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懸案の
日
中
平
和
友
好
条
約が
締
結
さ
れ
た。
今回の
条
約は、
い

わ
ゆ
る
「
覇
権L
問題
を
め
ぐっ
て、
久
し
く
外
交上の
踏
み
絵
を
迫

ら
れ
てい
た
わ
が
国
政
府に
とっ
て
も、
き
わ
め
て
満足の
ゆ
くか
た

ちで
調
印
さ
れ
た
模
様で
あ
る。
条
約
そ
れ
自
体は、
金五
条か
ら
成

る
わ
ずか
千二
百
字足
ら
ずの
短かい
もの
で
あ
り、
すで
に
周
知の

その
内
容の
抽象
性と
文
言
上の工
夫と
に
よっ
て、
わ
が
国
外
交に

とっ
ての
即
事
的
な
拘
束
性を
回
避し
得
る
もの
と
判
断
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る。
も
と
よ
り、
外
交
と
は、
あ
る
意
味で、
パ
lセ
プ
ショ
ン

ハ
諸
外
国の
側の
受
け
と
り
方〉
の
ゲ
lムハ＝の白380同唱えR宮F
E－－v

で
あ
る
以
上、
当
事
者の
主
観
的
判
断だ
けで
は
検
証し
得ない
の
で

あっ
て、
日
中
平
和
友
好
条
約の
評
価い
か
ん
は、
ま
さ
に
歴
史の
将

来に
か
かっ
てい
る
とい
わ
ね
ば
な
ら
ない。

危険な同盟か
｜｜中

向島

雄

嶺

こ
れに
たい
し
て、
日
中
平
和
友
好
条
約の
根
本
的
な
性
格につ
い

ては、
そ
れ
を
当
面の
国
際
環
境の
なか
で
照
射し
て
み
た
と
き、
く

っ
き
りと
浮き
彫
りさ
れ
る
もの
が
あ
る
は
ずで
ある。
そ
し
て、
今

回の
条
約
締
結の
結
果
生じ
た
わ
が
国に
たい
す
る
外か
ら
の
イ
メ
ー

ジ
につ
い
て
は、
そ
れ
を
甘
受し
て
ゆか
ね
ば
な
ら
ない
で
あ
ろ
う。

こ
れ
ら
の
点につ
い
ての
私の
見
解
を
表
明
す
る
手が
か
りと
し
て、

た
また
ま
私は
昨
年
十
月
以
来日
本を
離れ、
い
ま
本稿
を
キャ
ンベ

ラで
卒し
てい
るの
で、
こ
こ
で
は
ま
ず、
今回の
日
中
平
和
友
好
条

約
締
結に
か
ん
す
る
オ
ース
ト
ラ
リア
の
論
調
を
手
短か
に
紹
介し
て

み
たい。
今日
の
国
際
情
勢の
激
しい
流
動
や
日
中
関
係の
帰
結
を
速

く
南
半
球か
ら
眺め
るこ
と
な
ど、
一
見、
緊
要で
は
ない
か
に
思わ

れよ
うが、
わ
が
国との
関
係も
ま
す
ま
す
重
要に
な
りつ
つ
あ
る
だ

けに
今
回の
日
中
交
渉
を
注視し
てい
た
オ
ース
ト
ラリ
ア
の
論
調

は、
大
国の
世
界戦
略に
，
汚
染d
さ
れ
てい
ない
公
平な
第三
者の

日中条約の国際環境　『世界』10月号-1978.10.01
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もの
と
し
て、
当
事
者
以
上に
か
えっ
て
冷
静に
引
き
を
と
ら
え
てい

るの
か
も
し
れ
ない。

き
て
オ
ース
ト
ラ
リア
の
論
調
を
見
てい
て
試づ
い
た
大
き
な共
通

点は、
今
回の
日
中
平
和
友
好
条
約の
締
結に
よ・っ
て、
わ
が
国が
中

ソ
対立の一
方の
側に
決
定
的に
傾
斜
し
た
と
見
倣
し、
い
わ
ゆ
る

「
会
方
位
外
交」
と
か
「
等
距
離
外交」
と
か
に
は
まっ
た
く
関
心
を

示
さ
ず、
条
約
締
結は
中
圏
外交に
とっ
ての
大
き
な
勝
利だ
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る。
た
と
え
ば、
当
地の
代
表
的
な
クォ
l
リ
ティ

