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中

国
を

め
ぐ
る

最

近
の

国

際

情

勢
は
、

は

か

ら

ず

も
、

そ

の

主

張
す

る

反

「
覇

権
」

が
、

極

め
て

怒

意

的
も

の

で
、

か
つ

戦

略
・

戦

術

的
な

背

景
の

色

濃
い

も

の

で

あ
る
こ

と

を

証

明
し
た
。

こ

の

時

機
J

わ
が

国
は

ど
う

対

処
す

れ

ば

よ
い

の

か
。

日中に関する「歴史の
教訓」

い
ま
か
らちょ
う
ど二
十
年
前 、
一
九五
八
年
夏は 、
戦
後
日
中
関
係
史に

お
け
る一
つ
の
重
要
な
節
目
で
あっ
た 。
同
年五
月二
日に
長
崎で
起っ
た
中

国
国
旗
引
下
げ
事
件に
端
を
発し 、
中
国
側
が
対
日
強
硬
政
策に
転
換 、
い
わ

ゆ
る、
積み
上
げ
方
式
に
よっ
て
次
第に
拡
大
しつ
つ
あっ
た
日
中
交
流
を
完

全に
断
絶
す
るの
挙に
出
た
の
で
あ
る。
時の
わ
が
国
首
相
は
岸
信
介氏 。
事

態
を
その
ま
ま
放
置
す
れ
ば
日
中
関
係
は
も
は
や
修
復
し
が
た
く
な
るの
で
は

ない
か
と
の
夜
慮が
生
じつ
つ
あっ
た 。

岸
首
相の
頑
な
対
中
国
姿
勢
を
め
ぐっ
て
は 、
野
党
が一
斉に
批
判刊
を
浴び

せ
か
け
て
い
たこ
と
は
い
う
ま
で
も
ない 。
その
よ
う
な
と
き 、
まだ
少
壮の

代
議士
に
す
ぎ
な
かっ
た一
人の
自
民
党
員が 、
「
日
本の
政
治
は
二
途の一

つ
を
え
らば
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。
まこ
と
に
日
本の
安
危に
か
か
わ
る
重
大

