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〔第三分科会〕

反日論の国際的背景
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大国外交の急速な展開の中で“現実的中立

主義”がそれぞれの国に芽ばえっ与ある
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反
日
論
の
国
際
的
背
景

八
与

件
V

l

一 、
七
0
年
代
ア
ジ
ア
の
閉
幕

中

嶋

嶺

雄

ニ
ク
ソ
ン
・

キ
ッ

シ
ン
ジ
ャ
ー

外
交
を
批
判
す
る
立
場
か
ら 、

リ
カ
が
伝
統
的
な
同
盟
外
交
を
脱
し
て
十
九
世
紀
的
な
均
衡
外
交
へ
走

る
こ
と
の
危
険
を
説
い
た
米・
元
国
務
次
官
ジ
ョ
ー

ジ
・

W
－

ボ
l

ル

氏
は 、
ア
ジ
ア
地
域
の
政
治
的
将
来
を
決
定
す
る
米・
ソ
・

中・
日
の

四
大
国
の
諸
関
係
と
そ
の
役
割
を 、
き
わ
め
て
リ
ア
ル
に
論
じ
て
い’
た

（
hR
Y
下
、。
宮
司h

立

与旬h
aT

〉
仏冊目
U
E
HM
印
刷
お吋
』
白
ロ
ロ
同
ミ

巴叶
ω‘

ロ
ω
ω）
。

そ

こ
で
の
ボ
l

ル
氏
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く 、

米・
ソ
・

中・
日
の

四
大
国
民
ア
ジ
ア
の
将
来
に
た
い
し
て
決
定
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て 、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
が 、
こ
れ
ら
四
大
国
は 、

七
0
年
代
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
に
関
し
て 、
一
九
六
九
年
に
集
中
し
て

65 

ア
メ

阿部氏中嶋氏深海氏飯田／氏

外
側
か
ら
そ
の
幕
を
聞
い
た
の
で
あ
っ
た 。

こ
の
点
を
ク
ロ
ノ
ジ
カ
ル
に
列
挙
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る 。

ハ門
中
国
共
産
党
九
全
大
会
の
開
催
（
六
九
年
四
月）
と
そ
れ
に
伴
う
文
化
f

大
革
命
収
拾
に
よ
る
中
国
外
交
の
新
展
開 、
∞
「
ブ
レ
ジ
ネ
フ
・
ド
リ

ト
リ
ン
」
（
六
九
年
六
月）
に
よ
る
ソ
連
の
ア
ジ
ア
集
団
安
保
構
想
と
ア

ジ
ア
に
お
け
る
ソ
連
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
拡
大
方
向
の
提
示 、
日開
「
グ
ア

ム
・
ド fク
ト
リ
ン
」
（
六
九
年
七
月〉
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
新
し
い
ア
ジ

ア
政
策
（
↓

米
中
接
近） 、

帥
日
米
共
同
声
明
（
六
九
年
十一
月〉
に
よ
る

ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
地
位
と
役
割
の
表
明 。

こ
う
し
て一
九
六
九
年
は 、
米・
ソ
・

中・
日
の
四
大
国
が
同
時
に

新
し
い
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
行
動
を
起
こ
し
た
年
で
あ
り 、

七

0
年
代
ア
ジ
ア
は
こ
こ
に
開
幕
し
た 。

ニ
J

新

し

い

国

際

環

境

右
の
ょ
う
か
状
況
の
な
か
で 、
六
0
年
代
後
半
か
ら
七
0
年
代
初
頭

ま
で 、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
に
集
約
さ
れ
て
い
た
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
の

焦
点
は 、
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ト

ナ
ム
以
後」 、

ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
か
ら

の
「
撤
退一 、

ア
ジ
ア
に
お

中
ソ
対
立
の
影
響
の
ア
ジ
ア
へ
の
拡
大 、

け
る
日
本
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
急
激
な
肥
大
化
を
伴
い
つ
つ 、
い
わ
ゆ
る

H
ア
ジ
ア
の
真
空μ
へ
と
力
学
的
に
移
行
し 、
ア
ジ
ア
全
域
に
国
際
政

治
の
焦
点
が
拡
散
さ
れ 、
FUシ
ア
全
域
の
流
動
化
を
も
た
ら
し
つ
つ 、

新
し
い
国
際
環
境
の
形
成
を
促
し
た 。
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「
緊
張
緩
和」
と
「
緊
張
激
化」

米
中
接
近 、
中
国
の
国
連
参
加 、
ベ
ト

ナ
ム
和
子 、
日
中
復
交
と
い

う
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
変
化
が 、
い

わ
ゆ
る
「
緊
張
緩
和」
外
交
と

し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
は、
ア
ジ
ア
の
新
し
い
国
際
環
境
を
急
速
に
形

成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が 、
「
緊
張
緩
和」
は
米・
ソ
・

中・
日
の
四
大

国
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
と
の
再
編
成
と
こ
れ
ら
四
大
国
の
当
面
の
国
益
に

と
っ
て
有
利
で
は
あ
っ
て
も 、
当
事
国
以
外
の
中
小
諸
国
に
と
っ
て
は

あ
ま
り
に
も
衝
撃
が
大
き
く 、
中
小
諸
国
の
内
政
不
安
と
と
も
に 、
こ

れ
ら
諸
国
に
は
内
政
的
に
も
対
外
的
に
も

か
え
っ
て
「
緊
張
激
化」
が

も
た
ら
さ
れ
た 。
「
緊
張
緩
和」
が
相
対
的
に
安
定
し
た
均
衡
構
造
を

前
提
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
な
い
場
合 、
ア
ジ
ア
に
は

か
え
っ
て、

「
緊
張」
が
増
大
し、
と
く
に
中
小
諸
国
に
は
「
緊
張」
が
し

わ
ょ
せ

さ
軒 、
中
小
諸
国
は
こ
の
点
で
大
国
の
犠
牲
に
な
る。

四 、
地
域
主
義
（河巾岡山O
B
EB）
の
発
展

ア
ジ
ア
の
中
小
諸
国
の
あ
い
だ
に 、
大
国
の
犠
牲
を
回
避
す
る
た
め

の
新
し
い
地
域
主
義
が
芽
生
え 、
と
く
に
現
実
主
義
的
な
中
立
化
構
想

に
立
脚
し
た
A
S
E
A
N
は、
七
四
年
五
月
の
第
七
回
外
相
会
議
以
降

実
質
的
な
域
内
協
力
へ
向

か
っ
て
の
第
二
段
階
に
入
っ
た
と
み
な
し
得

る。
A
S
P
A
e
の
解
体
も 、
新
し
い
地
域
主
義
の
成
長
と
相
関
的
な

帰
結
で
あ
っ
た 。

・
五 、
ィ
中
国
の
影」
と
の
対
応

7ジアの反日論句
吹
に
た
い
し
て
は
す
で
に
十
分
な
免
疫
力
を
も
っ
て
い
るJ

ム

f

ウジポンシ

八
主

体
〉

一 、
日
本
の
台
頭

ア
ジ
ア’
諸
国
に
た
い
す
る
日
本
の
直
接
投
資
の
統
計
に
は
じ
ま
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
統
計
的

ア
ジ
ア
諸
国
で
の
在
留
邦
人
数
に
い
た
る
ま
で 、

指
標
は、
七
0
年
代
に
入
っ
た
日
本
が
い

か
に
驚
異
的
に
ア
ジ
ア
に
進

出
し
て
い
る

か
を
物
語
っ
て
お
り 、

一
方、
ア
ジ
ア
各
国
を
少
し
で
も

歩
い
て
み
れι
ば 、
日
本
が 、
い

か
に
オ
ー

バ
ー

プ
レ
ゼ
ン
ス
で
あ
る

か

わ
が
国
の
金・
外
貨

台、

見
し

六 て
Oわ
年か
代 る
は、 。

、 そ
れ
t主

あ
る
意
味
で 、

準
備
が 、

ほ
ぼ
ゼ
ロ
成
長
で
あ
っ
た
の
が 、
七
0
年
代

に
入
っ
て、
鋭
い
急
カ
l

ブ
で
上
昇
し
て
い
る
ζ
と
と
も
に 、
き

わ
め

て
象
徴
的
で
あ
る。

客
観
的
な
増
大
に
た
い
し
て
自
覚
的
で
は
な
く 、，

好
む
と
好
ま
ざ
る
と

し
か

し、
わ
が
国
は、
そ
の
よ
う
な
自
己
の
力
の

に
か
か
わ

ら
ず

わ
が
国
が
ア
ジ
ア
の
大
国
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
に
欠
け

て
い
た 。
ね従
っ
て、
大
国
と
し
て
の
自
省
を
試
み
る
こ
と
は
を

わ
め
て

ノ
工
、

っ
こ0

．A一
f
カ
ナJ
こ
の
点
で
は
経
済
大
国
が
政
治
的
低
姿
勢
と
い
う

戦
後

的
惰
性
に
甘
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の

・無
自
覚
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い 。、

一一、
「
北
京
H

東
京
枢
軸」
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そ
の
よ
う
な
日
本
が 、
急
速
に
（
北
京
日

東
京
枢
軸」
を
形、
成
し
た

か
に
思

わ
れ
た
日
本
外
交
の
腰
の
軽
さ
に
た
い
す
る
不
安
と
不
満 、
そ

マ
レ
ー
シ
ア
の
対
中
国
交 、
フ
ィ

グ
ピ
ン
の
対
中
国
交
へ
の
瀬
踏
み

3
2
ユ
R
る
に
見
ら
れ
る
よ
う
に 、
「
中
国
の
影」
に
対
処
す
る
た
め

の
知
恵
が 、
と
く
に
A
S
E
A
N
地
域
に
お
い
て
は
「
合
意」
に
よ
っ

て
見
出
さ
れ
つ
つ
あ
る。
し

か
し、
中
国
の
「
革
命
輸
出」
の
問
題
と

「
華
僑」
問
題
は、
中
圏
内
政
の
す
べ
て
が
過
渡
的
な
状
況
の
た
め
も
＼

あ
っ
て、
ま
だ
流
動
的
で
あ
る。
前
者
に
お
い
て
は、
「
マ
ラ
ヤ
革
命

の
声」 、
北
カ
リ
マ
ン
タ
ン
λ
民
武
装
勢
力 、
「
タ
イ
人
民
の
声」 、
フ

ィ
リ
ピ
ン
新
人
民
軍
な
ど
の
問
題
が
残
っ
て
お
り 、
後
者
に
つ
い
て
は

中
国
の
国
際
的
威
信
の
増
大
と
と
も
に 、
華
僑
は
今
日
は
じ
め
て、

「
親
と
別
れ
た
孤
児
の
よ
う
に
知
り
も
し
な
い
親
を
慕
う

気
持
で 、
そ

の
親
が
ど
う
い
う
親
で
あ
る

か
は
穿
撃
せ
ず 、
と
に

か
く

親
の
膝
下
に

お
り
さ
え
す
れ
ば」
（
呉
濁
流
『
夜
明
け
前
の
台
湾』
の
「
祖
国
愛」 、
参
照）

と
い
う
心
理
状
況
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い

か。
」

一
方い
中
国
は、

郵
小
平
の
国
連
資
源
特
別
総
会
演
説
（
七
四
年
四

凋）
に
見
ら
れ
よ
う
に 、

「
天
下
大
い
に
乱
れ
る」
と
の
国
際
認
識
の

も
と
に
資
源 、
食
糧 、
人
口 、
海
洋
権
な
ど
の
問
題
に
関
連
し
て
新
た

な
「
第
三
世
界」
戦
略
を
激
し
く

提
起
し
て
い
る

下 、
ア
ジ
ア
諸
国
は

必
ず
し
も
そ
の
戦
略
を
受
け
い
れ
よ
う
と
し
て
い
な
い 。
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ

問
題 、
ニ
ク
ソ
ン
招
待 、
日
本
軍
国
主
義
批
判

か
ら
日
中
友
好
へ

の
転
換 、
田
中
前
首
相
へ
の
ア
ジ
ア
で
の
反
日
デ
モ
の
黙
殺
な
ど 、
中

国
の
立
場
の
矛
盾
に
ア
ジ
ア
諸
国
は
十
分
気
づ
い
て
お
り 、
中
国
の
鼓

し
て
い
ら
だ
ち
と
懐
疑 。
田
中・
大
平
外
交
は、

大
国
指
向
型
外
交
で
あ
っ
た 。
発
足
早
々 、

こ
の
点
で一
貫
し
て

米・
中・
ソ
三
大
国
訪
問

後
に
ア
ジ
ア
ち
訪
れ
た
田
中
政
権
と
二
度
に

わ
た
っ
て
ま
ず
ア
ジ
ア
を

訪
れ
た
佐
藤
政
権
の
差
を
ア
ジ
ア
清
国
は
見
抜
い
て
い
た 。

そ、
田
中
首
相
へ
の
反
日一ア
モ
の
重
要
な
潜
在
的
要
因
で
あ
る。 こ

の
占山
こ

三 、
外
交
的
変
化
に
際
L
て
の
考
慮
の
欠
如

外
交
的
変
化
を
求
め
る
場
合
に 、
明久
化
の
対
象
と
な
る
国
と
対
照
的

な
立
場
に
あ
る
国
お
よ
び
そ
の
周
辺
へ
の
環
境 をつ
く
り
と
迂
回
的
ア
プ

ロ
l

チ
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し、
変
化
に
た
い
し
て
相
対
応
す
る
対
照
的

変
化
を
考
慮
、、
ょ
う
と
し
な
い
外
交
的
体
質 。

日
本
と日
韓、
北ベ
ト
ナ
ム・
日
本と
南ベ
ト
ナ
ム・
日
本
な
どの
諸
関
係〉。

四 、
脱
亜
論
と
汎
車
論

（日
中
と
日
台、
北
朝
鮮・

脱
亜
と
汎
E
と
い
う

わ
が
国
外
交
の
二
律
背
反
的
宿
命
は、 、
日
本
を

中
心
と
し
て
遠
心
と
求
心
の
関
係
と
し
て
伝
統
的
に
存
在
す
る
が 、
い

ず
れ
も
ア
ジ
ア
諸
民
族
と
の
摩
擦
を
冷
静
に
直
視
し
つ
つ
行
動
す
る
論

’
理
を
欠
く

場
合 、
そ
れ
は
必
ず
反
日
論
と
な
っ
て
は
ね

か
え
っ
て
く

る。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
自
覚
の
欠
如

か
ら
く
る
「
〈
お
も
ね
り

〉
と

〈
あ
な
ど
り

〉」
〈
衛
藤
溶士口
氏）
が
ア
ジ
ア
諸
国
の
反
日
論
を
増
幅
さ

せ
る。
こ
の
点
で 、
軟
弱
外
交
と
強
硬
外
交
と
は
メ
ダ
ル
の
表
と
裏
で

さ
ら
に 、

あ
る。

も
じ
も
蹟
罪
と
い
う
問
題
が
問

わ
れ
る
な
ら 、

」品、

湾

と
韓
国
の
民
衆
に
た
い
し
て
こ
そ、
こ
の
間
題
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら

／ 



：、
：、

Jω
L
カ
現
実
に
は 、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
わ
が
国
の
外
交
と
マ
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ス
コ
ミ
の
「
世
論」
は
膿
罪
の主

甲謡曲？に
も
っ
と
も
欠
如
し、
て
い
る 。
こ

わ
ら
ず 、

れ
ら
両
民
族
に
と
っ
て
の
日
本
の
存
在
の
圧
倒
的
な
大
さ
き
に
も
か
か

ア
ジ
ア
を
論

日
本
側
に
は
依
然
と
し
て
そ
の
自
覚
が
な
い 。

ず
る
国
際
政
治
学
者
の
な
か
に
も 、

が 、
台
湾
や
韓
国
へ
は 、

欧
米
へ
は
数
知
れ
ず
足
を
運
ぶ

識
に
お
い
て
訪
れ
て
み
よ
う
と
も
し
な
い

ま
さ
に
自
己
の
経
歴
に
傷
が
つ
く
よ
う
な
意

「
脱
亜」
観
が
依
然
と
し
て

支
配
的
で
あ
る 。

韓
国
の
問
題
は 、

な
お 、

中
国
と
日
本
と
の
文
明
的

・

－
民
族
的
な
は
ざ
ま
と
し
て
の
朝
鮮
半
島
の
問
題
と
し
て
も
十
分
に
検

討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う 。

＼

五 、

ア
ジ
ア
認
識
の
陥
葬

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的 、
な
い
し
は
政
治
主
義
的
な
ア
ジ
ア
認
識
に 、
ア

ジ
ア
を
怒
意
的
に
は
め
こ
も
う
と
す
る
ア
ジ
ア
認
識
が 、
ア
ジ
ア
の
生

き
た
現
実
に
よ
タ
て
平
手
打
ち
を
食
ら
う
せ
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
だ

が 、
と
く
に
ア
ジ
ア
の
ロ
ー

カ
ル
な
レ
ベ
ル
の
歴
史
と
現
実
を 、
ア
ジ

ア
民
族
の
体
臭
を
含
ん
で
と
ら
え
る
こ
と
の
少
な
い
ア
ジ
ア
認
識
に
大

も
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

こ
の
点
で
は
ア
ジ
ア
認
識
の
視
座
を
方
法
論
的
に

き
な
問
題
が
あ
る 。

「ー

シンポジゥi

閣
日
本
は
超
ア
ジ
ア
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司
会
そ
れで
は、
飯田
先
生、
岡
部
先
生の
順