ー・
ペ
ーパ
ー
『ジ・
エ
イ
ジ』
八
月
十
四
日
付
社
説は、
「ソ
述
と

の
こ
れ
ま
で
以
上の
激
しい
対
立に
ば
崩
し、
ア
ジ
ア
で
の
影
響を
競

っ
てい
る
中
国に
とっ
て、
条
約は
勝
利で
あ
るに
ち
がい
ない。：・

京一尽はい
ま
や
北
京とモ
ス
クワ
と
の
関
係でρ
等
距
離’
を
保と
うと

い
う
主
張
を
まっ
た
く・か
な
ぐ
り
す
て
た」
と
述べ
てい
る。
また八

月
十四
日
付の
全
国’紙
『ジ・
ォ
lス
ト
レ
lリアン』
は、
「日
本

の
外
交
政
策は
昨
夜、
中
国へ
の
急
傾
斜と
ソ
漣と
の
対
抗
を
選
ん

だ」
との
書
き
出し
で
は
じ
ま
る
来
京特
派
員
電
を
載せ、
さ
らに
社

説で
は
「
条
約は
日
本が
ソ
速に
対
抗し
中
国に
近づ
く
とい
う
決
定

的
な
傾
斜
を
淡
現し
てい
る」
と
強調
し
てい
る。
い
わ
ゆ
るソ
巡
回

諸
国で
は
なく、
む
し
ろ
中
国との
友
好関
係を
深
めつ
つ
あ
る
オ
ー

ス
ト
ラ
リア
で
さ
え、
こ
の
よ
うに
見
倣し
てい
る
こ
とに
注
目せ
ざ

る
を
得
ない
が、
こ
う
し
た
見
方は、
「
．粉
縦」
条
項を
め
ぐっ
て、
い

かに
文
言
上の
や
りと
りが
あっ
たに
せ
よ、
そ
も
そ
も
「
制
柿」
条

項の
受け
容
れ
そ
れ
自
体が
中
間
外交のべ
lス
に
依
る
もの
で
あっ

た
との
前
提に
由
来し
てい
るとい
え
よ
う。
そし
て、
米・
日・
中

の
対ソ
同
盟
が
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る
と
と
もに、
日
本の
経
済
界が

い
よい
よ
本
格
的に
中
国に
乗
り
出し、
こ
の
点で
条
約は
寸
中
国の

文字
通
り
の
超大
国へ
の
新しい、
加
速
化
さ
れ
た
段
階を
し
る
すこ

とに
な
ろ
う」〈『ジ・
エ
イジ』
同）
と
述べ
てい
る。

こ
う
し
た
大
き
な次
元
か
ら
す
れ
ば、
中
国の
世
界
戦
略
か
ら
見

て、
「『
紡
織』
条．攻は、
：：：
もは
やこ
の
次の
問題、
た
ん
なる
文

言上の
や
りと
りに
なっ
てい
た」
令ジ・
ォ
lストレlリ
ア
ン・
フ

ィナンシャル・
レヴュ
l』
八
月十四日〉
とい
うの
で
あ
る。
「
新
権」

問
題での
今回の
交
渉の
最終
段
階で
中
国
側
ハ
貨
準
外
相〉
が
「第

三
国
条
項」
と
し
て
の
「
刑制
機」
問
題
よ
り
も
日
中
両
国の
「
踊
榔」

反
対に
力
点を
移
し
た
と
受
け
と
り、
そ
れ
を
中
国側の
グ
柔
軟
な婆

勢’
ない
し
は
，
譲
歩’
と
わ
が
国の
側が
見
倣し
た
の
と
は
異
な

り、
右の
論
調
は、
意
外に
客
観
的
な
判
定
を
下し
てい
るの
か
も
し

れ
ない。

も
と
よ
り、
今回の一
述の
日
中
交
渉が
多くの
点で
実
りあ
る
教

訓
を
日
中
関
係
そ
れ
自
身に
残し
た
こ
と
は
否
定で
き
な
い
で
あ
ろ

う。
だ
が
同
時に、
わ
が
国の
側
か
ら
す
れ
ば、
ま
さに
「
国
益」
を

賭し
た一
大
事の
慨
が
あっ
た
に
もか
か
わ
ら
ず、
中
国側
は、
日
中

ニ
国
間関
係と
し
ては、
も
ち
ろ
ん
全
面
的に
対
処
し
な
が
ら
も、
そ

の
日
中
関
係そ
れ
自
身
を
中
国の
惟
非戦
略の
なかに、
その一
部と

し
て
すでに
問
ほし
てい
た
こ
と
も
否め
ない
事
実で
あ
る。
こ
の
点

は、
今
回の
交渉の
ピ
ー
ク
で
あっ
た
八
月
十日の
凶回H
郵
小
平
会

談に
か
ん
し、
翌
十一
臼
の
『
人
民回
線』・
が
そ
れ
を
第一
一聞に
で
は

なく
国
際
記
事一
般と
し
て
第
四
面に
掲
載
し
てい
た
こ
とに
も
あ
ら
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わ
れ
てい
た。
こ
の
点で
も
感
涙に
む
せ
ん
だ
岡
田
外
相
とは
対
照
的