決
定
が 、
い
ま
政
治の
識
見に
懸っ
て
い
る」
と
し
て 、
い
わ
ば
憂
国の一
文

を
発
表
し
た 。
「
日
中
交
流に
関
す
る
意
見
書
ll一

保
守
党
員の
理
解と
対

策
ll」
と
題
し
て
『
中
央
公
論』
九
月
号ハ昭和コ
干一二年〉
に
発
表
さ
れ
た

園
田
直
氏の
論
文
が
そ
れで
あ
る。

二
十
年の
歳
月の
流
れ
は
急で
あっ
た
が 、
こ
の
少
壮の
代
議士
は 、
い
ま

外
務
大
臣と
なっ
て 、
内
外
注
視の
う
ち
に 、
い
よ
い
よ

日
中
平
和
友
好
条
約

締
結の ，た
めの
外
交
折
衝の
詰
めに
入
ろ
う
と
し
て
い
る。
想
えば 、
園
田
直

氏
は 、
こ
う
し
て
保
守
陣
蛍の
な
か
で
も 、
い
ち
は
や
く

日
中
関
係の
重
要
性

に
翁
目
し
た一
人で
あっ
た 。
し
か
し 、
一
九
七二

年
九
月の
歴
史
的
な
日
中
国
交
樹立
に
い
た
るド
ラ

マ
に
際む
て
は 、
古
井
喜
美 、
田
川
誠
て
故
川
崎

秀乙
の
各
氏
らに
先
陣
を
許
し
て 、
つ
い
に
脚
光
を

浴び
るこ
と
な
く
度
視
す
るこ
と
をよ
ぎ
な
く
さ
れ

て
き
たの
で
あっ
た 。
そ
れ
だ
けに 、
懸
案の
日
中

平
和
友
好
条
約
を
わ
が
手で
締
結
す
るこ
と
に
よっ

て 、
二
十
年
来の
至
情
を
全
う
し
たい
と
園
田
氏
が

い
ま
考
え
た
と
し
て
も 、
そ
れ
は
当
然で
あ
ろ
う 。

福
田
政
権
下の
日
中
平
和
友
好
条
約交
渉
に
関
し

て 、
本
来
的に
は
慎
重
な
立
場に
あ
る
福
岡
首
相
と

は
対
照
的に 、
し
ば
し
ば
園
田
氏の
積
極
性が
目
立

つ
背
景に
は 、
こ
の
よ
う
な
経
緯が
秘
め
ら
れ
て
い

る
もの
と
思
わ
れ
る。

き
て 、
二
十
年
前の
園
田
氏
は 、
右の
論
文で
何
を

訴
えよ
う
と
し
たの
で
あっ
た
か 。
当
時の
岸
首
相

を
指
拙押
しつ
つ
日
中
関
係の
改
善
を
説い
た
同
氏の

論
点は 、
今
日の
時
点か
ら
見て
も 、
歴
史の
評
価

に
耐
え
得
る
もの
か
ど
うか 。
こ
の
点に
関
す
る
判

定
を
試み
る
な
ら
ば 、
「
情
勢に
流
さ
れ
る
ま
ま 、

台
湾・
韓
国
との
連
繋
をつ
よ
め、
苦
闘
す
るダレ

ス
外
交との
結
合に
深
入
り
し 、
世
界と
ア
ジ
ア
の

危
険
な
軍
事
情
勢の
な
か
で 、
核
装
備N
E
A
T
O

参
加の
道
を
歩
むこ
と」
を
拒
否
し
て 、
「
日
中
関

係
を
収
拾
改
善し 、
台
湾 、
韓
国
と
の
軍
事
的
連
繋

は
避
け 、
日
本の
核
武
表に
抵
抗し 、’
世
界
と
ア
ジ

監霊a:�聖書館白MJr.tl�... �君臨軍国主回

ア
に
お
け
る
力
の
政
策 、
死
闘の
戦
列か
ら
或
る
程

度ま
で
離
れ
る」
こ
と
を
力
説
し
た
園
田
氏の
論
調

は 、
今
日の
自
民
党A
A
研な
ど
よ
り
も
は
るか
に

「
革
新
的」
で
あっ
て 、
ま
さ
に
少壮
代
議士
に
ふ

さ
わ
しい
もの
で
あっ
た
とい
わ
ね
ば
な
ら
ない 。

だ
が 、
同
時に
専
門
家も
顔
負
け
す
るほ
ど
丹
念に

『
人
民
日
報』
な
ど
を
引
用
して
書
か
れ
たこ
の
論

文
は 、
その
情
勢
判
断に
お
い
て
は 、
残
念
な
が

ら 、一
中
国
と
世
界の
当
時の
状
況
を
大
き
く

見
誤っ

て
い
た
の
で
あ
る。
た
と
えば
園
田
氏
はこ
う
述べ

て
い
る。「
新
しい
段
階で
は
日
中
貿
易
が
大
き
く
発

展
す
る
見通
し
を
もっ
て
き
た 。
五
カ
年に
お
よ
ぶ

鉄
鋼
協
定と
揚
子
江
水
域の
震
源
開
発計
画
と
は
そ

の
代
表
的
例で
あっ
て 、
日
本の
基
幹
産
業の
加
わ

る
貿
易
その
もの
が
拡
大
さ
れ
る
と
と
もに 、
長
期

安
定し
た
もの
と
な
り 、

輸入
の
過
度
な
対
米
依
存

で
不
安
定ない
ま
の
日
本の
貿
易
構
成
も 、
均
衡の

姿
勢に一
歩ち
かづ
くこ
と
に
な
る。
ま
たこ
の
こ

と
は
日
中
間の
友
好と
平
和
を
躍
進さ
せ
る。
放っ

て
お
け
ば
ア
ジ
ア
の
緊
張は 、
はっ
き
り
緩
和の
方

に
向
か
う」
「
八
年
前
朝
鮮
戦
争で
ア
メ
リ
カ
寧
に

対
決
し
て
譲
ら
ず 、
さ
い
き
ん
は
イ
ギ
リス

を
十
五

年で
追
い
越
す
と
み
ら
れ
るほ
ど
経
済
建
設の
さ
か

ん
な
中
国
は 、
あ
き
ら
か
に
強
大で
あ
る」 。

こ
の
よ
う
な
関
田
氏の
情
勢
分
析が
根
本
的に
誤

っ
て
い
たこ
と
につ
い
て
は 、
同
氏の
論
文
を
載せ
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た『
中
央
公
論』
が
発
売
さ
れ
は
じ
め
た
頃
か
ら 、
早

．
く
も
明
ら
か
に
な
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る 。
ア
ジ
ア

の
情
勢は
緩
和
す
る
どこ
ろ
か
八
月
中
旬
以
降 、
中

国
側の
猛
烈
な
金
門
島
砲
撃に
よっ
て
印
象づ
け
ら

れ
た
台
湾
海
峡
危
機が
訪
れ 、
や
が
て
翌
五
九
年
秋

に
は
中
印
国
境
紛
争
も
発
生
し
て 、
A
A
諸
国の
新

興
ナシ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
盟
主
同
士
が
対
立
す
るこ
と

と
な
り 、

中
国
国
内で
は
熱
狂
的
な
「
大
躍
進」
政

策
が
人
民
公
社
運
動
と
と
もに
展
開
さ
れ
は
じ
め
た

の
で
あ
る。
翌
年に
は 、
中
国
当
局
自
身が
「
大
躍

進」
政
策
を
修
正
せ
ざ
る
を
得な
く
な
り 、
「
十
五

年で
イ
ギ
リス

を
追い
越
す」
どこ
ろ
か 、
そ
の
経

済
的
破
綻
は 、
き
わ
めて
深
刻
な
もの
と
なっ
た 。

つ
ま
り 、
長
崎
国
旗
事
件
以
来の
中
国の
対
日
強
硬

政
策
は 、
単
に
山岸
内
閣の
対
中
姿
勢に
由
米
す
る
も

の
で
は
な
く 、
内
政
的
な「
大
限
進」
政
策に
対
応し

た
中
国の
短
期
決
戦
的
な
世
界
減
略の一
環だっ
た

の
で
あ
る。
そ
し
て 、
ま
た 、
金
門
島
砲
撃に
象
徴
さ

れ
た
中
国の
「
真っ
向
か
ら
対
決
す
る（針鋒相対〉」

戦
略
は 、
同
じ
五
八
年
八
月
初
旬 、
急
逮
中
国
を
訪

れ
て
中
国
側に
たい
し
「
軍
事
面
か
ら
中
国
を
抑
え

よ
う
と
す
る
道
理の
ない
要
求」
（『人民日報』
一
九

六三年九月六日）
をつ
きつ
け
たフ
ル
シ
チョ
フ
ら

の
ソ
速に
た
い
す
る
中
国
側の
怒
りの

爆
発で
も
あ

っ
たこ
と
が
今
日で
は
明
ら
か
に
なっ
て
い
る。

こ
う
し
た
大
状
況
を
背
景に
し
て
い
た
だ
けに 、
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盟
国
民
が
そこ
ま
で
情
勢
を
把
握
し
得
な
かっ
た
と

し
て
も 、
そ
れ
は
当
然で
あっ
た
だ
ろ
う
し 、
当
時

は 、
新
開
論
調
もお
し
なべ
て
情
勢
判
断
を
大
き
く

理一闘っ
た
の
で
あ
る。
た
と
えば 、
当
時
と
し
て
は
か

な
り
深
〈フ
ル
シ
チョ
フ
H

毛
沢
東
会
談
を
分
析し

た
惑の
あっ
た
『
朝
日
新
聞』
の
解説
「
中ソ
関
係

の
新
段
階（上・
下）」
も 、
両
首
脳
が
実
際に
は
軍

事 、
防
衛
戦
略
を
め
ぐっ
て
正
面
か
ら
衝
撃
したこ

の
会
談に
関
し 、
「
中
国
人
がこ
の
と
きほ
どソ
速

を
身
近に
感じ 、
同
時に
中
国
自
ら
を
誇
りに
思っ

たこ
と
は 、
な
かっ
た
といっ
て
よ
か
ろ
う 。．．
 

今
度の
中ソ
両
巨一政
会
談で
両
国の一
体
感は
深
め

ら
れ 、
と
くに

中
国で
はソ
連
と
手
を
組ん
で
危
機

を
乗
切
る
十
分
な
自
信
を
今こ
そ
身につ
けた
と
み

ら
れ
る」
〈『
朝
日
新
聞』
一
九
五
八
年
人
月
二
十一
日）

と 、
まっ
た
く
歴
史の
真
実
と
は
正
反
対の
見
方
を

し
て
い
た
の
で
あっ
た 。

だ
が
問
題は 、
こ
う
した
「
歴
史の
教
訓」
を
園

田
氏
自
身が 、
そ
し
て
い
ま

日
本
外
交が
い
か
に
学

ん
で
い
るか
に
か
かっ
て
い
る
とい
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ない 。
当
面
す
る
日
中
平
和
友
好
条
約
を
め
ぐ
る

