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国
家
基
本
問
題
研
究
所
に
と
っ
て
の
一
大
主
題

国
家
基
本
問
題
研
究
所
の
関
係
者
に
と
っ
て
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル

な
歴
史
観
は
、
ど
の
よ
う
な
見
方
な
の
だ
ろ
う
か
。
個
々
人
別
様
の

歴
史
観
が
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
で
も
同
志
と
は
い
わ
ず
と
も

同
人
と
し
て
、
広
い
幅
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
会
員
に
は
共
通
す
る

見
方
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
種
の
主
題
の
例
と
し
て
思
い
つ
く
ま
ま
に
述
べ
る
と
、
た
と

え
ば
、
メ
ン
バ
ー
の
間
に
は
、
幕
末
明
治
以
来
の
我
が
国
の
近
代
化

に
つ
い
て
は
そ
れ
を
肯
定
的
に
見
る
歴
史
観
が
わ
か
ち
も
た
れ
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
露
戦
争
に
至
る
日
本
の
歩
み
を
「
坂
の

上
の
雲
」
を
目
指
し
て
進
ん
だ
国
の
歩
み
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
捉

え
る
こ
と
に
異
存
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
ペ
リ
ー
の
黒
船
来
航
か
ら

の
半
世
紀
の
日
本
史
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
良
し
と
す
る
見
方
が
会

員
の
主
流
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
、
一
九
〇
四
―
五
年
の
日
露
戦
争
以
後
の
半
世
紀
の

歴
史
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
日
本
が
戦
っ
て
敗
れ
た
第
二
次
世
界
大

戦
に
つ
い
て
は
、
共
通
し
て
一
致
す
る
見
方
が
日
本
人
の
中
に
あ
る

と
は
い
い
が
た
い
。
負ふ

の
歴
史
と
し
て
見
る
人
も
多
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
た
だ
し
自
虐
的
な
日
本
悪
者
史
観
に
対
し
て
は
同
意
し
な

い
国
基
研
メ
ン
バ
ー
は
多
い
に
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
歴
史
観
を
反

映
す
る
そ
の
戦
争
の
呼
び
名
に
つ
い
て
共
通
の
呼
び
方
が
あ
る
の

か
、
な
い
の
か
、
一
瞥
し
て
み
よ
う
。

太
平
洋
戦
争
か
大
東
亜
戦
争
か

平

川

祐

弘

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
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呼
び
名
は
戦
争
の
性
格
を
反
映
す
る

近
ご
ろ
、
昭
和
の
大
戦
に
つ
い
て
、
太
平
洋
戦
争
で
は
な
く
大
東

亜
戦
争
と
呼
べ
、
と
い
う
主
張
が
研
究
所
の
た
よ
り
に
も
、
関
係
者

が
し
ば
し
ば
執
筆
す
る
『
産
経
新
聞
』
に
も
、
散
見
す
る
。
表
現
は

自
由
で
あ
る
。
た
だ
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
使
っ
て
い
い
の
か
、
悪

い
の
か
。
賛
成
の
人
も
い
れ
ば
、
反
対
の
人
も
お
ら
れ
よ
う
。

戦
争
の
呼
び
名
は
戦
争
の
性
格
を
反
映
す
る
。
ま
た
逆
に
国
基
研

の
人
々
が
昭
和
の
大
戦
を
ど
う
呼
ぶ
か
は
、
こ
の
研
究
所
の
性
格
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
座
標
と
も
な
り
う
る
。
櫻
井
よ
し

こ
理
事
長
は
田
久
保
忠
衛
副
理
事
長
へ
の
弔
辞
（『
国
基
研
だ
よ
り
』

令
和
六
年
二
月
号
掲
載
）
で
、
田
久
保
氏
と
の
「
常
に
大
き
な
話
題

の
一
つ
が
大
東
亜
戦
争
の
評
価
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

実
は
私
自
身
は
田
久
保
氏
に
誘
わ
れ
て
創
立
直
後
の
国
家
基
本
問

題
研
究
所
に
理
事
の
一
人
と
し
て
加
わ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
田
久
保
氏

は
い
き
な
り
私
に
話
し
か
け
た
。
そ
れ
は
昭
和
の
大
戦
に
つ
い
て
の

評
価
で
あ
り
、
そ
の
際
、
氏
は
徳
富
蘇
峰
の
歴
史
観
に
依
拠
し
て
私

を
説
得
し
よ
う
と
し
た
。
氏
が
や
や
も
す
れ
ば
義
戦
の
面
を
強
調
し

よ
う
と
す
る
の
に
対
し
私
が
否
定
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

小
論
文
《
太
平
洋
戦
争
か
大
東
亜
戦
争
か
》
で
は
そ
の
問
題
点
に
ふ

れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

大
東
亜
戦
争
と
い
う
名
称

大
東
亜
戦
争
の
名
称
に
つ
い
て
賛
成
派
に
は
、
昭
和
十
六
年
十
二

月
十
二
日
の
閣
議
決
定
で
、
今
度
の
対
米
英
戦
争
は
、
従
来
の
日
支

事
変
を
含
め
て
大
東
亜
戦
争
と
呼
ぶ
、
と
決
定
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と

法
学
者
的
な
主
張
を
す
る
方
も
い
る
。
当
時
は
戦
局
の
推
移
に
と
も

な
い
新
地
名
が
作
ら
れ
た
。
昭
和
十
七
年
二
月
十
五
日
に
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
が
陥
落
す
る
や
、
十
八
日
に
は
戦
捷
第
一
次
祝
賀
国
民
大
会
が

開
か
れ
た
。
私
事
を
語
る
と
、
私
は
東
京
の
少
国
民
を
代
表
し
て
皇

軍
へ
の
感
謝
の
放
送
を
し
た
。
そ
の
と
き
内
幸
町
に
あ
っ
た
放
送
局

ま
で
同
伴
さ
れ
た
田
中
豊
太
郎
先
生
が
、
放
送
直
前
に
原
稿
に
「
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
は
名
前
も
い
ま
や
昭
南
島
と
改
め
」
と
加
筆
し
た
。
小

学
四
年
生
の
私
が
そ
れ
を
朗
読
し
た
。
い
ま
も
私
は
昭
南
の
名
を
鮮

明
に
記
憶
し
て
い
る
が
、
憶
え
て
い
る
人
は
少
な
か
ろ
う
。
ま
し
て

戦
争
当
初
の
わ
が
軍
が
い
ち
早
く
占
領
し
た
グ
ア
ム
島
を
大
宮
島
と

呼
ん
だ
こ
と
な
ど
は
、
政
府
決
定
で
あ
ろ
う
と
、
誰
も
覚
え
て
い
る

ま
い
。
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で
は
逆
に
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
五
日
、占
領
軍
は
日
本
人
が「
大

東
亜
戦
争
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
の
を
禁
止
し
「
太
平
洋
戦
争
」

と
呼
び
、
そ
う
印
刷
す
る
よ
う
厳
命
し
た
。
だ
が
連
合
軍
の
指
令
だ

か
ら
と
い
っ
て
、そ
れ
を
歴
史
判
断
の
基
準
と
し
て
信
奉
す
る
の
か
。

日
本
の
放
送
新
聞
は
そ
の
時
の
決
定
を
順
守
し
、
そ
れ
を
守
ら
な
い

者
は
反
動
扱
い
に
さ
れ
た
が
、
私
た
ち
は
い
つ
ま
で
そ
れ
に
惰
性
的

に
従
う
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
側
でthe Pacific W

ar

と
かW

ar in Pacific

と
呼
ぶ
か
ら
日
本
人
に
「
太
平
洋
戦
争
」
と

呼
ば
せ
た
だ
け
で
は
な
い
。「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
わ
せ
て
お
く
と
、

日
本
が
大
東
亜
解
放
の
た
め
に
戦
っ
た
、
と
い
う
義
戦
の
面
が
歴
史

に
残
る
。
そ
れ
を
日
本
国
民
の
脳
裏
か
ら
消
し
去
ろ
う
と
し
た
の
で

あ
る1

。
歴
史
を
複
眼
で
見
る

第
二
次
大
戦
で
日
本
が
戦
っ
た
の
は
「
太
平
洋
戦
争
」
だ
け
な
の

か
。「
大
東
亜
戦
争
」
の
側
面
は
皆か
い

無む

な
の
か
。
そ
の
問
題
を
問
い

た
く
思
い
、
一
九
九
一
年
度
、
比
較
文
学
比
較
文
化
課
程
大
学
院
で

私
は
「
文
学
に
現
れ
た
太
平
洋
戦
争
と
大
東
亜
戦
争
」
と
題
す
る
最

後
の
授
業
を
一
年
間
行
な
っ
た
。
や
や
異
質
な
主
題
だ
っ
た
が
、
東

京
大
学
の
一
主
任
と
し
て
最
後
の
学
年
度
で
あ
る
。
す
る
と
一
種
の

知
的
責
任
感
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
作
品
の
質
の
如
何
は
問
わ
ず
、

