
第
三
章 

 

日
中
国
交
正
常
化 

 

１
．
功
を
焦
っ
た
田
中
角
栄 

  

一
九
七
二
年
、
突
然
、
日
本
と
中
国
が
国
交
を
正
常
化
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
た
年
か
ら

二
十
七
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
は
そ
の
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
高
度
成
長
期
で
も
あ
り
、

確
か
に
国
民
の
多
く
は
浮
か
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。 

先
人
の
苦
労
を
土
台
に
国
民
が
血
の
滲
む
よ
う
な
努
力
を
し
、
８
年
前
に
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
、

そ
し
て
２
年
前
に
は
、
大
阪
で
万
国
博
覧
会
が
大
成
功
を
収
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
国
民
も

舞
い
上
が
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 
 

有
頂
天
に
な
っ
て
い
た
政
治
家
は
企
業
と
癒
着
し
、
金
に
眼
が
く
ら
み
、
自
己
抑
制
を
失
っ
て
い
っ
た
。

経
済
成
長
に
浮
か
れ
て
い
た
国
民
も
、
欲
望
に
眼
が
く
ら
ん
で
、
品
格
を
失
っ
た
政
治
に
寛
大
に
な
り
、

「
金
と
数
」
に
も
の
を
言
わ
す
政
治
家
が
台
頭
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

金
権
政
治
の
代
名
詞
で
あ
る
田
中
角
栄
氏
が
「
金
と
数
」
に
も
の
を
言
わ
せ
て
首
相
に
な
り
、
功
名
の

欲
に
駆
ら
れ
、
国
民
感
情
を
無
視
し
て
独
善
的
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
の
が
「
日
中
国
交
正
常
化
」
で

あ
り
、
そ
の
後
の
国
内
産
業
空
洞
化
に
繋
が
る
経
済
支
援
が
始
ま
っ
た
。 

独
善
的
で
あ
っ
た
何
よ
り
の
証
拠
は
、
中
国
が
、
日
本
で
は
な
く
田
中
家
に
感
謝
を
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
田
中
角
栄
氏
の
法
要
に
は
、
中
国
駐
日
公
使
が
田
中
家
を
訪
れ
て
参
拝
す
る
な
ど
個
人
に
謝
意
を

表
し
て
い
る
の
が
、
国
交
正
常
化
が
独
断
で
あ
っ
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
何
ら
の

戦
略
性
も
な
い
外
交
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

「
反
日
」
教
育
を
行
い
、
日
本
に
敵
対
し
て
い
る
国
が
、「
日
中
友
好
」
を
独
断
で
進
め
た
田
中
角
栄
氏
を
、

「
井
戸
を
掘
っ
た
人
」
と
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
国
家
の
交
流
が
異
常
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と

思
う
の
だ
が
メ
デ
ィ
ア
が
あ
ま
り
指
摘
し
な
い
。 

日
本
は
、
そ
う
い
う
国
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
角
栄
氏
の
娘
、
田
中
真
紀
子
氏
は
勘
違
い
を
し
て

い
る
よ
う
だ
が
、
父
親
は
祖
国
を
危
機
に
曝
し
た
政
治
家
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
ほ
ど
の
、
外
交
の

過
ち
を
犯
し
た
歴
史
上
の
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

政
治
は
単
な
る
個
人
企
業
で
は
な
く
、
国
民
の
幸
せ
の
原
点
と
も
言
え
る
、
「
国
家
の
名
誉
」
を
守
る

こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
の
世
界
で
独
断
が
戒
め
ら
れ
る
の
は
、
過
ち
を
最
小
限
に

留
め
る
こ
と
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 
 

国
民
は
、
準
備
不
十
分
の
ま
ま
、
訳
が
分
か
ら
な
い
状
態
で
「
日
中
友
好
」
に
巻
込
ま
れ
て
い
っ
た
が
、

そ
れ
は
今
も
続
く
違
和
感
で
あ
る
。「
反
日
」
教
育
で
日
本
が
非
難
さ
れ
よ
う
が
、
国
際
社
会
で
侮
辱
さ
れ

よ
う
が
、
「
日
中
友
好
」
が
最
重
要
だ
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ
が
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。 



 
少
な
く
と
も
中
国
は
、
共
産
党
の
一
党
独
裁
国
家
で
あ
る
。
人
民
は
人
権
を
束
縛
さ
れ
、
言
論
さ
え
も

統
制
さ
れ
た
管
理
社
会
で
あ
り
、
法
治
国
家
の
自
由
世
界
に
危
険
な
国
家
で
あ
る
こ
と
ぐ
ら
い
、
政
治
家

で
な
く
て
も
分
か
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
警
戒
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

危
険
度
が
分
か
ら
な
い
に
し
て
も
、
交
流
に
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
の
は
自
由
世
界
の
常
識
で
あ
ろ
う
。