国
際
環
境は 、
あ
た
か
も
五
八
年
夏の
よ
うに 、
き

わ
めて
波
乱
含み
で
あ
るよ
うに
思わ
れ
て
な
ら
な

い 。
七
0
年
代
初
頭
以
降 、
国
際
政
治
が
さ
らに
多

元
化
し 、
緊
張
緩
和の
時
代
が
到
来
した
と
思
わ
れ

て
きた
現
象の
背
後で 、
米ソ
の
箪
事
競
争は 、
ソ

速の
軍
時
的
優
位
を
も
た
ら
しつ
つ 、
最
近の
流
行

部聞で
い
えば
生ぬ
るい
戦
争
色。。－
巧
民）

を
ま
す

ま
す
激
化
さ
せ 、
ア
フ
リ
カ 、
中
近
東 、
西
ア
ジ
ア
の

み
な
ら
ずつ
い
に
は
革
命
を
成
就
した
ば
か
りの
イ

ン
ドシ

ナ
半
島の
情
勢
を
再び
流
動
化
さ
せつ
つ
あ

り 、
中
国
とヴェ
ト

ナム
の
最
近の
衝
撃
的
な
角
逐

に
見ら
れ
るよ
うに 、
ア
ジ
ア
で
は
中
国
と
周
辺
諸

国の
緊
張
を
高
めつ
つ 、
こ
れ
らの
地
域
紛
争の
い

ず
れの
場
面に
も

中ソ
冷
戦の
織
烈
な
絡
闘が
反
映

し
は
じ
めて
い
る。
こ
う
し
た
情
勢
を
広
く
深
く

見

極
め
るこ
と
な
く 、

日
中
関
係
とい
う
固
有の
枠
組

み
の
中で
の
み
日
本
外
交が
重
大
な
選
択
をお
こ
な

うこ
と
は 、
き
わ
めて
危
険
な
賭
けに
等
しい
こ
と

を
最
近の
情
勢は
予
告
し
て
い
ない
だ
ろ
うか 。

に
もか
か
わ
ら
ず 、
日
中
関
係
が
もた
ら
す
特
殊

な
雰
閤
気の
な
か
で 、
わ
が
国
政
財
界の
有
力
者
た

ち
は 、
当
面の
経
済
的
危
機
打
開へ
の
衝
動
も
あっ

て
か 、
中
国の
「
四つ
の
現
代
化」
に
夢
を
託し 、

そ
れへ
の
協
力
が
わ
が
国の
歴
史
的
使
命で
あ
るか

の
よ
う
な
幻
想に
と
ら
わ
れ
て
い
るよ
うに
恩
わ
れ

るこ
と
な
ど
は 、
ちょ
うど

二
十
年 、
日
本の
貿
易

構
造の
均
衡
化
を
中
国の
園
内
建
設
に
リン
ケ
ー

ジ

し
よ
う
と
した
図
式
と
共
通
す
る
もの
で
は
な
か
ろ

う
か 。
こ
れで
は 、
近
現
代の
日
中
関
係
史に
お
け

る
「
歴
史の
教
訓」
に
も 、
ま
た
戦
後
日
中
関
係
史

に
お
け
る
「
歴
史の
教
訓」
に
もい
さ
さ
か
も
学ん

で
い
ない
こ
と
に
な
るの
で
あ
る。

い
ま
私
は
「
歴
史の
教
訓」
といっ
た
が 、
こ
の

点で
は 、
右の
二
十
年
前の
教
訓で
な
くて
もよ
い

の
で
あ
る。
わ
ずか
数
年
前 、
日
中
国
交
樹
立
に
際

し
て
交
した

日
中
共
同
声
明
で
「
覇
権」
条
項が
合

意
さ
れた
と
き 、
わ
が
政
府・
外
務
省は 、
すで
に

中
国
側が
対ソ
戦
略
上
の
特
殊
な
政
治
用
語
と
し
て

周
到に
絞
り
あ
げた
もの
で
あっ
たこ
の
条
項の
含

意に
まっ
た
く
気づ
か
ず 、
従っ
て
当
時の
外
務
省

条
約
課
長
は 、
その
公
的
な
説
明に
お
い
て 、
「
日

中
両
国 、
ま
た
は
第三
国に
よ
る
覇
権
追
及の
否
定

は 、
：：：

米
中
共
同
声
明に
も
述べ
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り 、
し
か
もい
わ
ば
当
り
ま
え
の
こ
と

で
あ
る」
ハ
外
務
省
「
日
中
共
同
声
明
の
解
説」〉
と
簡
単

に
片づ
けて
済
ま
し
て
い
た
の
で
あっ
た 。
政
治
家

や
世
論
が
過
熱し
て
浮
足
立っ
て
い
ると
き 、
冷
静

に
外
交
用
語の
意
味
を
探
り 、
その
歴
史
的
背
景
を

分
析し 、
し
か
も
あ
る
点で
は
「
法
陵」
撤
すべ
き

当
時の
外
務
省
条
約
局
は 、
こ
う
し
て
結
果
的に
は

煮
え
湯
を
呑
ま
さ
れた
の
で
あ
り 、

条
約
課
長
は
そ

の
不
名
誉
な
名
前
を
右の
よ
う
な
解
説
文
書の
う
え

で
も
残
し
て
し
まっ
たの
で
あ
る。

も
と
よ
り 、
こ
の
場
合に
も
責
め
ら
れ
るべ
き
は

当
時の
担
当
条
約
深
長で
あ
るよ
り
は 、
そ
う
し
た

雰
囲
気に
乗
じ
て
い
た
外
務
省の
リ
ー

ダ
ー

で
あ
り

（
こ
の
と
き
の
外

務事
務
次
官
は、
そ
の
後、

「覇
権」
条
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項
入
り
日
中
平
和
友
好
条
約
推
進
の
急
先
鋒
と
し
て、
訪