先
の
大
戦
に
関
係
す
る
日
本
文
も
英
文
も
、
時
に
は
中
国
文
も
と
り

あ
げ
た
。
出
席
学
生
も
半
ば
は
日
本
人
、
半
ば
は
か
つ
て
敵
対
し
た

国
々
の
出
身
者
で
、
二
十
数
名
の
教
室
は
満
員
だ
っ
た
。
そ
う
し
た

大
学
院
生
た
ち
を
相
手
に
一
年
『
戦
場
に
架
け
る
橋
』、『
ビ
ル
マ
の

竪
琴
』、
硫
黄
島
で
戦
死
し
た
市
丸
利
之
助
海
軍
中
将
の
『
米
国
大

統
領
へ
の
手
紙
』
や
重
慶
爆
撃
に
触
れ
た
豊
子
愷
な
ど
を
と
り
あ

げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
ま
ず
日
本
語
で
発
表
し
た
が
、
英
語

で
もSukehiro H

irakaw
a, Japan’s Love-H

ate R
elationship 

w
ith the W

est, Global O
riental/Brill

な
ど
に 

発
表
し
た
。
特

定
の
国
だ
け
が
正
し
い
、
と
夜
郎
自
大
に
言
い
張
る
こ
と
は
し
た
く

な
か
っ
た
。
ま
た
日
本
だ
け
が
悪
い
と
謝
る
自
虐
史
観
に
従
う
こ
と

も
無
か
っ
た2

。

戦
後
レ
ジ
ー
ム
脱
却
と
は
何
か

そ
の
よ
う
な
歴
史
の
再
吟
味
は
、
後
か
ら
考
え
る
と
、
安
倍
晋
三

氏
が
唱
え
た
日
本
の
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
の
試
み
と
重

な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
安
倍
内
閣
が
成
立
し
て
「
戦
後
レ
ジ
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ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
が
公
然
と
唱
え
ら
れ
る
と
、
外
国
特
派
員
の
中

に
は
旧
軍
国
主
義
の
復
活
か
と
疑ぎ

心し
ん

暗あ
ん

鬼き

で
批
判
す
る
者
も
い
た
。

し
か
し
戦
後
体
制
や
戦
後
思
想
体
制
の
ゆ
が
み
が
露
骨
に
な
り
、
そ

れ
の
仕
切
り
直
し
を
政
府
に
求
め
る
層
は
日
本
に
か
な
り
多
く
な
っ

た
。
そ
の
人
々
が
い
た
か
ら
こ
そ
安
倍
政
権
は
安
定
的
に
続
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
お
き
た
い
事
は
、「
勝
者
の
裁
判
」

で
あ
る
東
京
裁
判
の
検
察
官
が
主
張
し
た
歴
史
観
を
受
け
付
け
な
い

と
い
う
私
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
平
川
を
右
翼
反
動
と
決
め
つ
け
る

方
も
あ
る
い
は
居
ら
れ
る
や
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
の
主
張
に
同

調
し
な
い
読
者
も
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
仮
に
大
学
入
試
に
出
題
さ

れ
た
ら
何
と
答
え
る
だ
ろ
う
か
。

ａ　

第
二
次
世
界
大
戦
に
際
し
て
日
本
の
Ａ
級
戦
犯
を
含
む
極
め

て
少
数
の
人
間
が
自
己
の
個
人
的
意
志
を
人
類
に
押
し
つ
け
よ

う
と
し
た
。

ｂ　

日
本
の
Ａ
級
戦
犯
は
文
明
に
対
し
て
宣
戦
を
布
告
し
た
。

ｃ　

彼
ら
は
民
主
主
義
と
そ
の
本
質
的
基
礎
、
す
な
わ
ち
人
格
の

自
由
と
尊
重
を
破
壊
せ
ん
と
決
意
し
た
。

ｄ　

彼
ら
は
人
民
に
よ
る
人
民
の
た
め
の
人
民
の
政
治
は
根
絶
さ

る
べ
き
で
彼
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
新
秩
序
」
が
確
立
さ
れ
る
べ
き

だ
と
決
意
し
た
。

ｅ　

彼
ら
は
ヒ
ト
ラ
ー
一
派
と
手
を
握
っ
た
。

こ
れ
は
連
合
国
側
を
代
表
し
て
東
京
裁
判
の
冒
頭
で
キ
ー
ナ
ン
首

席
検
察
官
が
述
べ
た
主
張
だ
が
、
確
実
に
○
が
つ
く
解
答
は
日
本
の

指
導
者
が
「
ヒ
ト
ラ
ー
一
派
と
手
を
握
っ
た
」
こ
と
だ
け
だ
ろ
う
。

私
は
昭
和
日
本
の
最
大
の
失
策
は
ヒ
ト
ラ
ー
・
ド
イ
ツ
と
同
盟
を
結

ん
だ
こ
と
と
思
っ
て
い
る
。

右
の
冒
頭
陳
述
に
示
さ
れ
た
様
な
史
観
は
正
確
で
も
な
け
れ
ば
正

義
で
も
な
い
、
た
だ
し
私
が
そ
う
弁
明
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
日
本

軍
部
が
主
導
し
た
当
時
の
日
本
が
正
し
か
っ
た
と
言
う
つ
も
り
は
な

い
。
私
の
歴
史
評
価
は
当
時
も
今
も
同
じ
で
あ
る
。
軍
部
が
日
本
の

中
央
政
府
に
従
わ
ず
、
解
決
の
目め

途ど

も
立
た
ぬ
ま
ま
中
国
で
戦
線
を

拡
大
し
た
責
任
は
大
き
い
、
ま
た
軍
部
に
追
随
し
た
新
聞
も
悪
い
。

た
だ
し
先
の
大
戦
で
か
り
に
軍
国
日
本
が
悪
玉
だ
っ
た
と
し
て
も
、

一
九
四
五
年
八
月
六
日
の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
善
悪
の
立
場
は
逆
転3

し
た
、
―
―
私
は
そ
う
判
定
し
て
い
る
。
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正
々
堂
々
と
歴
史
の
修
正
を

第
二
次
世
界
大
戦
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
対
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
正
義
の
戦

争
だ
っ
た
、
と
一
時
期
内
外
の
左
翼
の
歴
史
学
者
は
主
張
し
た4

。
日

本
で
都
留
重
人
な
ど
そ
う
主
張
し
た
が
、
し
か
し
米
国
と
組
ん
で
日

本
と
戦
っ
た
ソ
連
や
中
国
が
人
格
の
自
由
を
尊
重
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
と
い
え
る
の
か
。

私
見
で
は
日
本
は
反
帝
国
主
義
的
帝
国
主
義
の
国
だ
っ
た
が
、
そ

の
戦
争
に
正
面
の
「
太
平
洋
戦
争
」
と
と
も
に
「
大
東
亜
戦
争
」
の

側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
日
本
が
英
国
と
戦
っ
た
香

港
・
マ
レ
ー
半
島
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
ビ
ル
マ
や
イ
ン
ド
洋
は
地
理

的
に
も
太
平
洋5

と
は
呼
べ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
皇
室
と
親
し
い
オ
ラ
ン
ダ
の
皇
室
は
、
か
つ
て
女
王
が
日

本
軍
の
蘭
領
東
イ
ン
ド
占
領
の
四
年
の
非
道
を
口
に
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
日
本
の
皇
室
に
政
治
的
発
言
は
許
さ
れ
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
占
領
の
四
百
年
の
非
道
に
つ
い
て
反
論
も
質
疑
も

な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
、
両
陛
下
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
訪
問
、
脱

植
民
地
の
た
め
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
将
兵
と
共
に
戦
っ
て
戦
死
し
た
日
本

人
将
兵
の
墓
に
参
り
、
現
地
の
遺
族
を
慰
め
ら
れ
た
。
昭
和
の
大
戦

に
は
太
平
洋
戦
争
と
い
う
面
だ
け
で
な
く
大
東
亜
戦
争
と
い
う
面
が

あ
る
こ
と
は
今
や
公
的
に
も
認
知
さ
れ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
先
に
ベ
ト
ナ
ム
ご
訪
問
の
際
も
イ
ン
ド
シ
ナ
で
独
立
の
た
め
に

