
私のオピニオン

て
き
た
方
針
を
変
え
て
N
P
T
か
ら
脱
退
し
て
核

兵
器
を
も
て
る
と
な
れ
ば、
N
P
T
体
制
は
有
名

無
実
化
し、
世
界
の
核
拡
散
が
進
む

可能
性
が
高

い。
そ
し
て
そ
の
結
果、
世
界
各
地
の
地
域
紛
争

で
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば、
世
界

は
確
実
に
混
乱
し、
日
本
の
経
済
的
繁
栄
は
損
な

わ
れ
る
だ
ろ
う。
も
ち
ろ
ん
北
朝
鮮
は
核
開
発
を

更
に
推
進
し、
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
も
対
日
警

戒
心
を
増
大
さ
せ、
日
米
関
係
す
ら
揺
ら
ぐ
だ
ろ

う。
結
局、
日
本
の
核
武
装
は
味
方
を
減
ら
し、

脅
威
を
増
や
し
て
日
本
の
安
全

保障
環
境
を
悪
化

さ
せ
る。

そ
も
そ
も
核
兵
器
の
軍
事
的
効
用
を
過
大
に
見

積
も
る
の
は、
ニ
O

世紀最
大
の
迷
妄
と
言っ
て

も
過
言
で
は
な
い。
核
兵
器
は
ま
ず
使
え
な
い
兵

器
で
あ
り、
特
に
現
状
維
持
を
志
向
す
る
強
国
に

と
っ
て
は
そ
う
で
あ
る。
核
兵
器
を
使
用
し
て
戦

争
に
勝
利
し
て
も、
巨
大
な
破
壊
の
復
興
に
対
し

て
道
義
的
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
し、
戦
後
の

和
解
は
よ
り
困
難
に
な
る。
国
際
的
な
評
判
も
悪

化
す
る。
実
際、
ア
メ
リ
カ
は
ベ
ト
ナ
ム
で、
ソ

連
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
核
兵
器
を
使
用
す
る
こ

と
な
く
敗
北
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た。

ご
く
限
ら
れ
た
場
合
に
核
兵
器
に

軍事
的
意
味
が

生
じ
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
が、
基
本
的
に
は
核

保
有
を
大
国
の
証
と
み
る
見
方
が
核
を
魅
力
的
に

見
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い。

も
ち
ろ
ん
北
朝
鮮
の
核
保
有
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル

が
日
本
に
と
っ
て
深
刻
な
脅
威
で
あ
る
こ
と
に
疑

い
の
余
地
は
な
い。
あ
ら
ゆ
る
外
交
努
力
を
尽
く

し
て

北朝鮮
の
脅
威
を

除去
す
る
方
策
を
探
る
と

共
に、
日
本
の
防
衛
力
の
向
上
も
必
要
で
あ
る。

有
事
法
制
の
整
備
は
必
要
か
つ
意
味
の
あ
る
行
為

で
あっ
た。
し
か
し、
た
と
え
ば
偵
察
能
力
の
強

化
や
ミ
サ
イ
ル
防
衛、
民
間
防
衛
能
力
の
拡
大、

そ
し
て
日
米
安
保
に
基
づ
く
打
撃
力
の
強
化
と
い

っ
た
通
常
兵
力
の
強
化
と
戦
略
思
想
の
改
善
の
方

が
不
確
か
な
核
抑
止
に
頼
る
よ
り
も
は
る
か
に
効
・

果
的
で
あ
る。

軍事技術
の
発
展
傾
向
を
見
て
も

大
量
破
壊
兵
器
は
途
上
国
の
も
つ
二
流
の

軍備
と

な
り
つ
つ
あ
る。
今
日
の
日
本
に
と
っ
て
核
武
装

は

時代錯誤
の
選
択
で
あ
る。
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「
核の
遺
恨
日
本
よ
国
家
た
れ－の
先
見
性
二総
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地i者 官良一

