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斬
る

後
代
の
史
家
が 、
戦
後
日
本
の
防
衛
論
議
を
振
り

返
っ
た
と
き 、
一
九
八一
年
（
昭
和
五
十
六
年）
に
大

き
な
タ
l

ニ
ン
グ・
ポ
イ
ン
ト

が
あ
っ
た
と
記
す
と

と
に
な
るだ
ろ
う 。

一
そ
れ
ほ
ど
に 、
現
在
進
行
中
の
防
衛
論
議
は
重
大

な
局
面
を
迎
え
て
い
る。

防
衛
論
議
を
劇
に
喰
え
る
な
ら
ば 、
舞
台
は
日
本

国
内
の
ワ
ク
を
超
え
て
国
際
社
会
に
移
り 、
と
れ
を

見
つ
め
る
観
衆
も 、
国
内
世
論
ば
か
り

で
な
く
国
際

世
論
へ
と
拡
大
さ
れ
て
い
る。
古
典
的
念
意
味
で
は

す
ぐ
れ
て
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
は
ず
の
防
衛
問
題
が 、
舞

台・
観
客
と
も
に
著
し
く
国
際
化
し
た
の
は 、
経
済

大
固
に
恋
っ

た
日
本
が 、
国
際
的
な
相
互
依
存
関
係

a』野
党
寄
り
の
園
内
世
論
と
国
際
世
論
の
聞
に
よ
ζ
た

わ
る、
深
く
て
大
き
な
ミ
グ
で
あ
る 。
戦
後
日
本
の
防

衛
に
関
す
る
世
論
は 、
戦
争
放
棄
を
う
た
っ
た
新
憲

法
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
グ

特
殊
日
本
的d
な
も
の

で
あ
り 、
い
わ
ゆ
るバ
ラ
ン
ス
・

オ
プ
？

パ
ワ
ー

を

基
本
と
す
る
国
際
世
論
と
は
相
入
れ
な
い
も
の
で
あ

っ
た 。そ

の
た
め
に 、
野
党
に
代
表
さ
れ
る
国
内
世
論
を

過
剰
に
配
慮
す
ると
と
は 、
国
際
世
論
を
裏
切
ると

と
に
な
り 、
日
本
を
孤
立
さ
せ
る
危
険
を
冒
す
ζ
と

に
な
る。
そ
の
反
対
に 、
国
際
世
論
を
重
ん
じ
ると

と
は 、
野
党
的
世
論
と
の
対
立
を
深
め
るこ
と
に
な

り 、
ひ
い
て
は
憲
法
九
条
問
題
を
避
け
て
通
ると
と

が
で
き
な
く
な
る。

鈴
木
内
閣
は
日
米
首
脳
会
談
以
降 、
さ
ま
ざ
ま
な

ト
ラ
ブ
ル
を
起
と
し
て
い
るが 、
そ
の
最
大
の
原
因

は
野
党
的
世
論
を
過
剰
に
配
慮
し
た
か
ら
に
ほ
か
念

ら
な
か
っ
た 。
首
脳
会
談
直
後
の
記
者
会
見
で 、
鈴

木
首
相
自
ら
が
日
米
の
同
盟
関
係
は
「
軍
事
的
意
味

合
い
を
全
く
含
ま
な
い」
と
言っ
て
み
た
り 、

閤
聞

外
相
が
「
共
同
声
明
に
は
条
約 、
協｛疋 、
覚
書
の
よ

う
な
拘
束
力
は
な
い」
と
一一首
っ
た
け
し
た
の
は 、
あ

る
種
の
世
論
へ
の
艇
に
ほ
か
な
ら
な
い
か 、
も
っ
と

「
国
内
派」
文
化
人
v
s ・「
国
際
派」
文
佑
人

を
よ
り い一

層
深
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い 。

た
と
え
ば 、
「
日
本
は
経
済
大
固
に
な
っ
た
の
だ

か
ら 、
そ
れ
に
見
合
っ

た
防
衛
力
を
持
た
ね
ば
な
ら

な
い」
と
い
う

言
い
方
が
あ
る。
し
か
し 、
と
の
経

済
力
と
防
衛
力
を
論
理
的
に
つ
な
ぐ
に
は 、
日
本
の

場
合 、
少
な
く
と
も

こ
っ
以
上
の
中
間
項
が
必
要
だ

ろ
う 。

一
つ
は 、
日
本
が
経
済
大
国
に
な
っ
た
と
と

は 、

経済
に
沿
け
る相
互
依
存
関
係
を
世
界
的
に
拡

大
し 、
か
っ
そ
の
自
由
主
義
経
済
体
制
円
秩
序）
の

最
大
の
受
益
者
に
な
っ
た
ζ
と
を
意
味
し
て
い
る。

二
つ
は 、
そ
の
相
互
依
存
関
係
を
深
め
た
自
由
主
義

諸
国
が 、
そ
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
日
本
の
防
衛
力

増
強
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ

た
ζ
と 。
ア
メ
リ
カ
や

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
は
も
と
よ
り 、

か
つ
て
は
日
本
の

軍
事
力
の
増
強
を
響
戒
し
て
い
た
A
S
E
A
N
諸
国

ま
で
が 、
日
本
の
防
衛
努
力
に
期
待
を
寄
せ
るよ
う ・
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楼？
井ご

泰ド

評
論
家

に
去
っ

た 。

そ
の
荷
景
に 、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
るソ
連
の
軍
事

力
の
脅
威
と
い
う

事
実
が
あ
ると
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が 、
と
の
二
つ
の
中
間
項
を
入
れ
ると
て