戦
っ
て
戦
死
し
た
日
本
人
将
兵
の
墓
に
参
り
、
現
地
の
遺
族
を
慰
め

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

各
国
の
歴
史
と
歴
史
観
の
栄
枯
盛
衰　

こ
こ
で
各
国
の
歴
史
と
と
も
に
歴
史
観
の
栄
枯
盛
衰
を
一
瞥
し 

た
い
。

私
は
シ
ナ
事
変（
日
中
戦
争
）が
勃
発
し
た
頃
、幼
稚
園
に
入
っ
た
。

「
日
英
米
独
仏
伊
露
中
」
の
順
で
世
界
の
国
名
を
習
っ
た
。
日
本
は

別
と
し
、
世
界
一
は
大
英
帝
国
で
、
明
治
以
来
、
海
軍
も
官
庁
も
銀

行
も
、
英
才
を
英
国
に
派
遣
し
た
。
中
学
で
もK

ing’s English

を

習
い
、
ス
ペ
リ
ン
グ
は
英
国
式
だ
っ
た
。
帝
国
大
学
も
英
文
学
は
教

え
た
が
、
米
文
学
は
教
え
な
い
。
そ
ん
な
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
昭
和

十
六
年
十
二
月
八
日
、「
米
英
ニ
宣
戦
ヲ
布
告
」
と
聞
い
て
「
英
米
」

の
順
が
ひ
っ
く
り
返
っ
た
と
驚
い
た
。

第
二
次
大
戦
後
、
ソ
連
は
世
界
第
二
の
超
大
国
と
し
て
米
国
と
張

り
あ
っ
た
が
、
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
で
転
落
、
そ
の
経
済
的
実
力
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は
今
は
韓
国
よ
り
下
と
い
わ
れ
る
が
本
当
か
。
ソ
連
の
衰
退
は
、
そ

れ
が
依
拠
し
た
唯
物
史
観
の
衰
退
と
な
っ
た
が
、
同
じ
く
人
民
民
主

主
義
を
奉
ず
る
中
国
は
、
国
家
資
本
主
義
に
転
じ
、
世
界
第
二
に
の

し
あ
が
っ
た
。
中
国
流
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
と
は
党
員
富
裕
層
の
独

裁
か
。

日
本
の
歴
史
観
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
米
国
で
苦
労
し
て
帰
国
後
外

交
評
論
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
清き
よ

沢さ
わ

洌き
よ
し

は
『
戦
争
日
記
』
で
昭
和

十
八
年
五
月
、
日
本
の
歴
史
学
に
つ
い
て
「
左
翼
主
義
は
そ
れ
で
も

研
究
を
し
た
。
歴
史
研
究
に
し
て
も
未
踏
の
地
に
足
を
入
れ
た
。
唯

物
的
立
場
か
ら
。
し
か
る
に
右
翼
に
至
て
は
全
く
何
ら
の
研
究
も
な

い
。
彼
ら
は
世
界
文
化
に
一
物
を
も
加
え
な
い
」
と
酷
評
し
た
。

羽
仁
五
郎
の
唯
物
史
観
と
平
泉
澄
の
皇
国
史
観

清
沢
が
『
戦
争
日
記
』
で
思
い
浮
か
べ
た
に
ち
が
い
な
い
歴
史
学

者
は
、
そ
の
口
吻
か
ら
察
す
る
に
、
左
は
羽
仁
五
郎
、
右
は
平
泉
澄

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
唯
物
史
観
の
優
位
を
説
き
、明
治
維
新
を
論
じ
、

日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
の
刊
行
に
尽
力
し
た
羽
仁
の
方
が
、
軍

関
係
な
ど
の
学
校
で
連
日
、
万
邦
無
比
の
日
本
を
讃
え
る
講
演
を
し

た
平
泉
東
大
教
授
よ
り
も
ま
し
な
研
究
を
し
て
い
る
と
清
沢
は
見
た

の
だ
ろ
う6

。
私
は
敗
戦
後
に
大
学
で
学
ん
だ
が
、
当
時
の
学
内
外
の

雰
囲
気
に
押
さ
れ
て
、
右
翼
の
国
粋
主
義
的
歴
史
観
は
も
は
や
読
ま

な
か
っ
た
。
だ
が
「
階
級
史
観
を
奉
ぜ
ぬ
者
は
学
者
に
非
ず
」
と
い

わ
ん
ば
か
り
の
高
圧
的
な
左
翼
の
権
威
主
義
も
嫌
い
だ
っ
た7

。
英
国

の
日
本
史
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ソ
ム
を
読
ん
だ
と
き
、
そ
の
自
由
で

暢
達
な
文
体
に
ほ
っ
と
し
て
、
比
較
文
化
史
を
目
指
す
な
ら
私
が
進

む
べ
き
道
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
っ
た
。

戦
後
、
日
本
の
歴
史
学
会
を
支
配
し
た
左
翼
教
授
も
、
拠よ

っ
て
立

つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
が
一
九
八
九
年
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
と
共
に

崩
壊
す
る
や
、
意
気
消
沈
し
た
。
す
る
と
反
左
翼
自
由
主
義
の
威
勢

が
あ
が
る
。
人
民
中
国
の
偽
善
の
皮
が
剥は

げ
、
監
視
国
家
の
正
体
が

す
け
て
見
え
る
。
連
合
国
製
の
歴
史
観
が
戦
後
日
本
で
は
喧け
ん

伝で
ん

さ
れ

た
が
、
そ
ん
な
日
本
悪
者
史
観
を
い
ま
な
お
言
い
立
て
る
国
が
、
習

近
平
の
中
国
と
文
在
寅
の
韓
国
左
翼
な
も
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
東
京

裁
判
史
観
こ
そ
怪
し
い
と
日
本
人
が
思
い
始
め
た
。
健
康
な
反
応
だ

と
思
う
。
日
本
の
悪
口
を
言
う
以
外
に
言
論
の
自
由
の
な
い
国
に
、

公
正
な
歴
史
観
が
期
待
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
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賛
否
両
論
の
蘇
峰
流
歴
史
観

だ
が
こ
こ
で
注
意
し
た
い
。
左
翼
史
観
が
没
落
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
戦
前
戦
中
に
も
て
は
や
さ
れ
た
、
た
と
え
ば
徳
富
蘇
峰
流
の
歴

史
観
が
正
し
か
っ
た
、
と
い
え
る
の
か
。

英
国
の
小
説
家
で
詩
人
、
ラ
ド
ヤ
ー
ド
・
キ
プ
リ
ン
グ
は
白
人
の

植
民
地
事
業
を
肯
定
し
、
西
洋
人
は
「
白
人
の
重
荷
」
を
担に
な

う
、
と

主
張
し
た
。
す
る
と
蘇
峰
は
、そ
れ
は
余
計
な
お
世
話
だ
と
反
撥
し
、

日
本
は
東
亜
の
盟
主
と
し
て
「
黄
人
の
重
荷
」
を
担
う
、
と
主
張
し

た
。
だ
が
中
国
人
、
朝
鮮
人
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
余
計

な
お
世
話
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
日
本
人
は
、
蘇
峰
流
の

白
閥
打
破
の
主
張
に
歓
呼
し
た
。
開
戦
一
年
、
歌
舞
伎
座
で
開
か
れ

た
陸
軍
に
感
謝
す
る
会
は
超
満
員
。
そ
の
日
、
蘇
峰
こ
そ
大
東
亜
戦

争
を
勃
発
さ
せ
る
に
最
も
力
の
あ
っ
た
言
論
人
だ
と
清
沢
は
書
い
た

が
、そ
の
筆
は
苦
々
し
げ
で
あ
る
。
蘇
峰
が
戦
後
も
書
き
続
け
た『
近

世
日
本
国
民
史
』
百
巻
に
は
私
も
敬
意
を
表
す
る
が
、
そ
の
戦
争

観
に
は
疑
問
を
も
つ
。
こ
こ
で
は
次
の
点
を
取
り
上
げ
て
批
判
に
代 

え
る
。

賛
否
両
論
の
あ
る
蘇
峰
だ
が
、『
徳
富
蘇
峰
終
戦
後
日
記
』
に
対

す
る
諸
家
の
反
応
は
興
味
深
い
。
八
月
十
九
日
、
蘇
峰
は
四
日
前
の

鈴
木
貫
太
郎
総
理
の
終
戦
工
作
成
就
を
「
敗
戦
迎
合
」
と
罵
倒
し
た
。

こ
れ
に
は
小
堀
桂
一
郎
東
大
名
誉
教
授
も
同
調
し
か
ね
て
い
る8

。

史
観
が
国
家
興
亡
に
追
い
つ
か
ず

私
は
こ
の
目
で
軍
国
日
本
の
壊
滅
、
経
済
大
国
の
復
活
を
見
た
。

だ
が
そ
の
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
も
高
齢
化
し
た
。
国
家
の
興