中
し
て
は
中
国
か
ら
大
歓
迎
を
受
け、
反
面、
対
ソ
強
硬
外

交
の
論
陣
を
猿
っ
て
い
る
こ
と
は、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ

る） 、
ま
た
「
男は一
回
勝
負
す
る」
との 、
お
よ
そ

－
外
務
官
僚に
あ
る
ま
じ
き
台
詞
を
持
し
て 、
対
中

外
交に
か
ん
す
る
叡
智の
結
集
や
情
勢
分
析の
必
要

を、
その
衡に
当っ
て
い
る
者の
威
勢に
よっ
て一

切
排
し
た
当
時の
中
国
課
長で
あっ
たこ
と
も 、
対

中
国
政
策の
形
成
過
程に
お
け
る
重
要
な
「
歴
史の

教
訓」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ない
で
あ
ろ
う 。

2 

日中平和友好条約への不安

だ
が 、
当
面の
日
中
平
和
友好
条
約
交
渉に
い
た

る
経
緯
を、
た
また
ま
遠
くオ
ース
ト
ラリ
ア
か
ら

眺
めて
い
て
感
ず
るの
は 、
わ
が
国の
側がこ
の
よ

う
な
「
歴
史の
教
訓」
を
今
回
もほ
と
ん
ど
活か
そ

う
と
し
て
い
ない
よ
うに
恩
わ
れ
るこ
と
で
あ
る。

依
然と
し
て一
部の
人々
は 、
中
国
側の
意
を
迎
え

るこ
と
が
その
ま
ま

日
中
友
好へ
の
貢
献
だ
とい
わ

ん
ば
か
りに 、
北
京H
東
京
間
を
往
来
し 、

中
国は

こ
う
した
「ロ
ピ
イス
ト」

を
利
用
し
て
対
日
要
求

をつ
り
あ
げ
て
い
るよ
うで
あ
る。
私は 、
こ
の
間 、

日
本の
新
聞
をほ
と
ん
ど
読ん
で
い
ない
の
で 、
右

の
よ
う
な
感
触
は
あ
るい
は
正
当で
は
沿い
か
も
し

れ
ない
が 、
先
般（四月
中旬〉
の
尖
閣
列
島
事
件
を

H
偶
発
事
件H
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
した

中
間
側

の
本
音か
ら
す
れ
ば 、
日
中
平
和
友
好
条
約の
締
結

は
中
国
側に
とっ
て
戦
略
的
な
意
義の
大
き
な
もの

で
あ
るこ
と
を
依
然と
し
て
中
国
側は
認
めて
い
る

の
で
あ
るか
ら 、
わ
が
国は
い
まこ
そ
冷
静に
対
処

す
る
余
裕
を
もっ
と
もっ
て
もよ
い
は
ずで
あ
る0・

とこ
ろ
で 、
従
来 、
「
覇
権」
条
項の
導
入に
関

し
て
は 、
そ
れ
がソ
速
を
著
し
く
刺
戟
し 、
日ソ
関

係
を
怠
化
さ
せ
るこ
主に
よっ
て 、
わ
が
国の
外
交

上・
安
全
保
障上
の
立
場が
損
わ
れ
るの
で
は
ない

か
と
す
る
憂
慮が
第一
義
的
に
存
在
し
て
きた
と
い

財団
法人

博
物
館

っ
て
よ
い
で
あろ
う 。
だ
が 、
最
近の
中
国
を
め
ぐ

る
国
際
環
境の
大
き
な
変
化
を
見て
い
ると 、
「
覇

権」
条
項につ
い
て
の
選
択
が 、
日ソ
関
係に
直
接

的に
影
響
す
る
危
険
性
以
上
に 、
もっ
とグロ
ーバ

ル
なリス
ク

を
伴
うの
で
は
ない
か
と
さ
え
感じ
ら

れ
る。
そ
れ
は 、
ア
ジ
ア
で
相
対
的に
力
が
低
下
し

た
ば
か
り
か
ア
フ
リ
カ 、
中
近
東情
勢に
お
い
て
も

深
刻
な
対ソ
脅
威
を
感じ
は
じ
めて
い
るア
メ
リ
カ

が 、
自
己の
世
界
戦
略の
な
か
に
中
国
と
の
連
携の

強
化
を
明
白に
位
置づ
け
は
じ
めた
か
ら
に
ほ
か
な

ら
ない 。
従っ
て
反
「
覇
権」
連
合の
形
成
を
当
然

の
こ
と
と
す
るア
メ
リ
カ
自
身の
戦
略
的
要
請
と
し

て
も 、
「
覇
権」
条
項で
の
日

中
間の
合
意が
必
要に

な
りつ
つ
あ
るの
で
あ
る。
先
頃の
ブ
レ
ジン
ス
キ

ー
米
大
統
領
補
佐
官の
訪
中
ゃ 、
ホル
ブ
ル
ッ
ク
・

米ア
ジ
ア
担
当
米
国
務
次
官補の
最
近の一
連の
発

言
ハ
た
と
え
ば
対
ソ
封
じ
込
め
の
た
め
の
米・
日・
中
の
連

携
強
化
を
唱
え
た
六
月
十
六
日
の
ハ
ワ
イ
で
の
演
説）
な

特別寄稿・日中平和友好条約を見詰める ・中嶋嶺雄

本〈
遜
H
名
鉄パ
ス
セン
タ
ーか
与定
通
符』

急パ
ス

草分、
ま
伝は
親
名古
屋
駅か
ら

電
車で
善分
明
治
村口
駅

下車・パ
ス申
介l

名
鉄
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ど
は 、
米
中
関
係
がい
ま
や
米
中
軍
事
提
携へ
の
道