で、
コ
メ
ン
ト
をお
願いい
た
し
ま
す。

飯田
中
嶋さ－ん
の
ご
報
告に
つ
い
て
い
え
ば、

加
害
者
意
識、
被
害
者
意
識を
超え
た
もの
が
必
要

で
は
ない
か、
とい
う
ご
指
摘は、
まこ
と
に
鋭い

ご
指
摘で、
共
感を
覚
え
る
ば
か
り
で
す。

で
す
か
ら
私は、
中
嶋さ
ん
が
お
触れ
に
なっ
た

周
辺で、
私
が
感じ
てい
るこ
と
を、
大
き
く
分
け

て
二
点だ
け
申
し
ま
す。

第一
点は、
反
日
論の
国
際
的
背
景
とい
うタ
イ・

トル
か
ら
す
ぐに
私が
連
想
す
るこ
と
は、
東
南ア

ジ
ア
で、
た
と
え
ばジ
ャ
カル
タ
で
起こっ
た
反
日

暴
動、
あ
るい
は
その
も
とに
なっ
て
い
る
反
日
感

、、“

ギ
ブ
・

ア
ン
ド
・

テ
i
ク
の
尺
度
の
な
か
で
そ
の
割
合
の
配
分
の
み
を

．，，，

、、

考
え
直
せ
ば
よ
い
と
い
う

安
易
な
対
応
に
出
が
ち
で
あ
る 。
一
方 、
日

本
の
役
割
に
た
い
す
る
正
当
な
期
待
に
た
い
し
て 、
観
念
的
な
「
自
己

否
定」
の
論
理
を
ふ
り
か
ざ
す
傾
向
の
ア
ジ
ア
観
も
出
は
じ
め
て
い

る 。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で 、
「
赤
軍
派」
的
な
論
理
に
も
つ
な
が
る
の

だ
が 、
こ
う
し
た
安
直

な対
応
が 、
す
べ
て
日
本
の
イ
メ
ー

ジ
を
形
成

し 、
イ
メ
ー
ジ
が
先
に
輸
出
さ
れ
て
定
着
し
て
し
ま
う 。
そ
の
よ
う
な

安
易
さ
を
許
し
て
い
る
わ
が
国
の
内
部
の
問
題
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い 。
こ
の
点
で
は
ア
ジ
ア
の
発
展
に
と
っ
庁、 、
搾
取
と
し
て
の
植
民
地

制
度
で
は
な
く 、
文
化
の
シ
ス
テdム
と
し
て
の
植
民
地
制
度
が
文
化
史

的 、
さ
あ
に
は
生
態
学
的
に
も 、
ア
ジ
ア
諸
国
に一
定
の
貢
献
を
な
し

た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ ‘
た
点
に
つ
い
て
の
冷
静
な
再
検
討
も
必
要
で

あ
ろ
う
が 、
そ
の
よ
う
な
議
論
が 、
た
ち
ま
ち
不
必
要
な
「
誤
解」
を

伴
い 、
も
っ
ぱ
ら
マ
イ
ナ
ス
・

イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
は
ね
が
え
っ
て
く

る
日
本
の
言
論
界
の
体
質
の
問
題
も
再
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う 。

以
上
の
〈
与
件
〉
と
〈
主
体
ν
に
お
い
て
反
日
論
の
国
際
的
背
景
を

考
え
た
と
き 、
反
日
論
の
広
範
な
発
生
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り 、
問
題
を

本
質
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず 、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
〈
主
体
〉

、
の
側
の
変
革
が
な
い
か
ぎ
り 、

、い
か
な
る
対
応
策
も
結
局
は
仮
縫
策
に

堕
す
る
で
あ
ろ
う 。
こ
の
点
で
当
面 、
ア
ジ
ア
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
は 、
大
き
な
障
壁
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
ね
ば
な
ら
な
い 。

情
等々
で
すが、
そ
れ
ら
がは
た
し
て
メ
イド・
イ

ン・
イン
ド
ネシ
ア
で
あ
る
か
ど
う
かの
検
討
が
必

要で
ある
とい
うこ
とで
す。

私は、
イン
ド、ヂシ
ア
で一
年
間
暮らし
て
い
て

痛
切に
感じ
たこ
と
が
い
くつ
か
あ
り
ま
す。
一
つ

は、
ハ
ーバ
ー
ド
大
学のヘ
シ
リl－
P
トア
ス
キ

ー
教
授
が、
イン
ド
ネシ
ア
に
き
ま
して、
私に
言

っ
た
ミAとで
すが、
そ
れは、
ィジ
ド
ネシ
ア
へ来

る
前に、
ア
メ
リ
カ
で、
イン
ド
ネシ
ア
の
対日
感

情は
ど
うか
とい
うこ
と
を
聞い
て
回っ
た
ら、
非

常に
悪い
とい
うこ
とで
あっ
た。
とこ
ろ
が、
ィ

ン1ド
ネシ
アへ
き
て
み
た
ら、
アメ
リ
方
で
いっ
て

い
るほ
ど
悪
くない
と
感
じた
と
い
うこ
とで
す。

こ
れは、
一
九
七二
年の
こ
とで
すか
ら、
一
九七

四
年の
暴
動よ
り
もか
な
り品別で
す
が。

その
時、
ロ
トア
ス
キー
教
授は、
イン
ド
ネシ

ア
に
お
け
る
対日
批
判に、
メ
イ
ド・
イン・
U
S

A
が
か
な
り
あるの
で
は
ない
か、
と
もいっ
て
い

ま
し
た。
ま
た、
あるパ
ー
ティ
ー
で、
経
済
学
措

で
外
交
官で
ある
人の
奥
さん
と
同
席し
た
と
き、

J食
事が
始まっ
た
時か
ら
終わ
る
まで、
猛
烈な
顔

を
し
て
日
本
の悪口
ば
か
り
言っ
て
い
る。
（
笑）

し
か
も、
その
女
性が
私に
言っ
た
日
本
批
判の
内

容
とい
えば、
日
本のマ
スコ
ミ
が
書
くメ
イド・

イン・
ジャパ
ン
の
日
本
批
判と
まっ
た
く
同
じ
な

ivで
す。
〈
笑）
で
す
か
ら、
メ
イ
ド・
イン・
ジ

ャパ
ン
の
反
日
論
が
アメ
リ
カへ
輸
出さ
れ、
加
工

さ
れて
メ
イ
ド・
イン・
U
S
A
に
なっ
て、
そ
れ

が
アジ
オ
に
輸
出
さ
れて
く
る
とい
う
よ
う
に、
情

報の
伝
播が
ある
とい
う
感じ
がし
ま
す。
（
笑〉

そ
う
だ
と
する
と、
日
本で
反日
論を
論
じ
る
場
合

同i
も、
その
点を
考
慮し
て
論
じ
な
け
れば
な
ら
な
い

とい
うこ
と
を
感
じ
ま
し
た。
た
と
え
ば
東
南アジ

アへ
行っ
て、
東
南ア
ジ
ア
の
人
を
前に
し
て、
日

本が
い
か
に
公
害が
ひ
左
く、
ム
チャ
ク
チャ
な
国

で
ある
か
とい
うこ
とば
か
り
言っ
て
い
る
日
本
人

が
い
る。
公
害が
ひ
どい
とい
うこ
とは
事
実かi
も

し
れ
ない
が、
日
本の
国
内で
そ
れ
を
言
う
場
合の

状
況
と
東
南アジ
アへ
行っ
て
そ
れ
を
言
う
場
合の

状
況
とは
全
然
違
う
ん
で
あっ
て、
そ
う
しγう
批
判

の
し
か
た
とい
うの
は、
や
は
り
ま
ずい。
だ
か
ら

反日
論
を
ど
う
と
ら
え
る
か
とい
う
場
合に、
私が

以
上
申し
上
げた
点が、
か
な
り
大
事で
聞
ない
か

と
思
わ
れ
ま
す。

第二
点は、
日
本の
経
済
力の
大
きさの
持つ
意

味を、
十
分
認
識し
て
い
な
い
ん
じゃ
ない
か、
と

い
うこ
と
で
す。

ど
うい
うこ
と
か
とい
う
と、
た
と
え
ば一
九七

三
年の
秋の
石
油ショ
ッ
ク
以
来、
こ
れで
成
長
が

ス
トッ
プ
す
る、
あ
るい
は
減
速
経
済に
な
る
とい

／ 

論ロM反間

六 、

日
本
の
イ
メ
ー

ジ
と
役
割

一万

国
民
形
成・
統
合
と
経
済
開
発
と
い
う

共
通
の
課
題
に
直
面
し
て
い

る
ア
ジ
ア
に
対
し
て 、
臼
本
の
役
割
へ
の
批
判
が
高
ま
っ
て
く
る
と 、

4
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わ
れ
る
よ
うに
なっ
た。
とと
ろ
が、
滅
速
経
済
と

い
うの
は、
具
体
的に
どの
く
ら
いの
成
長
率か
と

い
え
ば、
ど
う
も
専
門
家の
多
数
説で
は、
七
J八

%の
成
長
率で
ある
らし
い。
し
か
し、
七
J八
%

の
成
長
率を
減
速
とい
うこ
と
自
体に、
非
常に
大

きな
錯
覚が
ある。
七
J八
%
とい
うの
は、
従
来

の一
O%
以
上
と
比べ
れ
ば
若
干
低い
け
れ
ど
も、

国
際
的に
比
較
す
れ
ば、
依
然とし
て
高
度
成
長で

ある。
そ
う
ナる
と、
日
本
経
済は
依
然
と
し
て、

高
度
成
長を
統
吟て
い
くだ
けの
条
件
が
あ
る
と
い

うこ
と
を、
認
識し
な
け
れ
ば
い
け
ない。

そ
う
する
と、
当
然
諸
外
国の
シェ
ア
を
食っ
て

い
く、
ある
い
は
諸
外
国と
ぶつ
か
る、
とい
う
問
題

が
起こ
り
ま
す。
もう
完
全に
忘
れて
し
まっ
て
い

ま
すが、
少し
前に
日
米の
経
済
関
係の
摩
擦が
大

き
な
問
題と
な

戸

たこ
と
が
あ
り
ま
し
た。
日
本の

園
内に
お
け
る
猛
烈な
需
要イン
フ
レ
と
石
油ショ

ッ
ク
とい
う
異
常
事
態で
吹っ
飛ん
で
し
まっ
た
ん

で
すが、
ふUの
異
常
事
態が
収ま
る
と、
も
う一
回

その
問
題
が
表
面に
出て
く
るは
ず
で
す。
だ
か

ら、
日
本
経
済が
非
常な
高
度
成
長
を
するこ
とに

よっ
て、
摩
擦を
引
き
起こ
す
と
な
る
と、
資
源や

食
糧の
問
題を
国
際
政
治の
戦
略の
道
具
と
して
使

う
傾
向が
出て
き
た
現
在の
事
態で
は、
日
本は
非

常に
む
ず
か
し
い
状況に
追い
込
ま
れる。
その
こ
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い
か
とい
うこ
とで
す。
こ
れ
は
帝
国
主
義を
鼓
吹

す
る
もの
で
は
な
く、
日
本
経
済が
置か
れた
客
観

．
的
な
大
きさ、
ある
い
は
国
際
社
会に
お
け
る
む
ず

か
し
さ
を
考
え
る
と
い
うこ
とで
す。

私は一
九七
四
年の
夏に
三
週
間アル
ジェ
リ
ア

に
い
き
まし
た
が、
アル
ジェ
リ
ア
で
は
日
本の
評

判が
非
常に
い
い
とい
うこ
之
に
気づ
き
ま
し
た。

革
命
評
議
会
議
長は、
国
民に
演
説
す
る
と
き、
い

つ
も「日
本
を
見
習
え」
といっ
て
い
る
そ
うで
す。ー

アル
ジェ
リ
ア
に
オ
ラン
とい
う
町
が
あ
り
ま

す。
カ
ミュ
の
異
邦
人の
舞台に
なっ
た
町で
す
が

その
郊
外に
日
本
揮
発
油
会が
石
油
精
製プ
ラ
ン
ト

をつ
く
り
ま
し
た。
その
と
きに、
二、一二
百
人の

日
本
人
労
務
者が
オ
ラン
に
住ん
で
い
た。
オ
ラン

のコ
ミュ
ニ
ティ
ー
で
は、
水が
と
まっ
て
も
電
気

が
切
れて
も、
その
中に
だ
れ
か一
人
く
らい
な
お

せ
る
人が
い
て、
日
本
人に
頼め
ば
何
と
か
な
る、

とい
うこ
と
ら
し
い
ん
で
す。

そ
うい
うこ
と
を
開い
て、
す
ぐに
大
喜び
する

の
は
お
ろ
か
で
すが、
（
笑）
し
か
し
そ
うい
うこ

とは
大
事なこ
と
だ
と
思
う
んで
す。

で
すか
ら
私は、
東
南アジ
ア
に
だ
け
目
を
向け

るの
で
は
な
くて、
もっ
と
広
く
世
界
全
体の
中で

日
本の
あ
り
方
を
考え
る
とい
う
時
期に
きて
い
る

の
で
は
ない
か
と
思い
ま
す。
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と
が一
番
問
題じゃ
ない
か
と
思
うん
で
す。

とこ
ろ
が、
こ
れで
高
度
成
長
が終わっ
た
と
い

うい
い
方
を
する
と、
一
番やっ
か
い
な
問
題か、

議
論さ
れ
ずに
終
わっ
て
し
ま
う。
ご
く
最
近
だ
け

み
て
も、
七一
年
八
月のニ
ク
ソン
ショ
ッ
ク
で、

円
切上
げ
騒
動が
起こっ
た
と
きの
日
本に
お
け
る

受
け
と
め
方で
す。e「
高
度
成
長は
砂
上の
楼
閣で

あっ
た。
こ
のニ
ク
ソン
ショ
ッ
ク
で
高
度
成
長が

終わっ
た」
とい
う
受
け
とめ
方が
か
な
り
多かっ

た。
だ
け
ど
そ
うで
は
な
くて、
むし
ろ
す
ぐ
あ
と

で
わ
かっ
た
よ
うに、
あ
れ
ぐ
らい
の
こ
とで
は
日

本
経
済の
体
質は、
ほ
とん
ど
変
化し
ない。
む
し

ろ
そこ
に
む
ず
か
し
い
問
題
か
あり、
依
然とし
て

経
済
関
係の
調
整が
で
き
ず、
そ
れで、
再
切上
げ

問
題が
す
ぐに
起こっ
て
くる。

ザ
さ
らに、
ジ
ャ
カル
タ
暴
動の
と
き
も、
こ
れで

＼
日
本のム
チャ
ク
チャ
な
経
済
進
出は
終わっ
た
ι

い
う
受
け
とめ
方
を
し
た。
だ
け
ど、
そ
うで
は
な

くて、
コ
タゴ
タ
は
絶え
ず
起こ
る
で
しょ
う
け
れ

ど
も、
日
本の
経
済
進
出は
続か
ざる
を
得ない。

そ
うい
う
認
識が
もっ
と
も
現
実的で
あ
る。
や
は

り
自
己
反
省ば
か
り
し
て
い
るの
で
は
な
く、
現
実

に
何
を
やっ
た
らい
い
か、
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

ない。
その‘ゴ
タゴ
タ
を
少し
で
も
少
な
く
する
と

い
う
現
実
的な
対
応
策を
考
えて
い
か
な
きゃ
い
け

つ
ま
り
「
日
本
を
見
習え」
とい
う
演
説
を
やっ

て
い
る、
だか
ら
といっ
て
喜んで
い
て
は
い
け
な

い。
し
か
し
日
本
とし
て
は、
ま
だプ
ラス
の
イメ

ー
ジ
で
見ら
れて
い
る
地
域
が
ある
と
い
うこ
とで

す
ね。
日
本の
長
期
的な
将
来の
た
め
に、
そ
うい

う
もの
を
掘
り
起こ
し
てい
くこ
と
を、
考
え
な
け

れ
ばい
け
ない
とい
うこ
とで
す。

日
本の
国
際
経
済
学
者で、
そ
うい
うこ
と
を
考

え
て
い
る
人は、
ま
だい
な
い
ん
じゃ
ない
か。
し

か
し
政治
学
者の
方々
は、
考
え
て
い
らっ
し
ゃ
る

と
思い
ま
すの
で、
お
教
えい
た
だ
きた
い。
（
笑）

ゲ

ン
ゲ

と
し パて、ヮ
の f
－「

地
域
統
A 
Cl 
」ー

司
会
そ
れで
出
続い
て
阿
部
先
生にコ
メ
ン
ト

を
お
願い
い
た
し
ま
す。

阿
部
ま
ず、
中
嶋さ
んの
ご
報
告の
順
序に
沿

っ
て、
申し
上
げ
ま
す。
最
初の
〈
与
件
〉
とい
う

とこ
ろで、
具
体
的な
問
題
点をい
くつ
も
提
起さ

れ、
反日
論の
出て
くる
国
際
的な
背
景を、
要
領

よ
く
ま
とめ
て
く
だ
さっ
た
わ
けで
すが、
私の
感

想を
申し
上
げま
す
と、
も
う一
つ
その
奥に
あ
る

もの
を
議
論
する
必
要が
あるの
で
は
ない
か、
と

感
じ
まし
た。

その
奥に
あ
る
もの
とは、
七
0
年
代の
さ
ま
ざ

ない。
その
う
えで、
日
本の
経
済
進
出が、
真に

相
手
方の
利
益に
な
る
よ
う
な
方
法は
何か
と
い
う

真
剣な
検
討が
必
要と
なる。

第二
に
申し
上
げた
いの
は
中
嶋
さん
が
ど
報
告

の
中で、
「
大
国
主
義を
鼓
吹す
るの
で
は
ない
け

れ
ど
も、
日
本
が
大
国で
ある
こ
とは
認
識し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い」
と
おっ
しゃ
い
ま
し
た
が、
確か

