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関
係に
微妙
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
の

一仁
、
ノ
で
は
ない
か

1i中ソ
対
立
の
継
続が

日
本お
よ
び
ア
ジ
ア、
さ
ら
に
西
側
自
由陣
営
全
体

の
利
益
に
つ
な
が
る
と
の
見
方
は
少
な
く
ない。
こ

の
数
カ
月
来、
北
京
と
モ
ス
ク
ワ
の
聞に
は、
将
来

の
関
係
改善
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
受
け
取
れ
な

く
も
ない
き
ま、ざ
ま
な
事
象が
現
れ
て
い
る。
そ
の

よ
う
な
兆
候
を
さ
ら
に一
段
と
明
確に
し
た
の
が
三

月
二
十
四
日
の
ブレ
ジ、不
フ
演
説
と、
こ
れ
に
対
す

る
中
国
外
務
省ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
留

意」
発
言、で
あ
ろ
う。
た
ま
た
ま
米中
関
係が、
台

湾へ
の
武
器
売
却
問
題
を
きっ
か
け
に
低述
状
態に

陥っ
て
い
た。
一
九
七
0
年代
初
め
か
ら
顕
在
化
し

て
き
た
中
国
の
西
側へ
の
傾斜
姿
勢に
変
化
が
生
じ

た
の
で
は
ない
か、
と
い
っ
た
懸
念
が
生
ま
れ
て
き

た
の
も
不
思
議
で
は
ない。
わ
が
国
政
府
もい
ち
早

く
米
国に
対
し、
対
中
関係
重
視
を
要
望
し、
中
国

の
西
側
離
れ
を
押
し
と
ど
め
るべ
き
だ
と
の
見
解
を

表
明
し
た
ほ
ど
だ。

チ
ャ
イ
ナ・
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
！
と
し
て
国
内
の
み
な

ら
ず
国
際
的
に
も
高い
評
価
を
得
て
い
る
中
嶋
嶺
雄

氏
は、
こ
の
て
二年
来
し
ば
し
ば
中ソ
関
係が
新

し
い
局
面
を
迎
え
る
か
も
し
れ
ない
と
指
摘
し
て
き

た。
中
嶋
氏
の
現
状
分
析
と
見
通
し
に
つ
い
て
異
論

を
唱
え
る
向
き
が
ない
わ
け
で
は
ない。
し
か
し
な

が
ら
「
か
つ
て
中ソ一
枚
岩
の
団
結
と
い
う
神
話
が

日
本
人
を
と
ら
え
て
い
た
よ
う
に、
最
近
で
は
も
う

ひ
と
つ
別
の
神
話
｜｜つ
ま
り
永
遠
の
中ソ
対
立
と

い
う
神
話
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
で
は
ない
か。
中ソ

の
対
立
が
日
本
の
国
益
だ
と
い
う
思い
上
がっ
た
政

策
志
向が
あ
る」
と
の
発
言に
は、
や
は
り
耳
を
傾

け
ね
ば
な
ら
ない
だ
ろ
う。

。
ソ
連
カ
l
ド々

中嶋
氏
は
中ソ
関係が
ど
う
な
る
と
み
て
い
る
の

だ
ろ
う
か。

中
嶋
氏
は
ま
ず、
中ソ
関
係
を
含
め
て
社
会
主
義

内
部
の
問
題
を
動か
す
根
本
的
な
要
因
と
し
て、「
内

部
要
因」
を
挙
げ
る。「
内
部
要
因」
と
は
「
共
産
党

内
部
の
政
治
動
向」
で
あ
り、
よ
り
簡
単に
い
え
ば
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「
内
政
の
動
向」
に
な
ろ
う。