亡
が
か
く
も
激
し
い
と
、
歴
史
を
説
明
す
る
史
観
の
方
が
追
い
つ
か

な
い
。
皇
国
史
観
も
マ
ル
ク
ス
史
観
も
破
産
し
た
。
羽
仁
の
亜
流
の

カ
ナ
ダ
の
外
交
官
、
Ｅ
・
Ｈ
・
ノ
ー
マ
ン
も
そ
の
ま
た
亜
流
の
ダ
ワ

ー
以
下
の
キ
ャ
ン
パ
ス
・
レ
フ
ト
も
お
蔵
入
り
だ
。

空
騒
ぎ
に
類
す
る
皇
紀
二
千
六
百
年
を
寿こ
と
ほ

い
だ
翌
年
、
日
本
は
勝

ち
目
の
な
い
戦
争
に
突
入
し
た
。
イ
ラ
ン
建
国
四
千
年
を
祝
賀
し
た

パ
ー
レ
ビ
は
翌
一
九
七
九
年
、
国
王
の
座
を
追
わ
れ
た
。
中
華
民
族

五
千
年
の
文
明
を
鼓こ

吹す
い

し
て
登
場
し
た
習
近
平
は
、
一
身
に
権
力
を

掌し
よ
う

握あ
く

、
蔭
で
習
皇
帝
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
近
ご
ろ
盛
装
し
て
公
式
舞

台
に
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
歌
手
で
あ
り
軍
人
で
あ
る
夫
人
は

第
二
の
江
靑
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
辛し
ん

亥が
い

革
命
で
中
華
民
国
初
代
総
統
と
な
っ
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た
袁え
ん

世せ
い

凱が
い

の
運
命
だ
。
袁
は
権
力
を
握
る
や
近
代
化
革
命
の
産
物
で

あ
る
民
主
法
制
を
廃
止
、
国
民
代
表
に
工
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
満

票
で
皇
帝
に
推す
い

戴た
い

さ
れ
た
（
一
九
一
五
年
）。
だ
が
帝
政
は
続
か
ず
、

四し

面め
ん

楚そ

歌か

の
う
ち
に
病
没
し
た
。
そ
の
死
ほ
ど
人
々
に
歓
迎
さ
れ
た

死
は
な
い
と
中
国
の
新
聞
は
報
じ
て
い
る
。
歴
史
の
次
の
転
換
点

は
、
在
外
華
人
が
声
を
あ
げ
て
皇
帝
統
治
反
対
を
唱
え
出
す
時
で
あ

ろ
う
。

安
倍
首
相
の
『
戦
後
七
十
年
談
話
』　

安
倍
首
相
の
『
戦
後
七
十
年
談
話
』
は
多
く
の
日
本
人
の
賛
成
を

得
た
が
、
反
対
す
る
人
も
い
る
。「『
戦
後
七
十
年
談
話
』
は
日
本
人

が
こ
れ
か
ら
先
、
何
度
も
丁
寧
に
読
む
に
値
す
る
文
献
だ
」
と
私
見

を
述
べ
た
ら
、「
ど
の
程
度
重
要
か
」
と
問
い
返
さ
れ
た
か
ら
「
明

治
以
来
の
公
的
文
献
で
『
五
箇
条
の
御
誓
文
』
に
は
及
ば
ぬ
が
『
終

戦
ノ
詔
勅
』
と
並
べ
て
読
む
が
よ
い
。
こ
れ
か
ら
先
、日
本
の
高
校
・

大
学
の
試
験
に
日
英
両
文
と
も
出
題
さ
れ
る
日
が
来
る
だ
ろ
う
」
と

答
え
た
。「『
教
育
勅
語
』
と
比
べ
て
ど
う
か
」
と
尋
ね
る
か
ら
「
文

体
の
質
が
違
う
が
、こ
れ
か
ら
の
必
読
文
献
は
『
戦
後
七
十
年
談
話
』

の
方
だ
」
と
答
え
た
。
す
る
と
早
速
講
義
す
る
よ
う
あ
る
大
学
に
招

か
れ
た
。
そ
こ
で
こ
ん
な
個
人
的
体
験
を
ま
じ
え
て
話
す
こ
と
に
し

た
。
安
倍
談
話
は
歴
史
へ
の
言
及
で
始
ま
る
。

「
…
…
百
年
以
上
前
の
世
界
に
は
、
西
洋
諸
国
を
中
心
と
し
た
国
々

の
広
大
な
植
民
地
が
、
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
圧
倒
的
な
技
術
優
位

を
背
景
に
、
植
民
地
支
配
の
波
は
、
十
九
世
紀
、
ア
ジ
ア
に
も
押
し

寄
せ
ま
し
た
。
そ
の
危
機
感
が
、
日
本
に
と
っ
て
、
近
代
化
の
原
動

力
と
な
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
で
最
初
に
立

憲
政
治
を
打
ち
立
て
、
独
立
を
守
り
抜
き
ま
し
た
。
日
露
戦
争
は
、

植
民
地
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
、
多
く
の
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の

人
々
を
勇
気
づ
け
ま
し
た
」

日
露
戦
争
を
ど
う
見
る
か　

こ
れ
か
ら
の
若
者
に
は
こ
れ
が
共
通
知
識
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ

と
も
ロ
シ
ア
側
の
見
方
は
異
な
る
。
林
達
夫
が
調
べ
た
よ
う
に
、
レ

ー
ニ
ン
は
日
露
戦
争
に
際
し
日
本
の
正
義
を
支
持
し
た
が
、
ス
タ
ー

リ
ン
は
そ
れ
と
は
逆
の
歴
史
観
を
述
べ
た
。
昭
和
二
十
年
、
戦
争
に

負
け
る
や
日
本
は
悪
い
国
だ
と
私
た
ち
は
教
育
さ
れ
た
。
占
領
軍
の

手
で
新
聞
ラ
ジ
オ
を
通
し
て
宣
伝
と
い
う
か
洗
脳
が
行
な
わ
れ
た
。

そ
れ
で
明
治
以
来
の
日
本
の
進
路
が
す
べ
て
悪
と
化
し
た
。
地
方
の
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村
で
は
大
山
巌
陸
軍
総
司
令
官
が
揮
毫
し
た
忠
魂
碑
を
取
壊
す
よ
う

な
真
似
は
し
な
か
っ
た
が
、
私
が
通
っ
た
小
学
校
の
講
堂
か
ら
は
東

郷
平
八
郎
の
書
も
乃
木
希
典
の
書
も
撤
去
さ
れ
た
。
日
本
人
の
変
わ

り
ざ
ま
は
早
か
っ
た
。
昭
和
二
十
三
年
、
東
大
教
養
学
部
の
前
身
の

駒
場
の
一
高
で
「
大
東
亜
戦
争
や
シ
ナ
事
変
を
戦
っ
た
日
本
が
悪
か

っ
た
か
ら
と
言
っ
て
日
露
戦
争
ま
で
悪
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と

全
寮
晩
餐
会
の
席
で
発
言
し
た
卒
業
生
が
い
た
。
そ
れ
は
当
時
と
し

て
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
タ
ブ
ー
に
ふ
れ
た
発
言
な
も
の
だ
か
ら
、

拍
手
し
た
の
は
私
ほ
か
少
数
で
、
数
百
人
の
一
高
生
が
し
ー
ん
と
し

て
い
る
。
私
は
は
な
は
だ
間
が
悪
か
っ
た
。
彼
は
「
私
は
酔
っ
て
お

り
ま
す
」
と
断
わ
り
を
入
れ
て
降
壇
し
た
。

し
か
し
そ
の
頃
の
私
は
夜
な
夜
な
「
胸
に
義
憤
の
浪
湛
へ　

腰
に

自
由
の
太
刀
佩
き
て　

我
等
起
た
た
ず
ば
東
洋
の　

傾
く
悲
運
を
如

何
に
せ
む　

出
で
ず
ば
亡
ぶ
人
道
の　

此
世
に
絶
ゆ
る
を
如
何
に
せ

ん
」
と
寮
歌
を
大
声
で
う
た
っ
た
。
一
方
的
な
日
本
の
歴
史
の
断
罪

は
宜
し
く
な
い
と
言
う
気
持
が
寮
歌
を
歌
わ
せ
、
十
六
歳
の
私
は
日

露
戦
争
前
夜
の
日
本
青
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
追
体
験
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
ん
な
気
持
は
戦
中
派
に
は
底
流
し
て
い
た
。
そ
れ
だ