に
私
も
その
と
お
り
だ
と
思い
ま
す
が、
逆に
い
え

ば
「
大
国
主
義を
鼓
吹す
る
の
で
は
ない
け
れ
ど
も

：：：」
と
い
う
断り
書
きを
添え
な
け
れ
ば、
こ
う

い
うこ
と
を
論
じ
ら
れ
な
い
雰
囲
気が
ある
と
い
う

こ
とで
す。
（
笑〉
だ
か
ら、
私が
こ
れか
ら
申し

上
げるこ
と
は、
もっ
と
ま
ずい
か
もし
れ
な
い
ん

で
すが、
あ
え
て
申し
上
げ
ま
す。

私は、
日
本の
対
外
進
出は、
今
まで
東
南アジ

ア
超
重
点主
義で
あっ
た
と
思い
ま
す。
し
か
も、

そ
れ
が一
つ
の
グ
ラン
ド
デ
ザ
イン
と
かス
ト
ラ
テ

ジ
ーに
基づ
い
て
な
さ
れ
たの
で
は
な
く、
現
実が

そ
う
なっ
た
か
ら
ずる
ず
る
と
そ
う
なっ
て
し
まっ

た。
い
か
に
や
り
か
た
を
工
夫し
て
良
心
的に
行
動

し
て
も、
ある
地
域に
お
け
る
日
本の
プレ
ゼ
ン
ス

が、
一
定の
限
度
を
越
え
れ
ば
必
ず
問
題を
起
こ

す。
だ
か
ら
ク
リ
ティ
カル
なレベ
ル
が
ある。
そ

う
する
と、
日
本
とし
て
は、
世
界
戦略の
よ
う
な

もの
を
考
えて
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ない
ん
じ守
一な

ま
な
変
化の
背
後に
ある
もっ
とグロ
ーバ
ル
な
問

題で
す。
つ
ま
り、
や
や
長
期
的な
観
点か
ら
見た

と
き、
先
進
国
と
開
発
途上
閣
との
聞の
新し
い
関

係、
新しい
動
きが、
徐々
に
顕
在
化し
て
きで
い

る。東
西
対立に
変わ
る
新た
な
南
北
対
立
｜｜五
0

年
代の
東
西
対
立
と
同じ
意
味に
お
ける
対
立
とい

う
意
味で
は，な
く、
「
南」
の
もの
の
考え
方
と、

「
北」
の
もの
の
考え
方との
開
き、
そ
れ
か
ら
双

方の
利
害の
違い
が
存
在
す
る
とい
包
意
味
11の

中で
新し
い
変
化が
出て
きて
い
るの
で
は
な
い

か。
こ
う
し
た
趨
勢の
中で、
例
え
ば
大
国
聞の
緊

張
緩
和が
ど
うい
う
意
味
を
もつ
か
に’つ
い
て、
も

う
少し
考え
て
み
て
は、
と
思い
ま
す。

そ
うし
た観
点か
ら
見
ま
すと、
ご
指
摘の
と
お

り、
大
国
聞の
緊
張
緩
和は、
中
小
諸
国に
とiつ
て

は、
必
ずし
も
緊
張
緩
和で
は
な
く、
緊
張
激
化で

あっ
た
とい
う
こ
と
は、
確か
に
その
と
お
りで

す。
し
か
し
そ
れ
を、
も
う
少し
グ
？iパ
ル
な
背

景か
ら
考
えて
み
る
と、
大
国の
デ
タン
ト
も
現
状

を
大き
く
変
化
させ
るこ
と
は
で
を
ない
ん
だ
と
い

i
う
認
識か
ら、
生
ま
れた
もの
で
すね。
し
か
し
他

方
開
発途
上
国の
側は、
現
状を
維
持
し
た
くて
も

維
持で
き
ない
とい
う
状
態に
あ
り、
し
た
がっ
て

現
状
維持
派と
現
状
維
持し
た
乙て
もで
き
ない
勢



72 

力
との
間の
対立
関
係が、
次
第に
激
化
し
て
ざ

た。
そ
うい
う
状
況
を
背
景に
し
て、
反日
論
が
出

て
き
た
とい
う
分
析
もで
き
る
の
で
は
ない
か
と
思

い
ま
す。
そ
うい
うグロ
ーバ
ル
な
視
野か
ら
大
国

と
開
発途
上
国の
双
方を
見
渡し
て、
具
体
的
な
対

策
を
考
えて
い
くべ
き
で
は
ない
だ
ろ
うか
と
思い

ま
す。そ

うい
う
観
点か
ら
見ま
すと
そ
れ
と
同じ
問
題

が
日
本
と
開
発
途上
国の
聞に
も
ある。
さ
らに、

日
本
と
他－の
大
国
との
聞に
も
生
じて
い
る
わ
けで

す。
つ
ま
り
アメ
リ
カ
とい
う
大
国の
保
護の
も
と

に、
自
分は
手を
汚
すこ
と
な
く、
経
済
発
展
を
続

け
る
とい
う
行
動が
と
れ
な
く
なっ
て
きた。

・
い
ま
やア
メ
リ
カ
だ
けで
な
く、
日
本に
対
する

他の
大
国の
見
方
も、
き
わめ
て
冷た
い
ものに
な

っ
て
き
てい
ま
す。
反
日
論の
出て
きた
背
景に
は

一
そ
うい
う
状
況
も
存
在し
て
い
るの
で
は
ない
か
と

い
う
感じ
が
し
ま
す。
つ
ま
り、
一反日
論の
問
題は

何
も日
本
と
東
南アジ
ア
の
問
題だ
けで
は
な
く、

グロ
ーバ
ル
な
構
造
変
化との
関
連で、
考
え
る
必

要が
あ
る
と
思い
ま
す。
地
域
主
義の
問
題に
フい

て
も、
さ
らに
グロ
ーバ
ル
な
視
野に
立っ
て
眺め

る
と、
開
発
途
上
国
が
大
国
とパ
l
ゲン
す
る
場
合

に、
パ
l
ゲユ
ン
グ・
パ
ワ
ー
として一
種の
地
域

主
義
的な
行
動
体を
作り、
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と

ヴジアの反日論シンポジウムP

固
さ
ん
と
同
様に、
日
本
が
大
国で
あ
る
とい
う
認

識
を
もっ
と
持つ
べ
きだ
と
思い
ま
す。

中
嶋さ
ん
は
田
中・
大
平
外
交
とおっ
し
ゃっ
て

い
ま
し
た
が、
田
中・
大
平
外
交に
限
ら
ず、
日
本

外
交、
あ
るい
は
日
本
人の
国
際
関
係に
対
す
る
認

識は、
一
貫し
て
大
国
指
向
型で
あ
る
と、
私は
考

え
てい
ま
す。
し
か
し、
こ
れ
は
私の
い
う
「
大
国

で
あ
るこ
との
認
識」
と
は
全
然
違い
ま
す。
逆に

大
国
指
向の
もの
の
考え
方
を
す
る
と
い
う
こ
と

は、
常に
日
本は
小
国で
あ
る
とい
う
意
識
が
底に

あ
る
わ
ゆで
す。

、

ア
メ
リ
カ
と
かソ
連とか
中
国といっ
た
大
国
と

比べ
る
と、
人口
や
国
土の
広怠
か
らい
っ
て、日

本は
小
さい
ん
だ
とい
う
認
識は、
非
常に
根
強
く

存
在し
て
い
る
よ
うに
思い
ま
す。
国
際
社
会の
中

で
は、
日
本は、
き
わ
めて
大
き
な
国の一
つ
で
あ

る
の
に、
その
点が
常に
過
小
評
価さ
れ
続
けて
き

て
お
り、
その
点を
正し
く
認
識し
な
く
て
は、
ア

ジ
ア
諸
国
と
日
本
三の
関
係を
正
常な
形に
し
て
い

くこ
と
は
で
きない
で
あ
ろ
う
とい
う
気
が
し
ま

す。日
本
が
大
国で
あ
るか
ど
うか
とい
う
議
論は
常

に
繰り
返さ
れて
い
る
わ
けで
す
が
J
私は、
大
国

で
あ
る
か
ど
うかの
目
安は、
環
境か
ら
受
け
る
影

響と
比
較し
て、
環
境に
対し
て
与え
る
影
響
力が
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い
う
考
え
方が
次
第に
強
く
なっ
て
きて
い
る
とい

う
点
も
見
逃せ
な
い
と
思い
ま
す。
こ
う
し
た
傾
向

は、
中
嶋さん
は、
あ
る
意
味で
肯
定
的に
評
価さ

れ
ま
し
た
が、
グ
ロ
ーバ
ル
に
問
題を
解
決
し
よ
う

と
する
場
合、
む
し
ろ
その
妨
げに
な
る
とい
うこ

と
も
あるの
で
は
ない
だ
ろ
う
か、
とい
う
感じ
も

す
る
わ
けで
す。
だ
か
ら、ム
ハ
ド
ゲニン
グ・
パ
ワ

ー
とし
て
の
地
域
統
合
を
日
本の
イニ
シ
ア
チ
ブ
で

、
ど
うコ
ン
トロ
ー
ル
し
て
い
くか
とい
う
問
題
も

あ
るの
で
は
ない
で
しょ
うか。

次に、
中
国の
問
題につ
い
て、
私の
印
象を
申

し
上
げ
ま
す。

第一
に、
中
国
と
日
本
との
関
係が
変わ
る
と、

そ
れに
引
き
続い
て、
東
南ア
九ア
と
中
国
との
関

係
も
変わっ
て
ゆ
く
わ
けで
すが、
その
こ
とが
反

日
論
と
円と
うい
う
関
係を
もつ
か、
とい
うこ
と
を

も
う
少し
考
え
て
み
る
必
要
が
ある
と
思い
ま
す。

中
国
との
関
係が
変
化
ル
たこ
と
に
よっ
て
生
ず
る

問
題
点の一
つ
と
し
て
日
中が「
北
京・
東
京
枢
軸」

とい
う
形で
結
合し
て、
東
南ア
ジ
ア
に
対
処
し

て
く
るの
で
は
ない
だ
ろ
うか
とい
う
危
倶が
あ
る

こ
と、
こ
れは
中
嶋
さ
ん
の
ご
指
摘の
と
お
りで
あ

り
ま
し
て、
無
視で
きない
問
題
だ
と
思い
志す。

し
か
し
同
時に、
日
本
と
中
国の
聞に
存
在
する
利

害の
対立
とか、
畑
惜
観の
対立
が、
最
も
直
接に

ど
の
く
らい
大
きい
か
とい
うこ
と
に
よっ
て
き
ま

っ
て
くる
問
題で
は
ない
か
と
恵い
ま
す。
し
た
が

っ
て、
大
国で
あ
るべ
きか
ど
う
か
とい
う「
心
構え

論」の
よ
う
な
議
論を
繰り
返
すの
で
は
な
くて、
日

本
が
環
境に
対し
て
与
え
る
影
響
力、
つ
ま
り、
ア

ウ
ト
プッ
小
が、
環
境か
ら
受け
る
影
響、
つ
ま
り

イン
プッ
ト
よ
り
相
対的に
大
きい
か
ど
うか
につ

い
て
比
較
考
量し、
その
結
果を
認
識し
な
け
れ
ば

な
ら
ない。
特に
東
南アジ
ア
との
関
係で
い
え
ば

東
南ア
ジ
ア
に
与
える
影
響の
ほ
う
が、
東
南アジ

ア
か
らの
影
響よ
り
も
格
段に
大
きい
こ
と
はず
き

わ
め
て
明
白
な
事
実で
す。
その
認
識が
なかっ
た

こ
と
が、
東
南アジ
ア
との
聞に
現
在
生じて
い
るj

食
違い、
対
立
を
もた
らし
た一
つ
の
重
要なポ
イ

ン
ト
で
あろ
う、
とい
う
感じ
がし
ま
す司

し
か
しヘ
そ
れ
と
大
国
主
義と
は
全
然
違
う。・
大

国
主
義ぽ、
実は
日
本
が
大
国で
あ
る
か
否か
とい

う
議
論の
次の
段
階に
出て
く
る
もの
で
あ
り、「
日

本は
大
国で
あ
る、
し
た
がっ
で
日
本は
よ
り
大
き

な
発
言
権
を
もつ
べ
き
で
ある。
あ
るい
は
よ
り
大

き
な
影
響
力
を
利
用し
て
日
本の
利
益
を
は
か
るべ

きで
あ
る」
とい
う
考
え
方
を
とっ
た
と
きに、
初

め
て
大
国
主
義と
呼ば
れ
る
行
動
様
式が
出て
く
る

の
で
は
ない
か。
私の
い
うの
は
そ
うい
う
大
国
主

義で
は
な
く、
大
国
とし
て
の
自
覚が
必
要
だ
とい

顕在
化
す
る
お
そ
れ
が
あるの
は
東
南アジ
ア
で
は

ない
か
と
思い
ま
す。

f

ご
承
知の
よ
う
に、
中
国は、
七J一
年
ぐ
ら
い
ま

で、
日
本に
対し
て
非
常に
厳し
い
態
度をとっ
て

き
た
わ
けで
す
が、
七二
年
半
ば
以
降、
そ
れ
が
な

・
く
なる、
とい
う
状
態が
生
じ
ま
し
た。
こ
の
中
国

の
転
換が、
日
本に
とっ
て
東
南ア
タ
ア
との
間に

生
じ
た
ト
ラ
ブ
ル
を
処
理
する
上で、
非
常に
好
都

合の
条
件で
あっ
た
こ
ん」
も
忘れて
は
な
り
ま
せ

ん。
つ
ま
り、
中
国
が
七
O
年、
七一
年に
示
し
ま

し
た
よ
う
な
形で、
非
難、
攻
撃を
続
けて
い
た
と

す
れ
ば、
お
そ
ら
く
日
本、
中
国、
東
南ア
ジ
ア
の

三
者の
関
係は、
現
在の
程
度の
もの
で
は
な
く、

は
る
か
に
悪
質な
関
係に
dな
る
可
能
性が
あっ
た
わ

けで
す。

つ
ま
り
東
南アジ
ア
か
ら
見た
場
合、
中
嶋さ
ん

流に
申し
ま
す
と、
「
中
国の
影」
が
非
常に
大
き

く
なっ
て
きて
い
る
段
階で
は、
日
本
と
中
国
は、

相
互に
結
託
する
存
在とい
う
よ
り
も、
む
し
ろ
相

互に
均
衡、
牽
制し
あ
う
存
在
として
考え
ら
れて

い
る
とい
うこ
と
も
忘れ
て
は
な
ら
ない
さ
感
じ
ま

す。次に
〈
主
体lVの
問
題に
移
らせ
て
い
た
だ
きた

い
と
思い
ま
す。

こ
の
問
題に
関し
て
は、
私
も、
中
嶋さ
ん、
飯

うこ
とで
す。

／こ
れ
まで、
そ
うい
う
自
覚に
立っ
た
ア
ジ
ア
政

策が、
ほ
とLん
ど
欠
如し
て
い
る。
日
本
政
府の
側

に
欠
如し
て
い
る
だ
けで
な
く、
政
府の
対
外
政
策

を一
貫し
て
批
判し
続
け
て
きて
い
る
人々
に
も
’欠

如し
て
い
る。
その
面で
発
想の
転
換をし
ない
か

ぎ
り、
ア
ジ
ア
の
反日
論
が
提
起じ
て
い
る
問
題、

あ
るい
は
日
本が
直
面し
て
い
る
問
題を
解
決し
て

い
くこ
と
は
で
き
ない
の
で
は
ない
か。

つ
ぎに
取り
上
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない
問

題は、
日
本
外
交の
特
質
で
あ
る
「
政
経
分
離
論

的
考え
方」
で
す。／

「
日
本は
政
治
的に
は
大
国では
ない
か
ら
低
姿

勢で
い
くべ
きで
ある」
とい
う
考え
方が、
過
去に

お
い
て
大
き
な
貢
献を
し
たこ
とは
否
定で
き
ませ

ん。
し
か
し、
「
政
治と
経
済は
別で
ある。
政
治

の
面で
は
大
国で
ない
か
ら
低
姿
勢を
とる。
し
か

し
経
済の
面で
は
そ
うで
は
ない」
と
い
う
認
識

で、
政
治
的に
低
姿
勢を
続
け
る
反
面、
経
済
的に

は
どん
どん
進
出し
てい
く。
し
か
も
その
進
出
が

持つ
意
味を
十
分
程考え
た
こ
と
が
ない。
こ
の
面

で
は
政
府の
側だ
け
で
な
く、
政
府を
批
判
す
る
側

も
も
同じで
す。
そ
うい
う
人た
ち
も
単に、
帝
国

主
義
的な、
あ
るい
は
大
国
主
義
的な
進
出は
い
か

ん
とい
う
だ
け
で、
現
実に
日
本
が
大
国で
あるこ
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とか
ら
生
ず
る
問
題
点を
考
えた
形
跡が
ない
とい

