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本密
の
タ
イ
ト
ル
は、
い
さ
さ
か

挑
発
的
で
あ
る
け
れ
ど、
そ
れ
は
決

し
て
跨
張
で
は
な
く、
あ
と
四
年
九

カ
月
に
迫っ
た
香
港
の
中
国へ
の
返

還
の
日
ま
で
に、
中
国
は、
香
港
に

よっ
て、
刻一
刻
と
変
貌
を
よ
ぎ
な

く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。

そ
の
意
味
で
も
「
中
国
が
香
港
に

な
る
目」
が
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ

る。

本音
は、
毎
月、
中
国
の
基
本
文

献
を
丹
念
に
説
み
つ
づ
げ
て
い
る
著

者
が、
山
富
な
資
料
や
情
報
をベ
ー

ス
に
し
て一
気
に
訴
き
下
ろ
し
た
中

国
の
改芯・
開
放
政
策
と
そ
の
対外

的
諮
関係
を
論
じ
た
現状
分
析
で
あ

る
が、
随
所
に
ポ
ス
ト
部
小
平
時
代

へ
の
展
望
が
織
り
込
ま
れ
て
い
て、

興
味
深
い。

今
日
の
中
国
が
抱
え
る
矛
盾
1
沿

小島朋之著

岸
部
と
内
陸
部
の
経

済桔義
の
地大

や
中
央
と
地
方
と
の
分

離傾向
な
ど

は、
や
が
て
来
るべ
き
中
継
人
民
共

和
国
の
再
嗣へ
の
辺
程
で
あ
る
と
も

見
な
し
て
い
る
持
者
は、
「
共
産
党

独
裁
の
社
会
主
義
を
覆
す
民
主
厄

命」
の
可
能
性
も
大
き
い
と
展
望
し

て
い
る。

そ
の
た
め
に
は
三
つ
の
条
件
が
必

琵
で、
①
民
主
化
運
動
が
天
安
門別

件以
上
に
全
間
的
規
模
に
拡
大
し
て

党
や
軍
の
改
宮中
派
が
守
旧
派
に
路

ち、

＠段村・
雌
民
が
運
動
を
支
持

し、
＠
国
際的
圧
力
が
民
セ
化
弾
圧

を
阻
止
す
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
国
に
直
面
し

た
と
き、
外
部
世
界
は
「
中
枢
迎
邦

へ
の
蹄
痛
と
し
て
『
内
戦』
さ
え
も

見
守
る
盗
勢
が
必
要
か
も
し
れ
な

い」
と
き
う。

著
者
が
本占
で
述べ
て
い
る
チベ

ッ
ト
民
旗
の
独
立へ
の
要
求
や
大
量

の
難
民
流
出
の
可
能

性、
人
口
爆
発
の
圧
力

な
ど

を考え
る
と、
中

「
内
戦」
を
も
予
想
し
た
鋭
い
分
析

国
の
将
来
は
ま
だ
ま
だ
予
間
安
許
さ

ず、
「
中
依
脚」
（
中
議
ブ
ラ
ン

ド〉
の
中
国
独
自
の
発

凪晩略
に
も

多
く
の
防
壁
が
あ
る
と

nnなげ
れ
ば

な
る
ま
い。

－

こ
の
よ
う
に
本占
は、
今
日
の
中

国
が
抱
え
る
E
要
問
題
を鋭
い
分
析

に
よっ
て
平
易
に
解
き
明
か
し
て
お

り、
日
中
国
交二
十
周
年
に当
た
る

今
日、
多
く
の
説
者、
と
く
に
ピ
ヲ

ネ
ス
界
の
説
者
に
是
非一
説
を
お
勧

め
し
た
い。
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