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ける
ま
民主主畿の
確立に
…
育
ず
4
響
脱
拭一
器
援はお乙
とわりしま
ま
案
と
して、
アジ
ア
の
国際
政
治

寄与したいと考える・
なぜ
一を
区
4
8
地
疎
開
何一
すが、
転載ど
希望の
方は、
一le

m…………
抗
措…一一一
昨一
切一
諮
問
初
出
立山一一…
問中
前一
日

如
何一
宛一
部お送りください。
一
入
りの
日
中平
和
友
好
条
約
を
締結
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一する
の
な
ら 、
わ
が
国と
し
て
は 、

と
う
し
た
国
際関
係
の
現
実の
反
映一
対
中
外
交の
み
江
ら
ず 、
対ソ
外
交

で
あっ
た 。

一
の
あ
り
方
は
も
と
よ
り
わ
が
闘を
と

一
方 、
中
国
の
側
か
ら
す
れ
ば 、

一
り
ま
く
国
際
環境
の
長
期
的な
展
望

乙
れ
ま
で
は
厳しい・巾ソ
対立
の
も一
を
十
分に
見
き
わ
め
て
お
か
ね
ば
な

と
に
あっ
た
だ
け
に 、
日
本と
の
平一
ら
な
い 。
そ
れ
を
国
際
関
係の
ヴィ

和
友
好
条
約
を
最
初の
突
破口
に
し一
ジョ
ン
と
い
うζ
と
もで
き
よ
う 。

て 、
い
わ
ゆ
る
「
覇
権
条
項」
入
り一
し
か
も
，

条
約’
は

，
共
同
声
明’

の
条
約
を
アジ
ア
各
国と
結
び 、
ソ一
と
ち
がっ
て 、
国
家
百
年の
計
を
ト

述の
側の
対
中
包
囲
網の
連
鎖の
弱

一
する
もの
で
あ
る
か
ら
〈だ
か
ら
悶

い
環
を
破
りた
かっ
た
乙
と
は
い
う一
会で
の
批
准
手
続
きが
定め
ら
れ
て

ま
で
もな
い 。
だ
が

，
共
同
声
明’

一い
る
の
で
あ
る〉 、
ζ
の
よ
う
な
条約

と
い
う
か
た
ち
な
らい
ざ
し
ら
ず 、

一本』
結ん
だ
場
合の
わ
が
問
自
身の
国

，
条
約’
と
い
う
か
た
ち
で
「
務
権一
益
につ
い
て
の
見通
し 、
国
際
的
波

条
項」
を
受
け
容
れ
た
国
はこ
れ
ま一
紋
や
影
響
力 、
相
手
国の
立
場や
信

で
ど
乙
もな
く 、
，

共
同
声
明’
に一
頼性
ひ
い
て
はζ
の
条
約の

，
有
効

お
い
て
も
グェ
卜

ナム
やラ
オ
ス 、

一
一性’
（
周
知の
よ
うに 、
世
界に
は

北
朝
鮮そ
の
他 、
中
間の
周
辺
兄
弟一

，
有
効
性’
な
き
条
約
も
数
多
く 、

国は
み
な
「
籾
梅
条
項」
を
敬
遠
し一
条
約
を
結ん
だ
が
ゆ
え
に
か
えっ
て

て
い
る
の
で
あ
る 。

一
当
事
国
関
係が
悪
くな
る
場
合
も
あ

日
中
平
和
友
好
条
約
は 、
日
中
間一
る）
につ
い
て
の
成
算が
な
け
れ
ば

の
懸
案で
は
あ
る
が 、
そ
れ
は
決し一
な
らな
い 。

て一
般
論と
し
て
存
在し
て
い
るの

一
ひ
る
が
えっ
て 、
「
覇
権
糸
項」

で
は
な
く 、
た
ん
な
る
友
好の
シ
ン

ト入
りの
日
中
平
和
友
好
条
約
を
考
え

ポル
で
もな
く
し
て
「
靭
権
条
項」
－

た
場合 、
こ
の
よ
う
な
条件が
すで
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年末総
選
挙の
結果 、
衆
議
院
に
呼
応
す
る
よ
う
に 、
当の
中
道
路
を
さ
す
もの
と
考え
る
他
は
な
い 。