う
感じ
が
し
ま
す。

日
本は
大
層で
あっ
て、
その
与え
る
影
響
力が

非
常に
大
きい。
そ
う
す
る
と、
東
南アジ
ア
で
の

司
会／
そ
れで
は
ディ
ス
カッ
ショ
ン
を
始め
て

ト
ラ
ブ
ル
は
絶え
ず
起こ
り
続
ける。
その
発生
す

い
た
だ
きたい
と
思い
ま
すが、
すで
に
発
言の
申

ふ
ト
ラ
ブル
をい
か
に
し
て
効
果的に
解
決し
てい

込み
が
あ
り
ま
し
たの
で、
矢
野
先生〉
蝋
山
先生

く
か。
つ
ま
り、
飯
田
さ
ん
の
おっ、し
ゃ
る
「
世
界

の
順に
お
願い
し
た
い
と
思い
ま
す。

戦
略」
が
必
要で
は
ない
か
と
思い
ま
す。

矢
野
三
点
申し
上
げたい
と
思い
ま
す。

最
後に、
経
済
侵
略
とい
う
問
題が
あ
り
ま
す。

ま
ず
第一
ぃ白川は、
政
治
学
者
とし
まし
て、
経
済

反
日
論が
出
て
きま
す
と、
必
ず
といっ
てい
い
ほ

学
者の
方に一
言
申し
上
げたい
の
で
す
が、
（
笑）

ど
日
本の
経
済
侵
略
とい
う
声が
強く
な
っ
て
く

飯
田
さ
ん
か
ら、
政
治
学
者に
対し
て、
大
変
きび

る。
日
本の
経
済
侵
略
とい
う
東
南アジ
ア
側か
ら

しい
批
判が
あ
り
まし
た
け
れ
ど
も、
（
笑）
私
ど

出て
く
る
批
判に
対し
て、
日
本
側で
見
ら
れた
反

も
政
治
学
者が
経
済
学
者を
ど
う
見て
い
る
か
とい

応
は、
「
経
済
侵
略な
ん
て
と
んで
も
ない
誤
解で

うこ
と
をお
話し
申乞
上
げたい
と
思
い
ま
す。

あ
る、
そん
な
事
実は
全
く
ない」
とい
う
頭か
ら

私
は、
経
済
学
者は、
ある
意
味で
非
常にナ
イー

の
否
定
とい
う
反
論か、
そ
うで
な
け
れ
ば
「
その

ブ
だ
と
思い
ま
す。
（
笑）

と
お
りで
あ
る、
日
本の
経
済
侵
略は
き
わ
め
て
け
！

飯
田
私は
ナ
イー
ブ
で
すよ。
（
笑）

し
か
らん」
と
い
う
全
くの
同
調の
こつ
に
はっ
き

矢
野
つ
ま
り、
い
ま
東
南アジ
ア
が
直
面し
τ

り
と
分
か
れ
る
傾
向が
強い。

ー

い
る
危
機
を、
政
策
危
機
と
見る
か、
そ
れ
と
も
正

し
か
し、
経
済
侵
略と
は一
体
何を
意
味
す
るの

統
性
危
機
と
見
る
か、
とい
うこ
とで
す。
政
策
危

か
と
い
うこ
との
検
討が、
非
常に
乏し
かっ
た。

機で
あ
れ
ば、
日
本の
国
際
政
治で
の
能
力は
か
な

し
た
がっ
て
単に
そ
れ
に
同
調
す
るお
も
ね
り
か、

り
高い
し、
東
南ア
ジ
ア
の
人々
と
話し
合え
ば
議

ある
い
は
頭か
ら
反
対
す
る
とい
ラ一
種の
あ
な
ど

論
が
進
み、
解
決が
生
ま
れる
と
思い
ま
すが、
私

り、
とい
う
反
応し
か
存
在し
てい
ない
よ
うに
思

の
見る
とこ
ろ、
東
南アジ
ア
が
直
面L
てい
る
危

わ
れ
ま
す。

機は、
正
義は
何か、
道
義は
何か
と
い
う、
正
統

74 ウジアの反日論
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使
命を
もっ
て
い
る
と
言
うこ
とで
す。

私は、
こ
うい
う
タ
ブ
ー
を
伴っ
た
正
統
性
危
機

が、
現
在
発
生し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
と
り
ま

す。
希
望
的
観
測で
す
が、
こ
れ
が一
九
七
七、
八

年
ぐ
らい
まで
続
く
だ
ろ
う
と
思い
ま
す。
希
望
的

観測
とい
うの
は、
そ
れ
以
上に
長
く
続い
て
ほ
し

くない
とい
う
意
味で
す。
だ
か
ら
危
機
状況の
認

識につ
い
て、
飯
田
さ
ん
よ
り
は
は
る
かに
悲
観
的

に
な
ら
ざる
を
得ない。

第二
点は
1
中
嶋さん
の
〈
与
件
〉に
触
れる
問

題で
すが、
東
南ア
ジ
ア
を
取り
巻
く
国
際
的
環
境

、、をみ
る
場
合、
も
う
少し
きめ
細かい
論
議が
必
要

なの
で
は
な
い
か。
つ
ま
り、
中
嶋さん
の
分
析は

一
九
七
四
年
以
降の
東
南アジ
ア
を
論
ず
る
に
は、

ちょっ
とマ
クロ
す
ぎ
るの
で
は
ない
か
とい
うこ

『
とで
す。
（
笑）『
七つ
八つ
の
テ
lマ
が
こ
れ
か
ら
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「
正
統
性
危
機」
状
況
で
の
タ
ブ
ー

こ
ぼ
れ
落ち
て
い
るの
で
は
ない
か
と
思い
ま
す。

つ
ま
り、
い
ま
東
南アジ
ヌ
に
あるの
は、
ど
ろ
ど

ろ
し
た
濃
迷で
す。
わ
れ
わ
れは、
そ
れに
対
応で

きる
論
理
を
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ない。

中
嶋さん
の
ご
報
告か
らこ
ぼ
れ
落ち
て
い
る
い

くつ
か
の
点を
列
挙し
ま
す
と、
ま
ず
第一
は、
ベ

ト
ナム
情
勢と
イン
ド
ネシ
ア
情
勢。
こ
れは一
九

七
五
年
前
半に
は
急
激に
悪
化
する
だ
ろ
う
と
思い

ま
す。第二

は、
タ
イの
統
治
能
力の
急
激な
低
下。

第三
は、
イン
ド
ネシ
ア
の
大
国
主
義
的心
理。

こ
れは
石
油
危
機
以
後に
出て
きた
イン
ド
ネシ
ア

．
ラ
ヤ
心
理
といっ
て
もい
い
と
思い
ま
す。

第四
に
は、
イン
ド
洋
問
題。
こ
れ
は、
東
南ア

ジ
ア
に
配
置さ
れ
て
い
るア
メ
リ
カ
の
基
地の
性
格1

1を
決め
る
う
えに、
非
常
に
大
き
た
意
味を
もっ
て

豊

か

な

社

会

の

輸

を

ひ

ろ

げ

る

ー

ネ

ぎ

ん
〉

性
危
機だ
と
思
うの
で
す。

そし
て
東
南ア
ジ
ア
が
正
統
性の
危
機
状況に
あ

る
ど
い
うこ
と
に
よっ
て、
日
本の
外
交
課
題
も
そ

れ
な
りに
決
まっ
て
くる。
つ
ま
り
そこ
で
の
日
本

の
外
交
課
題は、
行
動
自
由を
確
保
する
こ
と、
お

よ
び
行
動の
自
由の
条
件
をつ
く
るこ
とで
す。
行

動の
自
由
と
は
象
徴
的に
い
え
ば、
日
本
人が
傷つ

け
ら
れ
ず
殺さ
れ
ない
こ
と、
ある
い
は
暴
動が
起

こ
ら
ない
こ
とで
す。
だ
か
ら
私は、
日
本は
J
外

交
的に
は
飯田
さ
ん
が
お
考えに
な
る
以上
に、
き

び
しい
態
度が
望ま
れ
て
い
る
と
思
うの
で
す。

そ
うい
う
ふ
う
に
考
え
れ
ば
危
機
状
況
に
お
い

て、
あ
る
種の
議
論
を
する
と、
逆
効
果に
な
り
か

ね
ない
とい
うこ
と
を
考え
るべ
きだ
と
思
い
ま

す。
し
か
し
経
済
学
者の
議
論に
は、
い
さ
さ
か
逆

効
果を
免れない
要
素が
ある
の
で
は
な
い
か。

（
笑〉
つ
ま
り、
正
統
性が
危
機の
状
況に
ある
場

合、
外
交
的に
い
くつ
か
の一
時
的、
短
期
的
なタ

ブ
ー
が
ある
とい
うこ
とで
す。

それ
は、
ま
ず
第一
に、’
反日
論へ
反
論し
よ
う

と
するこ
とで
す。
（
笑）

第こ
に
は、
世
界
戦
略を
語
るこ
とで
す。
（
笑〉

な
ぜ
危
ら
ば、
世
界
戦
略は
必
然
的に
脱
亜
だか
ら

で
す。第

三
は、
日
本
が
大
国で
あ
り、，大
国
とし
て
の

い
る
と
思い
ま
す。

第
五に、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
アジ
ア
主
義
的
傾

向。第
六に、
東
南アジ
ア
に
お
け
る
日
米
関
係の
調

＼＼

 

整の
欠
如。
ワシ
ン
トン・
東
京
聞は
う
ま
くいっ

た
とし
て
も、
た
と
え
ばジャ
カル
タ、
あ
るい
は

ソ
ウル
で
日
米
関
係が
ど
うで
あ
る
か
と
い
うこ
と

で
すo
i

第
七に、
東
南アジ
ア
全
域に
み
ら
れ
る
反
知
性

的
傾
向。
こ
れ
は、
具
体
的に
は
知
識
人
弾
圧
とか

言
論の
自
由の
弾
圧
と
なっ
て
現わ
れて
い
る
わ
け

で
す。
こ
れ
は
現
政
権が
長
期
安
定を
は
か
る
た
め

の
手
段
とし
て
出て
く
る
わ
け
で
す。

第
八
が、
い
う
まで
も
な
く
深
刻な
経
済
情
勢。

激し
い
イン
フ
レ、
外
貨
準
備
高の
低
下
等々
。

第三
点に
移り
ま
す
と、
A
S
E
A
N、
な
い
し
は

ふぎんは、みなさまの有列なl!ti't.
づくりのお役に立つワリフドー・
リツキフドーを発行しています。

そしてJ I正業からご家ほまで安
定したJUUJ資金を供給すること

によって、llJJI lのゆたがな紅会
づ〈りにit;l!/1！しています。
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地
域
主
義を
日
本
人
が
ど
う
評
価
す
る
か
とい
う
問

題で
す。
つ
ま
り
日
本
が、
A
S
E
A
N
を
現
実
政

策の
対
象
とし
て
外
交
を
行
うこ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か。
スロ
ー
ガン
で
は
な
し
に、
臼
本の
現
実の

東
南ア
ジ
ヲ
政
策の一
環
とし
て
A
S
E
A
N
を
考

え
るこ
と
が
で
きる
か
ど
う
かで
す。
こ
の
観
点
か

ら
日
本の
A
S
E
A
N
政
策を
絶え
ず
見て
い
か
な

け
れ
ばい
け
な
い。
現
実に
は、
A
S
E
A
N
は、

ま
だ
道
義
外交の
ス
ロ
ーガ
ン
で
し
か
ない。
し
た

、、、

守

がっ
て、
私の
見る
とこ
ろ、
A
S
E
A
N
は
依
然

とし
て
今
後日
本が
盛
り
あ
げて
い
くべ
き
もの
で

あ？
で、
い
ま
そ
れ
が
ある
種の
実
体
を
もっ
た
と

い
うべ
き
もの
で
は
ない
と
思
いま
す。
私
は、
日

本の
国
益か
ら
考え
て、
A
S
E
A
N
をサ
ポ
ー
ト

すべ
き
だ
とは
考
えて
い
ま
すが、
現
在は、
ま
だ

A
S
E
A
N
を
あ
る
意
味で
は
冷た
い
自で
見一だい

た
ほ
うeか
い
い
の
で
は
ない
か。
A
S
E
A
Nの
欠

点を
十
分
認
識し
て
お
い
た
ほ
う
が
ト
い
の
で
は
な

い
か
と
思い
ま
す。

私
は、
A
S
E
A
N
の
欠
点は
以
下の
よ
う
な
も

晴
の
だ
と
思い
ま
す。

ば

ま
ず
第一
は、
A
S
E
A
N
加
盟五
カ
国の
そ
れ

ア

ぞ
れの
政
治カル
チュ
ア
が
違い
す
ぎ
る
こ
と
で

か 、
す。
民
＋＋王
義
体
制の
国
も
あ
れば
独
裁
体
制の
国

タ
ム
ノ
ロ
ク
l

偽

も
ある。
こ
れ
は
た
と
え
ば
用
語の
使い
方
の
違

76 
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き
な
い。
つ
ま
り、
四つ
の
国が
非
常に
複
雑
な
関

係
を
もっ
て
い
るこ
と
と、
日
本
が
決し
て
重
要で

ない
要
素で
は
な
い
こ
と、
こ
れは
認め
ま
すが、

同
時に
新し
い
ス
タ
ー
ト・
ラ
イン
に
立っ
た
とい

う
解
釈につ
い
て
は
異
議
が
あ
り
ま
す。
中
嶋さ
ん

が
そ
うお
考えに
な
るの
は
日
本を一
つ
の
イン
デ

ィ
ベ
ン
デン
ト・
ア
ク
タ
I
ll－
つ
の
独
立し
た

要
素
ーーで
あ
る
と
お
考
どに
なっ
てい
る
か
らで

は
ない
か
と
思
うの
で
すが、
私
は、
そ
うは
考え

ない。
私
だ
けで
な
く、
中
国
も
そ
う
見て
い
なか

い
な
ど
に
あ
ら
わ
れ、
n
自
由μ
とい
う
言
葉一
つ

を
とっ
て
も
その
定
義の
し
か
た
がい
ろ
い
ろ
と
い

ま
す。第こ

に
はR
A
S
E
A
N
が
少
数
特
定の「
貴
族
汁

の
私
有
物に
な
りつ
つ
あるこ
とで
す。
つ
ま
り、

加
盟
国
自
身が
A
S
E
A
N
を
国
内に
定
着さ
せ、

社
会化
させ
る
と
い
う
努
力を
欠い
て
い
た
た
め、

A
S
E
A
N
の
もつ
国
際
的
イメ
ー
ジ
と、
それ
ぞ

れの
国に
お
け
る
園
内
イメ
ー
ジ
との
聞に
大
き
な

ズ
レ
を
生じて
お
り、
A
S
E
A
N
の
存
在
自
身

が、
加
盟
各
国に
お
い
て
必
ずし
も
強
烈な
も
の
で

E、0

1

んψ山
L第三

に、
A
S
E
A
W
加
盟
国
聞に
国
力の
格差

が
生じつ
つ
あ
るこ
と
で
す。
特に
イン
ド
ネ
ラア・

をめ
ぐっ
て、
ほ
か
の
国に
疑心
暗
鬼が
生じつ
つ

あ
り、
A
S
E
A
N
諸
国の
国
家
間
関
係は
必
ずし

も
よ
く
ない
よ
うで
す。f

第四
に、
わ
れ
わ
れに
とっ
て
大
変
深
刻
な
問
題

で
すが、
特
定
同一
の
案
件が、
ある
場
合に
は
A

S
E
A
N
を
通
じ
て、
ある
場
合に
は
特
定の
国
を

通
じ
て
日
本につ
きつ
け
ら
れる
とい
う
こ
と
で

す。
国に
よっ
て
A
S
E
AM叩の
利
用の
し
か
た
が

違っ
て
い
る
とい
う
問
題が
ある。

以
上の
点か
ら、
A
S
E
A
N－の
将
来にう
い
て

は、
リ
アル
に
かつ
温か
く
見
守っ
て
い
く
必
要が

i、

あ
る
と
思い
ま
す。
そし
て
日
本
〉片して
で
き
るこ

と
が
あれ
ば
協
力
する。
た
と
え
ば、
私は、
A
3

E
A
N
が
加
盟
国
内に
定
着し
て
い
ない
と
申し
上

げ
まし，た
が、
そ
う
で
あ
れ
ば、
A
S
E
A
N
が
各

国
民に
P
R
す，る
た
め
に
雑
誌を
出
す
場
合、
そ
れ

に
日
本が
援
助
す
る
とか、
ある
い
は
日
本
人
が
A

S
E
A
N
加
盟
国
と
A
S
E
A
Nの
将
来に
つ
い
て

議
論
す
る
な
ざ
色々
な
方
法が
考え
ら
れる。

イ
ン
デ
ィ

ペ
ン
デ
ン
ト

＼

ア
ク
タ
ー

で
な
い
日
本

司
会
そ
れで
は
い
まの
問
題
提
起に
つ
い
てψ

あ
と
で
また
飯
田
さん
にコ
メ
ン
ト
し
て
い
た
だ
く

と
して、
つ
ぎに
蛾
山
先
生に
ご
発
言
をお
願い
し

た
い
と
思い
ま
す。

蝋
山
最
初の
中
嶋さ
ん
の
ご
報
告の
〈
与
件
〉

の
問
題で
す
が、
こ
の
点に
つ
い
て
は
昔か
ら
中
鴎

さ
ん
と
意
見が
違
う
もの
で
すか
ら、
（
笑）
繰
返

し
に
な
る
け
れ
ど
も、
私の
話
を
聞い
て
い
た
だ
き

たい
と
思い
ま
す♂

ま
ず、
一
九
六
九
年の
変
化の
象
徴と
し
ての
大

き
な
事
件をい
くつ
か
あ
げて、
「
米・
ソ・
中－i

日の
四
大
国が、
同
時に
新し
い
不
タ
lト・
ラ
イ

ン
に
立っ
て
街
動
含
起こ
し
た
年で
ある」
とおっ

しゃっ
て
い
る
が、
こ
の
解釈に
は、
私は
同
意で

い
て
日
本
と
中
国の
果
たし
て
い
る
役
割につ
い
て

の
東
南ア
ジ
ア
か
らの
評
価、f
あ
るい
は
イメ
ー
ジ

は
ずレ
い
ん
違っ
て
い
る
んで
は
な
か
ろ
う
か。
十東

南ア
ジ
ア
は、
ど
うし
て
もいつ
も
中
国と
日
本
を

意
識せ
ざ
る
を
得ない。
し
か
し、
現
在は
日
本の

オーバ
ー
プ
レ
ゼン
ス
の
ほ
う
が
直
接に
問
題
と
な

り、
中
国の
ほ
う
は
依
然と
し
て
「
影」
で
あ
る、

と
い
う
問
題が
あるの
で
は
ない
か。
だ
か
ら、
ジ

ャ
カル
タ
に
お
け
る
反
日
デ
モ
の
と
き
も、
ま
ず
反

日
デ
モ
の
形
を
とっ
て、
そ
れか
ら
華僑に
対
する

反
感へ
展
開し
ていっ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

う
わ
けで
す。

そ
れ
か
ら
「
日
本が
小
国か
大
国か」
と
い
う
問

題につ
い
て、
私が
最
近つ
くづ
く
感
じ
ま
すの
は

世
界
戦
略
を
もて
とい
う
議
論
も
わか
ら
な
い
わ
け

で
は
あ
り
ませ
ん
が、
し
か
し
日
本は
しょ
せ
ん「
世

界
戦
陪L
を
も
て
ない
の
で
は
な
か
ろ
うか
と
い
う

こ
とで
す。
日
本は
経
済
大
国で
あ
り
な
が
ら、
小

国
的
な
行
動し
か
と
れ
な
い。
つ
ま
り、
小
国の
利

害を
無
視し
て、
大国
指
向
型の
外
交
を
展
開し
て

し
ま
うこ
と
はで
き
ない。
結
局日
本の
実
力はこ

れ
く
ら
い
の
もの
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思い
ま
す。

そ
れで
い
い
か
ど
うか
は
別
問
題とし
て：：：。

＼
北
京・
東
京
枢
軸とい
う
言
葉に
も
関
連
するこ

と
で
すが、
中
嶋さ
ん
は
佐
藤
外
交
と
田
中・
大
平
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外
交の
差につ
い
て、
佐
藤さ
ん
が
沖
縄
返
還の
前