か
ら
日
本
人
は
千
九
百
六
十
年
代
に
な
る
や
島
田
謹
二
『
ロ
シ
ヤ
に

お
け
る
廣
瀬
武
夫
』
や
司
馬
遼
太
郎
『
坂
の
上
の
雲
』
を
愛
読
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
若
き
日
の
和
辻
哲
郎
や
柳
田
国
男
が
「
黄
禍
」

は
「
白
禍
」
で
あ
る
と
言
っ
た
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
に
共
感
し

た
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
私
が
日
本
フ
ラ
ン
ス
文
学
会

で
最
初
に
発
表
し
た
の
も
日
露
戦
争
に
際
し
て
の
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ

ラ
ン
ス
の
発
言
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

満
洲
事
変

『
安
倍
談
話
』
を
め
ぐ
っ
て
保
守
派
論
客
の
意
見
が
分
か
れ
る
の
は

満
洲
事
変
の
評
価
だ
が
、
談
話
は
、
持
て
る
国
と
持
た
ざ
る
国
と
の

対
立
の
中
で
、

日
本
は
、
孤
立
感
を
深
め
、
外
交
的
、
経
済
的
な
行
き
詰
ま

り
を
、
力
の
行
使
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
試
み
ま
し
た
。
国
内

の
政
治
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
歯
止
め
た
り
え
な
か
っ
た
。
…
…

満
洲
事
変
、
そ
し
て
国
際
聯
盟
か
ら
の
脱
退
、
…
…
そ
し
て

七
十
年
前
、
日
本
は
、
敗
戦
し
ま
し
た
。

と
述
べ
た
。
私
は
こ
れ
は
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
、
自
己
反
省
を
含

む
歴
史
評
価
と
考
え
る
。
満
洲
事
変
は
軍
事
的
に
は
成
功
し
た
が
、
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国
際
的
に
は
日
本
の
孤
立
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
中
央
か
ら
の
命
令

で
な
く
関
東
軍
の
板
垣
征
四
郎
、
石
原
莞
爾
ら
の
幕
僚
が
満
洲
で
事

変
を
起
し
、
う
ま
く
い
っ
た
。
そ
の
際
、
勝
手
に
軍
を
動
か
し
た
者

を
中
央
は
処
罰
せ
ず
功
績
と
し
て
認
め
た
。
敗
戦
後
、
獄
中
で
ト
イ

レ
ッ
ト
・
ペ
ー
パ
ー
に
書
き
記
し
た
回
想
録
で
今
村
均
大
将
は
こ
う

評
し
て
い
る
。

之
を
眼
の
前
に
見
た
中
央
三
官か
ん

衙が

及
各
軍
の
幕
僚
た
ち
は

「
上
の
者
の
統
制
な
ど
に
服
す
る
こ
と
は
、
第
二
義
的
の
も
の

の
よ
う
だ
。
軍
人
の
第
一
義
は
大
功
を
収
め
る
こ
と
に
あ
る
。

功
さ
え
た
て
れ
ば
、
ど
ん
な
下
剋
上
の
行
動
を
冒
し
て
も
、
や

が
て
之
は
賞
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
拘
制
し
よ
う
と
し
た
上
官
は
追

い
払
わ
れ
、
統
制
不
服
従
者
が
、
之
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
統
制

者
に
な
り
得
る
も
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
気
分
を
感
じ
し
め
ら

れ
た
。

『
今
村
均
回
顧
録9

』
は
昭
和
日
本
の
も
っ
と
も
優
れ
た
自
伝
の
一
冊

で
あ
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷

こ
こ
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
変へ
ん

遷せ
ん

に
つ
い

て
個
人
的
体
験
に
基
づ
い
て
記
し
て
み
た
い
。
私
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

に
は
過
去
六
十
年
間
に
何
度
も
立
ち
寄
っ
た
。
留
学
生
を
載
せ
た
フ

ラ
ン
ス
船
が
最
初
寄
港
し
た
一
九
五
四
年
当
時
は
ま
だ
英
領
だ
っ
た
。

何
度
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
行
く
う
ち
に
歴
史
の
判
断
が
落
ち
着
く

べ
き
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
以
前
は
歴
史
博
物
館

（
今
は
セ
ン
ト
ー
サ
島
に
あ
る
）
で
は
歴
史
解
釈
も
旧
宗
主
国
の
英

国
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
日
本
軍
が

降
伏
し
た
場
面
の
写
真
の
み
が
大
き
く
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
独
立
し

た
後
、
私
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
へ
招
か
れ
て
外
部
試
験
官
と
し
て

論
文
審
査
に
何
度
か
関
係
し
た
。
華
人
系
の
学
生
で
日
本
語
の
力
が

弱
い
人
ほ
ど
第
二
次
大
戦
中
の
日
本
を
決
ま
り
文
句
で
断
罪
す
る
傾

向
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
が
い
つ
か
ら
か
。
一
九
四
二
年
二
月
、
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
島
に
敵
前
上
陸
し
た
山
下
奉
文
中
将
が
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ー
シ
ヴ

ァ
ル
司
令
官
に
降
伏
を
迫
っ
た
と
い
う
歴
史
的
な
会
談
を
描
い
た
宮

本
三
郎
画
伯
の
絵
の
大
き
な
複
製
も
展
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
大
東
亜
戦
争
に
至
る
遠
因
が
「
日
本
撃

敗
了
俄
羅
斯
、
這
是
有
史
以
来
一
個
亜
洲
国
家
第
一
次
撃
敗
了
一

個
西
方
国
家
」
と
書
い
て
あ
る
。
俄
羅
斯
と
は
ロ
シ
ア
の
こ
と
で
、

「
日
本
は
ロ
シ
ア
を
日
露
戦
争
で
撃
破
し
た
。
こ
れ
は
有
史
以
来
ア

ジ
ア
の
一
国
が
初
め
て
西
洋
の
一
国
を
負
か
し
た
の
で
あ
る
」
と
い

う
説
明
で
あ
る
。
大
英
帝
国
の
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
か
ら
独
立
し

た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
西
洋
植
民
地
支
配
と
そ
れ
に
対

決
し
た
ア
ジ
ア
の
反
撃
の
歴
史
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
、

そ
れ
で
反
日
的
感
情
が
強
い
と
い
わ
れ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
す
ら
も

日
本
が
二
十
世
紀
前
半
に
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
に
言
及
し
た
の
で 

あ
る
。

そ
こ
に
は
さ
ら
に
こ
ん
な
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
兵
士
の
感
想
も
大
き

な
活
字
で
出
て
い
た
。“A

fter Singapore, A
sia changed. For 

the British it w
ould never be the sam

e again.”

「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
以
後
、
ア
ジ
ア
は
変
わ
っ
た
。
英
国
人
に
と

っ
て
は
も
は
や
戦
前
と
同
じ
で
は
あ
り
得
な
い
」。
チ
ャ
ー
チ
ル
は

大
英
帝
国
維
持
の
た
め
に
戦
っ
た
が
、
結
局
は
ア
ジ
ア
の
植
民
地
は

手
放
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た10

。

反
帝
国
主
義
的
帝
国
主
義
の
国
日
本

と
こ
ろ
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
陥
落
し
た
時
は
、
朝
鮮
半
島
で
も
台

湾
で
も
万
歳
を
叫
ん
で
小
躍
り
し
た
人
は
か
な
り
い
た
ら
し
い
。
し

か
し
正
直
に
打
明
け
た
人
の
お
名
前
を
い
ま
こ
こ
に
記
せ
ば
、
韓
国

に
住
む
御
子
孫
に
き
っ
と
迷
惑
が
及
ぶ
だ
ろ
う
。
そ
の
あ
た
り
が
言

論
の
自
由
な
台
湾
と
違
う
韓
国
の
不
幸
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し

台
湾
と
て
も
大
陸
に
併
呑
さ
れ
た
な
ら
、
さ
ら
に
大
迷
惑
が
及
ぶ
に

違
い
な
い
。

日
本
は
西
洋
の
帝
国
主
義
的
進
出
に
張
り
合
お
う
と
す
る
う
ち
に

自
分
自
身
が
帝
国
主
義
国
家
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
そ
う
考
え