を
明
白に
開
きつ
つ
あ
るこ
と
を
示
し
て
い
る。
こ

う
し
た
戦
略
上
の
新しい
変
化の
な
か
で 、
米
中
関

係に
とっ
て
の
台
湾
問
題
は 、
今
さ
し
あ
たっ
て
の

障
害で
は
な
く
な
りつ

つ
あ
る
と
さ
えい
えよ
う 。

こ
の
こ
と
は
換
言
す
れば 、
ア
メ
リ
カ
閣
内
に
お
い

て 、
急
速に
人
気
を
失い
つ
つ
あ
るカ
l
タ
l

政
権

が 、
台
湾
を
切
るか
た
ち
で
米
中
関
係の
現
状
を
大

、
き
く
変
化
さ
せ
るこ
と
を
決
断し
得
るよ
う
な
状
況

に
は
ない
と
は
い
え 、
そ
うし
た
内
政上
の
拘
束
を

ぬ
きに
す
れ
ば 、
す
で
に
実
質
的に
は 、
米
中
国
交

正
常
化の
た
めの
周
知の
中
尉
側一二
条
件
を
基
本
的

に
受
け
入
れ
る立
場に
ア
メ
リ
カ
側が
変
じ
たこ
と

だ
と
い
え
るの
で
あ
る。

こ
う
し
て
わ
が
国
は
米
中
双
方か
ら
反
「
覇
権」

連
合へ
のコ
ミッ
ト
メ
ン
ト

を－強
請
さ
れつ
つ
あ
る

の
だ
が 、
そ
れ
だ
けに
米
中
両
国に
たい
し
て
は 、

こ
の
問
題で
の
わ
が
国の
独
自の
立
場
を
強
く
主
張

し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
るで
あ
ろ
う 。
その
こ

と
は 、
わ
が
国
がア
ジ
ア・
太
平
洋
地
域
で
広
範
な

外
交
的
連
携
を
保っ
て
い
て
は
じ
め
て
可
能
なこ
と

なの
で
あ
る。
オ
ース
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
も 、

中

ッ
対
立
下の
日
本の
外
交的ポ
ジシ
ョ

ン
に
関
す
る

関
心
が
高
まっ
て
い
る
が 、
こ
の
場
合に
興
味
深い

の
ば 、
豪・
米・
日とい
うこ
の
国の
基
本
的
な
外

交
上
の
三
角
同
盟
が
南
北
半
球
を
質い
で
すで
に
形

は
じ
めて
か
ら
は 、
「
国
家
外
交」
に
徹
し
て
き
た

の
で
あ
る。
し
か
し 、
血
は
水よ
り
も
濃
かっ
た 。

今
回の
ヴェ
ト

ナム
と
の
抗
争に
際
し
て 、
中
国が

在
越
華
僑
支
援に
乗
り
だ
し
たこ
と
は 、
こ
の
点で

ま
さ
に
画
期
的
な
転
換で
あ
り 、
同
時に
ア
ジ
ア
諸

国
は
将
来に
わ
たっ
て
大
き
な
不
安
を
感じ
ざ
る
を

得
ない
の
で
あ
る。

そ
れ
だ
けに 、
イン
ドシ

ナ
半
島で
ヴェ
ト

ナム

が
中
国
を
名
指
し
て
「
社
会
帝
国
主
義」
と
ま
で
い

わ
し
め
るに
い
たっ
た
最
近の
事
態につ
い
て
は 、

こ
れ
ら
中
国
周
辺
諸
国の
中
国へ
の
警
戒
が
歴
史的

・
伝
統
的
な
もの
で
も
あ
るだ
けに 、
い
ま
東
南ア

ジ
ア
諸
国
は
園
陸
をの
ん
で
推
移
を
見
守っ
て
い
る

と
いっ
て
よ
い 。
そ
れ
だ
けに 、
日
本
が
日
中
平
和

友
好
条
約
交
渉に
お
い
て
い
か
な
る
選
択
を
遂
げ
る

の
か
につ
い
て
大
き
な
関
心
が
集
まっ
て
い
るの
で

あ
り 、
去
る
六
月
中
旬の
A
S
E
A
N
外
相
会
議に

際し
て
園
田
外
相に
示
さ
れ
た
A
S
E
A
N
諸
国の

真
剣な
反
応は
その
あ
ら
わ
れで
も
あっ
た 。
今
回

の
中
国日
ヴェ
ト

ナム
紛
争に
際
し 、
中
国
が
とっ

た
援
助
停
止 、
技
術
者
引
揚
げ
な
ど
の
措
置は 、
か

つ
て一
九六
O
年にソ
速
が
中ソ
論
争の
結
果
中
国

に
たい
し
て
おこ
なっ
た
や
り

方
と 、
近
似し
て
お

り 、
ま
た 、
中
闘
がモ
ンゴ
ル
に
たい
し
て一
九六

四
年に
おこ
なっ
た
や
り

方
と
も
同
様の
もの
で
あ

る。
そ
れ
は
ま
さ
に
社
会主
義
国
同士
の
覇
権主
義

成
さ
れ
て
い
るの
に
加
えて 、
豪・
中・
日とい
う

も
う一
つ
の一一一
角
同
盟
が
形
成
さ
れ
た
場
合 、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
生
存の
戦
略
と 、
安
全
保
障の
体
隠

は 、
い
か
に
強
化
さ
れ
るか
と
いっ
た
論
議が
存
在

す
るこ
と
で
あ
る。
従っ
て 、
こ
の
場
合 、
日
本

は 、
二
つ
の
三
角
同
盟の駅r
位
置
す
る・ハ
ラン
サ

ー
で
な
く
て
は
な
ら
ず 、
そ
うで
あっ
て
は
じ
めて

オ
ース
ト
ラ
リ
ア
の
長
期
的
な
生
存の
戦
略
が
構
怨

で
き
るの
だ
とい
う 、
さ
らに
は
将
来
的に
は 、
日

本
を
中
心
点
と
し
て
奈・
日・
ソ
の
南
北の
外
交的

ラ
イン
を
米・
日・
中
の
東
西の
ラ
イン
に
オ
ーバ

ー
ラッ
プ
さ
せ
る
とい
う
多
元
的
な
外
交
戦
略
も
展

望
し
得
るで
あ
ろ
う 。
い
ず
れに
し
て
も 、
わ
が
国

は
そ
う
し
たバ
ラン
ス
の
中
心
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る。
こ
うし
た
視
野
を
思
う
に
つ
け
て

も 、
わ
が
国
が
反
「覇
権」
連
合にコ
ミッ
ト
し
て

米
中Hソ
位
界
戦
略
抗
争の
な
か
に
組
み
込
ま
れ 、

ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
中ソ
冷
戦の
渦
中に
身
を
投
ず

るこ
と
に
な
るリス
グ
に
たい
し
て
は 、
大い
に
警

戒
的で
な
け
れ
ば
な
ら
ない
で
あ
ろ
う 。

さ
らに 、
わ
が
国
が
南ア
ジ
ア
諸
国の
よ
い
意
味

で
の
リ
ー

ダ
ー

と
し
て 、
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定に

貢
献
すべ
き
役
割
を
考
え
た
と
き 、
こ
の
こ
と
は
さ

らに
明
瞭に
な
る。
周
知の
よ
うに 、
今
日の
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
は 、
い
ず
れ
も