に
ア
ジ
ア
を二
回
訪
れた
とい
う
点で
区
別
して
お

ら
れ
るの
で
すが、
こ
れに
関して
も、
多
少の
疑

問
が
あ
り
ま
す。

とい
うの
は
ま
ず
第一
に、
今回、
反
日
論の
原
因

に
なっ
て
い
る
日
本の
オ
ー
バ
ー
プ
レ
ゼ
シス
は、

佐
藤
政
権の
時
代に
起こっ
た
もの
だ
か
らで
す。

つ
ま
り、
あの
十
年
間の
もの
すご
い
高
度
経
済
成

長の
蓄
積の
結
果、
オ
ーパ
J
プレ
ゼン
ス
が
生
じ

た。
第二
に
は
田
中
外
交
と
佐
藤
外
交を
比
較
す
る

と
き、
国
際
関
係の
次
元か
ら
だ
け
見て
い
る
と、

全
く
違っ
た
解
釈を
し
て
し
ま
う
可
能
性が
ある。

こ
れ
に
は、
自
民
党
内
部に
お
け
る
派
閥
争いの
国

際
化
と
も
い
うべ
き
側
面が
表わ
れて
い
る
の
は
な
’

い
か。
で
す
か
ら、
東
南
ア，ジ
ア
訪
問
中の
田
中
首

相ハ当
時）の
反
日
デ
tf
に
見
舞わ
れた
あ
との
記
者

会
見で
の
「
日
本の
商
社は
慎むべ
きで
あ
る」
と

い
う
例の
発
言は、
実は
敵は
本
能
寺に
あっ
た
わ

けで、
佐
藤
派に
対する
当て
こ
す
りで
あっ
た
と

思い
ま
す。つ
ま
り
東
南ア
ジ
ア
に
お
け
る
田
中さ

ん
の
利
権は
非
常に
少な
い
わ
けで
す
か
ら：：：。

し
か
も田
中
首
相へ
の
反
日
デモ
の
重
要な
潜
在
的

要
因
とし
て
は、
やは
り
佐
藤
内
閣
時
代に
蓄
積さ

れ
た
オ
ーバ
ー
プレ
ゼン
ス
が
ある
わ
け
で
し
ょ

た円ノ。

•' 

アジアの反日論

「
1
11

111

ーーー
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プレ
ゼ
ン
ス
は、
すで
に
アメ
リ
カ
の
ラ
テン
ア
メ

リ
カ
に
お
け
るプレ
ゼ
ン
ス
よ
り
も、
大
きな
もの

に
なっ
て
い
る。
し
か
し、
メ
キ
シコ
とア
メ
リ
カ

の
関
係を
とっ
て
み
ま
す
と、
メ
キシコ
経
済は
ア

メ
リ
カ
に
六
O
%
以
上
依
存し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず、
他の
ラ
テン
ア
メ
リ
カの
諸
国に
起
き
てい

る
よ
う
な
反
米の
動
きは
起こっ
て
い
な
い。
だ
か

ら
か
り
に
ク
リ
ティ
カル・
ポ
イン
ト
が
ある
に
し

て
も、
経
済
関
係の
ほ
か
に、
政
治
的なフ
ァ
ク
タ

ー、
社
会
的
なフ
ァ
ク
タ
ー、
心
理
的
なフ
ヴ
ク
タ

ー
な
ど
も
考
慮し
な
け
れば
な
ら
な
い。
だ
か
らパ

タ
ーン
化
するこ
と
が
む
ず
か
し
い
わ
けで
す。

「
進
出」
し
た
と
た
ん
に
評
判
が
落
ち
る
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司
会
飯
田
さ
ん
のコ
メ
ン
ト
に
対し
て、
矢
野

さ
ん
蝋
山さ
ん
か
ら、
質問パ
お
よ
び
か
な
り
きび

し
い
反
論
が
あ
り
まし
た
の
で、
飯
田
さ
ん
に
ご
発

言
を
お
願い
し
た
い
と
思い
ま
す。

～

飯
田
ま
ず、
矢
野さ
ん
か
ら、
私が
タ
ブ
ー
に

触
れたこ
とにつ
い
て
非
常に
きび
し
い
ご
発言
を

い
た
だ
き
ま
し
た
が、
私は、
自
分が
ナ
イーブ
で

あ
るこ
と
を
認め
ま
す。
〈
笑）
し
か
し、
た
と
え

ば
矢
野さ
ん
の
ご
発
言
に
し
て
も、
第三
点の
A
S

E
A
N
H
軽
視H
論主い
うの
は、
こ
れ
は
タブ
ー

そ
れか
ら
飯
田
さ
ん
は、
国
際
政
治
学
者が
日
本

の
H
大
国
性μ
に
つ
い
て
十
分
な
認
識
をし
て
い
な

かっ
た
ん
じゃ
ない
か
とい
わ
れた
ん
で
すが、
私

自
身は
その
議
論を
ずっ
とし
て
ぎた
つ
も
り
で

す。
私だ
けで
な
くこ
こ
に
お
ら
れ
る
他の
政
治
学

者
も
ずい
ぶ
ん
その
議
論を
し
て
きた。
む
し
ろ
そ

の
こ
と
を
忘れ
ら
れ
たの
は、
経
済
学
者じゃ
な
か

っ
た
か
と
思い
ま
す。
（
笑）

そ
れは
と
もか
く
と
して、
飯
田
さ
ん
は
「
六、

七
%の
高
度
成
長は
続か
ざ
る
を
得ない」
とい
わ

れ
ま
し
た
が、
こ
れ
は、
h口
本の
経
済
成
長は、
構

造
的な
もの
だ
か
ら
人
為
的にコ
シ
トロ
ール
で
き

な
い
とい
う
意
味なの
か、
そ
れ
と
も
六、
七
%の

高
度
成
長
が
続い
て
ほ
しい
と
願っ
て
お
ら
れ
るの

か、
その
辺が
よ
く
分か
ら
ない。

し
か
し
私は
も
し
も
そ
れ
が
続い
た
な
らば、
日

本は
将
来、
収
拾で
き
なけい
ぐ
らい
のフ
リ
クショ

ン
を
起こ
すの
で
は
ない
か
と
思い
ま
す。

私は、
東
南アジ
ア
で
反
日
デモ
が
起こっ
た
と

き、
キャ
ン
ベ
ラ
に
い
ま
し
た
が、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
P
新
聞
も、
東
南アジ
ア
に
同
情的に
書い
て
お

り、
反日デモ
が
起こ
るの
も
不
思
議で
は
な
いと

いっ
た
論
調
が
支
配
的で
し
た。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

も
日
本
経
済の
プレ
ゼ
ン
ス
の
大
き
さ
を
感じて
い

る
か
らで
すね。

で
す
ね。
（
笑）

矢
野
軽
視し
て
い
ない
で
すよ。
盛
り
上
げる

べ
き
だ
といっ
た
ん
で
す。

飯
田
で
も、
心の
中で
は
軽
視し
て
い
る
わ
け

で
しょ
う。
（
爆
笑）

矢
野
全
然
違
うん
だ
な。
（
笑）

司
会
その
点は、
ま
た
あ
とで：：：。
（
笑）

飯
国
冗
談は
と
もか
く
と
し
て
（
笑）
タ
ブ
ー

乏い
う
もの
が
あ
るの
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実で
す

が、
た
だ、
タ
ブ
ー
で
あ
るこ
と
を
自
覚し
て
そ
れ

を
言
わ
な
い
の
と、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
を
認
識し
て

い
な
い
とで
は、
非
常に
違う。
タ
ブ
ー
で
あ
る
か

ら
問
題に
し
ない
とい
うの
は：：：。

そ
れか
ら、
蛾
山さ
ん
か
らご
指
摘い
た
だい
た

点につ
い
て、
私は
日
本
が
高
度
成
長
するの
を
願

っ
て
い
る
わ
けで
は
な
い。
そ
れ
どこ
ろ
か、
こ
れ

まで
た
び
た
び
高
度
成
長は
終
わ
るこ
と
を
期
待し

て
い
た
わ
けで
す。
とこ
ろ
が、
な
か
なか
終
わ
ら

な
い。
（
笑）
終わ
れ
ば、
い
ろ
ん
な
面で
楽に
な

る
か
ら、
むし
ろ
その
方がい
い
と
思
う
んで
すが、

私の
感じで
は、
終わ
ら
ない
よ
う
な
気
が
する。

（
笑）
そし
で
そ
れが、
非
常に
む
ず
か
し
い
状
況

をつ
くり
だ
すん
で
は
ない
か。

「
日
本
を
見
習
え」
とい
う
よ
う
な
発
言を
喜ん

で
受け
取るの
は
危
険だ、
とい
う
ご
指
摘は、
ま

そ
れか
ら、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る、
ある
い
は
ラ

テン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本の
プ
ラ
ス・
イメ
l

‘
ジ
を
飯
田
さ
ん
は
強
調さ
れ
た
わ
け
で
す
が、
私

は、
こ
の
議
論は、
よ
ほ
ど
慎
重に
し
な
い
と
大
変

危
険な
議
論に
な
る
と
思い
ま
す。
な
ぜ
な
ら
「
日

本
を
見
習
え」
とい
うの
は、
そ
ういっ
た
国の
指

導
者が
「
過
去に
お
け
る
日
本の
成
功の
事
例
を
見

習え」
と
トっ
て
い
る
で
あっ
て、
「
現
在の
日
本

を
見
習
え」
といっ
て
い
るの
で
は
な
い
か
ら
で

す。ま
た
古
本の
経
済が
ど
ん
どん
成
長
し
て
いっ
た

場
合、
日
本を
取り
巻く
環
境が
反目
的
に
ぜ
る

ク
リ
ティ
カル・
ポ
イン
ト
が
あ
るに
違い
ない、

と
飯
田
さ
ん
は
い
わ
れた。
私
も
そ
れ
が
気が
か
り

な
もの
で
すか
ら、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
とラ
テン

ア
メ
リ
カ
諸
国
との
経
済
関
係か
ら
何か
教
訓を
学

ぶこ
と
が
で
き
るの
で
は
な
い
か
と〉
い
ろい
ろ
調

べ
て
み
た
の
で
すが、
経
済
的
な
依
存
関
係に
お
いV

て、
ど
こ
に
ク
リ
ティ
カル・
ポ
イン
ト
が
あっ
た

の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い。
（
笑）

も
ち
ろ
ん
アメ
リカの
海
外
経
済
進
出と
日
本の

そ
れ
とで
は
その
内
容が
違い
ま
すね。
ア
メ
リ
カ

の
場
合
は
イン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
が
非
常に
多い
け
れ

ど
も、
日
本の
場
合は
商
品
輸
出
と
原
料
輸
入
が
中

心で
す。
そ
れで
も
日
本の
東
南ア
ジ
ア
に
お
け
る

っ
た
く
その
と
お
り
だ
と
思い
ま
す。

だ
か
ら、
非
常にシニ
カル
に
考え
れば、
日
本

は
進
出し
て
い
ない
とこ
ろ
で
評
判が
い
い
ん
で
あ

っ
て、
進
出し
た
とた
ん
に
評
判が
悪
くな
る、
と

い
うこ
と
に
な
る
ん
で
す。
そ
れは
おっ
しゃ
る
と

お
り
だ
と
思い
ま
す。

反
日
論
に
問
い
か
け
の
反
論
を

司
会
安
場
先
生、
どう
ぞ。

安
場
反
日
論の
問
題に
は、
質の
面
と
量の
面

の
二つ
の
問
題が
あっ
て、
貸の
面
も
大
事
だ
と
思

う
んで
すが、
こ
こ
で
は
量の
面に
限
定じ
て
考
え

て
み
た
い
と
思い
ま
す。

オ
ーバ
ー
プレ
ゼン
ス
か
ら、
い
ろ
ん
な
問
題が

出て
きて
い
る
とい
うの
は
まっ
た
く
その
と
お
り’

だ
と
思い
ま
す。
し
か
もア
ジ
ア
で
の
日
本の
ウェ

ー
ト
が、
今
後、
小
さ
く
な
る
か
とい
う
と、
ど
う

も
そ
う
は
な
ら
な
い
ん
で
は
ない
か
とい
う
感
じ
が

し
ま
す。

その一
つ
の
要
因
とし
て、
石
油
危
機の
問
題を

取り
上
げた
い
と
思
う
ん
で
す。
石
油
危
機に
なっ

て、
石
油の
値
段が
上が
る。
そ
れに
よっ
て
船
舶

の
燃
料
費
も
上が
る。
だ
か
ら
船
賃
も
上
が
る。
こ

れ
が
経
済
全
体に
ど
れ
だ
けの
影
響を
及ぼ
すか
に
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つ
い
て、
計
量
的
な
こ
と
は
正
確
に
は
分
か
り
ま
せ

ん
が、
方
向
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
る。

‘
船
賃
が
上
が
れ
ば、
従
来の
よ
う
に、
海
洋
国
家

日
本
を
合
言
葉に
し
て、
世
界
中
か
ら
資
源
を
集

め、
こ
れ
を
加
工
し
て、
官
界
に
輸
出
す
る
と
い
う

こ
と
が、
や
り
に
く
く
なっ
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か。
今
ま
で
世
界
が一
つ
の
市
場
で
あっ
た

の
が、
い
くつ
か
O
市
場
に
分
か
れ
て
く
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か。
日
本
を
中
心
に
し
て、
ア
ジ
ア

・
太
平
洋
圏
が、
ま
と
まっ
た一
つ
の
市
場
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。
ア
ジ
ア・
太
平
洋
圏

と
い
う
言
葉
か
ら、
日
本
に
とっ
て
何
か
い
い
こ
と

が
起こ
る
か
の
よ
う
な
響
き
を
感
じ
る
方
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が、
実
は
そ
う
で
は
な
く、
日
放
に
と

っ
て
大
打
撃で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
す。

た
と
え
ば
ア‘シ
ア
に
お
け
る
日
本
の
プ
レ
ゼ
ン
ス

も、
少
な
く
と
も
貿
易
に
関
し
て
は、
今
ま
で
よ
り

も
高
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い。
そ
う
い
う
方
向へ
向

か
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す。

さ
ら
に
も
う一
つ、
海
上
運
賃
の
高
騰
に
よっ
て、

直
接
投
資
な
い
し
は
企
業
進
出
が
促
進
さ
れ
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る。
今
ま
で
は
日
本へ
原
料
を
持
ち
込

ん
で
加
工
す
れ
ば
よ
かっ
た
が、
こ
れ
か
ら
は
原
料

の
あ
る
と
こ
ろ
で
加
工
し
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と

に
なっ
て
く
る。
そ
う
な
る
と、
東
南
ア
ジ
ア、
あ

／ 

＼ アジアの反日論台
ク
チ
ャ
な
議
論
で
す。
日
本
人の
中
に
さ
え、
そ

バ
う
い
う
こ
と
を
い
う
連
中
が
い
る
と
い
う
こ
と
は、

ジ

ア
ジ
ア
の
反
日
論
が、
実
は
メ
イ
ド・
イ
ン・
ジ
ヤ

ボン
パ
ン
だ
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る。
そ
れ
が
ア
ジ

シ

ア
諸
国
に
も
伝
わっ
て、
日
本
人
自
身
が
反
日
論
を

い
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り、
か

えっ
て
反
日
論
を
激
化
さ
せ
る
結
果
に
も
な
り
ま

す。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
も、
少
な

く
三
も
問
い
か
け
の
反
論
は
や
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か

と
思
う
わ
け
で
す。

新
し
い
問
題
領
域
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
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司
会
司
会
者
と
い
う
立
場
を
逸
脱
し
ま
す
が、