本の
建
設の
た
め
必
要な
ζ
と
ば
か

伸長に手
を
施
す乙
と
に
よっ
て

叩

仙
の
分
野は
次の
よ
う
に
なっ
た 。

線
に
擬せ
ら
れ
る
公
明・
民
社な
ど

け
れ
ど
も
タ
カ
派
と
か
右
寄
り
と
りで
あ
る 。

歩一
歩 、
民
主
主
義
国
日
本の
崩
川

自
民
党・：
二
六
O
〈二
六
五〉

各
党の
関
で
は
も
ち
ろ
ん 、
自
民
党
か
い
わ
れ
る
グル
ー

プ
の
言
動
は 、

従っ
て
之
等の
グル
ー

プ
を
両
極
壌
を
招
く
結
果に
な
ら
な
い
で
あ

…

社
会
党：・一
二
四
（一
一
二）

の
中に
お
い
て
さ
え
「
民
意
の
方
向
決
し
て
極
端
な
主
張
を
貫乙
う
と
い
端の一
極に
見立
て
て
右
派
と
き
め
ろ
う
か 。

公
明
党：：：
五
六
〈
三
O〉

は
両
極
端
志
向の
政
治
は
ノ
ー

で
あ
う
もの
で
は
な
い 。
た
と
え
ば
自
主
つ
け
る乙
と
は 、
お
の
ずか
ら
中
道

現
在の
わ
が
閣は 、
民
主
主
義

m

．

民
社
党：：：二
九
〈
一
九〉

り 、
な
に
か
新し
い
政
治
を
志
向
し
窓
法の
制
定一
つ
を
と
り
上
げて
み
路
線
な
る
もの
の
性
格
を
示
すこ
と
の
偽
装を
し
た
共
産
主
義
勢力の

川

’

共産党：：：一
九
〈
三
九〉

て
い
る」
な
ど
と
言っ
て 、
乙
の
考
て
も 、
そ
れ
は
世
界の
現
実
を
無
視
に
な
る 。
すな
わ
ち
マ
スコ
ミ

や一

慾
制に
よっ
て 、
真の
民
主
主
義

…

川

新
自
ク：：：一
八
〈

五〉

え
方
を
支
持
す
る
芦が
出て
来た 。

し
た
占領
軍の
押
しつ
け
憲
法
を
再
舘
世
論に
迎
合し
て 、
風
当
りを
避
閣を
建設
す
るの
に
必
要な
誇
施
叩

川

無
党派
j
i－－－

三
（

O）

と
こ
ろ
で
中
道
と

け 、
政
界
に
お
け
る
策が
大
幅に
遮れ
た
り 、
露
大な

吋

一
無
所
属

ニ
（

四）

い
う
以
上
は 、
そ
の

中
道
路
線
の
正
体

2
2
を
と
ろ
う
混
乱に
陥っ
た
り 、
中に
は
後
退
仙

品

計

五一
一
（
四
九
て

前
提と
し
て
左
右
両

l
1

4

と
す
る
の
が 、
い
わ
に
近い
状
態
に
立
ち
到っ
た
り
し

川

一

V
以ト
ド
日
間
品目
以

熊
谷
太
三
郎
向日目
見刊
誌
釘
れ
は
日
開切れ
に

山

すな
わ
ち一
方で
は
自
民
敗
退
界に
は 、
た
と
え
ば

〈
参
議
院
隊
員〉

け
れ
ど
も一
方に
方を
う
ち
出
し
て 、
純
粋な
民
主

竹

山
社
会
伸
び
悩
み 、
共
産
惨
敗に
終
共
墜主
義
勢
力の
よ
う
に
現
体
制
を
検
討し
て 、
独立
国に
ふ
さ
わ
しい
おい
て
共
産
主
義
勢
力
が
そ
の
本
体
主
義
的
言
動
を
忌
避
し
よ
う
と
す