さ
き

の
言
葉
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ると
と
が
で
き

る。
「
経
済
大
国
に
な
っ

た
日
本
は 、
自
由
経
済
体

制
の
最
大
の
受
益
者
で
あ
る
か
ら 、
そ
の
秩
序
維
持

の
た
め
に
国
際
世
論
を
配
慮
し
つ
つ 、
応
分
の
責
伝

を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た」
と 。

七
0
年
代
ま
で
の
わ
が
国
の
防
衛
論
議
は 、
安
定

し
た
日
米
関
係
を
前
提
に
し
て 、
国
内
世
論
を
重
視

す
る
形
で
す
す
め
ら
れ
て
き
た 。
し
か
し 、
国
際
環

境
は
急
速
に
変
わ
っ

た 。
日
米
関
係
は
か
つ
て
の
よ

う
に
安
定
し
た
も
の
で
は
な
く
な
り 、

国
際
世
諮問
は

日
本
の
防
衛
努
力
に
期
待
し 、
そ
の
行
方
を
注
視
す

る
よ
う
に
な
っ

た 。
そ
と
で
ま
ず
問
題
に
な
るの
は

栂
が
共
同
声
明
に
自
ら
署
名
し 、
そ
れ
か
ら
三
日

後 、
五
日
後
と

二
度
に
亙
っ

て
『
あ
の
声
明
は
心
に

も
な
い
ζ
と
だ
っ
た』
と
公
け
に
そ
れ
を
否
定
し 、

外
相
が
怒
っ

て
辞
任
す
ると
い
ふ
の
は 、
た
ぶ
ん
外

交
史
上 、
未
曾
有
の
出
来
事
で
あ
ら
う 。

私
が
呆
れ

返
る
前
に
レ
ー

ガ
ン
大
統
領
が
呆
れ
返
っ
て
ゐ
るに

逮
ひ
な
い 、
い
や 、
世
界
が
日
本
の
外
交
に
愛
想
を

つ
か
し
て
ゐ
るだ
ら
う 、

正
確
に一吉田へ
ば 、
日
本
に

は
外
交
の
無
い
と
と
を
思
ひ
知
ら
さ
れ
た
ら
う」

と 、
匙
を
投
げ
た
形
で
あ
っ
た 。

と
の
ほ
か
鈴
木
内
協
の
防
衛
と
外
交
を
批
判
し
た

総
合
雑
誌
の
論
文
を
あ
げ
ると 、
香
山
俊一
氏
「
日

本
の
誤
算」
（「
文
芸
春
秋』
緊
急
増
刊
七
月
号）、
片
岡

鉄
哉
氏
「『
現
実
主
義』
外
交
の
功
罪
を
問
うト（『
ボ

イ
ス』
八
月
号） 、
田
久
保
忠
衛
氏
「
仕
緩
ま
れ
た
オ

〆
タ
ワ
・

サ
ミ
ッ
ト」
（『
中
央
公
論』
九
月
号） 、
屋
山

太
郎
氏
「
元
社
会

義
員・
鈴
木

雲
氏