経
済
学
を
やっ
て
い
る
者の一
人
と
し
て
ち
ょ
っ
と

二一
だ
け
発
言
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た

、ν
矢
野
さ
ん
か
ら
問
い
か
け
ら
れ
た一
番
大
き
な
点

llつ
ま
弘、
今の
東
南
ア
ジ
ア
の
危
機
状
態
を
政

策
的
な
危
機
と
み
る
か、
正
統
性
の
危
機
と
み
る
か

ーー
に
つ
い
〈
は、
最
近、
経
済
学
者の
間
で
も、

新
し
く
取
り
上
げ
て
議
論
し
な
お
そ
う
と
い
う
動
き

が
出
て
い
る。
戦
後
三
十
年
近
く
も
経
て、
新
し
い

問
題
領
域
が
登
場
し
て
き
て、
今
ま
で
と
は
まっ
た

く
違っ
た
形の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
な
く
て
は
な
ら
な

る
い
は
ア
リノ
ア
極
東
地
域
で
の
反
日
論
は
ま
す
ま
す

激
化
す
る。
ま
た
今
後
直
接
投
資
は、
ア
ジ
ア、
極

東
地
域
で
は
な
く、
そ
れ
以
外の
と
こ
ろ
に
も
向
か

う
で
し
ょ
う。
つ
ま
り、
今
ま
で
雑
多
に
貿
易
し
て

い
た
地
域
｜｜
中
南
米
と
か、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と

か、／ア
フ
リ
カ
と
か、
あ
る
い
は
中
近
東
ーーーに、

企
業
が
進
出
す
る
よ
う
に
な
る。
そ
う
な
る
と、
投

資の
分
散
が
起こ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま

す。
分
散
し
始
め
る
最
初の
う
ち
は、
そ
れ
ま
で
対

日
イ
メ
ー
ジ
が
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
に
行
く
わ
け
で
す

か
ら、
し
ば
ら
く
は
い
い
と
思
う
ん
で
す
が、
し
か

し
こ
れ
も
大
き
く
なっ
て
く
る
と、
問
題
が
起
こ

る。，そ
う
す
る
と
海
外の
企
業
進
出、
あ
る
い
は
直
接

投
資
が、
日
本
経
済の
重
要
な
ボ
ト
品
ネッ
ク
に
な

っ
て
き
ま
す
ね。
園
内
で
は、
ご
承
知の
よ
う
に、

す
で
に
環
境の
問
題
が
非
常
な
ボ
ト
ル
ネッ
ク
に
な
、

っ
て
い
ま
十。
ま
た、
日
本
人の
貯
蓄の
甑
慌
に
つ

い
て
も、
そ
ろ
そ
ろ
勤
倹
節
約
型
で
は
な
く
な
りつ

つ
あ
る。

そ
う
い
う
点
を
総
合
的
に
考
え
て
み
る
と、
全
体

と
し
て、
日
本
の
今
後
は
む
ず
か
し
い
で
す
ね。

矢
野
さ
ん
に一
つ
だ
け
反
論
し
た
い
ん
で
す
が、

い
くつ
か
の
タ
ブ
ー
が
あ
る
ど
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

け
れ
ど
も、
タ
ブ
ー
に
対
し
て
は、
い
つ
で
も
疑つ

い
と
い
う
動
き
が
出
は
じ
め、
そ
れ
は
狭い
意
味
で

の
政
策
危
機
以
上
の
も
の
だ
と
す
る
見
方
が
出
て
き

て
い
も。

、

具
体
的
に、
発
展
問
題の
第
二
サ
イ
ク
ル
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
で、
お
答
え
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す。第一
は、
南
北
問
題の
意
味
を
ど
う
捉
え
る
か
と

い
う
乙
と
で
す。

今
ま
で
は、
二
分
法
的
なー
絶
対
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
が
行
わ
れ
が
ち
だっ
た。
し
か
し
南
と
北
と
で
そ

れ
ぞ
れ
最
低
限
度
の
生
活
水
準
が
達
成
さ
れ
て
も、

あ
る
い
は
自
立
的
な
経
済
成
長
が
続
い
た
と
し
て
も

南
と
北
と
の
聞
に
相
対
的
な
格
差
が
存
在
す
れ
ば、－

む
し
ろ
不
満
が
あ
る
の
で
は
な
い
か、
と
い
う
こ
と

が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り、
相
対
的
な
比
率
の

問
題
と
し
て
論
議
侍
れ
る
よ
う
に
なっ
て
い
る。
そ

う
す
る
と、
南
側の
挑
戦
は
南
の
ミ
ニ
マ
ム
レ
ベ
ル

を
達
成
し
ろ
と
い
う
論
議の
ほ
か
に、
先
進
国
側
に

マ
キ
シ
マ
ム
レ
ベ
ル
を
設
定
し
ろ
と
い
う
と
こ
ろ
に

ま
で
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す。

そ
れ
か
ら、
南
側
自
体の
多
様
性
を
ど
う
理
解
す

る
の
か
と
い
うv
γと
も
問
題
と
なっ
て
い
ま
す。

第
二
の
問
題
は、
現
行
の
国
際
的
な
制
度、
組
織

あ
る
い
は
国
際
経
済
の
運
営
原
則
に
対
す
る
発
展
途

ぜ
上
国ぬ
挑
戦
と
い
う
こ
と
で
す。

で
か
か
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す。
タ
ブ

ー
だ
か
ら
と
い
っ
て、
そ
れ
に
触
れ
な
い
と
い
う
の

は、
や
は
り
い
け
な
い。
タ
ブ
ー
だ
と
し
で
も、
そ

れ
が
本
当の
意
味
の
タ
ブ
！
な
の
か、
そ
れ
と
も
み

せ
か
け
の
タ
ブ
！
な
の
か、
そ
こ
を
確
か
め
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
こ
とで
す。

反
日
論
に
反
論
す
る
の
は
タ
ブ
ー
で
あ
る。
こ
れ

は
お叫
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
け
れ
ど
も、
反
論
で
は

な
く
て、
問
い
か
け
を
す
る
の
は
タ
ブ
ー
か
ど
う
っ

か。
反
日
論の
中
に
は
ずい
ぶ
ん
ム
チ
ャ
ク
チ
ャ
な

も
の
も
あ
る。
対
話
と
か、
問
い
か
け
を
す
る
こ
と

に
よっ
て
ム
チ
ャ
ク
チ
ャ
な
も
の
か
ど
う
か
を
見
極

め
る
♂
そ
の
う
え
で、
全
然ム
チ
ャ
ク
チャ
な
反
日

論
に
は、
や
は
り
反
論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い。
た
と
え
ば、
「
日
本
と
タ
イ
と
の
二
国
間の
貿

易バ
ラ
ン
ス
が、
三
対一
の
ア
ン
パ
ヴ
ン
ス
に
なっ

て
い
るぴ
だ
か
ら
こ
れ
は
経
済
侵
略
で
あ
る」
と
い

っ
て
批
判
す
る
人
が
い
ま
す
が、
こ
う
い
っ
た
議
論

は
全
然ム
チ
ャ
ク
チ
ャ
な
議
論
で
す。
日
本
人の
中

に
も、
そ
れ
に
乗っ
かっ
て、
こ
れ
は
経
開
侵
略
で

あ
る
と
い
っ
た
り
す
る
人
が
い
る。
あ
る
い
は
「
日

本
は、
タ
イ
に
借
款
を
与
え
る。
タ
イ
は
そ
れ
で
日

本
か
ら
も
の
を
買
う。
タ
イ
に
残
さ
れ
る
の
は
負
債

だ
け
で
あっ
て、
日
本
は
生
産
を
伸
ば
し
て
お
金
を

取
り
返
す一
と
い
っ
た
よ
う
な
議
論
も、
同
様
に
ム
チ

す
な
わ
ち、
自
由
化
原
則、
I
M
F－
ガ
ッ
ト
体

制
等々
で
い
い
か
ど
う
か。
南
側の
主
張
は
そ
う
じ

ゃ
な
く
て、
差
別
原
則
等々
を
打
ち
出
し
て、
し
か

，
も、
まっ
た
く
新
し
い
秩
序
を
考
え
ろ
と
い
う
動
き

す
ら
見せ
て
い
る。
そ
う
い
う
動
き
を
ど
う
考
え
る

の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す。

ー

第
三
の
点
は、
今
ま
で
南
側
が
もっ
て
い
た
発
展

至
上
主
義
と
い
う
考
え
方
｜｜
そ
れ
は
先
進
国
に
も

あっ
た
わ
け
で
す
が
｜｜に
対
す
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
が

出
て
い
る。
そ
れ
は、
一
つ
は、
南
側の、
マ
ク
ロ

的
な
意
味
で
高
度
成
長
を
達
成
し
た
国々
が、
経
済

成
長
が一
般
大
衆の
福
祉
に
プ
ラ
ス
し
て
い
る
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
は
じ
め
た
こ
と
で
す。
も

う一
つ
は、
高
度
成
長
在
達
成
し
た
国々
は
む
し
ろ

対
外
依
存
を
強
め
る
形
で
そ
れ
を
達
成
し
て
き
て
い

る
わ
け
で
す
が、
そ
う
す
る
と、
そ
れ
ら
の
国
に
お

い
て、
高
度
成
長
は
し
た
け
れ
ど
も、
対
外
依
存
が

強
まっ
て
い
る
状
態
が
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
反

省
が
起こ
り
は
じ
め
て
い
る
こ
と
で
す。

そ
こ
で、
別
の
目
標
意
識、
す
な
わ
ち
セ
ル
フ
・

リ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
う
意
識
が
彼
ら
の
中、に
出
て
き

て
い
る。
た
と
え
成
長
を
や
や
犠
牲
に
し
て
も、
自

分
た
ち
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
政
策
範
闘
で
問
題

を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
に
なっ
て
く
る。
こ
う
い

っ
た
問
題
を、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
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が、
今、
発
展の
経
済
学
者の
中で一
つ
の
大
き
な

問
題と
なっ
て
い
る。
具
体
的
な
政
策レ
ベ
ル
の
問

題で
あ
れ
ば、
た
と
え
ば
「
緑の
革
命」
を
重
視し

た
け
れ
ど
もλ
こ
れ
が
失
敗し
た。
あ
るい
は
輸
入

代
替工
業
化
政
策を
とっ
て
き
た
け
れ
ど
も、
そ
れ

が
失
敗し
て、
今
度は
輸
出
代
替工
業
化
を
や
ろ
う

とし
て
い
る。
そ
うい
う
意
味で
の
政
策
論
的
な
論

議が
あ
り、
さ
らに
全
体
とし
ての
成
長
率
自
体の

問
題、
あるい
は
大
き
な
枠
組
み
自
体の
問
題
を
ど

う
考
え
る
か
とい
うこ
とで
も
挑
戦さ
れて
い
る
わ

けで
す。
し
た
がっ
て、
経
済
学
者の
発
展
論で
は

必
ずし
も
政
策
危
機とい
うこ
とで
は
な
く、
む
し

ろ
正
統
性
危
機をどの
よ
う
な
形で
受
け
とめ、
そ

れ
を
具
体
的
な
政
策レ
ベ
ル、
あ
るい
は
アプ
ロ
イ

チに
ど
う
生か
すの
か
とい
う
論
議が
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
うか、
と
思一う
わ
けで
す。

矢
野
深
海さ
ん
の
お
言
葉を
聞
き
まし
て、
経

済
学
者が
ナ
イー
ブ
で
ない
とい
ラこ
と
が
わ
か
り

ま
し
たの
で、e
撤
回い
た
し
ま
す。
（
笑）

プ ジ アの反日論

南
北
問
題
と
資
源
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

板
垣
先
生、
ど
う
ぞ。

板垣
今ま
で、
政
策
危
機か
正
統
性
危
機か
と

t
介
う
問
題に
関
連し
て、
南
北
問
題を
ど
う
と
ら
え

「lili－－ 司
会

4
資源ナ
ショ
ナ
Jズ
ム
とい
う
新し
い
問
題
をか司

か
え
た
南
北
問
題を
論じ
る
見
解の
中に
は、
資源

を
持っ
て
い
る
国とい川
A
K
を
持っ
て
い
な、い
国
と

に
分
けて
論じ
る
者
も
出て
きて
い
る。
こ
の
論
法

で
東
南アジ
ア
を
考え
る
と、
イン
ド
亜
大
陸、
つ

ま
り、
イン
ド、
パ
キ
ス
タン、
セ
イロ
ン
な
ん
か

は
持た
ざる
国に
あ
た
り
ま
す。
今まで
は
東
商写

ジ
ア
の
範
囲
を
あま
りに
も
狭
く
限
定し
す
ぎて
い

る
け
れ
ど
も、
もっ
と
広
く
捉
え
る
と1
こ
の
中に

は、
イン
ド、
パ
キ
ス
タン、
バ
ン
グ
ラ
デシュ
も

入
れ
ら
れ
る
わ
けで
す。
こ
れ
らの
国々
の
現
在の

l由
難は、
資
源ナ
ショーナ
リ
ズ
ム
の
あお
り
を
食つ

てい
る
とい
うこ
とで
す。
こ
れ
か
らは、
そ
うい

う
固に
対し
て、
日
本
が
比
較
的イン
タレ
ス
ト
を

持た
ない
よ
う
な
状
況
も
出て
き
ま
すし、
ま
た
資

源
ナショ
ナ
リ
ズ
ム
との
関
係で、
日
本に
不
合
理

な
要
求
を
出し
て
きて
お
り
ま
す。
こ
れ
ら
も、
資

源の
乏し
い
日
本の
ネッ
ク
の一
つ
と
なっ
てい
ま

す。

合‘
シンポジウム

必
要
に
な
る
相
手
国
の
見
通
し
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司
会
こ
の
セッ
ショ
ン
の
主
要な
テ
lマ
で
あ

る
反
日
論の
国
際
的
な
背
景の
問
題につ
い
て、
さ

らに
論
議を
展
開し
て
い
きた
い
と
思い
ま
す。

る
か、
ぞ
して、
経
済
規
模か
ら
み
た
サ
イズ
ザ
オ

ブ・
ネ
l
ショ
ン
ズ
とい
うサ
イズ
の
問
題
な
ど
が

出
さ
れ
ま
し
た。

生
産力の
体
系
とし
ての
日
本
経
済は、
確か
に

大
き
な
もの
を
持っ
てい
ま
すが、
今
新し
く
資
源

ナ
ショ
ナ
リズ
ム
の
展
開
とい
う、
南
北
問
題の
新

局
面
が
現お
れて
きた。
そこ
で
従
来か
らの
経
済

目
襟
を
生
産
力の
体
系、
成
長の
体
系
とし
て
捉え

て
き
た
考
え
方と、
福
祉の
体
系と
し
て
捉える
考

え
方
と
々
ど
うバ
ラン
ス
を
と
る
か、
そこ
に
経
済、

発
展に
関
連し
て
国
内
経
済の
正
統
性の
問
題
が
出

て
く
る
わ
けで
す。

南
北
問
題と
関
連し
て、
資
源ナ
ショ
ナ
リズ
ム

とい
うこ
と
がい
わ
れて
い
る。
そ
れ
が、
日
本に

とっ
て
も
非
常に
重
要
な
関
係を
もっ
て
い
る。
日

本は
経
済
大
国で
あ
り
な
が
ら、
実は
資
源
小
国で

f
あ
る。
資
源
小
国だ
か
ら
加
工
貿
易
型で
い
か
ざ
る

を
得ない
し、
貿
易
立
閣の
道
を
と
ら
ざ
る
を
得な

い。
そ
れ
が、
今、
資
源ナ
ショ
ナ
リズ
ム
の
台
頭

に
よっ
て、
改め
て、
資
源
小
国で
あ
るこ
とが
意

識さ
れ
てい
る。
で
す
か
ら、
経
済
大
国
論
議を
す

る
場
合、
あ
るい
は
経
済
成
長を
論
ず
る
場
合
に

は、
こ
の
問
題
を
必
ず
心に
と
め
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
ない
と
思
う。

ノ

資
源ナ
ショ
ナ
リ
スム
に
は、
三つ
の
問
題
点が

長
井
第一
に、
飯
田
さ
んの
大
国
云々
とい
う

話に
関
連し
て
も
う一
つ
強
調し
たい
ん
で
す。
飯

田
さん
が
おっ
し
ゃっ
作こ
と
は
「
日
本の
経
済
進

出
が、
相
手
国の
社
会の
ク
リ
ティ
カル・
ポ
イγ

、ト
に
な
る。
だ
か
ら
日
本が
世
界
戦
略を
もつ
べ
き

で
あ
る
とい
う
問
題が
起こっ
て
く
る』
とい
うこ

と
で
し
た。
その
場
合の
ク
リ
ティ
カ
ル・
ポ
イン

ト
と
は、
日
本
側が、
国
際
的に
外か
ら
相
手
国の

社
会
変
動、
社
会
構
造に
影
響
とか
リフ
レ
ッ
クス

を
与え
て、
そ
れ
が
相
手
国の
政
恥U
カ
テゴ
y
ー

の
問
題
とし
て
プッ
シュ
さ
れ
る
とい
う
こ
と
で

す。
だ
か
ら一
時
的な
経
済
的
要
因が、
相
手
国の

社
会の
中で、
最
終
的に
は、
政
治
的
なカ
テゴ
リ

ー
の
要
因
とし
て
噴出
する。
その
聞に
は
心
理
的

、

文
化旬
要
因
も
入
る
わ
けで
すが、
そ
れ
ぞ
れの
要

因の
相
関
関
係
とか
相
互
作
用を、
事
象
的に
も
う

一
度
洗い
直し、
そ
れ
を
その
国につ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
比
較す
る
とい
う
作
業を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ。
ク
リ
ティ
カ
ル・
ポ
イン
ト
の
問
題を
理
解
す
4

る
に
は、
そ
うし
た
作
業を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ん
じゃ
ない
か
と
思
う
わ
けで
す。

