係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
世
界
的
視
点
か
ら
提
言
し

続
け
、
時
流
に
流
さ
れ
ず
、
な
お
か
つ
時
代
の
流

れ
を
先
取
り
し
て
い
た
湛
山
の
主
張
か
ら
学
ぶ
と

こ
ろ
は
多
い
。a