る
。
日
本
側
の
い
わ
ゆ
る
大
東
亜
戦
争
は
、
反
帝
国
主
義
的
帝
国
主

義
の
戦
争
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ

ム
に
も
よ
ろ
し
く
な
い
面
が
あ
っ
た
が
、
西
洋
植
民
地
主
義
に
も
良

く
な
か
っ
た
面
が
あ
っ
た
。
謝
罪
す
る
な
ら
ば
そ
の
両
面
を
き
ち
ん

と
見
据
え
て
か
ら
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
点
、
日
本
の
内
閣
や

政
府
高
官
が
過
去
の
戦
争
に
つ
い
て
発
表
し
た
「
談
話
」
に
は
一
面

的
で
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
た
も
の
が
多
か
っ
た11

。

そ
も
そ
も
日
本
の
外
務
省
内
部
で
は
、
歴
史
の
二
面
性
に
ふ
れ
て
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外
国
語
で
挨
拶
す
る
た
め
の
修
辞
の
訓
練
を
全
然
行
な
っ
て
い
な

い
。
恐
る
べ
き
懈け

怠た
い

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
私
は
遺
憾
に
思
っ
て
い

る
。
外
国
語
で
自
己
表
現
が
き
ち
ん
と
で
き
な
い
外
交
官
ほ
ど
相
手

の
言
い
分
に
相あ
い

槌づ
ち

を
う
ち
や
す
い
。
私
自
身
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で

一
九
九
一
年
五
月
三
日
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
閉
会
の
辞
に
、
夏
目

漱
石
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
見
聞
に
ふ
れ
て
、
こ
う
述
べ
た
。

G
enerally speaking, Japanese travelers one 

hundred years ago had am
bivalent attitudes tow

ards 
the state of Singapore. T

hey adm
ired Britain for its 

achievem
ents as a colonial pow

er, but at the sam
e 

tim
e they resented British expansion in A

sia because 
the positions held by O

rientals w
ere extrem

ely low
.

H
ow

ever, very fortunately for us all, that era of 
W

estern colonialism
 as w

ell as that era of Japanese 
im

perialism
 is over. D

uring our lifetim
e w

e have 
w

itnessed the death of em
pires, and w

e are now
 

w
itnessing the m

ost m
iraculous em

ergence of 
Singapore as a prosperous nation. 

「
一
般
的
に
申
し
ま
す
と
、
い
ま
か
ら
百
年
ほ
ど
前
の
日
本
の

旅
行
者
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
状
態
に
対
し
て
抱
い
た
気
持
は
ア

ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
で
し
た
。
日
本
人
は
一
面
で
は
大
英

帝
国
の
偉
業
に
感
嘆
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
反
面
で
は
イ
ギ
リ

ス
の
ア
ジ
ア
進
出
に
対
し
鬱
屈
し
た
感
情
も
抱
い
て
お
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
英
植
民
地
に
お
け
る
東
洋
人
た
ち
の
地
位
が
い
か

に
も
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
だ
が
私
ど
も

全
員
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
仕
合
せ
な
こ
と
に
、
西
洋
植
民
地
主

義
の
時
代
も
終
わ
り
ま
し
た
。
日
本
帝
国
主
義
の
時
代
も
去
り

ま
し
た
。
私
ど
も
は
そ
の
生
涯
の
間
に
次
々
と
帝
国
が
死
滅
す

る
の
を
目
撃
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
私
ど
も
が
い
ま
目

撃
し
つ
つ
あ
る
の
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
繁
栄
す
る
国
家
と
し
て

い
ま
こ
こ
に
現
出
し
て
い
る
こ
の
奇
跡
的
事
実
で
あ
り
ま
す
」

会
議
に
は
か
つ
て
の
交
戦
国
の
人
も
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
人
も
、

旧
植
民
地
の
人
も
出
席
し
て
い
た
が
、
右
の
よ
う
な
平
川
挨
拶
に
異

存
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
論
文
集
編
集
者
で
あ
る
台
湾
の
学
者Lin 

Lien-hsiang

教
授
の
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
陥
落
し
た
時
は
台
湾
で

子
供
の
私
は
万
歳
を
叫
ん
で
小
躍
り
し
た
」
と
い
う
発
言
を
記
し
た

私
の
英
文
は
、
三
年
後
一
冊
の
書
物
に
な
る
際
に
、
出
版
元
の
シ
ン
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ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
の
手
で
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。「
私
の
英
文
は

チ
ェ
ッ
ク
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
下
手
だ
っ
た
か
ね
」
と
寄
稿
者
の
英

文
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
イ
ン
ド
系
の
英
文
学
教
授
に
笑
い
な
が
ら
尋
ね

た
ら
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
チ
ェ
ッ
ク
で
す
」
と
正
直
に
答
え
た
。

ス
タ
ー
リ
ン
よ
り
も
多
く
の
自
国
民
を
死
な
せ
た
偉
大
な
指
導
者

そ
ん
な
私
は
六
十
歳
の
定
年
で
東
大
駒
場
を
去
っ
て
か
ら
三
十
三

年
に
な
る
。
そ
の
昔
大
学
で
教
え
た
学
生
も
ま
た
多
く
定
年
を
迎
え

た
。
私
は
そ
ん
な
老
骨
だ
が
、
年
配
の
男
女
で
も
賛
否
両
論
、
議
論

に
花
が
咲
く
。
熱
烈
に
安
倍
を
嫌
う
人
は
、
本
人
か
配
偶
者
に
学
校

に
つ
と
め
る
人
が
多
か
っ
た
。『
朝
日
』
は
「
こ
の
談
話
は
出
す
必

要
が
な
か
っ
た
。
い
や
、
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
」
と
八
月
十
五

日
の
社
説
に
書
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
新
聞
を
半
世
紀
以
上
読
ん

で
き
た
夫
婦
が
安
倍
反
対
を
口
に
す
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し

周
辺
の
名
誉
教
授
連
は
「『
朝
日
』
が
あ
れ
だ
け
け
ち
を
つ
け
る
の

だ
か
ら
安
倍
談
話
は
き
っ
と
い
い
の
だ
ろ
う
」
と
シ
ニ
カ
ル
な
口
を

利
い
て
い
る
。
た
だ
皆
さ
ん
お
利
口
さ
ん
で
、
私
の
よ
う
に
は
っ
き

り
と
意
見
を
活
字
に
し
な
い
。

私
は
心
中
で
感
じ
た
こ
と
を
す
ぐ
口
に
す
る
。
口
に
す
る
ば
か
り

か
こ
の
よ
う
に
書
い
て
し
ま
う
。
す
る
と
意
外
や
そ
ん
な
私
に
賛
同

の
意
を
表
す
る
元
女
子
学
生
が
い
た
り
す
る
。
本
人
が
た
と
い
教
師

で
も
配
偶
者
が
官
僚
や
商
社
と
か
で
外
国
も
長
く
社
交
も
広
い
と
、

「
日
本
人
に
生
ま
れ
て
、
ま
あ
よ
か
っ
た
」
と
皆
さ
ん
思
う
ら
し
い
。

そ
こ
は
大
新
聞
中
毒
と
な
っ
た
人
た
ち
の
井
の
中
の
大
合
唱
と
違
っ

て
話
が
面
白
い
。
そ
ん
な
悪
態
を
つ
く
私
に
元
朝
日
の
記
者
が
賛
成

の
手
紙
を
よ
こ
し
た
り
す
る
。

そ
こ
で
私
は
外
国
人
研
究
員
に
質
問
す
る
。「
皆
さ
ん
は
慰

安
婦
報
道
で
大
き
く
躓
い
た
朝
日
新
聞
の
謎
を
解
け
な
い
よ
う

で
は
第
一
級
の
日
本
研
究
者
と
は
言
え
ま
せ
ん
よ
」。
中
国
留

学
生
に
も
質
問
す
る
。「
談
話
に
ア
ジ
ア
で
最
初
に
立
憲
政
治

を
打
ち
立
て
、
と
あ
り
ま
し
た
が
次
の
年
に
何
が
あ
っ
た
か
。

一
七
八
九
、一
八
八
九
、一
九
八
九
」。
答
え
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
、

大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
、
天
安
門
事
件
」
だ
が
、
一
九
八
九
年
に
つ

い
て
は
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
、
も
正
解
と
い
う
こ
と
に
し
て
あ
る
。