第
二
に、
た
と
えば
アメ
既
カ
の
場
合は、
ラ
テ

ン・
ア
メ
リ
カ
と
かユ
lロ・
ア
フ
リ
カ
と、
政
治

的
関
係だ
けで
な
く、
い
ろ
ん
な
意
味で
持
続
的な

関
係を
もっ
て
い
る
わ
けで
す。
そ
れ
と
比べ
て、

あ
り
ま
す。

／

一
つ
は、
資
源の
開
発
利
用に
よっ
て、
得
ら
れ

る
利
益
が
公
平に
分
配さ
れて
い
る
か
ど
うか
とい

うこ
とで
す。
こ
れ
は、
石
油
価
格の
問
題
とか、

利
権
料
云々
とい
わ
れ
て
い
る
問
題に
もひっ
か
か

っ
て
き
ま
す。

第二の
問
題は、
パ
l
テソペ
シ
ベ
l
ショ
ン
の
問

題。
つ
ま
り、
経
営へ
の
参貯の
同
題で
す。
その

参
加は、
終
局的に
は、
ナ
ショ
ナ
リ
ゼ
l
ショ
ン

（
国
有
化）
を
目
ざ
し
た
参
加で
す。
な
ぜ
な
ら、

資
源ナ
ショ
ナ
リ
ズム
の
根
底に
は、
過
去の
植
民

地
主
義の
遺
産が
あ
り、
今日の
資源
産業
を
中
心

に
し
た
他
国
籍
企
業は、
ほ
と
ん
ど
栂
民
地
主
義と

い
う
歴
史
的
な
ネッ
ク
を
持っ
て
い
る
か
らで
す。

そ
うい
う
意
味で、
脱
植
民
地
化
とい
う
要
求が
非

常に
強
く
あつ
で、
そ
れ
が
経
営
参
加
問
題へ
と
発

展
す
るこ
と
が
考え
ら
れ
ま
す。

第
三の
問
題は
資
源
産
出
国の
経
済
主
権の
主
張te

で
す。
天
然
資
源の
恒
久
的
主
権を
国
際
的に
承
認

せ
よ
とい
う
要
求が
あ
り、
こ
れが、
あ
ら
ゆる
議

論の
出
発
点
と
なっ
て
い
る。

以
上の
三つ
の
基
本
的
な
問
題
点を
含ん
だ
資源

ナ
ショ
ナ
リ
ズム
が、
今
後、
六
0
年
代に
論
じ
ら

れ
てい
た
南
北
問
題とは
まっ
た
く
違っ
た
側
面
と

し
て
表
わ
れて
く
る。

日
本の
場
合は、
アジ
ア
との
関
係で申フ
ラン
ク
が

か
な
り
大
きい
と
思
う。
だ
か
ら、
今
後は
ど
う
な

る
か
わ
か
ら
ない
とい
う
面を
は
ら
ん
で
い
偽わ
け

で
す。第三

に
は、
こ
れは一
番
重
要
な
問
題で
すが、

日
本
が
東
南アジ
ア
の
相
手
国に、
真の
利益に
な

る
た
め
に
は、
ど
うい
う
心
構
え
をし、
ど
うい
う

態
度を
と
れ
ばい
い
か
とい
う
問
題で
す。
そ
う
す

る
と、
相
手
国の
社
会
構
造と
か、
社
会
変
動の
状

態を
勉
強
す
るこ
とが
必
要に
な
る
わ
けで
す。つ

ま
り、
日
本
側と
し
て
は、
フ
リ
ク
ショ
ン
を
ど

れ
だ
け
意
識
的に
努
力し
て、
エ
ン
ラ
イ
ト
さ
せ
る

こ
とが
で
きる
か
とい
うこ
と
を
考
える
必
要
が
あ

る。
相
手
国の
ど
うい
ヲ
政
権の
社
会
的
背
景と

か、
リ
ー
ダー
シッ
プ
の
方
向と
か、
権
力の
あ
り

方が
ど
うい
うこ
と
か
とい
うこ
と
を
踏ま
え
た
上
’

で、
相
手に
対L
てこ
うい
う
態
度
を
と
れば、
こ

δい
う
よ
う
な
リパ
ー
カッ
ショ
ン
が
あっ
て、こ

うい
う
社
会
変動
を
する
だ
ろ
う
とい
う、
あ
る
程

度の
見
通し
を
持た
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
そ
うし

た
能
力
を、
学
者や
政
治
家が、
ど
の
程
度ほ
ん
と

う
に
もっ
てい
た
か
疑
問に
思い
ま
す。
や
は
り
見

通し
が
ない
か
ら、
ク
リ
ティ
カル
な
行
為を
や
ら

ざ
る
を
え
なかっ
た
の
で
は
ない
か、
とい
う
気が

し
ま
す。
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「
中
国
の
影」
と
華
僑

そ
れ
じゃ、

高橋さ
ん、
お
願
い
し
ま

ザ ク ア の 反 日 論

司
会

す。高
橋
ま
ず
第一
に、
国
際
環
境の
問
題を
〈
与

件
以
とし
て
と
ら
え、
そ
れ
が
アジ
ア
諸
国の
国
内

の
政
治
構
造、／
あるい
は
運
動に
ど
う
影
響し
てい

る
か
とい
うこ
とはλ
こ
こ
か
ら
十
分
伺うこ
とが

で
き
る
わ
けで
す。

し
か
し
その
聞の
相
互の
関
係につ
い
て、
も
う

’
少し
教
えてい
た
だ
け
る
と、
今
後の
問
題
占し
て、

大
変よ
かっ
たん
じゃ
ない
か
と思い
ま
す。

第二
点
と
し
て、
中
国の
問
題は、
八
与
件
〉と

し
て
も、
〈
主
体
〉の
問
題
と
し
て
も、
大
変
大
き

い
と
思い
ま
すが、
特に
「
中
国の
影」
の
問
題、

つ
ま
り、
影の
部
分
と
影じゃ
ない
部
分
を
ど
う
－評

価
する
か
とい
う
問
題が
あ
り
ま
す。
た
と
え
ば、

アメ
リ
カ
の
政
治
学
者は、
アメ
リ
カ
が
中
国
と
技

術、
物、
金、
人
といっ
た
面でつ
な
が
り
が
ある
、

とい
うこ
と
を、
評
価
す
る
よ
Yで
す。
そ
れにつ

い
て、
私
なん
か
絶え
ず
疑
問を
感じてい
る
もん

で
す
か
ら、
そ
れ
が
具
体
的に
ど
うつ
な
がっ
て
い

るの
か
とい
うこ
とが
よ
く
分か
ら
ないAf

dh
そ
れか
ら
第三
点
と
して
華
僑の
問
題につ
い
て

11
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の
で、
報
告
者
とし
て
若
干
そ
れに
対
する
答え
を

九

出し
て
み
たい
と
思い
ま
す。

、

制

中
国の
影
とい
う
問
題につ
い
て
の
私の
指
摘が

ン
あ
る
点で
不
十
分で
あ
り、
あい
まい
で
あ
る
とい

ゥ
うこ
とは、
その
と
お
り
なん
で
す。
た
だ
私は、

広くアジ
ア
全
般
を
考え
てレ
ポ
ー
ト．を
書い
た
わ

けで
す。

彼
ら
が
もっ
て
い
る
中
国イメ
ージと、
わ
れ
わ

れ
日
本
人
が
感じ
てい
る
中
国イメ
ージ
とは
決
定

的に
違
う。
こ
の
点につ
い
て
の
自
覚が、
不
十
分

で
な
かっ
た
か。
不
十
分で
あ
れ
ば、
そ
れ
は、
潜

在
的に
中
国の
ア
ジ
ア
諸
国に
対
する
影
響
が
大き

い
た
め、
もし
も
中
国
とのコ
ン
タ
ク
ト
がい
ろい

ろ
な
形で
直
接
出て
きた
場
合に、
単に
影
と
ム
て

で
は
な
く、
リ
アル
な
実
態
とし
ての
中
国
が、
ア

ジ
ア
諸
国の
国
民
形
成と
か、
民
族
統
合を
根
本
的

に
否
定し
て
し
ま
うん
で
は
ない
か
とい
う
不
安を

，
持た
せ
るこ
とに
な
る。
今、
ま
さに
そ
うい
う
時

期に
来て
い
る
と、
私は
思
う
わ
けで
す。
つ
ま
り

中
国に
対し
て
誤っ
た
対
応
を
す
れ
ば、
国
民
形
成

その
もの
が
成り
立
た
な
く
な
る。
中
国の
存
在が，

そ
うい
う
よ
う
な
意
味
を
持っ
て
い
る。

ノ
その
点でd、
アジ
ア
に
お
け
る
中
国の
プレ
ゼン

ス
は、
日
本の
プ
レ
ゼン
ス
と
は
決
定
的に
違っ
て

い
る。
日
常
的に
生
活
その
もの
を
否
定
す
る
ほ
ど

85 

華
僑が
新し
い
心
理
状
況へ
移
行し
た
とい
う
問
題

を
指
摘し
て
お
ら
れ
ま
す。
た
だ
中
国
本
土の
動
き

と、
東
南アジ
ア
の
華
僑
との
相
互の
関
係に
は、

非
常に
アン
ピパ
レ
γ
ト
な
部
分が
大
きい。

い
わば、
自
分た
ちの
民
族
を
再
認
識
す
る
とい

う
側
面
と、
具
体
的に
彼ら
自
身が
選
択
する
場
合

とは
違っ
て
い
る
ん
じゃ
ない
か。
私
も、
東
南ア

ジ
ア
に
い
て、
い
やで
も
華
僑と
付
き
合っ
て
き
ま

し
た
が、
こ
の
連
中の
話を
聞い
て
い
ま
す
と、
中

国
本
土の
政
治の
面で
の
大
き
な
展
開、
あるい
は

彼
ら
が
今
住ん
でい
る
とこ
ろの
国
家
と
中
国
との

関
係の
変化
と、
彼
ら
自
身が
今
後ど
う
する
か
と

い
うこ
と、
あ
るい
は
ど
うい
う
方
向に
進み
たい

と
思っ
て
い
る
か
とい
うこ
と
と
は、
ずい
ぶ
zV遠

L
う
な
と
感じ
ま
し
た。

そ
うい
う
点小
らい
え
ば、
報
告に
お
書きに
な

っ
た
新し
い
心
理
状
況につ
い
て、
も
う
少し
付け

加
えて
いった
だか
ない
と
わ
か
ら
ない
な
と
感
心て

い
ま
す。

司
会J
佐
伯さ
ん、
神
谷
さん、
い
か
が
で
すか

こ
の
問
題に
関し
て
は：：：。

佐
伯
私
も
質
問が
あ
り
ま
す。
レ
ポ
ー
ト
の

「
反日
論の
国
際
的
背
景」
に
は、
最
近の
国
際
的

な
環
境の
変
化
とい
うこ
とは
書か
れて
い
る
が、

そ
れで
は
そ
れ
が
反
日
論
と
ど
う
結びつ
くの
か
に

の
影
響
力を
もっ
た
国
とし
て、
中
国が
歴
史
的に

も
存
在し
て
い
た
し、
ま
た
今日
の
アジ
ア
諸
国の

中
国に
対す
る
イメ
ー
ジ
も、
そ
れ
だ
けに
リ
アル

な
もの
に
な
ら
ざる
を
得ない。
戦
後の
中
国のア

ジ
ア
諸
国に
対す
る
対
外
政
策に
変
動が
あ
る
た
び

に、
アジ
ア
諸
国は
か
な
り
大
きな
衝
撃を
受
けて、

い
る
わ
けで
す。
た
と
えば、
九・
三
O
事
件の
際

の
イン
ド
ネシ
ア
の
場
合、
あ
るい
は
文
化
大
革
命

期の
中
国の
ア
ジ
ア
に
対す
る
影
響を
みて
も
明
ら

か
で
す。
こ
うい
う
問
題が
あ
る
が
た
め、
東
南ア

ジ
ア
諸
国は、
中
国に
対し
て
慎
重に
対
応せ
ざる

を
得
ない。

ア
ジ
ア
は、
「
毛
沢
東
型
革
命」
が、
最
も
成
功

し
や
すい
土
壌に
あ
り
な
が
ら、
な
ぜ
そ
うい
う
革

命が
成
功し
て
い
ない
の
か
とい
う
問
題
も、
こ
の

問
題と
結びつ
くわ
けで
す。

ま
た、
すで
に
米
中
接
近が
行わ
れ、
日
中
復
交

が
実
現し
た
に
もか
か
わ
ら
ず、
ア
ジ
ア
諸
国
が、

な
ぜ
中
国
との
国
交
樹
立に
慎
重に
な
ら
ざ
る
を
得

ない
の
か
とい
う
問
題
も
あ
り
ま
す。
一
部の
例
外

を
除い
て、
ソ
連や
東
欧
諸
国とは
ほ
とん
ど
国
交

樹
立し
てい
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
中
国
とは
そ
う

で
ない
とい
う
問
題
が
あるこ
と
を、
私は
申し
上

げ
た
かっ
た
わ
けで
す。

さ
らに
ま
た、
ア
ジ
ア
諸
国で
は、
六
0
年
代ま

つ
い
て
は、
ほ
とん
ど
述べ
ら
れて
い
ない
よ
うに

思
う
んで
す。
国
際的
な
環
境の
変
化が、
現
在の

強
烈な
反日
論
と
ど
う
結びつ
い
た
か
とい
うこ
と

に
な
る
と、
こ
こ
に
述べ
ら
れ
てい
る一
つ一
つ
の

問
題は、
反日
論の
発
生に
とっ
て、
そ
れほ
ど
関
係

が
ない
よ
うに
思
う。（
笑）
そこ
で、
国
際
環
境の
変

化
と
反日
論の
結びつ
きにつ
い
て、
中
嶋さ
ん
か

ら、
だ
か
ら
ど
う
だ
とい
う
とこ
ろ
を
も
う
少し
補

d
足
的に
説
明し
て
い
た
だ
く
必
要
が
ある
ん
じゃ
な

い
か。
そ
うし
な、い
と、こ
こ
で
の
論
議が、
反日
論

の
現
状を
受
けて
日
本
が
ど
うし
た
らい
い
か
とい

うこ
と
を
考
え
る
場
合の
対
策と
結びつ
か
ない。

リ
ア
ル
な
実
態
と
して
の
中
国

J

 

司rz一
そ
れで
は、
い
ろい
ろ
質
問が
出
さ
れて

い
ま
すの
で、
中
嶋さ
ん
か
ら
お
答
えい
た
だ
きた

い
と
思い
ま
す。

、

中
嶋
今の
佐
伯さ
んの
ご
指
摘で
すが、
実は

私
自
身
も、
こ
のレ
ポ
ー
ト
を
そ
うい
うこ
と
を
感

じ
な
が
ら
書い
て
い
た
わ
けで
す。
（
笑）
そ
うい

う
国
際
的
な
変
化が
な
かっ
た
と
し
て
も、
反
日
論

が
出て
きて
い
る、
とい
う
ふ
う
に
割
り
切っ
て
考

え
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
し
か
し、
皆

さ
ん
か
ら
大
変
貴
重
なご
指
摘をい
た
だ
き
ま
し
た

で
の
日
本の
高
度
成
長が
ア
ジ
アの
犠
牲の
上に
成

り
立っ
た
ん
で
は
ない
か
とい
う
意
識が
芽ば
えつ

つ
あっ
た。
ち
ょ
う
ど
その
と
き
「
日
本
が
くる
り

と
背
中を
向
け
た
M
で
は
ない
か」
とい
う
不
安、

い
ら
立
ち
が
アジ
ア
各
間に
あっ
た
こ
とは
事
実で

す。
し
か
も
そ
れ
なの
に、
日
本
外
交は
アジ
ア
諸

国
を
ほ
と
ん
ど
考
慮し
な
かっ
た。

つ
ぎに、
矢
野さ
ん
か
珍
ご
指
摘が
あ
り
ま
し
た

「
正
統
性
危
機か
政
策
的
危
機か」
とい
う
問
題で

す
が、こ
の
問
題は、
基
本
的
に
は
もっ
と
根
本
的

な
認
識の
違い
の
問
題に
帰
結
す
るか
も
し
れ
ませ

ん。
し
か
し、
私は、
もし
も
正
統
性とい
うこ
と

を
問
う
な
らば、
東
南ア
ジ
ア
諸
国
だ
けで
問
題に

なっ
て
い
るの
で
は
ない
とい
う
感じ
もし
ま
す。

だが
ら、
日
本の、
こ
れ
らの
諸
国
との
対
応に
お

い
て
は、
情
緒
的、
あ
る
い
は
反
科
学
主
義
的
な
対

応で
は
な
くて、
公
害の
原
因が
あ
る
場
合に
は
科

学に
よっ
て
そ
れ
を
除
去し
て
い
く
とい
う
よ
う
な

対
応が
必
要
と
さ
れ
る。

し
かし
にーもかか
わ
ら
ず
そ
うい
う
とこ
ろ
が、

こ
の
ご
ろ
薄れ
て
きて
い
るこ
と
も
問
題
とし
て
い

い
の
で
は
ない
か
とい
うこ
いとで
す。

そ
れか
ら、
タ
ブ
l
の
問
題で
す
け
れ
ど
も、
確

か
に
タ
ブ
ー
はタ
ブ
ー
と
して
守ら
な
け
れ
ばい
け

ない
と
思い
ま
す。
し
か
し、
いつ
か
は
その
こ
と

，， 



自
身が一
種の
ご
ま
か
し
だっ
た
とい
うこ
と
が、

国
家
関
係に
おい
て、
わかっ
て
く
る
わ
けで、
そ

うい
う
意
味で
タ
ブ
ー
に
触れ
るこ
とが
必
要に
な

る
の
で
は
ない
か。

日
中
関
係は
現
在
非
常に
安
定じ
てい
る
よ
うに

み
え
ま
す
け
れ
ど
も、
実は
その一一
に
ある
非
常
にー

大
き
な
不
安
定
要
因が
カム
フ
ラ
ー
ジュ
さ
れ
てい

る。
カ
ムフ
ラ
ー
ジュ
さ
れ
て
い
る
部
分
と
し
？

は、
一
つ
に
は、
中ソ
対立に
関
係
す
る
問
題が
あ

り、
も
う一
つ
に
は、
日
本の
国
家
目
標
と
中
国の

そ
れ
と
が
根
本
的に
相
容
れ
ない
とい
うー
問
題が
あ

る。
こ
れ
ら
が
隠
さ
れ
た
ま
ま
H
友
好H
が
続
け
ら

れ
る
か
ぎ
り、
日
中
関
係は
非
常に
不
安
定な
構
造

じ
乗っ
て
い
る
とい
わ
ざ
る
を
得ない。
日
中
国
交

回
復配
もか
か
わ
ら
ず
依
然
とし
て
で
す。
日
中
復

交その
もの
に
もご
ま
か
し
が
ある。
な
ぜ
な
ら

「
台
湾
問
題は
日
韓
平
和
条
約を
色め
て、
中
国
人1

自
身の
問
題で
は
ない
か」
とい
う
日
本
側か
らの

問
題
提
起が
な
い
ま
ま、
現
在に
至っ
て
い
る。
こ

れ
も、
大
き
な
問
題だ
ろ
う
と
思い
ま
す。

時

タ
フ
！
とい
う
と、
中
国
研
究を
やっ
℃
い
る
沌

恨
の
か
ら
する
と、
ど
うし
て
も
憶
病に
な
ら
ざ
る
を

1

 