の
防
衛
感

醐

ま
た
山
本
七
平
氏
の
「
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー

発
言
と

勧

覚」
（『
諸
君』
九
月
芝
牛
場
信
彦
氏
「
日
本
外
交
を

融

進
一般」
（『
文
芸
春
秋』
七
月
号）
は 、
い
わ
ゆ
る
国
内

憂
う」
（『
正
論』
九
月
号） 、
小
笠
直
樹
氏
「
日
本
の
崩

内

世
論
と
い
う
も
の
の
自
己
欺
鰯
と 、

与
野
党
の
野
合、

壊・
鈴
木
善
幸 、
園
田
直
へ
の
公
開
質
問
状」
（『
正

貌

の
構
造
を
え
ぐ
っ
て
秀
逸
だ
っ
た 。
福
田
恒
存
氏
は

鎗』
九
月
号） 、
な
ど
が
あ
る
（
左
翼
系
の
批
判
は
除
外

i

「
鈴
木
内
閣
総
辞
職
の
す
す
めL
a
文
芸
春
秋』
緊
急

し
て
お
く）
。

増
刊
七
月
号）
で

？
ひ
た
す
ら
呆
れ
返
り

ご
国
の
普

と
れ
ら
諸
縞
の
中
で 、
た
と
え
ば
香
山
氏
は 、
非

W

始
末
の
感
い
夜
郎
自
大
と
い
うべ
き
だ
ろ
う 。

と
れ
ら一
連
の
事
件
に
論
柑慣
が
色
め
き
た
つ
の
は

当
然
で
あ
る。

江
藤
淳
氏
は
い
ち
早
く
「
日
米
同
盟
の
転
換
点」

（『
諸
君』
七
月
号）
で
鈴
木
内
閣
の
ご一
枚
舌d
を
痛

烈
に
批
判
し 、
「
共
同
声
明
の
念
か
で
約
束
さ
れ
て

い
る
事
柄
の
重
大
さ
を
見
ると 、
鈴
木
内
閣
が
憲
法

維
持
政
策
を
続
け
る
こ
と
は 、
除
な
は
だ
困
難
に
な

っ
て
き
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い」
「
ワ
シ
シ
ト
ン

で
日
本
は
ど
の
国
の
家
来
で
も
な
い
と 、
鈴
木
首
相

は
記
者
団
に
諮
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る。
そ
の
言

や
壮
な
り
と 、
私
は
思
い
ま
す
が 、
そ
の
言
を
本
当

に
生
か
そ
う
と
す
る
な
ら
ば 、
や
は
り

憲
法
第
九
条

の
拘
束
を 、
何
ら
か
の
形
で
乗
り

越
え
て
LB
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い」
と
指
摘
し
て 、
九
条
問
題
を
避
け