…

川
っ
た
の
に
対し 、
他
方で
は
公
明
否
定
し
よ
う
と
す
る
明
ら
か
な
左
派
国
家の
基
本
法
を
考
え
よ
う
と
い
う
を
秘
めつ
つ 、
お
も
む
ろ
に
そ
の
浸
る
か
に
見え
る
動
き
は 、
と
の
状

町

川
斉
に
腿
進し
た 。

な
右
派
は
存
在し
な
い
か
ら 、
中
道
し
よ
う
と
い
うの
で
も
な
け
れ
ば 、

を
避
け 、
中
道
路
線の
美
名の
も
と
る
もの
と
言
わ
ざ
る
を
得な
い 。

叩

川

ζ
の
事
実
を
と
り
上
げ 、
7
ス
路
線
を
口
に
する
人
達の
い
う
右
派
他
国
を
侵
略
し
よ
う
と
い
うの
で
も
に 、
真の
民
主
主
義に
忠
実な
グル
中
道
路
線の
鐙
頭
と
い
う
受
け
と

い

川
コ
ミ

や一
部
国
民の
聞に 、
之
を
と
は 、
マ
スコ
ミや

世
間の一
部
が
な
い 。
そ
の
他
外
交 、
防
衛 、
教
育
1

プ
の
言
動を
封
殺
し
ょ
う
と
する
り
か
た
の
出
現は 、
真の
民
主
主

山

川
中
道
路
線の
銀
頭
と
し
て
歓迎
す
口
に
する
自
民
党
内の
い
わ
ゆ
る
タ
等に
関
する
主
張の
ど
れ
を
と
り
上
乙
と
は 、
結
局は
共
産
主
義な
い
し
義
の
推
進を一
層
必
要と
する
事

町

山
る
色が
見え 、
ま
た
政
界で
も
之
カ
派
な
い
し
右
寄
り
的な
グル
ー

プ
げて
み
て
も 、
真の
塁
幸
喜
園田
そ
の
前
提で
あ
る
社
会
主
義
勢
力の
態に
なっ
た 。

…
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第43号

惰
性
的
日
中
外
交
を
排
せ

東京外語大助教授

日本の民主主義を育てる会

一
あっ
た 。
ソ
速の
攻
勢
的な
進
出
に

一
た
い
し
て
米・
日・
中が
「
太
平
洋

一
横
断
的
述
携
（
トラン

ス・
パ
シ
フ

＼M一
ィ
ッ
ク・
コ
アリショ
ン
と
と
もい

隊
官
険防一
え
る
協
商
関
係を
形
成
し
よ
う
と
い

4

」
う
の
が 、
い
わ
ゆ
る
「
新
太
平
洋
ド

一
ク
卜
リン」
の
基

本構造で
あっ
た

一
ζ
と
を
想
え
ば 、
皮
肉に
も 、
こ
の

一
ド
ク
ト
リンの

対
象で
あ
る
ソ
速
の

一
み
は
プレ
ジ
ネフ
体制の
継
続
を
誇

一
示
し 、
他の
三
カ
国 、
一
九
七
七
年

一
に
新
しい
外
交
的
始
動
を
す
すめ
る

一
ζ
と
に
な
る 。
だ
が 、
ソ
連
v
s・

一
米・
日・
中
古
い
う
構
図
は 、
グロ

ーバ
ル
なパ
ワ
！

と
し
て
ソ
速に
対

ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
に
大
き
な
影

響
力
を
持つ
米・
ソ・
中・
日
の
四

カ
国の
な
か
で 、
米・
日・
中三
カ

国の
指
導
者が
変っ
た 。
な
か
で
も

中
国の
指
導
者
交
替は 、
あ
ま
り
に

も
衝
撃
的な
ド
ラマ
を
伴
う
もの
で
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中

嶋

嶺

雄

抗せ
ざ
る
を
得な
い
ア
メ
リ
カ
の
対

ア
ジ
ア
外
交の
構
図
と
し
て
は 、
ア

メ
リ
カ
に
とっ
て
・き
わ
め
て
好
都
合

な
もの
で
あっ
て
も 、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
わ
が
国に
とっ
て
も
好
都
合
な