中ソ
対
立の
激
化
に
た

い
し
て 、
こ
れ
を
手ば
な
し
で
喜ん
で
い
るわ
けで

で
あ
るこ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
現
実に
目
撃し
て

い
るの
で
あ
る。
こ
こ
に
おい
て
最
近の
国
際
情
勢

の
変
化
は 、
は
か
ら
ず
も

中
国
側の
主
張
す
る
反

「
覇
権」
が 、
き
わ
めて
恋
意
的
な
もの
で
あ
り
な

が
ら 、
す
ぐ
れ
て
戦
略・
戦
術
的
な
背
景の
色
濃い

もの
で
あ
るこ
と
を
証
明
し
たの
で
あ
る。

きて 、
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
目
撃しつ
つ
あ
る
な

か
で 、
わ
が
闘
が
「
覇
権」
条
項に
合
意し
た
日
中

平
和
友
好条
約
を
現
時
点で
締
結
す
るこ
と
は 、
日

本
が
その
主
体
的
な
外
交
姿
勢に
よっ
て
中ソ
冷
戦

の
防
壁
と
なっ
て
く
れ
るこ
と
を
大い
に
期
待し
て

い
るア
ジ
ア
諸
国
を
裏
切
るこ
と
に
な
る
ば
か
り

か 、
わ
が
閣の
外
交
的
立
場
を
将
来に
わ
たっ
て
大

き
く
拘
束
す
る
もの
で
あ
ろ
う 。
こ
の
点で
も

日
中

平
和
友
好条
約の
締
結は 、
も
は
や二
国
聞の
条
約

と
し
て
の
意
味
以
上
の
影
響
力
と
波
及
力
を
有し
て

い
るの
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
と
きに 、

日
中
平
和
友
好
条
約
を
め

ぐ
るこ
うし
た
国
際
環
境
を
広い
視
野に
お
い
て
展

望
す
るこ
と
な
く 、

日
中
両
国に
厨
有
な
心
情
や
日

本
人一
般の
ソ
連に
比
較し
て
の
対
中
好
感
情 、
中

国に
たい
す
る
般
罪
感 、
対ソ
強
硬
外
交の
裏
返
し

と
し
て
の
対
中
軟
弱
外
交は
た
ま
た
ま
内
政上
の
思

惑
な
ど
に
導か
れ
て 、
条
約
締
結へ
と
誘わ
れ
るの

で
あ
れ
ば 、
その
よ
う
な
選
択
自
体が
わ
が
国の
置

か
れ
た
国
際
的
な
立
場
と
条
件を
無
視
す
るこ
と
に

は
ない 。
む
し
ろ 、
中ソ
対
立の
影
響が
国
民
形
成

と
経
済
開
発の
途
上
に
あ
るこ
れ
ら
諸
国の
内
部に

ま
で
波
及
し 、
情
況
を
流
動
化
さ
せ
るこ
と
を
大い

に
恐
れ
て
い
る。
一
方 、
イン
ドシ

ナ
半
島で
は 、

ヴェ
ト

ナム
が
中
国
と
激
し
い
対
立
を
演
じ
は
じ
め

た
ば
か
り
か
歴
史
的な
宿
縁で
も
あ
る
カン
ボ
ジ
ア

との
抗
争
も
生
じ 、
こ
うし
た
情
勢の
流
動
化の
な

か
で
中ソ
冷
戦は
イ
ン
ドシ

ナ
半
島
を
め
ぐっ
て
も

ま
す
ま
す
激
化
し
て
い
る。
こ
うし
た
な
か
で 、
東

南ア
ジ
ア
の
中
国
周
辺
諸
国に
い
ま
深
刻
な
脅
威
を

感じ
さ
せ
は
じ
めて
い
る
問
題は 、
い
う
ま
で
も
な

く 、
中
国
がヴェ
ト

ナム
と
の
対
立
に
か
らん
で
華

僑
問
題に
手
を
染
め
たこ
と
で
あっ
た 。
ア
ジ
ア
の

ど
の
国に
お
い
て
も 、
華
僑
問
題が
き
わ
めてデ
リ

ケ
ー
ト

な
政
治
的・
社
会
的
問
題で
あ
るこ
と
に
つ

い
て
は 、
い
ま
さ
らい
う
ま
で
も
ない 。
好
む
と
好ま

ざ
ると
に
か
か
わ
ら
ず 、
こ
れ
ら
華
僑の
膨
大
な
存

在
が
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「中
国の
影」
を
増
幅
さ
せ

て
き
たの
で
あ
るが 、
中
国
は
従
来 、
華
僑
が
北
京

の
H

第五
列H
と
見
倣
さ
れ
るこ
と
を
避
け
る
た
め

に
も 、
い
わ
ば
現
地
問
化
政
策
を
す
す
め、
ま
た 、

その
大
部
分が
中
国
人で
あ
るか 、
さ
も
な
け
れ
ば

「
毛
沢
東
思
想」
を
鼓
吹
す
る
勢
力で
あ
る
ア
ジ
ア

各
地の
革
命
勢
力に
たい
し
て
も 、
と
も
か
く
も一

線を
画
し
で
き
た
の
で
あっ
た 。
少な
く
と
も
セ
0

年
代
初
頭に
中
国
が
国
際
社
会に
本
格
的に
参
加
し
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な
るとい
わ
ざ
る
を
得
ない 。
い
ず
れ
に
せ
よ 、
わ

が
国
が
「
覇
権」
条
項
入
りの

日
中
平
和
友
好
条
約

を
あ
えて
積
極
的
に
締
結し 、
わ
が
国の
外
交
を
そ

の
こ
と
に
賭
け
るに
は 、
今
日、
その
時
期
が
あ
ま

り
に
もふ
さ
わ
し
く
ない
よ
う
た
気
が
す
る。
わ
が

国
と
し
て「
覇
権」
条
項
入
り
の
平
和
友
好
条
約
とい

う
き
わ
めて
戦
略
的
色
彩の
濃い
条
約
を
中
国
と
結

ぶ
の
で
あ
る
な
らば 、
わ
が
国
を
敵
国
視し
た
中ソ

友
好同
盟
相
互
援
助
条
約が一
九八
O
年に
その
三

十
年に
わ
た
る
長い
期
限
を
満
了
す
る
ま
で
は 、
中

国に
たい
し
て
時
間
的
猶
予
を
迫
るべ
き
理
由
も
あ

るの
で
あ
る。
中ソ
友
好
悶
盟
相
互
援
助
条
約は一

九五
O
年二
月
十
四
日に
モ
ス
ク
ワ
で
調
印
さ
れ 、

同
年
四
月
十一
日に
中ソ
両
国で
批
准
さ
れ
た
が 、

批
准
蓄
が
交
さ
れ
て
こ
の
条
約が
正
式に
発
効
し
た

の
は 、
朝
鮮
戦
争
開
戦
後の一
九
五
O
年
九
月三
十

日で
あっ
た 。
問
条
約
第
六
条
に
よ
ると
「
期
間
満

了の一
年
前
ま
で
に
締
約
国の
い
ず
れ
か一
方
が
廃

棄の
希
望
を
表
明
し
ない
と
きに
は 、
五
年
間
延
長

さ
れ 、
かっ
こ
の
方
法で
順
次
延
長
さ
れ
る」
と
なっ

て
い
るか
ら 、
明
年
九
月
末に
は 、
中ソ
関
係
史に

か
ん
す
る一
つ
のエ
ポッ
ク

を
目
撃
す
るこ
と
もで

き
るの
で
あ
る。
少
な
く
と
も 、
それ
ま
で
は
状
況

を
直
視
すべ
きで
あ
ろ
う 。
段
近の一
迷の
国
際
情

勢は 、
わ
が
国
が
平
和的
な
国
際
環
境
をよ
り
多
元

化
し
得
るか 、
そ
れ
と
も
中
国に
密
着し 、
米
中
阿
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国の
対ソ
戦
略に
誘わ
れて 、
や
が
て
は
わ
が
国
自

身が
軍
事
防
衛
上
も
さ
らに
肥
大
化
する
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ 、
こ
う
し
て
「
生ぬ
る
い
戦
争」
の一