て
通
れ
な
く
な
っ
た
現
実
を
直
視
すべ
き
だ
と
諮
っ

た 。
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族
三
原
則
の
硬
直
し
た
発
想
と

行
動
様
式
を
幕
末
の

は
自
分
が
決
め
るの
で
あ
る。
西
側
か
ら
離
脱
す
れ

援
夷一論に
な
ぞ
ら
えて
次の
よ
うに一一一一
う。
「純
粋

ば、
非
武
装
中立
か、
武
装
中立惚
－なる
うしi
極

国
是
堅
持
派
の一
味
は
非
核
三
原
則
死
守 、
黒
船
打

端
念
表
現
を
使
え
ば
日
米
安
保
条
約
を
日
ソ
安
保
条

ち
払
い
の
新
嬢
夷
論
を
猛
烈
に
煽
っ

て
街
頭
行
動
に

約
に
切
り

替
え
る
場
合
も

考
え
と
し
て
は
あ
り

得
よ

出
た 。
井
伊
大
老
もと
同
じ
運
命
を
辿
るζ
と
を
恐
れ

ろ 。
し
か
し 、
い
ま
『
西
側
の一
員以
を
や
め
ると

た
鈴
木
首
相 、
宮
沢
官
房
長
官 、
園
田
新
外
相
ら
は

い
う
の
は 、
日
本
国
民
の
う
ち
の
ど
く
少
数
で
あ
ろ

非
核
三
原
則
の
国
体
護
持 、
国
是
堅
持
の
忠
誠
を
早

う」
と 。

々
と
寄
ぃ 、
ζ
れ
に
よ
っ

て
事
態
を
乗
り

切
ろ
う
と

あ
るい
は
ま
た 、
片
岡
氏
は 、
鈴
木
内
閣
の
外
交

い
う
方
針
を
と
っ
た 。
園
田
新
外
相
の
如
き
は 、
擦

を
批
判
す
ると
と
も
に 、
吉
田
（
茂）
学
校
の
外
交

夷
論
者
に
迎
合
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り 、

激
し
い
援

路
線
の
破
綻
を
宣
告
し 、
ゴ
1

9
ズ
ム
外
交
の
復
活

夷
論
的
発
言
さ
え
や
っ

て
の
け
た」
と 。

を
説
く
わ
け
だ
が

＼
そ
の
中
で
氏
は 、
猪
木
正
道 、

ま
た
田
久
保
氏
は 、
国
際
環
境
が
大
き
く

変わ
っ

高
坂
正
案 、
佐
藤
誠
三
郎
氏
ら
の
～
現
実
主
義」
を

た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
そ
の
本
質
的
な
意
味
に
気
づ

批
判
す
る。

か
ず 、
相
変わ
ら
ず
現
実
を
直
視
し
よ
う
と
じ
恋
い

「
総
合
安
全
保
障
の
概
念
の
前
提
に
は
自
民
党
の
護

鈴
木
首
相 、
宮
沢
官
房
長
官 、
園
田
外
相
ら
を
批
判

窓
論
が
あ
る」
と
す
る
氏
は 、
高
坂
氏
が
今
年一
月

し
て
次
の
よ
う
に
記
す 。

号
の
『
中
央
公
論』
に
書
い
た
巻
頭
言
を
問
題
に
す

「
私
は
日
本
の
指
導
者
批
判
は
も
う
し
た
く
な
い 。

る。
そ
れ
は
「

①軍一
備
は
い
ま
の
憲
法
で
も
充
分
可

国
際
情
勢
と
い
う

舞
台
が
回
っ

て
い
るの
に 、
役
者 ，

能
で
あ
る
②
い
ま
憲
法
改
正
の
議
論
を
し
て
も
『
具

の一
人
が
そ
れ
に
気
付
か
な
い
か 、
あ
るい

壮
気
付

体
的
に
何
の
益
も
な
い』
③
だ
か
ら 、
『
ナ
年
聞
は

’
か
ゑ

ヤ
ふ
り
を
し
て
い
る
奇
妙
念
事
態
を
指
摘
し
た

憲
法
論
議
を
棚
上
げ』
に
せ
よ」
と
い
う
も
の
で
あ

い
の
で
あ
る。
と
の
ま
ま
『
西
側
の一
員』
で
あ
る

り 、
「
猪
木
正
道
氏
の
考
え
も
ニ
ュ
ア
シ
ス
の
違
い

と
と
を
続
け
れ
ば
孤
立
以
外
の
何
も
残
さ
れ
な
い
P

は
あ
っ

て
も
煮
つ
め
れ
ば
高
坂
氏
の一一一
点
に
収
数
さ

、
‘

欧
州
に
救
い
を
求
め
て
何
に
・な
ろ
う

か 。
国
の
運
命 ー
れ
ると
考
え
る。
猪
木 、
高
坂
両
氏
の
考
え
は
鈴
木

外
交
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
を
正
確
に
反
映
L
て
い
る

も
の
と
解
し
て
よ
いμ
と
批
判
し 、
「
運
用
解
釈
で

何
で
も
出
来
る。
ζ
の
理
論
の
最
先
端
を
行
く
の
が

佐
藤
誠
三
郎
氏
で
あ
ろ
う 。f

彼
は
憲
法
第
九
条
据
え

置
き
で
集
団
安
全
保
障
が
可
能
だ
と
発
表
し
て
い

、
る」
と 、
現
実
主
義
者
の一一一
氏
を
重
ね
て
斬
っ

て
い

、

”。。
不
在
証
明
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さ
て 、
片
岡
氏
か
ら
「
鈴
木
外
交
の
基
本
的
ス
タ