そ
し
て
二
〇
八
九
年
に
天
安
門
広
場
に
ス
タ
ー
リ
ン
よ
り
も
多
く
の

自
国
民
を
死
に
追
い
や
っ
た
偉
大
な
る
指
導
者
の
胸
像
は
な
お
懸
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
、と
ひ
そ
ひ
そ
話
を
し
て
教
室
を
去
る
の
で
あ
る
。
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田
久
保
忠
衛
氏
の
知
遇

私
は
戦
後
い
ち
は
や
く
（
と
い
う
の
は
昭
和
二
十
年
代
の
う
ち

に
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
渡
欧
す
る
機
会
を
得
た
、
当
時
は
新

聞
記
事
に
そ
の
名
前
が
出
る
ほ
ど
数
が
少
な
か
っ
た
留
学
生
で
あ

る
。
し
か
も
私
は
長
く
仏
独
墺
英
伊
に
留
学
し
た
。
そ
れ
で
西
洋
な

れ
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
、
そ
ん
な
に
英
語
が
で
き
る
わ
け
で
も

な
い
が
、
一
九
七
七
年
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル

ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
ヘ
招
か
れ
、
フ
ェ
ロ
ー
と
し
て
精
勤
し
た
。
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
部
会
で
私
が
発
表
し
た
《Chinese Culture 

and Japanese Identity: T
races of Bai Ju-yi in a peripheral 

country

》
は
か
ね
て
日
本
語
で
発
表
し
た
《
漢
文
化
と
日
本
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
―
―
白
楽
天
の
受
容
を
通
し
て
》
の
英
訳
だ

が
評
判
と
な
っ
た
。
学
年
度
末
の
ハ
ー
ン
に
つ
い
て
の
発
表
も
反
響

が
あ
っ
た
。

そ
ん
な
私
は
気
が
付
か
な
か
っ
た
が
、
時
事
通
信
社
外
信
部
長
も

つ
と
め
ワ
シ
ン
ト
ン
勤
務
だ
っ
た
田
久
保
さ
ん
は
そ
の
頃
か
ら
ウ
ィ

ル
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
に
出
入
り
し
て
い
た
ら
し
い
。
私
の
噂
を
受
付

け
の
フ
ラ
・
ハ
ン
タ
ー
か
ら
聞
い
て
驚
く
ほ
ど
詳
し
か
っ
た
。
彼
女

は
私
に
好
意
を
抱
い
て
い
た
か
ら
、
田
久
保
さ
ん
に
良
き
平
川
像
を

伝
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
あ
っ
て
後
年
、
国
基
研
が
創
設
さ
れ
た

時
、
田
久
保
副
理
事
長
は
私
に
参
加
す
る
よ
う
声
を
か
け
て
く
れ
た

の
だ
と
察
す
る12

。

田
久
保
氏
は
新
聞
人
か
ら
大
学
人
に
転
じ
、
杏
林
大
学
で
も
精
勤

し
た
。
立
派
な
風
貌
の
氏
は
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
で
も
、
櫻
井

理
事
長
と
共
に
氏
が
壇
上
に
い
る
と
様
に
な
っ
た
。
問
題
が
頭
の
中

で
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
話
に
よ
ど
み
な
い
。
そ
う
し

た
公
式
の
場
で
の
話
も
聞
か
せ
た
が
、
新
学
而
会
な
ど
で
の
シ
ェ
リ

ー
酒
を
飲
ん
で
の
内
輪
の
会
話
も
面
白
か
っ
た13

。

田
久
保
氏
は
愛
国
心
を
胸
に
秘
め
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
正

論
を
語
っ
た
。
そ
う
し
た
と
き
は
こ
の
人
は
幕
末
の
水
戸
の
烈
士
の

血
を
引
い
て
い
る
の
か
、
と
思
う
節
さ
え
あ
っ
た
。
巻
頭
に
も
触
れ

た
が
、
昭
和
の
大
戦
に
つ
い
て
蘇
峰
の
見
方
を
色
々
引
用
し
て
、
東

京
裁
判
史
観
の
誤
り
を
私
に
説
い
た
。
私
も
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学

の
マ
リ
ウ
ス
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
が
ま
だ
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
言
語
将
校

だ
っ
た
頃
、
徳
富
蘇
峰
に
会
い
に
行
き
、
昭
和
の
大
戦
で
日
本
帝
国

が
し
た
こ
と
は
欧
米
列
強
が
日
本
よ
り
三
十
年
前
に
し
た
こ
と
と
変

り
が
な
い
と
言
わ
れ
て
反
論
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
話
な
ど
、
蘇
峰
に

花
を
添
え
る
逸
話
も
伝
え
た
。
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た
だ
九
十
三
歳
の
今
の
私
に
は
田
久
保
氏
が
引
用
し
た
蘇
峰
の
言

説
を
正
確
に
引
用
す
る
力
は
な
い
。
そ
れ
で
も
田
久
保
氏
の
蘇
峰
を

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
と
ら
え
た
見
方
に
反
論
す
る
た
め
に
私
が
引
用
し
た

蘇
峰
の
一
文
は
憶
え
て
い
る
。
蘇
峰
徳
富
猪
一
郎
は
昭
和
二
十
二
年

三
月
十
八
日
に
東
京
裁
判
宣
誓
供
述
書
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
法
廷

で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
供
述
書
で
、
蘇
峰
は
戦
前
戦
中
の

日
本
人
の
自
己
認
識
の
誤
り
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
私
は
こ

れ
は
蘇
峰
の
本
音
で
あ
る
と
信
ず
る
。「
日
本
人
を
咎
む
れ
ば
」
と

い
う
よ
り
「
徳
富
蘇
峰
を
咎
む
れ
ば
」
と
言
い
た
い
。

今
日
に
於
て
日
本
人
を
咎
む
れ
ば
、
支
那
を
見
誤
り
、
米
英

諸
国
を
見
誤
り
、
ソ
聯
を
見
誤
り
、
独
逸
伊
太
利
を
見
誤
り
、

殊
に
最
も
多
く
日
本
を
見
誤
り
、
孫
子
の
所
謂
る
彼
を
知
ら
ず

己
を
し
ら
ず
し
て
今
日
の
状
態
に
立
ち
到
つ
た
一
事
で
あ
つ

て
、
日
本
人
と
し
て
自
業
自
得14

…
…

こ
う
「
日
本
人
と
し
て
自
業
自
得
」
と
述
べ
て
い
る
以
上
、
徳
富

蘇
峰
は
日
本
が
誤
っ
た
戦
争
を
し
た
と
認
め
て
い
た
こ
と
に
間
違
い

は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

1　

第
一
に
そ
れ
で
は
戦
前
の
儘
の
旧
植
民
地
を
維
持
し
た
か
っ
た
連
合
国
側

と
し
て
は
都
合
が
悪
か
っ
た
。
た
だ
連
合
国
の
間
で
も
旧
植
民
地
の
維
持
に

固
執
し
た
オ
ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
独
立
を
与

え
よ
う
と
し
て
い
た
米
国
と
の
間
に
は
戦
前
の
レ
ジ
ー
ム
維
持
に
対
す
る
熱

意
に
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
第
二
に
日
本
占
領
を
主
導
し
た
米
国
と
し

て
は
一
九
四
一
年
十
二
月
七
日
に
始
ま
っ
た
戦
争
を
「
太
平
洋
戦
争
」
と
呼

ば
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
太
平
洋
地
域
で
日
本
軍
と
戦
っ
て
勝
利

し
た
米
国
軍
の
中
心
的
役
割
と
功
績
を
世
界
に
認
定
さ
せ
る
意
図
も
あ
っ
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

2　

Sukehiro H
irakaw

a, Japan’s Love-H
ate R

elationship w
ith the 

W
est, Global O

riental, 2005

が
出
版
さ
れ
た
時
、『
比
較
文
学
研
究
』
第

八
十
七
号
、
二
〇
〇
六
年
、
第
八
十
九
号
、
二
〇
〇
七
年
と
英
仏
日
語
に
よ

る
三
点
の
書
評
と
一
点
の
私
の
弁
明
も
出
、
私
は
そ
こ
で
更
に
三
点
の
英
文

書
評
も
紹
介
し
た
。
こ
の
書
評
の
形
を
と
っ
た
毀
誉
褒
貶
の
論
争
の
際
、
拙

著
の
中
で
のE

・H
 N

orm
an 

評
価
を
不
満
と
し
て
拙
著
を
攻
撃
し
た
カ
ナ

ダ
の
青
年
は
私
の
最
後
の
演
習
に
出
席
し
た
人
で
あ
っ
た
。
当
時
か
ら
平
川

の
歴
史
解
釈
に
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

3　

降
伏
交
渉
中
の
日
本
に
原
爆
を
投
下
し
た
米
国
は
極ご
く

悪あ
く

非ひ

道ど
う

の
悪あ

く

玉だ
ま

で
、

ダ
ン
テ
が
い
ま
『
神
曲
』
を
書
く
な
ら
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
、
原
爆
投
下