7

得な
い。
タ
ブ
ー
に
触れ
る
と、
中
国に
行か
れ
な

o
w
く
な
る
ん
じゃ
ない
か
と
考える。
（
笑む
東
南ア

’’＼シ
ア
の
場
合に
も
同
じ
壁
が
あ
る
か
もし
れ
ま
せ
ん

86 －
う
二つ
の
着
限
点
を
出し
ま
し
た
けれ
ど
も、
東
南

口
アジ
7
の
正
統
性
危
機
をみ
る
方
法
と
し
て、
：
う

W
い
う
与
件を
あ
げ
るこ
とは、
非
常に
有
効
だ
と
思

ン

う
ん
で
す。
た
と
え
ば、
ニ
ク
ソ
ン・
ド
ク
ト
リン

シ

に
よっ
て、
親
米
諸
国は、
自
動
的広
正
統
性
危
機

に
陥り
ま
す01
東
南アシ
ア
の
国
内
政
治と
し
て
の

正
統
性
原
理は、
主
と
し
て、
内
向
け
よ
り
も
外
向

けにつ
く
ら
れる
傾
向の
ほ
う
が
多かっ
た。
タ
イ

の
民
主
主
設が
ま
さ
に
そ
う
な
ん
で
す。
あ
れは
親

米の
た
めの
民
主
主
義で
あ
り、
タ
イ
自
身が
民
主

主
義
を
必
要占
する
か
ら
民
主
主
義で
ある
とい
う

の
で
は
な
かっ
た。
そ
うい
う
状
況でニ
ク
ソン・

ド
ク
ト
リン
が
出て
く
る
と、
一
瞬に
し
て
正
統性

危
機に
焔。っ
て
し
ま
う。

川、

そ
うい
うこ
と
で、
政
治が
非
常に
混
迷
を
きた

し
てい
る。
思い
きっ
て
十
九
世
紀に
戻
ろ
うか
な

87 

著

が
L
か
し
それ
を
も
う一
歩
乗り
越
えて
い
か
な
け

れ
ば
い
け
ない。
タ
ブ
ー
に
触れ
ず
にい
け
ば、
す

ぐ
中国に
も
行
け
る
か
もし
れ
ない
が、t（
集）
そ

れ
で
は
やっ
ぱ
り
どこ
か
に
問
題が
あ
る
と
私は
感

じ
てい
ま
す。
だ
か
ら、
し
ば
し
ば
タ
ブ
！
に
触れ

て
い
る
わ
けで
す。
（
笑）

東
南
ア
ジ
ア
を
襲
う
絶
望
感

、
" 

司
会‘
反
論が
求め
ら
れ
てい
ま
すの
で、
矢
野

さ
ん
と
高
橋さ
ん
に一
言
ずつ
お
願い
い
た
し
ま

す。矢
野
聞い
てい
ま
す
と、
今の
東
南アジ
ア
の

き
び
し
い
状
況に
対する
認
識が、
ちょ
っ
と
足り

ない
と
思
うん
で
す。
（
笑〉
私は、
飯
田
さ
ん
は、

はっ
き
りいっ
て、
脱
亜
論
者だ
と
思
う。
（
笑〉イ

ン
ド
ネシ
ア
の
研
究
は、
も
う
な
さ
ら
ない
方
しよ

う。
中
嶋さ
ん
も、
中
国の
研
究
者と
い
う
こ
と

で、
逃
げ
場
を
もっ
て
い
ま
す。
（、
笑）

私
み
た
い
に、
タ
イ
と
イン
ド
ネシ
ア
を
研
究し

て
い
る
者は
そ
う
は
い
か
ない。
〈
笑）

タ
イ
で
は、一
九
七
四
年の
四
月
以
降、
大
変な
ナ

ショ
ナ
リ
ズ
ム
で
す。
研
究
者が一
人
研
究
す
る
た

め
に、
二
百
ドル
も
と
ら
れ
る。
個
人の
研
究は‘

もは
やJ
許
さ
れ
ない
ん
で
す。
グ
イの
学
者の
だ
れ

i

1
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、

か
と、
カ
ウン
タ
ー・
パ
ー
ト
ナ
ー
を
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い川。
研
究
報
告
も、
もは
や
私の
名
前で

は
で
き
ない。
＼

ー

i

イン
ド
ネ
シ
ア
の
場
合に
は、
原
地
調
査の
許
可

証に
し
て
も、
以
前は
文
部
省だ
けで
よ
かっ
た
ん

で
す
が、
今は
陸
軍は
も
回
り、
警
察に
も
回
り、

情
報
省に
も
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
その
許
可

を
と
る
だ
け
で、
最
低で
半
年、
普
通で一
年は
か

か
る。
今、
東
南アジ
ア
は、
お
そ
ろ
し
い
ナ
ショ

ナ
リ
ズ
泊
で
すよ。

い
ま
や、
東
南アジ
ア
は、
ど
ろ
ど
ろ
とし
た
ナ

ショ
ナ
リ
ズ
ム
を
持ち
出U
枯ヘ
だ
が、
私
ど
も
か

ら
する
と、
こ
うい
う
状
況が
何
年
続
くの
か
とい

うこ
と
は、
死
活の
問
題な
ん
で
す。
（
笑〉
だ
か

ら、
科
学
的で
あ
るの
もよ
ろ
し
い
で
すが、
とに

か
く、
今、
東
南ア
ジ
ア
の
人々
自
身は、
もの
す－

ご
い
絶
望
感に
襲わ
れ
て
い
る。

私は
今ま
で
四
度
東
南ア
ジ
ア
に
行っ
てい
ま
す

け
れ
ど
も、
その
た
び
に
非
常に
は
げし
く
変
化し

て
い
る
と
思い
ま
し
た。
そ
れで、
佐
伯さ
ん
か
ら

出さ
れ
た
国
際
的
与
件の
分
析
と
反日
論の
関
係。

二つ
の
問
題の
接
点
を
ど
う
模
索
す
る
か
とい
うこ

とで
す
け
れ
ど
も、
政
治
危
機
とい
う
媒
介
を
東
南

アジ
ア
に
見て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
ない。
政
治
危

機に
つ
い
て
は、
正
統
性
危
機と、
政
策
危
機
とい

んて
議
論
さ
え
出て
き
た。
そ
うい
う
ドロ
ドロ
と

し
た
状況に
おい川て、
三つ
の
危
険が
生
じる。

一
つ
は、
国
家
自
身に、
国
家
的
な
締めつ
けの

能
力が
ない
の
で、
ちょっ
とし
た
政
治
紛
争
で

も、
あっ
とい
う
間に
暴
動に
P
な
がっ
て
い
く。

そ
うい
う
非
常に
ゆ
ふい
国
家で
すから：：：。
だ

か
ら、
私
ど
もは
正
統
性
危
機に
対し
て
は、
感
受

性
を
持た
な
け
れ
ば
い
け
ない。
つ
ま
り、
ど
うい

う
国
際
的
与
件に
よっ
て、
E
統
性
危
機が
生
じ
る

か
とい
うこ
と
を、
知、っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。
ニ
ク
ソ
ン・
ド
ク
ト
リン
や
田
中
訪
中は
正
統

性
危
機の
原
因に
なっ
た。
その
点で
は
中
嶋さ
ん

の
分
析は、
か
な
りい
い
線
をいっ
て
い
る
と
思
う

ん
で
す。
（
笑）

第二
に
は1
そ
うい
う
正
統
性
危
機が
生
じた
状

況に
対
する
私
た
ち
日
本
人の
感
受
性の
問
題
が
あ

保
育
器

2・
で
愛
児
失
明
ノ・
涙
と
怒
り
の
母
の
記
録
ー
岡
崎
弘
美
ち
ゃ
ん
は
保
育
器
の
中
で
失
明

ム

、
，

ι

た
。

病
名
は
〈
未
熟
児
網
膜
症
〉。

だ
が
こ
れ

刊

は
病
気
で
は
な
い
。

医
師
の
不
注
意
に
よ
る

愛

医
療
被
害
で
あ
っ

た
。

心
な
い

医
師
は
「
命

践

を
助
け
た
の
だ
か
ら
盲
く
ら
い

我
慢
し
ろ
」

港

と
言
っ

た
。

母
親
の
千
恵
さ
ん
は、

涙
を
ぬ

5

ぐ
い

怒
り
に
震
え
て
闘
い
を
始
i
E
I

一T

岡

崎

千

恵

' B 
6 
判
上
製

￥ 

8 九
0 0 

ぺ
T l  
120 ジ

り
ま
す。
向こ
うは
外
貨が
ど
ん
ど
ん
滅っ
て
闘っ

て
い
る
と
き、
日
本は
進
出し
て
ど
ん
ど
ん
稼い
で

い
た
わ
けで
す。
ジ
ャ
カル
タ
暴
動の
と
き、
国
際

電
話が
開
通
して一本
番
最
初に
入っ
て
き
た
電
話

で、
関
西
系の
某
商
社の
支
店
長が、
「
目
下ジ
ャ

カル
タ
は
暴
動の
最
中」
といっ
た
と
こ
ろ、
そ
れ

を
受
けた
大
阪の
海
外
営
業
部
長が
ど
な
り
つ
け

て、
「
暴
動が
あっ
たこ
と
ぐ。らい、
こっ
ちで
も

わ
かっ
て
る。
商
売は
ど
ない
なb
と
る
ん
や」
と

いっ
て
い
た
そ
うで
す。
（
笑）
こ
の
話は、
こ
う

一
い
う
危
機
状
況に
対し
て
感
受
性の
ない
こ
と
を
物

諮る
好
例
だ
と
思
う
ん
で
す。

第三
に
は、
や
は
り
政
策
危
機とい
う
局
面
も
見

落
とし
て
は
い
け
ない。
政
策
危
機に
対し
て、
日

本
は、
あ
る
種の
外
交
的
な
対
応をし
な
け
れ
ばい

け
ない。
た
と
え
ば、
イン
ドシ
ナ
が
極
端
な
大
国
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主
義を
ゆ』っ
て
い
る
と
きは、
私
た
ちの
対フ
ィ
リ

ピ
ン
政
策
とか、
対
イン
ド
ネシ
ア
政
策は、
それ

ぞ
れ
違っ
た
意
味を
持っ
て
くる。
それ
に
よっ
て

こ
じつ
け
ら
れた
日
本
イメ
ー
ジ
が
形
成さ
れて
く

る
と
思い
ま
す。
だ
か
ら、
私は、
正
統
性
危
機、
政

策
危
機とい
う
こつ
の
概
念
を
媒
介
とし
て、
親日

論、
あ
るい
は
反
日
論
と、
中
嶋さ
ん
が
あ
げ
ら
れ

た
国
際
的
与
件
とは
結びつ
き
得る
と
思い
ま
す。

地
域
主
義
と
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

／ 

司
会
長
井さ
ん、
簡
単に
願い
ま
す。

長
井
二つ
あり
ま
す。

地
域
主
義の
問
題、
要
する
に
地
域
主
義の
国
際

的
な
意
義の
問
題で
す。
地
域
主
義は一
九
五
九
年

か
ら
展
開し
て
き
た
わ
けで
すが、
そ
れ
が
起こっ

て
きた
政
治
的
な
原
因とし
て
は、
や
は
り
当
時

は、
「
共
産
主
義の
教
訓」
に
対する
当
事
国の
指

導
者の
記
憶とか
意
見
が
あっ
て、
東
南アジ
ア
が

二つ
に
分か
れ
てい
た。

第一
に
は、
ス
カル
ノ
その
他の
急
進
的
なグル

ープ
と
アメ
リ
カ
の
傘
下の
グル
ー
プ
の
二つ
が
あ

っ
た。
その
ガ
カ
ル
ノ
が
倒
れ
で
スハ
ル
ト
に
代わ

っ
た。
私が
み
る
か
ぎ
り、
スハ
ル
ト
をバ
ッ
ク
ア

ッ
プ
し
て、
アメ
リ
カ
が
A
S
E
A
N
を
つ
く
っ

i’ J
アジアの反日論

た。
A
S
E
A
N
は、
地
域
協
宏、
地
域
統
合に
よ

っ
て
生
ま
れた
と
する
見
方
も
あ
り
ま
すが、
そう

だ
と
す
れば、
それ
な
りに
理
論
的ない
ろい
ろ
な

条
件が
必
要な
わ
けで
す。
とこ
ろ
が、バ
ア
メ
リ
カ

の
グアム
・
ド
ク
ト
リン
以
来、
保
障が
な
く
なっ

た。
そこ
で、
第
二の
段
階とし
て、
中
立
北
政
策

とい
うこ
と
に
踏み
きっ
て、
自
主
的
な
域
内
協
力

に
向かっ
た。
七一
年ご
ろ
を
契
機
と
して。

第二に
JI
S
E
A
Nの
こ
と
につ
い
てい
えば
ア

メ
リ
カ
の
立
場か
ら
す
れ
ば、
東ア
ジ
ア
に
お
け
る

中
心
勢
力で
あ
る
日
本
と、
東
南アジ
ア
に
お
け
る

中
心
勢
力で
ある
イン
ド
ネシ
ア
と、
そ
れか
ら
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
包
含し
た、
こ
うい
う
地
域
機
構

が
望ま
れ
る。
つ
ま
り
A
S
E
A
N
は
中
国に
向か。

っ
てつ
く
ら
れ
て
い
る
とい
う
考
え
方
も
ある
わ
け

で
す。
そ
うい
う
わ
けで、
日
本は
A
S
E
A
N
と

の
関
係で、
ど
うこ
れ
に
対
処し
て
い
くの
か、
こ

れ
は
な
か
な
か
むつ
か
し
い。

だ
か
ら
私は、
やは
り
現
在の
東
南アジ
ア
で
は、

統
治、
立
国の
た
め
に
は
ナショ
ナ
リズ
ム
が
求
心

的
な
力
を
持っ
て
い
て
国
家の
国
際
的な
存
在
とい

うの
は、
あ
ま
り
強い
もの
で
は
ない
と
思
う。

司
会
最
後に
ま
と
め
さ
し
てい
た
だ
き
ま
す
必

こ
の
セッ
ショ
ン
の
論
議は、
一
つ
に
は、
反日
論

ー
とい
う
よ
う
なドロ
ドロ．と
し
た
もの
を
論
理
的に

解
明で
で
き
る
か
ど
う
か
とい
うこ
と
につ
い
て、

根
本
的に
問
題が
ある
わ
けで
す。

第二
の
問
題は、
中
嶋さ
ん
ご
指
摘に
なっ
た
よt

う
に、
国
際
環
境の
変
化
自
体
を
ど
う
認
識
す
る
か

の
問
題、
あ
るい
は
その
認
識の
転
換を
ど
う
と
ら

え
る
の
か
の
問
題で
す。

第三の
問
題は、
国
際
環
境の
変
化が、
反日
論

と
ど
う
関
連し
て
いる
の
か
とい
うこ
とで
す。

るし
て
最
後に、
国
際
環
境だ
けで
は
ゐ
く、
現

状
認
識につ
い
て
も
危
機に
あ
るの
か、
あ
る
と
す

れ
ば
どの
程
度の
危
機な
の
か、
そ
れ
が
短
期
的な

危
機なの
か
長
期
的に
続
く
危
機なの
か、
といっ

た
認
識が
非
常に
重
要で
あ
る
とい
うこ
とで
す。

／
以
上の
よ
う
な
問
題
点の
解
明
を、
最
後の
第四セ

ッ
ショ
ン
に
譲
り
ま
し
て、
そこ
で
十分に
議
論し

てい
た
だ
きた
い
と
思い
ま
す。

（
第
三
セ
ッ

シ
ョ

ン
の
中
嶋
嶺
雄
氏
の
「
報

告
」
は

、
「
報
告
メ
モ
」
で
あ
り 、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
当
日

、

氏
が

、
口
頭
で
こ

れ
に
補
足

説
明
を
行
な
お
れ
ま
し
た。

｜｜
編
集
部）

／
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