。

シ
ズ
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る」
と
批
判
さ
れ
た
い

わ
ゆ
る
現
実
主
義
者
た
ち
は 、
日
本
の
尉
衛 、
外
交

問
題
が
岐
路
に
立
ち 、
日
米
関
係
が
危
機
に
ひ
ん
し

て
い
る
現
在 、
ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
るだ
ろ

うか。鈴
木
首
栴
は 、
一
月
に J
A
S
E
A
N
諸
国
を
訪
問

し 、
五
月
に
訪
米
し
て
日
米
首
J脳
会
談 、
六
月
に
ヨ

ー
ロ
ッ

パ
諸
国
を
歴
訪
し1
七
月
に
ォ ，
タ
ワ・
サ
ミ

ァ
ト
に
出
席
し
て
い
る。

そ
の
聞
に
起
ど
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
的
ト
ラ
プ

ル
を
思
い
出
し
‘な
が
ら 、
主
要
な
論
壇
誌
を
め
く
っ

て
み
た
の
だ
が 、
現
実
主
義
者
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

論
文
は
見
当
た
ら
な
い 。
と
の
グ

不
在
証
明d
は
何 ，

入

i司

rl 

（
政
嗣）
氏
と
現
実
主
義
者
と
の
距
離
は 、
対
話
不

高
畠
通
敏
氏
が
朝
日
新
聞
の
論
壇
時
評
で 、
そ
の
対

能
念
ほ
ど
遠
い
も
の
で
は
な
い」
と
語
る
「
改
憲
論
J

談
を
限
定
的
に
せ
よ
評
価
し
て
い
るこ
と
を 、
「
と

批
判・
建
設
的
防
衛
論
争
の
た
め
に」（『
中
央
公論』

く
に
貴
重
な
と
と」
と
し
て
い
る（『
選
択』
八
月
号

七
月
号）
を
書
い
て
い
る。

「マ
ス
コ
ミ

反
射
鏡」） 。

と
と
で
佐
藤
氏
が 、
現
実
主
義
者
と
社
会
党
と
の

そ
し
て
清
水
幾
太
郎
氏
を
燥
状
態 、
福
田
恒
存
氏

対
話
の
可
能
挫
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
姿
は 、
意
味

を
彰
状
態
と
し 、
江
藤
氏
に
対
し
て
は
態
度
を
留
保

深
長
な
政
治
的
サ
イ
シ
で
あ
ろ
う
が 、
同
じ
中
公
七

し
て
い
る。
粕
谷
氏
の
鋭
敏
な
政
治
的
直
感
は 、
非

月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
猪
木
正
道
氏
と
上
山
春
平

左
翼
系
な
い
し
は
保
守
系
論
壇
で
主
流
を一
ん
せ
い

、
氏
の
対
談
「
楯
と
し
て
の
防
衛
力」
は 、
現
憲
法
の

た
か
に
見
え
た
「
現
実
主
義
者」
が 、
形
勢
不
利
に

運
用
解
釈
で
充
分
ま
に
あ
う
防
衛
思
想
と
で
も
い
う

念
り
つ
つ
あ
る
現
在 、
旧
左
翼
・な
い
し
は
進
歩
派
と

べ
き
も
の
で 、
与
野
党
の
護
憲
諸
派
の
大
連
合
を
画

合
従
連
衡
し
て
い
く
ζ
と
を
見
抜
い
て
い
るの
で
あ

し
た
も
の
と
し
て
読
む
と
と
も
で
き
る。

j
ろ
う
か 。
し
か
し 、
い
ま
本
当
に
必
要
な
の
は 、
正

名
編
集
者
と
い
わ
れ
た
元
中
央
公
論
編
集
長
の
粕

統
的
保
守
主
義
者
と
現
実
主
義
者
の
ラ
ジ
カ
ル
な
対

谷一
希
氏（
現
評
論
家｝
は 、
ζ
の
対
談
を
は
じ
め
永

話
で
あ
ろー
ぅ 。

政
治
家
で
は
な
い
知。
識
人
と
論
壇

井
氏
の
モー
ラ
ト
p
ア
ム
国
家
論 、
佐
藤
氏
の
改
憲
論

の
）
そ
れ
が
唯一
の
存
在
証
明
だ
っ
た
の
で
は
あ
る

批
判
を
高
く
評
価
し 、
か
つ
急
進
的
市
民
主
義
者
の

ま
い
か 。

を
意
味
す
るの
で
あ
ろ
う
か 。
鈴
木
内
閣へ
の
批
判

を
i据
え
た
と
は
い
え 、
ま
っ
た
く
沈
黙
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い 。