翼
を
担
うこ
と
に
な
る
の
か 、
とい
う

大
き
な
岐
路

に
立っ
て
い
るこ
と
を
示
し
て
い
る 。
最
近の
中
国

側か
ら
する
わ
が
国の
防
衛
関
係
者と
の
述
携の
強

化 、
ア
メ
リ
カ
側か
ら
する
米
中
軍
事
提
携
論は 、

その
よ
う
な
危倶
を
感じ
さ
せ
ずに
は
お
か
ない 。

こ
う
し
て
わ
が
国に
とっ
て
極
めて
危
険
な
方
向
が

前
途に
聞
か
れよ
う
と
し
て
い
るの
で
あ
る 。

3 

日中交渉への注文

「
覇
権』
条
項
入
り
の
日
中
平
和
友
好
条
約
を
締
結

する
に
当っ
て 、
わ
れ
わ
れ
が
もっ
と
も
深
〈
考
慮

を
すべ
き
点は 、
こ
の
条
約が 、
果
た
し
て
わ
が
国

の
外
交
的
立
場
を
強
化
し 、
長
期
的
な
国
益に
資
す

る
と
同
時に
閤
際
平
和
と
くに
ア
ジ
ア
の
平
和
維
持

に
とっ
て
有
意
義で
あ
る
か
ど
う
か
とい
う
問
題で

な
け
れ
ば
な
ら
ない 。
こ
れ
らの
点につ
い
て
の
十

分
な
展
望
を
欠
き 、
主
体
的
な
選
択
｜｜

そ
れ
は
閏

民
的
合
意
といっ
て
もよ
い
ilt

を
する
の
で
は
な

い
場
合 、
し
ば
し
ば
条
約は 、
そ
れ
を
結ぶこ
と
に

よっ
て 、
か
えっ
て
河
国
間の
関
係
を
阻
害
する
も

の
で
あるこ
と
は
言
を
侠
た
ない 。
条
約が 、
単に

時
の
為政
者同
士
の
共
同
声明
以上
に
重い
もの
で

あ
る
こ
と
は 、
調
印 、
批
准 、
批
准
議の
交
換
とい

う
国
際
法上
の
手
続
き
と
内
政
上
の
手
続
き
と
を
要

する
こ
と
か
ら
し
て
も
明
瞭で
あ
る
が 、
国
家
閑の

約
束
事で
あ
る
以
上 、
相
互
に
納
得し
得
な
い
ま

ま 、
あ
る
種の
強
制
や
思
惑に
蕊 ．つ
い
て
そ
れが
結

ば
れ
た
場
合 、
人
間
関
係に
お
け
る
約
束
と
同
様 、

か
えっ
て 、
両
者
を
疎
遠に
し
て
し
ま
う
もの
で
あ

る 。
た
と
え
ば 、
一
九七一
年にソ
連
と
イン
ド

の

あい
だ
で
結
ぼ
れ
たい
わ
ゆ
る
「
協
議
条
項」
（一

たん緩急あれば両締約
闘が政治・軍事上の協議を

おこ
なう）
入
りの

平
和
友
好
協
力
条
約はソ
連の
対

印
戦
略
を一
方の
背
長
と
し 、
ガ
ン
ジ
ー

政
権の
当

時の
思
感
を
他
方の
背
景と
し
て
結ば
れ
た
もの
で

あっ
た
が 、
その
こ
と
は
ま
も
な
く 、
か
えっ
てソ

印
間
を
速
く
する
こ
と
と
なっ
た 。
当
の
中
国
自

身 、
毛
沢
東が一
九
五
O
年に
訪ソ
し
てス
タ
ー
リ

ン
と
結ん
だ
先の
中ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約

は 、
「
日
本
軍
問
主
義」
復
活の
危
険に
たい
する

共
同
防
衡
を
鮮
と
するこ
と
に
支
え
ら
れ
た
軍
事
同

盟
条
約で
あっ
た
が 、
こ
の
と
きの

中ソ
交
渉
そ
れ

自
体
と
附
属
諸
協
定に
よっ
て
も
明
ら
か
な
よ
う

に 、
毛
沢
東の
中
国がス
タ
ー
リン
の
帝
政ロ
シ
ア

的
要
求に
心
な
ら
ず
も
屈
し
た
もの
で
あっ
た
だ
け

に 、
表
向
きの
中ソ一
枚
岩
的
団
結の
鼓
吹に
も
か

か
わ
ら
ず 、
両
者の
抑怖い
対
立
を
決
定づ
け
た
重
要

な
契
機に
さ
え
なっ
た
の
で
あっ
た 。

こ
の
よ
うに

考
え
た
と
き 、
今
日の
わ
が
国
を
と

公
文な
り 、
議
定
書
ない
し
は
議
事
録
な
り
の
か
た

ち
で
明
文
化
す
る
よ
う
な
外
交
技
術
上
の
措
置が
講

じ
ら
れて
し
か
るべ
き
だ
と
恩
わ
れ
る
こ
と
で
あ

る 。
こ
の
点で
は
中
国
人の
執
劫
な
外
交
感
覚に
照

らせ
ば 、
かつ
て一
九
四
五
年
八
月の
ソ
逮
と
蒋
介

石
政
権
と
の
中ソ
友
好
同
盟
条
約
交
渉に
関
し
て 、

ス
タ
ー
リン
の
ソ
連が
東
北（「満州」）
か
らい
つ

撤
退
する
か
につ
い
て
最
後
ま
で
意
見が一
致
し
な

かっ
た
と
き 、
中
国
側は
その
強い
要
望で 、
つ
い

に
撤
兵
時
期に
関
する
意
見の
くい
ち
が
い
の
プロ

セ
ス
を
議
事
録
と
し
て
残
すこ
と
に
成
功
し
たの
で

あっ
た 。
王
世
茶 、
モ
ロ
ト
フ
両
外
相
署
名の
議
事

録
はこ
う
述べ
て
い
る 。

「ス
タ
ー
リン

大
元
帥
はソ
連
軍
隊の
東三
省
進
入

の
協
定の
な
か
に 、
日
本
敗
戦
後三
カ
月
以
内
にソ

連
軍
隊
を
撤
退
さ
せ
る
とい
う一
節
を
加
え
る
こ
と

を
欲
し
な
かっ
た 。
し
か
し 、
ス
タ
ー
リン
大元
帥

は 、
ソ
連
軍
隊は
日
本
降
伏
後三
週
間
以
内
に
撤
退

を
開
始
する
と
声明
し
た 。
宋
子
文
院
長
は
撤
退の

完
了
に
ど
れ
だ
けの
時
間
が
必
要か
と
た
ず
ね
た 。

ス
タ
ー
リン
大
元
帥
は
軍
隊の
撤
退はニ
カ
月
セこ

え
ない
期
間
内
に
完
了
し
得る
と
述べ
た 。
宋
子
文

院
長
は
か
さ
ね
てコ一
カ
月
以
内
に
確か
に
撤
兵が
完

了
する
か
ど
う
か
を
た
ずね
た 。
ス
タ
ー
リン
大
元

帥は
最
大三
カ
月
あ
れ
ば
完
了
する
期
間
と
し
て
十

分
だ
と
述べ
た 。
王
枇
木山
／モ
ロ
ト
フ（署名）」

当
時 、
ス
タ
ー
リン
が
中

国
共
産
党
を
認
知
する
や
も

し
れ
ない
とい
う
不
安の
な

か
で 、
あ
ら
ゆ
る
点で
不
利

で
あっ
た
宋
子
文
ら
が 、
ま

さ
に
国
益
を
背
負っ
てス
タ

ー
リン
と
最
後
ま
で
交
渉
し

た
姿が
想い
起
さ
れ
る 。
今

回の
日
中
交
渉に
際し
て
外

交
当
事
者は 、
こ
の
よ
う
な

気
概
を
忘
れ
ず 、
国
家
百
年

の
計
を
卜

すべ
き
で
あ
ろ

加内ノ 。第三
は 、
こ
れ
ま
で
の
議

論で
ほ
と
ん
ど
出て
い
ない

点で
あ
る
が 、
日
中
平
和
友

好
条
約に
関
し
て
は 、
条
約

の
期
限
を
設
け
る
の
か
ど
う

か
を
十
分に
詰
めて
お
くべ

きこ
とで
ある 。
そ
も
そ
も

「
友
好
条
約」
で
あ
る
か
ら

「
子々
孫々
」
ま
で
とい
う

選
択
が一
般
に
考
え
ら
れて

い
る
よ
うで
あ
る
が 、
だ
と

す
れ
ば 、
や
は
り
「
覇
権」

条
項に
は 、
わ
が
国
な
りの

り
ま
く
国
際
情
勢の
な
か
で 、
あ
えて
現
時
点で
こ

の
条
約
を
結
ぶ
こ
と
の
メ
リッ
ト