今
日
の
よ

う
な
中ソ
対
立
の
図
式
を
も
た
ら
し
た
中国
側
の
基

本
的
要
因
は、
毛
沢
東が
実権
を
掌
握
し、
毛
沢
東

の
政
策
が
そ
の
ま
ま
中
国
共
産
党
の
政
策に
直
結
し、

し
か
も
そ
れ
が
完
全
無
欠
な
政
策
と
し
て
神
格
化
さ

れ
て
き
た
歴
史
に
求
め
ね
ば
な
ら
ない。

こ
う
し
た
前
提
の
上
に
立っ
て、
今
日
の
中国
の

状
況
を
み
る
時、
中
嶋
氏
は
内
政
面に
お
け
る
毛
沢

東
政
治
の
全
面
否
定
と
劉
少
奇路
線
の
浮
上、
さ
ら

に
は、』
れ
と
の
絡
み
で
目
立つ

彰徳懐
系
人
脈
の
復

活
な
ど
の
諸
現
象
を
ひ
と
つ
の
材
料に、
「
中ソ
の

対
立
を
も
た
ら
し
た
根
本
的
な
要
因
は
ほ
ぼ
解
消
し

た」
と、

断言する。

中
嶋
氏
は、』
の
よ
う
な
政
治
の
流
れ
の
変
化に
加

え、
中ソ
聞
で
起
き
て
い
る
い
くつ
か
の
小
さ
な
往

来に
も
注
目
し
て
い
る。
例
え
ば
ソ
連
掌者
の
中由

東
北
地
区
農
村
の
視
察、
河
川
交
渉
の
定
期
的
な
円

満
な
妥結、
シベ
リ
ア
鉄
道
を
利
用
し
て
の
中国
の

貨
物
輸
送
の
許
可、
中ソ
貿
易
交
渉
の
継
続
と
貿
易

量・
額
の
増
加、
ソ
連
の
対
中
外
交
責
任
者
で
も
あ

つ
ま
り、

今立事
後ツ
を関
占怪
つw
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る
要
人
の
訪
中
な
ど
で
あ
る。