もの
だ
と
は
い
え
な
い
とζ
ろ
に
問

題が
あ
る 。
な
ぜ
な
ら 、
日
本は
周

際
関
係の
上
で
も 、
地
政
学の
上で

も 、
ア
ジ
ア
に
おい
て 、
日・
中・

ソ
と
い
う
独
自の
三
角
関
係に
直
面

し
て
ゆか
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あっ

て 、
乙
の
点で 、
と
と
対
中・
対ソ

外
交に
関
する
限
り 、
対米
追
随が

で
き
な
い
の
で
あ
る 。
日
中
平
和
友

好
条
約
交
渉に
か
ら
む
困
熊さ
は 、

に
成
熟
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か 。

否で
あ
る 。
そ
れ
ど
と
ろ
か 、
当
面

の
日
中
平
和
友
好
条
約
は 、
き
わ
め

て
間
際
的
影
響
力の
大
きい
もの
で

あ
る
の
に 、
そ
の
よ
う
な
国
際
関
係

を
ほ
と
ん
ど
顧
慮せ
ずに 、
もっ
ぱ

ら 、
日
中
関
係と
い
う二
国
間
関
係

の
み
で
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の

は
ま
さ
に
「
立の
ずい
か
ら
天
井
を

の
ぞ
く」
乙
と
に
な
り
か
ね
な
い 。

そ
れ
で
も
ま
だ
「
天
井
を
の
ぞ
く」

だ
け
救い
が
あ
る
け
れ
ど
も 、
は
な

は
だ
し
き
に
い
たっ
て
は 、
政
権 、

内
閣 、
一
政
治
家の
功
絞と
し
て
ζ

の
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
た
り
す
る

な
ど 、
内
政
上の
考
雌
か
ら
問
題
を

見ょ
う
と
す
る
向き
が
あ
る 。

そ
も
そ
も
際
代の
政府や
外
相
は

日
米
関
係
や
日
本と
向
由
緒
悶と
の

関
係で
は
大
き
な
新機
軌
を
出
し
得

な
い
が
ゆ
え
に 、
そ
の
政
府の
姿
勢

を
対
中・
対ソ
外
交に
お
け
る
変
化

で
示
そ
う
と
する
き
らい
が
あ
る 。

乙
れ
は
見
当
ちが
い
も
は
な
は
だ
し

い 、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い 。
対
中

・
対ソ
外
交乙
そ 、
そ
の
タ
イ
ミン

グ
や
条
件の
成
熟を
十分に
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
もの
で
あ
り 、

さ
もな
い
と
田
中・
プレ
ジ
ネフ
会

談
〈一
九
七
三
年
秋〉
や
最
近の
小

坂
前
外
相の一
述
対
中
発
言の
よ
う

に 、
ド
シ
キ
ホ
l

テ
ぶ
り
を
示
すだ

け
に
なっ
て
し
ま
う 。

乙
の
点で 、
新
自
由
ク
ラ
ブ
の
代

表
が
過
般の
領
国
首相
と
の
会
見で

「
参
院
選
ま
え
に
日
中
平
和
友
好
条

約の
メ
ド

をつ
け
るべ
し」
な
ど
と

申し
入
れ
て
い
た
の
は 、
まっ
た
く

の
ナン
セ
ン
ス
で
あ
る
し 、
そ
も
そ

も 、
な
ぜ 、
わ
が
国の
外
交が
参
院

選
と
い
う
内
政に
拘束
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
の
か
理
解で
き
な
い 。