よ
り
も 、
む
し
ろ

リス
ク
の
方が
多い
の
で
は
な
い
か
と
思わ
れる
こ

と
につ
い
て
は
すで
に
述べ
た
が 、
で
は
中ソ
対
立

下の
今
日、
どの
よ
う
な
外
交
的
な
選
択
が
わ
が
国

に
とっ
て
必
要か
につ
い
て
は 、
い
まこ
こ
で
そ
れ

を
詳
述
する
紙
幅は
な
く
ハこ
れらの
問題について

は、
拙
著
『
日
本
外
交
の
選
択

l｜
米
中
ソ
世
界
戦
略
の
は

ざ
ま
で

ll』
八
東
洋
経
済
新
報
社、
一
九
七
八
年
V
を
参

照されたい） 、
ま
た
も
は
や
その
よ
う
な
論
議
を
越

えて
日
中
交
渉が
再
開
さ
れよ
う
と
し
て
い
る
時
点

で
も
あ
る
の
で 、
私
は
さ
し
あ
たっ
て
当
面の
日
中

交
渉に
かん
し
次の
諸
点
を
指
摘し
て
注
意
を
喚
起

し
て
お
き
たい
と
思
う 。

ま
ず
第一
に
は 、
「
覇
権」
条
項につ
い
て
の
わ

が
国の
立
場
を
なん
ら
か
の
か
た
ち
で
成
文
化
す
る

につ
い
て
で
あ
る
が 、
こ
の
点で
は 、
去る
五
月
初

旬に
肇
国
鋒
主
席み
ずか
らが
訪
問し
た
北
朝
鮮の

側で
さ
え 、
「
覇
権」
の
用
語
を
避
けて 、
あ
えて

「
支
配
主
義」
反
対の
用
語に
と
ど
め
た
よ
う
な
外

交上
の
知
恵が
活
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
ない 。
こ
の
よ

う
な
配
慮が
あ
れ
ば 、
前
文か
本
文
か
は
枝
葉
末
節

の
こ
と
と
な
ろ
う 。

第二
に
は 、
も
し
も
「
覇
権」
条
項に
関
す
る
合

意
が
困
難な
場
合 、
安
易
な
競
歩
や
妥
協
を
する
の

で
は
な
くて 、
両
者の
意
見の
くい
ち
がい
を
交
換

60 
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線機議嬢議幾多

編
／一一一
山

進

東
国
の
自
然
と

坂
東
武
士
に
よ
っ

て
育
ま
れ
た
鎌

倉
文
化
は、
中
央
政
府
の
「
み
や
こ」

と
は
ひ
と
味
趣
を
異
に
し
て
い
る。

そ
の
独
自
の
文
化
と
歴
史
を、

豊

富
な
カ
ラ
！
写
真
と
文
章
に
よ
っ

て
生
き
生
き
と
紹
介。

好
評
発

売

中
／

－

定

価
四

八

O

O

円

条
件
を
是
非
と
も
付
与し
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。

第
四
は
尖
閣
列
島
問
題 、
日
韓
大
陸ダ
ナ
問
題
な

ど
当
面の
懸
案
事
項に
関
し
て 、
十
分
な
協
議
を
重

ね
るべ
きこ
とで
あ
る。
尖
閣
列
島の
問
題に
か
ん

し
て
は 、
先
般の
中
国
側か
ら
す
る
漁
船デモ
を
見

る
ま
で
も
な
く 、
すで
に
郵
小
平
副
首
相
ら
が
絶
対

に
双
方が
譲
歩
し
得ない
永
遠の
課
題で
あっ
て
波

状
的に
こ
の
問
題
を
日
本に
持ち
出
すべ
きだ
と
内

部で
諮っ
て
い
るの
で
あ
るか
ら〈本誌一
九七六年

三月号所収の
拙訳「郡小平・講話」
参
照） 、
双
方の

原
則
的
立
場
と
その
くい
ち
が
い
を
十
分に
論
じ
あ

っ
た
う
えで 、
わ
が
国の
立
場
を
明
白
に
主
張
し 、

さ
らに
い
か
に
し
て
紛
争
化
を
防
ぐ
か
を
保
証し
合

うこ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う 。

第
五
に
は 、
一
九八
O
年に
期
限の
満
了
す
る
中

ソ
友
熔
同
盟
相
互
援
助
条
約
や
将
来の
中
国
側の
ニ

O
Oカ
イ
リ

移
行の
可
能
性
な
ど
につ
い
て 、
十
分

i{ 

事
情
を
聴
取
すべ
きこ
とで
あ
る。
ま
た 、
台
湾
問

題の
将
来
構
想につ
い
て
も 、
十
分に
中
国
側の
事

情
を
聴
取
すべ
き
もの
と
考
え
る。
こ
れ
らの
問
題

につ
い
て 、
平
和
友
好
条
約
を
結ぶ
際に
わ
が
闘
が

中
国
側の
立
場
や
事
情
を
聴
取
す
るこ
と
は 、
い
ず

れ
も
わ
が
国の
安
全
保
障と
国
益に
重
大
な
か
か
わ

り
を
もつ
もの
で
あ
るか
ら 、
至
極
当
然の
こ
と
で

あっ
て 、
「
内
政
干
渉」
な
ど
で
は
い
さ
さ
か
も
あ

り
得
ない
の
で
あ
る。

以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
中
国
側に
堂々
と
ぶつ
け

て 、
相
互に
拘
を
開
き 、
対
等
な
交
渉
を
すべ
きで

あ
る。
その
結
果 、
十
分
な
満
足が
得
ら
れ
た
な
ら

ば 、
条
約
締
結へ
と
向
うべ
きで
あっ
て 、
も
し
も

そ
うで
は
な
くて 、
こ
れ
らの
条
件が
満
た
さ
れ
ず

に 、
大
き
な
不
安
を
残
す
もの
で
あっ
た
な
ら 、
こ
の

際
交
渉
を
中
止
し 、
凍
結
すべ
きで
あ
ろ
う 。
そ
の

こ
と
は 、
日
中
友
好
関
係の
長い
将
来に
む
し
ろ
有

62 

山と 渓谷社
東京都港区芝大門lート�3 !!03 
戸436-4021/掻替・東京8-60249

益
な
教
訓
を
残
し 、
や
が
て
その
教
訓
を
新
た
な
果

実
と
す
る
日が
必
ず
やっ
て
く
る。
こ
う
し
た
見
通

し
も
な
く 、
あ
た
か
も
交
渉
再
開
が
その
ま
ま
調
印

を
意
味
し 、
や
が
て
日
中
を
済
ま
せ
て
解
散・
総
選

挙だ
な
ど
と
考
え
るの
だ
と
し
た
ら 、
福
田政
権
は

と
て
も
歴
史の
審
判に
耐
え
得
る
もの
で
は
ない 。

最
近の
中
国
を
め
ぐ
る
情
勢の
変
化に
も
か
か
わ

ら
ず 、
わ
が
国
が
例に
よっ
て
対
中
交
渉の
選
択
肢

を
み
ずか
ら
狭
め
るよ
う
な一
方
的
な
仕
切
り

を
し

て
し
まっ
て
い
るだ
けに 、
中
国
側
は
か
な
り
強い

態
度で
交
渉に
臨
む
や
も
し
れ
ず 、
交
渉の
前
途
は

な
お
楽観
視
し
得ない
で
あ
ろ
う
が 、
当
面の
交
渉

に
関
し
て
は 、
と
くに
ア
ジ
ア
諸
国
が
ひ
と
し
く
注

視
し
て
お
り 、
ま
た 、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
も
強い
関

心
を
寄せ
て
い
る。
こ
の
際
は 、
拙
速よ
り
も
巧
遅

を
旨
と
すべ
きこ
と
は 、
も
は
や
い
う
ま
で
も
ない

で
あ
ろ
う 。

（七月十二日 、
キャソベ
ヲにて）
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