様
々
な
評
価
が
可
能
な
小
泉
政
権
で
は
あ
る

が、
今
国
会
で
有
事
立
法
を
可
決
し
た
こ
と
の
歴

史
的

意義
は
大
き
い。
し
か
し
私
自
身
中
央
教
育

審議会
の

委員
と
し
て
全
面
的
に
か
か
わ
っ
た
教

育
基
本
法
の
改
正
に
関
し
て
は、
一
年
以
上
も
集

中
的
に
論
議
し
た
中
教
審
答
申
が
出
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず、
今
国
会
に
上
程
も
で
き
な
い
と
い

う
の
だ
か
ら、
政
権
が
依
然
と
し
て
政
治
よ
り
政

局
を
優
先
し
て
い
る
姿
を
露
呈
し
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
政
治
の
貧
困
が
継
続
す
る
状
況
下

で、
日
本
の
核
武
装
を
論
じ
得
る
知
的
土
壌
が
あ

る
と
は
到
底
思
え
な
い。
理
論
的
に
も
戦
略
論
的

に
も、
無
理
で
あ
る。
私
自
身、
現
在
の
日
本
が

核
武
装
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い。
一
連
の

対
中
国
位
負
け
外
交
や
対
北
朝
鮮
屈

辱外
交
に
露

呈
し
て
い
る
よ
う
な
日
本
政
府、
と
く
に
外
務
省

の
貧
弱
な
外
交
構
想
能
力
を
不
問
に
し
た
ま
ま
で

は、
た
と
え
技
術
的
に
核
を
保
有
で
き
た
と
し
て

も、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い。

核
の
保
有
は、
単
に

軍事
上
な
い
し
は
防
衛
政

策
上
の
意
味
の
み
な
ら
ず、
国
家
の
在
り
方、
国

家
と
し
て
の
存
在
感、
国
家
の
品
格
に
も
つ
な
が

る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る。

本
誌
の
読
者
な
ら、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は、

す
で
に
今
か
ら
四
半
世
紀
近
く
も
以
前
に、
清
水

幾
太
郎
氏
が
「
核
の
選
択
日
本
よ
国
家
た
れ」

(清水幾太郎氏「核の選択　日本よ国家たれ」の先見性(『諸君』第35巻第８号-2003.08.01



と
題
す
る
大
論
文
を
『
諸
君
f』
一
九
八
。
年
七

月
号
に
寄
稿
し、
さ
ら
に
同
年
九
月
に
単
行
本
が

『
日
本
よ
国
家
た
れ

核
の
選
択』
と
題
し
て
文，

馨春秋
よ
り
刊
行
さ
れ、
多
く
の
反
響
を
呼
ん
だ

こ
と
を
記
憶
さ
れ
て
い
る
方
が
多
い
と
思
う。

清
水
氏
は
当
時、

戦後
日
本
の
代
表
的
知
識
人

に
し
て
最
も

数多
い

寄稿家
と
し
て
の
体
験
の
の

ち
に、
自
ら
の
責
任
で
防
衛・
軍
事
問
題
の
研
究

会
「
軍
事
科
学
研
究
会」
を
元
自

衛隊
最
高
幹
部

を
中
心
に
組
織
さ
れ、
そ
の
成
果
を
同
研
究
会
と

の
共
著
の
よ
う
な
か
た
ち
で
ま
ず
小
冊
子
『
日
本

よ

国
家
た
れ』
と
し
て
自
費
出
版
さ
れ
た
の
で

あっ
た。
戦
後
日
本
の
平
和
運
動
や
原
水
禁
運
動

に
も
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
清
水
氏
は、
単
行
本

の
最
後
に
収
め
た
ョ
節
操』
と
経
験
『
あ
と
が

き』
に
代
え
て」
の
な
か
で、
執
筆
の
背
景
と
し

て
「
核《
対
す
る、
異
常
と
い
う
か、
病
的
と
い

う
か九
と
に
か
く、
或
る
特
別
な
態
度
が
予
め
世

間
に
あ」
る
状
況
に
触
れ、
同
氏
は
「
日
本
が
最

初
の
被
爆
国
で
あ
る
と
い
う
事
実、
そ
れ
に
由
来

す
る
感
情、
こ
れ
を
夢
に
も
軽
ぐ
見
る
つ
も
り
は

な
い。
し
か
し、
国
際
政
治
の
戦
国
時
代
を
生
き

延
び
る
た
め
に
は、
如
何
に
辛
く
て
も、
核
の
問

題
を
リ
ア
リ
ス
ト
の
眼
で
見
な
け
れ
ば
い
け
な

い。
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
や
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ

ム
は、
ど
ん
な
に
悲
壮
で
も、
あ
ま
り
現
実
の
役

に
は
立
た
な
い。
そ
う
い
う
趣
旨
を
簡
単
に
述べ

た
つ
も
り
で
あっ
た
の
に、
そ
れ
さ
え、
既
存
の

感
情
の
波
に
呑
み
こ
ま
れ
そ
う
で
あ
る」
と
語っ・

て
い
る。

清
水
氏
が
当
時、
タ
ブ
ー
で
あっ
た
核
武
装
の

問
題
を、
同
氏
が一
所
懸
命
に
学
ば
れ
た
軍
事
問

題
の一
環
と
し
て
と
り
あ
げ
つ
つ
も、
よ
り
本
質

的
に
は
国
家
観
の
問
題
と
し
て、
思
想
や
哲
学
の

問
題
と
し
て、
さ
ら
に
は
氏
が一
貫
し
て
追
究
し

て
い
た
倫
理
の
問
題
と
し
て
語
り
始
め
た
の
は、

「
日
本
が
今
ま
で
漠
然
と
自
国
の
安
全
を
託
し
て

き
た
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
優
勢
が
崩
れ
て、
ソ
連

の
軍
事
的
優
勢
が
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る」
と

い
う
状
況
認
識
が
あ
っ
た。
こ
の
点
が
ソ
連
崩
壊

と
東
西
冷
戦
の
終
鷲
と
い
う
歴
史
の
転
換
を
経
た

今
日
と
の
大
き
な
相
違
で
は
あ
る
け
れ
ど、
核
を

象
徴
と
し
て
「
日
本
よ
国
家
た
れ」
と
語っ
た
同

氏
の
問
題
提
起
は、
今
日
で
も
き
わ
め
て
新
鮮
で

あ
り、
か
つ
説
得
的
で
あ
る。
と
い
う
こ
と
は、

四
半
世
紀
近
く
経っ
て
も、
日
本
社
会
の
抱
え
る

戦
後
民
主
主
義
的
情
性
と
そ
の
非
国
家
的
性
格
は

変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。
清
水

幾
太
郎
氏
の
先
見
性
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ

る
所
以
で
あ
る。

そ
の
清
水
氏
は、
一
九
八
八
年
八
月
に
逝
去
さ

れ
た。
以
後
十
五
年、
戦
後
の
論
壇
と
思
想
界
に

た
い
し
て、
つ
ね
に
先
見
的
に
問
題
を
提
起
し
て

き
た
清
水
氏
に
つ
い
て
は、
論
壇
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
も
こ
の
問、
まっ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど

語
ら
な
か
っ
た。
流
行
病
の
よ
う
に
あ
れ
ほ
ど
語

ら
れ
る
丸
山
県
男
氏
に
比
し
て
清
水
氏
を
論
ず
る

つ
も
り
は
な
い
け
れ
ど、
過
去
を
語
る
丸
山
氏
を

論
ず
る
こ
と
の
安
全
性
に
比
し
て
つ
ね
に
未
来
を

先
導
し
て
き
た
清
水
氏
を
語
る
こ
と
の
危
険
性
に

も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か、
あ
た
か
も
清
水
氏
の
先

見
性
を
忘
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
自
ら
の
知
的

怠
惰
を
帳
消
し
に
し
よ
う
と
宇
る
安
全
装
置
が
ど

こ
か
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
私
に
は

思
わ
れ
て
な
ら
な
い。

私
は
か
つ
て
同
氏
の
逝
去
に
際
し、
「
清
水
氏

は、
あ
る
と
き
広
場
の
演
壇
で
そ
こ
に
集
まっ
た

聴
衆
を
喰
ら
せ
て
い
た
か
と
思
う
と、
い
つ
の
間

に
か
姿
を
消
し
て
別
の
道へ
去っ
て
行
く。
『
広

場
の
大
衆』
が
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
だ
け
で、
ま

だ
清
水
氏
の
鼓
吹
に
酔っ
て
い
る
と
き、
彼
は
次

の
広
場
を
求
め
て
『
孤
独』
な
歩
行
を
続
け
て
行

っ
た
の
で
あ
るL
と
書
い
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿

「
閣
に
立
っ

た
予
言
者

清
水
幾
太
郎
氏
の

晩
年

ハ
下
ど
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一

九
八
八
年
十
月一
一
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十一
日
号〉。
雑
誌
『
諸
君
ノ』
が
今
日
に
至
っ