福
田
新
政
権は 、
で
は 、
は
た
し

て 、
こ
の
よ
う
な
わ
が
図外
交の
国

際
現
況
を
十
分に
見通
すこ
と
が
で

き
る
の
か
ど
う
か 、
大い
に
注
目せ

ね
ば
な
ら
な
い 。
新
聞
紙
上
に
あ
ら

わ
れ
る
範
囲で
は
稲
田
政
総
もと
の

点で
は
従
来の
術
性に
い
ま
だ
と
ら

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 、
河
野

容
院
議長
や
新
自
由
ク
ラ
ブ
の
田
川

誠一
氏の
訪
中 、
公
明
党の
竹
入
委

員
長
の
訪
中な
ど
が 、
い
ず
れ
も 、

日
中
平
和
友
好
条
約と
関
述
し
て
い

る
よ
う
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る 。
そ
し

て 、
伝
え
ら
れ
る
と
と
ろ
に
よ
る
と

一
月
十二
日 、
北
京で
河
野
議
長
を

迎
え
た
蕊
承
志・
日

中友好協会会

長
は 、
「
日
中
平
和
友
好
条
約が
ま

だ
締
結
さ
れ
て
い
な
い
責
任は 、
中

国に
は
な
い」
ま
た
同
本の一
部の

人
は
「
中
国の
情勢
は
混
乱
し
て
い

る」
「
体制
は
不
安
定
だ」
な
ど
と

いっ
て
い
る
が
「乙
れ
は
明
ら
か
に

間
迷い
だ」
と 、
述べ
た
と
い
う 。

ζ
れ
に
対し
て
河
野
議
長
は 、
ζ
と

も
あ
ろ
う
に 、
「
日
中
平
和
友
好
条

約が
ま
だ
締結
さ
れ
て
い
な
い
と
と

に
責
任
を
感
じて
お
り：：；」
と
の

発
言
を
お
こ
なっ
た
と
い
う 。
ま
さ

に 、
日
中
外
交は
従
来の
惰
性の
う

え
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い 。

日
中
平
和
友
好条
約が
お
く
れ
て

い
る
原
因は 、
中
間が
「
覇
権
条
項

」
と
い
う
明
ら
か
に
対ソ
戦
略上
の

考
慮か
ら
山山た
条
件
を
提
起
し
た
か

ら
で
あ
旬 、
中
国の
圏
内
情
勢は
当

の
「人
民
日
報」
自
身山州
連日
暴
露

せ
ざ
る
を
得な
い
よ
う
に 、
ま
だ
ま

だ
不
安定で
あ
り 、
昨中
間
的野の
体制

は 、

党大会や
全
国人
民
代
表
大
会

は
も
と
よ
り 、
党
中
央
委
員
会か
ら

さ
え
正
式
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る 。
最
高
政
策
決
定
機
関で
あ

る
党
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会は 、

当
初の
九
名が
二
人
し
か
残っ
て
い

な
い 。
つ
い
先臼
ま
で 、
日
中
交渉

の
最
高
責
任
者で
あっ
た
喬
冠
撃
外

相
は一
転
「
反
党・
反
革
命
分
子」

と
し
て
大
衆
裁
判に
さ
え
か
け
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る 。
ζ
れ
ら
は
すべ

て
中
国
自
身で
起っ
た
乙
と
で
あ
り

わ
が
国の
責
任で
は
な
い
の
で
あ
る

そ
し
て
最
後に 、
中ソ
関
係は 、

ど
の
よ
う
に
な
る
の
か 。
様々
な
観

測
が
あ
り
な
が
ら
も 、
一
九
八
O
年

に
満
了
する
巾ソ
友
好
同
盟
条
約
（

日
本
を
敵
問視し
て一
九
五
O
年に

結ぼ
れ
た
軍
事
同
腹
条
約）
につ
い

て 、
条
約
上 、
双
方は
七
九
年
務に

は
態
度を
幽
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い 。
あ
と
二
年に
そ
の
時期が
迫っ