を
命
じ
た
前
非
を
死
ぬ
前
に
悔
い
な
い
か
ぎ
り
、
地
獄
で
焼
か
れ
て
い
る
は

ず
だ
。
そ
の
罪
を
帳
消
し
に
す
る
た
め
に
「
慰
安
婦
二
十
万
」
と
か
日
本
側

の
大
虐
殺
と
か
誇
大
に
主
張
す
る
輩や
か
らも
い
る
が
、
そ
う
し
た
良
心
面
し
た
連

中
の
赤
い
舌
は
必
ず
や
『
神
曲
』
未
来
篇
で
抜
か
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
地
獄

で
ヒ
ト
ラ
ー
は
ガ
ス
室
に
詰
め
込
ま
れ
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
さ
ら
に
下
層
で
氷

漬
け
な
の
は
、
そ
れ
だ
け
殺
し
た
人
数
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
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4　

習
近
平
も
政
権
の
座
に
就
い
た
当
初
は
米
国
訪
問
の
際
そ
の
種
の
歴
史
観

を
主
張
し
た
。

5　

私
が
こ
の
よ
う
な
記
事
を
『
産
経
新
聞
』「
正
論
」
欄
に
投
稿
し
た
と
き
、

同
紙
の
校
閲
か
ら
ク
レ
イ
ム
が
つ
い
た
。
香
港
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
も
太
平
洋

に
面
し
て
い
る
か
ら
消
す
よ
う
に
、
と
い
う
注
意
で
、
私
は
こ
の
よ
う
な
注

意
は
校
閲
に
名
を
借
り
た
検
閲
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

6　

清
沢
は
日
本
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
多
大
な
力
を
ふ
る
い
日

本
を
大
東
亜
戦
争
へ
か
り
た
て
た
徳
富
蘇
峰
をbête noire 

と
し
て
憎
ん
だ
。

昭
和
十
年
代
の
清
沢
に
と
っ
て
蘇
峰
は
最
も
影
響
力
の
あ
る
言
論
人
で
あ
っ

て
歴
史
家
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

7　

東
京
帝
大
の
国
史
科
の
黒
板
勝
美
教
授
の
輝
か
し
い
門
下
生
の
二
人
は
右

の
平
泉
澄
と
左
の
羽
仁
五
郎
と
い
わ
れ
た
。
私
は
大
学
生
の
こ
ろ
か
ら
羽
仁

五
郎
は
読
ん
だ
が
平
泉
澄
は
全
く
読
ま
な
か
っ
た
。
一
九
六
八
・
九
年
の
大
学

紛
争
の
時
に
全
共
闘
系
学
生
の
愛
読
書
と
な
っ
た
『
都
市
の
論
理
』
が
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
頃
か
ら
羽
仁
を
あ
ま
り
読
ま
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
二
十
一
世
紀
の
十
年
代
か
ら
市
村
真
一
博
士
に
雑
誌
『
日
本
』
を
贈
ら
れ
、

そ
こ
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
平
泉
論
文
に
目
を
通
す
に
至
っ
て
平
泉
教
授
が
戦

時
中
の
日
本
国
史
学
界
の
寵
児
と
な
っ
た
所
以
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
私
に
は
近
代
経
済
学
者
の
市
村
真
一
教
授
が
平
泉
澄
に
傾
倒
し

て
生
涯
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
不
思
議
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。

8　

小
堀
桂
一
郎
著
『
和
辻
哲
郎
と
昭
和
の
悲
劇
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、二
〇
一
七
年
、

第
一
章
三
。

9　

今
村
均
の
自
伝
に
は
『
私
記
・
一
軍
人
六
十
年
の
哀
歓
』、
芙
蓉
書
房
、
昭

和
四
十
五
年
、
ほ
か
が
あ
る
。

10　

私
が
一
九
五
八
年
ロ
ン
ド
ン
大
学
夏
期
講
座
で
習
っ
た
英
国
人
女
性
講
師

は
若
か
っ
た
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
に
赴
任
す
る
と
い
う
。
喫
茶
店
に
誘

っ
て
事
情
を
聴
く
と
英
国
を
離
れ
て
独
立
す
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
大
学
で
は

英
国
人
教
員
の
見
通
し
は
暗
い
。
そ
れ
で
若
い
男
性
は
応
募
し
な
い
、
そ
れ

で
自
分
に
ポ
ス
ト
が
廻
っ
て
来
た
の
だ
と
言
っ
た
。
そ
の
女
性
講
師
は
日
本

人
が
嫌
い
と
見
え
て
、
私
に
「
東
京
」
と
英
語
で
言
わ
せ
、
二
重
母
音
に
な

っ
て
い
な
い
と
さ
ん
ざ
直
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
日
本
人
は
床
の
上
で
寝
る
そ

う
だ
な
」
と
教
室
の
石
の
床
を
指
さ
し
た
り
し
た
。

11　

日
本
の
侵
略
や
植
民
地
支
配
を
認
め
て
謝
罪
す
る
「
談
話
」
を
発
表
す
る

際
は
、
も
っ
と
歴
史
の
表
裏
を
見
据
え
た
見
方
を
述
べ
て
も
ら
い
た
い
も
の

で
あ
る
。
と
く
に
根
拠
薄
弱
な
官
房
長
官
談
話
を
発
表
し
た
河
野
洋
平
氏
に

い
た
っ
て
は
そ
の
政
治
的
叡
智
を
疑
う
。

12　

国
基
研
に
は
客
員
研
究
員
と
し
て
ロ
ナ
ル
ド
・
モ
ー
ス
も
名
を
連
ね
て
い

た
が
、
一
九
七
七
―
七
八
年
当
時
国
務
省
で
日
本
の
新
聞
を
読
む
と
い
う
下

働
き
を
し
て
い
た
モ
ー
ス
を
私
は
ハ
ー
ン
・
ペ
イ
パ
ー
発
表
の
際
の
デ
ィ
ス

カ
サ
ン
ト
と
し
て
招
い
た
。
そ
れ
が
縁
で
彼
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
に

移
り
、
田
久
保
氏
が
セ
ン
タ
ー
の
研
究
員
と
な
っ
た
一
九
七
九
年
、
二
人
は

交
際
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
モ
ー
ス
は
国
務
省
の
フ

ィ
ン
部
長
や
プ
リ
ン
ス
ト
ン
の
ジ
ャ
ン
セ
ン
に
嫌
わ
れ
て
い
て
長
く
教
授
職

に
つ
く
こ
と
を
え
な
か
っ
た
。
国
基
研
の
客
員
研
究
員
に
は
本
国
で
も
学
者

と
し
て
の
業
績
を
認
め
ら
れ
て
い
る
人
を
優
先
し
て
招
聘
す
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
、
な
ど
と
私
は
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。

13　

田
久
保
氏
は
二
〇
二
三
年
十
一
月
二
十
二
日
『
産
経
新
聞
』「
正
論
」
欄
に

《
ケ
ネ
デ
ィ
暗
殺
か
ら
60
年
の
日
米
関
係
》
を
寄
稿
し
た
。
こ
の
最
後
の
記
事

に
は
氏
自
身
の
日
米
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
。
私
は
感
想
を
し
た
た
め
て
氏

に
送
っ
た
。
普
通
の
葉
書
に
書
け
ば
氏
の
目
に
も
ふ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
年
賀
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葉
書
に
書
い
た
も
の
だ
か
ら
残
念
し
て
し
ま
っ
た
。
私
は
氏
の
記
事
に
あ
っ

た
「（
現
在
の
日
米
関
係
に
）
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
系
米
メ
デ

ィ
ア
が
時
た
ま
表
面
に
出
す
、
神
道
、
皇
室
、
靖
国
神
社
な
ど
を
巡
り
日
本

の
保
守
派
の
神
経
を
逆
な
で
す
る
誤
解
だ
」
に
注
目
し
、同
意
し
た
の
で
あ
る
。

14　

小
堀
桂
一
郎
編
『
東
京
裁
判　

日
本
の
弁
明
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
九
五
年
、
三
〇
六
頁
。