て
「
是
か
非
か

日
本
の
核
武
装
論」
を
特
集
す

る
こ
と
を、
地
下
の
清
水
氏
が
知っ
た
ら、
氏
は

そ
れ
ま
で
歩
き
続
け
て
い
た
地
下
の
街
角
を
人
知

れ
ず
に
曲
が
っ
て、
次
の
ぱ
っ
と
明
る
い
広
場
に

出
て
い
る
か
も
し
れ
な
い。

・ 日 ・・・・E 」一一＿， ・・・田

一
一
一

・·－＝－’ 司 ．． 
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華ムのオピニオシ

四
月
二
十
三
日
か
ら
北
京
で
開
か
れ
た
米、

中、
朝
三
者
協
議
の
際、
宴
会
場
の
廊
下
で
北
朝

鮮
外
務
省
の
李
根ト
米
州
局
副
局
長
が、
ジ
ェ
l

ム
ズ・
ケ
リ
l
米
国
務
次
官
補
に
ォ
す
で
に
核
を

持っ
て
い
る。
物
理
的
に
証
明
〈
核
実
験）
す
る

か、
他
国へ
持
ち
出
す
（
輸
出）
か、
米
国
次
第

だ」
と
語
り、
同
月
三
十
日
に
は
北
朝
鮮
外
務
省

が
報
道
官
談
話
の
形
で
「：：：
現
実
は
米
国
の
封

じ
込
め
政
策
の
強
化
を
物
理
的
に
抑
止
す
る
こ
と

を
求
め
て
お
り、
我
々
は
や
む
な
く
必
要
な
抑
止

力
を
備
え
る
こ
と
を
決
心
し
行
動
に
移
さ
ざ
る
を

え
な
く
なっ
た」
と
発
表
し
た。

韓
国
は
九
O
年
に
当
時
の
ソ
連
と、
九
二
年
に

は
中
国
と
国
交
を
樹
立
し、
中
国
と
の
経
済
関
係

が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た一
方、
北
朝
鮮
は
孤
立

し、
ロ
シ
ア
か
ら
の
石
油
輸
入
が
停
止
し
て
経
済

は
破
綻
状
態
に
あ
る
か
ら、
何
と
か
米、
日
と
国

交
を
樹
立
し
て
援
助
を
え
た
い
し、
米
が
九
三
年

六
月、
北
朝
鮮
の
核
不
拡
散
条
約
（
N
P
T〉
か

ら
の
脱
退
を
思
い
止
ま
ら
せ
る
た
め
に
米
朝
共
同

声
明
で
約
束
し
た
「
武
力
不
行
使、
内
政
不
干

渉」
を
再
確
認
し
た
い。
米
を
そ
の
ヌ
渉
に
引
き

込
む
た
め
「
核
保
有」
を
ち
ら
つ
か
せ
た
の
だ
ろ

う。
ま
た
米
の
イ
ラ
ク
攻
撃
を
見
て
怯
え
「
核
兵

器
が
す
で
に
あ
る」
と
言っ
て
鉾
先
が
自
国
に
向

く
の
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る。

だ
が、
北
朝
鮮
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
爆
発
さ
せ

る
「
爆
縮」
技
術
の
完
成
を
確
認
す
る
た
め
の
核

実
験
を一
度
も
し
て
い
な
い。
ま
た
核
兵
器
は
そ

の
存
在
を
相
手
に
知
ら
せ
て
こ
そ
抑
止
効
果、
発

言
力
を
発
揮
す
る
政
治
的
兵
器
だ。
特
に
北
朝
鮮

は
近
代
的
戦
力
で
決
定
的
劣
勢
〈
例
え
ば
ミ
グ
鈎

の
操
縦
士
の
飛
行
訓
練
が
年
に
約
九
時
間〉
で
あ

り、
威
嚇
と
国
威
発
揚
の
好
き
な
国
柄
だ
け
に、

も
し
核
兵
器
を
持
て
ば
「
物
理
的
に
証
明」
す
る

だ
ろ
う。
何
か
核
爆
発
装
置
ら
し
き
物
を
作っ
た

‘
と
し
て
も、
直
径一
m
の
ノ
ド
ン
や
八
八
個
の
テ

ポ
ド
ン
第
二
段
に
搭
載
す
る
に
は
弾
頭
の
直
径
も

そ
れ
以
下、
重
量
も一
t
以
下
に
す
る
要
が
あ
る

と
考
え
ら
れ、
米
国
が
長
崎
に
投
下
し
た
最
初
の

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
原
爆
M
K
3
の
よ
う
に、
重
さ

四・
九
t、
直
径一
五
二
個
も
の
大
型
で
は
ミ
サ

イ
ル
弾
頭
に
な
ら
な
い。
何
回
か
は
核
実
験
を
し

て
技
術
を
開
発、
確
認
し
な
く
て
は
な
る
ま
い。

北
朝
鮮
が
核
兵
器
を
持っ
て
い
る、
と
言
う
の

は
本
当
か
虚
勢
か．
首
を
傾
げ
る
と
こ
ろ
だ
が、
少

く
と
も
北
朝
鮮
が一
月
に
N
P
T
脱
退
を
表
明

し、
そ
の
後、
小
型
原
子
炉
の
運
転
を
再
開
し
た

こ
と
な
ど
か
ら
見
て、
核
兵
器
の
開
発
を
進
め
つ

つ
あ
る
こ
と
は
ま
ず
疑
え
ず、
も
し
核
実
験
が
行

わ
れ
れ
ば
抑
止
力
と
し
て
「
日
本
も
核
武
装
を」

と
の
声
が
高
ま
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る。

だ
が
相
互
破
壊
に
よ
る
抑
止
戦
略
は
双
方
の
理

性
的
判
断
を
前
提
と
し、
相
手
が
非
合
理
な
自
暴

自
棄
の
行
動
に
出
る
の
を
抑
止
力
で
防
ぐ
の
は
困

難
だ。
自
爆
テ
ロ
に
対
し
死
刑
が
抑
止
効
果
を
発

揮
し
な
い
の
と
同
様
だ。
ま
た
価
値
が
ケ
タ
違
い

の
東
京
と
平
壌
が
差
し
ち
が
え
る
覚
悟
が
な
く
て

は、
こ
の
戦
略
は
成
立
た
な
い。

そ
れ
以
前
に、
日
本
が
核
武
装
す
る
に
は
N
P

T
を
脱
退
し、
米
国
と
の
対
立、
世
界
で
の
孤
立

を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い。
日
本
の
G
D
P

63 
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題
是か非か
日本核武装論特集
対北朝鮮一
控
訴計士違

百頁特集

日本圏核武装への決断
日本核武装を否認する
私のオビ＝オン一日本核武装論客四＋ニ氏の論点

「NOJとは言わないアメリカ伊藤貫

中西輝政

青山繁晴

帝国の影の下でE「自由Jを我らに 福田和也

環境危機「木を見て森を見ずJの蟻渡辺正＋山形浩生

圃中均j研究でその織政脈 山村明義
東大教授「萎尚中u－総需�＼�る三浦小太郎
「和田春樹Jよ、北朝鮮よりさらに北ヘ去れ萩原遼

朝日も麻生直也「創氏改名Jが分かっていない永島広紀

＼ 

「少年AJは本当に更生できたか作田明＋黒沼克史＋森下香枝

東京大学発「童貞J応援歌上野千鶴子＋渋谷知美

函珍「今月の新書完全読破宮崎哲弥／麹町朝測候所