、』
う
し
た
現
象
面
で
み
ら
れ
る
小
さ
な
諸事
実
と

並
ん
で、

中嶋
氏
が
強
調
す
る
の
は、
中
国
自
身
が、

世
界戦
略
の
立
場
で
米中
関係、
中ソ
関係
を
考
え

て
い
る
事
実
と
国
際
共
産
主
義
運
動
と
の
関連
性
の

一一
点
の
よ
う
だ。

前
者に
つ
い
て、
中
嶋
氏
は
部
小
平
な
ど
の
言
葉

を
利
用
し
な
が
ら、
中
国
は
自
国
を
取
り
巻
く
国
際

情
勢
の
動
き
を
冷
静
に
見
極
め、
中ソ
関
係
を
い
か

な
る
位
置
に
据
え
るこ
と
が、
中
国に
とっ
て
国
益

に
なる
の
か
と
の
判
断
を
下
す
と
み
て
い
る。
そ
し

て
「
中ソ
関係がふ
議
す
で
に
和
解
の
方
向に
は
い

か
ない
に
せ
よ、
少
な
く
上
も
中
国
は。
ソ
連
カ
l
ド。

を
使っ
て、
日
本
や
米
国
を
牽
制
で
き
る
立
場に
立

と
う
と
す
る
だ
ろ
う」
と
の
見
方
を
示
す。

ま
た
後
者、て
は、
ポ
ー
ラ
ン
ド
情勢に
対
す
る
中

国
の
姿
勢
を
例
に
ひ
き
な
が
ら、「
共
産
党
政
権に
対

す
る
本
質
的
な
異議
申
し
立
て
を
許
容
で
き
ない
以

上、
ソ
連
け
し
か
ら
ん
と
だ
け
言っ
て
い
ら
れ
る
だ

ろ
う
か」
と、
ひ
と
つ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る。

非
毛
沢
東
化
の
徹底
を
目
指す

「
外
交
は
内
政
の
反
映」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が、

中
国
は
正
に・』
の
言
葉が
ぴっ
た
り
の
国
柄
だ
ろ
う。

そ
の
意
味、て
中ソ
関
係
の
将
来
を
考
え
る
に
も、
ま

ず
中
国
の
内
政、
と
り
わ
け
政
治
動
向
が
E
の
よ
う

な
流
れ
に
あ
る
の
か
を
的
確に
つ
か
ん
で
お
か
ね
ば

な
ら
ない。

中
嶋
氏
は、』
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
に
当
た
り、

中
国
が
共
産
主

義社会
の
実
現
を
目
標に
掲
げ
た
共

産
党
政
権
の
体
制に
あ
る
現
実
を
見
逃
し
て
は
な
ら

ない
と
力
説
す
る。
こ
れ
は
近
代
化
政
策
の
中で、

中
国
が
徐々
に
自
由
化
を
進
め、
西
側
諸
国
ーー
と

り
わ
け
日
本
や
米
固
と
の
提
携
友
好
を
強
め
る
の
で

は
ない
か
と
い
っ
た、
あ
る
種
の
漠
然
と
し
た
期
待

感
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
兆
候が
目
立つ
か
ら
で
あ
ろ

う。
安
易
な
日
中
友
好ム
l
ド
に
流
さ
れ
る
な・ら
ば、

経
済
協
力
ひ
と
つ
を
とっ
て
も、
双
方
の
思
惑
が
食

い
違い、
不
必
要
な
き
し
み
と
摩擦
を
引
き
起
こ
し

か
ね
ない。
希
望
的
観
測

定権
過
多
の
中
国
観
は

ど
う
し
て
も
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
中
嶋
氏

の
指
摘
は、
正
に
こ
の
意
味
で
重
要
な
問
題
を
含
ん

で
い
る
と
い
え
よ
う。

こ
う
し
た
醒
め
た
観
察眼
で
中
国
の
現
状
を
と
ら

え
る
と、
い
わ
ゆ
る
部
小
平
体
制
が
目
指
す
の
は
な

ん
な
の
か。
中
嶋
氏
は
こ
う
語っ
て
い
る。

「
よ
り
オ
ー
ソ
ドッ
ク
ス
な
社
会
主
義
建
設
路
線

で
あ
る
劉
少
奇
路
線
を
推
進
す
る
た
め
に、
毛
沢

東
型
社
会
主
義
を
徹
底
的
に
払
拭
す
る。
こ
れ
が

部
小
平
体
制
の
緊
急
の
課
題
だ。
し
か
し
中国
の

状
況
は
（
こ
の
目
標達
成
で）
そ
ん
なに
楽
観
で

き
ない。
そ
こ
で
部
小
平
は
生
命
の
あ
る
聞に
中

国
全
体
の
ト
ー
タ
ル
な
非
毛
沢
東
化
を
実
現
し
た

い
と
考え
て
い
る
の
で
は
ない
か。
こ
れ
に
対
す

る
反
発
も
強い
が、

基本
的
に
は
劉
少
奇
路
線
が

A「後
中
国
社
会
を
リ
ー
ド
し
て
い
こ
う」

「
党
官
僚
独
裁
体
制
の
強
化
と
い
う
意
味
で
は、

中
国
も
社
会
主
義
と
い
う
大
き
な
輪
郭
で
ソ
連
型

に
回
帰
し
て
い
く
の
で
は
ない
か。
し
た
がっ
て

経
済
で
も
自
力
更
生
の
側
面
が
目
立つ
よ
う
に
な

り、
西
側か
ら
大
型
プ
ラ
ン
ト
を
E
ん
ど
ん
輸
入

す
る
よ
う
な
政
策
は
影が
薄
く
な
ろ
う」

中
嶋
氏
は
昭
和
十一
年
生
ま
れ、
長
野
県
出
身。

三
十
五
年
東京
外
語
大
中
国
科、
四
十
年
東
大
大
学

院（
国
際

関係論）
を
京事来。一
九
六
六
年
文
化
大
革
命

の
激
動
期
に
訪
中、
七
五
年土中ソ
対
立
下
の
ソ
連

モ
ン
ゴ
ル

l中国
を
専
門
家
と
し
て
初
の
縦貫
旅
行、

ま
た
六
九
年
外
務
省
特
別
研
究
員
と
し
て
香
港
に、

七
七

年豪州国立
大
学

現代中国
セ
ン
タ
ー

客員教

授
と
し
て
在
豪
す
る
な
ど、
海
外
各
地
を
し
ば
し
ば

訪
問
さ
れ
た。
現
在
は
東京
外
語
大
教授
（
国
際
関

係
論・
現
代
中
国
学）
の
ほ
か、
外
務
省
外
交
政
策
懇

談
会
委
員、
ア
ジ
ア－調
査
会
研
究
委
員
な
ど
を
兼
任

さ
れ
て
い
る。
昭
和
五
十
五
年
六
月
「
中ソ
対
立
と

現
代
戦
後
ア
ジ
ア
の

再考察」
に
関
す
る
研
究
に

よ
り、
東
大
で
社
会
学博
士
の
学位
を
受
け
ら
れ
た。

よ
く
「
申由
の
こ
と
は
わ
か
り
に
くい」
と
い
わ

れ
る。
し
か
し
中嶋
氏
は
「
方
法
論
さ
え
確
立
す
れ

ば、
中
国
の
大
局
は
分
か
る
は
ず」
と
言い
切
る。

こ
れ
ま
で
の
評
論、
研
究
活
動
の
成
果
を
集大
成
し

た
著
書
「
北
京
烈
烈」（
筑
摩書
房）
は、
こ
う
し
た

中
嶋
氏
の
自
信
を
裏
付
け
る
ひ
と
つ
の
記
念
碑
で
も

あ
ろ
う
か。
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