て
い
る
と
い
うの
に 、
わ
が
問は 、

乙
の
二
年
を
待て
な
い
ほ
ど
中
悶の

要請に
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う
か 。
も
と
よ
り 、
中
国
側

が
「
籾
権
条項」
を
タ
ナ
上
げ
さ
え

す
れ
ば 、
す
ぐに
で
も
条
約
を
結ぶ

乙
と
に
異
存は
な
い 。

以
上 、
政
治
家
新
氏の
再
考
を
望

む
もの
で
あ
る 。

。
謹
賀
新
年 。
今
年

もど
う
ぞ
よ
ろ
し
く 。

とこ
ろ
で
私の
家に
今

年 、
五一
七
枚の
年
賀

状が
届
け
ら
れ
ま
し
た

と
の
数
は
決
し
て
びっ

く
り
す
る
ほ
ど
多く
は
あ
り
ませ
ん

が 、
と
いっ
て
少い
方で
は
な
い
で

しょ
う 。
そζ
で
私
はζ
の

年賀状

か
ら 、
あ
る
統計をつ
くっ
て
み
ま

し
た 。〈〉

昭
和五
十二
年 、
昭
和
丁
巳
な

ど
い
ろ
ん
な
書
き
方
は
あ
り
ま
しょ

う
が 、
と
に
か
く
「
昭
和」
と
い
う

年
号
を
使っ
て
あ
る
の
が
何
枚
あ
る

か
を 、
ま
ず
謝べ
て
み
ま
し
た
とζ

ろ 、
一二
九二
枚
あ
り
ま
し
た 。
乙
れ

は
七
六Mmに
な
り
ま
す 。
乙
れ
に
対

し
て一
九
七
七
年と
西
暦で
告い
で

あっ
た
の
は
四五
枚で
九
%に
す
ぎ

ませ
ん
で
し
た 。

。残
り一
O
O
枚 、
つ
ま
り一
五

Mm
は
何
も
書い
で
あ
り
ませ
ん 。
毎

年 、
同
じハ
ンコ
で
「
賀正」
「
元

旦」
と
朱
印を
制押
し
て
い
る
友
人
も

あ
れ
ば 、
元
旦
と
さ
え
も
告い
て
な

い
あ
わ
て
もの
の
友
人
か
らの
も
混

っ
て
い
ま
す 。
と
の一
五Mmは
果
し

て
「
昭
和」
が
好
き
な
の
か 、
そ
れ

と
も
ご
九
七
七
年」
組な
の
か 、

い
ま
の
と
乙
ろ
不
明で
す 。

。ζ
れで
わ
かっ
た
ζ
と
は 、
昭

和と
い
う
年号
を
紫
抗に
使っ
て
い

る
国
民が
絶
対に
多い
と
い
う
事実

で
す 。
だ
か
ら
昭
和
が
終っ
て
も 、

次に
新
し
い
元
号
が
伎
わ
れ
る
の
に

何
も
不
思
議
は
な
い
は
ずで
す 。
と

乙
ろ
が
政
治
的
に 、
思
想
的に
い
ま

元
号
問
題
が
と
り
上
げ
ら
れよ
う
と

し
て
い
ま
す 。

〈〉マ
スコ
ミ
な
ど 、
左
源
的
庇
史

説者
を
動
員
し
て 、
同
民
を
惑
わ
そ

う
と
する
の
で
すか
ら
困
り
もの
で

す 。
元
号
存続は
天
皇
制
強
化に
通

ずる
と
か 、
西
暦に
加
え
て
日
本の

年
号
も
覚え
させ
る
の
は
面
倒
だ
と

か 、

国際
的に
孤
立
す
る
と
か 、
元

号
反

対論者の
い
い
分は 、
会
く

子

供だ
ま
し
の
よ
う
なへ
理
店で
す 。

。
歴
史的に 、
学
問
的に

元号問

題
を
論
ずる
に
は 、
ζ
の
制は
あ
ま

りに
もスペ
ース

が
小
さ
す
ぎ
る
よ

う
で
す O
AF－
日
は
年
賀
状か
ら 、
昭

和
を
紫
朴
に
受
け
入
れて
い
る
国
民

が
絶
対に
多い
と
い

う事実を
紹介

する
の
に
止め
ま
しょ
う 。
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