準
備
不
足
で
安
易
に
行
っ
た
「
日
中
国
交
正
常
化
」
が
、
そ
の
後
の
日
本
及
び
国
民
を
「
正
」「
邪
」
さ
え

も
判
断
で
き
な
い
民
族
に
し
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

日
本
で
は
中
国
を
美
化
し
、
中
国
の
「
反
日
」
教
育
な
ど
歯
牙
に
も
か
け
な
い
論
評
で
、
暴
虐
無
人
を

と
が
め
る
反
論
は
「
右
傾
化
」
と
す
る
な
ど
、
「
正
」
「
邪
」
が
逆
転
し
た
国
家
は
世
界
の
非
常
識
と
し
て

不
思
議
が
ら
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。 

日
本
を
侮
辱
し
「
反
日
」
教
育
を
続
け
る
中
国
、
韓
国
等
は
近
隣
諸
国
と
は
い
え
「
元
寇
の
侵
略
」
で

日
本
人
を
大
虐
殺
し
た
民
族
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
先
人
の
決
断
の
意
味
を
、

静
か
に
振
り
返
っ
て
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。 

「
友
好
」
を
希
え
ば
こ
そ
行
う
日
本
の
主
張
を
、「
右
傾
化
」
と
す
る
政
治
家
と
メ
デ
ィ
ア
な
ど
、
現
在
の

考
え
方
が
日
本
か
ら
淘
汰
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
正
常
な
国
家
に
は
到
底
な
り
得
な
い
の
は
理
解
で
き
て
も
、

あ
き
ら
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

早
す
ぎ
た
国
交
正
常
化
の
独
断
と
、
今
・
犯
し
て
い
る
親
中
派
の
失
政
、
「
日
中
友
好
」
を
見
直
し
、

日
本
が
歴
史
を
見
つ
め
直
す
機
会
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

田
中
角
栄
氏
の
独
断
が
招
い
た
、
日
本
精
神
の
崩
壊
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
回
復
は
容
易
で
は
な
い
。 

中
国
が
、
日
本
に
敵
対
す
る
「
反
日
」
教
育
を
活
発
に
し
始
め
た
の
も
、
日
本
に
親
中
派
と
い
う
、
妙
な

人
種
が
蔓
延
っ
て
か
ら
で
あ
り
江
沢
民
が
主
席
に
な
っ
て
そ
れ
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
日
本
と
中
国
人
の

洗
脳
シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
た
の
は
親
中
派
の
存
在
抜
き
で
は
語
れ
な
い
。 

 

今
や
中
国
へ
の
反
論
は
、
余
程
の
勇
気
が
必
要
と
な
る
な
ど
、
敗
戦
の
け
じ
め
さ
え
付
け
な
い
事
態
で

の
め
り
こ
ん
だ
「
日
中
友
好
」
は
、
日
本
を
泥
沼
に
沈
め
て
し
ま
っ
た
。「
金
と
数
」
の
論
理
を
実
践
し
た

田
中
角
栄
氏
は
、
そ
の
意
味
で
国
家
に
大
き
な
爪
あ
と
を
残
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

歴
史
は
「
継
続
性
」
が
重
要
と
は
い
え
過
ち
を
正
す
勇
気
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。「
元
寇
の
侵
略
」
と

「
植
民
地
政
策
」
は
日
本
と
韓
国
が
互
い
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
歴
史
で
あ
り
、
日
中
戦
争
に
つ
い
て
も
、

戦
争
は
、
互
い
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。 

 

中
国
が
、
共
産
主
義
一
党
独
裁
国
家
で
あ
り
、
人
民
に
は
言
論
の
自
由
も
思
想
の
自
由
も
な
い
こ
と
は
、

彼
ら
に
反
対
す
る
政
党
も
な
け
れ
ば
、
団
体
も
な
く
、
人
民
の
意
見
や
、
意
思
を
封
じ
込
め
る
こ
と
な
ど

日
常
茶
飯
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
反
日
」
教
育
が
、
自
由
自
在
で
あ
る
こ
と
も
、
中
国
と
の
交
流
に
慎
重

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
は
十
分
で
あ
ろ
う
。 

 

田
中
角
栄
氏
の
「
金
権
政
治
」
は
小
泉
首
相
ら
が
一
部
を
破
壊
し
た
が
、
次
の
決
断
は
中
国
の
生
贄
と

な
っ
て
い
る
「
製
造
工
場
の
撤
退
」
と
「
歴
史
認
識
」
の
正
常
化
で
あ
ろ
う
。 

日
中
は
歴
史
の
正
常
化
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
「
南
京
大
虐
殺
」
３
０
万
人
な
ど
は
、
当
時
の
指
導
者
・

毛
沢
東
氏
の
発
言
で
も
分
か
る
、「
ね
つ
造
」
の
歴
史
が
、
子
供
達
に
す
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で

「
や
が
て
分
か
る
と
き
が
来
る
だ
ろ
う
」
で
は
困
る
の
で
あ
る
。 