一
月
号
『
中
央
公
論』
で
は 、
猪
木
正
道
氏
が
改

憲
論
と
ソ
連
脅
威
論
を
い
ま
し
め
る
「
防

衛論
議
の

虚
実」
を
書
き 、
永
井
陽
之
助
氏
が
吉
田
茂
の
外
交

戦
術
を
再
評
価
す
る
形
の
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
国
家
の

防
衛
論」
を
書
き 、
高
坂
正
義
民
が
奥
野
法
相
を
批

判
し
な
が
ら 、
グ

憲
法
論
議
十
年
棚
上
げ
論d
と
も

い
うべ
き
「
政
治
家
の
責
任」
と
い
う

短
文
を
書
い

て
い
る。

佐
藤
誠
三
郎
氏
は 、
憲
法
九
条
三
項
の
交
戦
権
の

放
棄
条
項
の
拘
束
に
こ
だ
わ
る
江
藤
淳
氏
を
批
判
す

る
「
憲
注
論
議へ
の
疑
問v
交
戦
権
は
必
要
か」

〈『
ボ
イ
ス』
四
月
号）
を
書
き 、
同
じ
く
九
条
二
項
の

改
正
を
主
張
す
る
中
川
八
洋
氏
を
掛
判
し 、
「
石
橋

、
、え

下J
' ． 

酒 、自

川変貌する 論壇地図 事

ー

裕次
郎
が
倒
れ
た
f

生

還
率一二
%
の
死
線
を
さ
ま

よ
う
太
陽
の
男。
祈
る
妻，

ま
き
子。
そ
し
て
彼
を
慕

い
続
け
る
渡
哲
也、
寺
尾

聴
ら
男
た
ち
の
伝
説。
，

定
価
1
2
0
0
円

東京都千民間区大手町1-7-2

石
原
裕
次
郎
ド
キ
ュ

メ

ン
ト

サ
ン
ケ
イ
出
版

尾
崎
晃
一

男

た

ち

の

伝

説

’ ‘ 
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変
質

香
山
氏
が
指
摘
し
た
野
党
と
鈴
木
内
閣
に
共
通
す

る
援
夷
論
的
雰
囲
気
か
ら
の
連
想
で
い
え
ば 、
現
在

の
論
壇
地
図
は 、
「
国
内
派」
と
「
国
際
派」
に
色

分
け
す
る
と
と
が
で
き
る
だ
ろ
う 。

ー

「
園
内
派」
は
交
戦
権
の
放
棄 、
非
武
装
中
立
論
か

ら
始
ま
る
戦
後
日
本
の
特
殊
な
防
衛
論
議
の
文
脈
を

重
ん
じ
る
が
故
に
国
内
世
論
に
は
過
敏
で
あ
る
が 、

国
際
的
な

共通
語
と
し
て
の
普
遍
的
防
衛
思
想
を
持

た
念
い 。
し
た
が
っ
て
国
際
的
な
説
得
力
は
断
念
せ

ざ
る
を
え
な
い
か
ら 、
日
本
の
孤
立
化
を一
層
す
ず

め
る
と
と
に
な
る
だ
ろ ，
ぅ 。
そ
の
揚
合 、
現
在
の
経

済
的
豊
か
さ
を
か
な
り
の
程
度
断
念
す
る
と
と
が
前

提
に
な
る
は
ず
で
あ
る 。
ゼ
ロ
成
長
（
過
渡
的
に
は

大
マ
イ
ナ
ス ，
成
長）
下
の
グ

新
鎖
国
論a
も 、
国
民

的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
す
る
な
ら
ば 、、
検
討
に
値

す
る
選
択
肢
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う 。

と
れ
に
対
し
て
「
国
際
派」
は 、
政
治・
経
済
の

相
互
依
存
関
係
の
深
ま
っ
た
笛
際
環
境
を
認
め
た
う

え
で 、
戦
後
の
特
殊
日
本
的
な
る
防
衛
論
を
精
算

し 、
国
際
世
論
と
の
協
調
を
は
か
り 、

現
在
の
経
済

<! 

的
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
た
自
由
貿
易
体
制
の
秩
序
を

七
0
年
代
に
は
論
壇
の
主
流
に
あ
っ
た
現
実
主
義

保
守
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る 。
戦
後
を
精
算
す

者
と
そ
の
周
辺
は 、
急
激
な
国
際
環
境
の
変
化
の
中

る
過
程
で
あ
る
程
度
の
国
内
摩
擦
は
避
け
ら
れ
・な
い

で
「
国
内
派」
に
な
っ
た 。
と
の
変
質
は
論
ず
る
に

だ
ろ
う
か
ら
）
軍
国
主
義
へ
の
歯
止
だ
け
は
し
っ

か
’
値
す
る
七
0
年
代
の
精
神
史
で
あ
る 。
一
方
の
ラ
ジ

り
す
る
必
要
が
あ
る 。
そ
れ
は 、
国
際
信
義
を
重
ん

「
カ
ル
念
保
守
主
義
者
と
豊
か
な
国
際
感
覚
を
身
に
つ

じ
て
戦
争
を
放
棄
し 、
国
際
社
会
に
復
帰
し
た
新
慾
4
け
て
登
場
し
た
新
し
い
論
客
が
「
国
際
派」
を
形
成

法
の
精
神
の
再
興
と
見
る
ζ
と
も
で
き
る 。

一
し
て
い
る 。
と
の
両
派
の
対
立
を 、
「
非
左
翼
知
識

近
年
の
言
説
に
よ
っ

て 、
非
左
翼
知
識
人
を
両
派

．
人
の
内
ゲ
バ
」
と
見
る
向
き
も
あ
る
が 、
そ
れ
ζ
そ

に
分
け
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う

か 。

、

党
派
性
の
強
い
左
翼
的
な
見
方
と
い
う
べ
き
だ
ろ

〔
国
内
派〕
猪
木
正
道 、
永
井
陽
之
助 、
高
坂
正

ぅ 。

奏、
佐
藤
誠
三
郎、
山
崎
正
和 、
飯
岡
経
夫 、
志
水

速
雄、

判
噸
調
樹4
粕
谷一
希 e

〔
国
際
派〕
福
閏
値
存 、
牛
揚
信
彦 、
清
水
幾
太

郎、
法眼
晋
作、
江藤
淳、
村松
剛、
勝
回
吉
太

郎、
高根正
昭、
片
岡鉄
哉、
田
久保
忠
街、
佐
瀬

昌
盛 、
岡
本
幸
治 、
関
嘉
彦 、
加
瀬
英
明 、
三
好

修 、
中
川
八
洋

現
在
問
わ
れ
て
い
る
主
要
問
題
に
対
す
る
両
派
の

見
解
を
表
に
す
る
と 、
次
の ．
よ
う
に
な
ろ
う 。

日
米
関
係
ソ

連
の

脅
威

抽 ｝ 憲璽 ｜ 窪極l i会的 ！ 量
叫 l 鈴批 ｜竿H 木

判自

重

視

消極的
黙

過
小
評
価

10.Q 

f守t ( 'i I。勺

認

と
れ
ま
で
に
幾
度
か
繰
り

返
さ
れ
た
防
衛 、
憲

法 、
外
交
問
題
な
ど
を
め
ぐ
る
左
翼
陣
営
と
保
守

（
現
実
主
義
者
を
含
む）
の
論
争
が 、
ほ
と
ん
ど
無

意
味
に
終
わ
っ
た
と
と
を
思
い
出
し
て
み
れ
ば 、
今

と
そ
非
左
翼
系
知

識人
の
実
り
あ
る
議
論
が
可
能
に

な
っ
た
の
だ
と
も
い
え
る 。
そ
の
意
味
で
も
徒
ら
な

政
治
的
配
慮
は
抜
き
に
し
て 、
知
識
人
ら
し
〈 、
そ

れ
ぞ
れ
の
持
論
を
展
開
すべ
き
秋
を
迎
え
た
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う 。

敢
え
て
言
え
ば 、
h
ま
と
そ 、
論
壇
復
活
の
秋
で

あ
る 。
大
い
に
論
ず
る
と
と
の 、
さ
わ
や
か
な
知

的
興
奮
を
多
く
の
読
者
は
待
っ
て
い
る
は 、
ず
で
あ

’G 。
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