に、
中
国
側は
終
始
冷
静
沈
着
その
もの
で
あっ
て、
い
さ
さ
か
シニ

カ
ル
に
表
現
すれ
ば、
条
約
締
結
泣
後に
懸案の
ル
ーマ
ニ
ア、
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴィ
ア
訪
問へ
出
発し
た
禁
固
鈴主
席の
ス
ケ
ジュ
ール
に、

もは
や
諸
般の
情
勢か
ら
し
て
後
戻
りの
で
き
ない
わ
が
国
の
側
が

，
駆
け
込
ん
だ8
観
な
きに
し
も
あ
ら
ずで
あっ
た。
や
は
り
中
国
側

は
大
局
をつ
か
ん
でい
た
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
先の
オ
ース
ト
ラ
リ
ア
の
論
調
と
も
関
連し
て
注目
さ

れ
た
の
は、
『ニュ
ーヨ
ー
ク・
タ
イ
ム
ズ』
の
八
月
十四
日
付
H・

ス
コ
y
ト・
ス
ト
l
ク
ス
記
者の
論
議川で
あっ
た。
す
な
わ
ち、
同
記

者
がい
ち
は
や
く
拭づ
い
た
よ
うに、
中
国は
岡田
外
相の
ロ
を
通
じ

て、
自
分か
らは
有
効
期
限
内に
はい
い
出しに
くい
中ソ
友
好
同
盟

相互
援
助
条
約の
処
置に
か
ん
する
中
国
側の
態
度を
モ
ス
ク
ワに
伝

達
する
こ
とに
見
事に
成
功し
た
の
で
あ
り、
こ
う
し
て
日
本は、
は

や
く
も
中ソ
対立に
巻
き
込ま
れ
た
と
もい
え
るの
で
あ
る。
こ
の一

例
を
もっ
て
し
て
も、
今
後の
日
本
外
交が
余
程
冷
静に
対
応し
て
ゆ

か
ない
か
ぎ
り、
わ
が
国の
外交ポ
ジ
ショ
ン
は、
ま
すま
す
厳し
く

な
る
こ
と
を
覚悟
すべ
きで
あ
ろ
う。
だ
が
それ
以
上に、
今
回の
日

中
平
和
友
好条
約は、
わ
が
国の
将
来に
たい
し
て
きわ
め
て
重
大
な

歴
史の
選
択
を
迫
りつ
つ
あ
る
よ
うに
思わ
れ
る。
そ
れは
ど
の
よ
う

な
文
脈に
おい
て
で
あ
ろ
うか。
こ
の
点につ
い
て
は、
俗
越
な
が

ら、
以
下、
私
自’分の
最
近の
さ
さ
や
か
な
体
験か
ら
祭を
起
すこ
と

の
方
が、
よ
りふ
さ
わ
しい
よ
う
な
気が
する。

2 

状
況
の
変
化
と
危
機
の
選
択

｜｜オ
ース
トラリア

で
の
体験から
ii

私
自
身に
とっ
て
オ
ース
ト
ラ
リ
ア
は、
まっ
た
く
未
知の
国で
あ

っ
た。
その
よ
う
な
私に
とっ
て
大
き
な
発
見の一
つ
は、
オ
ース
ト

ラ
リ
ア
がい
ま
やア
ジ
ア・
太
平
洋
国
家
と
し
て
の
み
な
ら
ず、
む
し

ろア
ジ
ア
の一
日と
し
で
の
自己
認
識
を
形
成しは
じ
め
てい
るこ
と

で
あ
る。
ぞ
れは
こ
の
国が
自己
の
生
存の
戦
略の
た
め
に、
国
際関

係に
お
け
る
新しい
選
択
を
七
0
年
代
初
頭に
お
こ
なっ
た
か
らに
ほ

か
な
ら
ない。

だ
が
同
時に、
ア
ジ
ア
の一
員
と
し
て
の
こ
の
国
の
自
己
認
識

。ι
gE凶gto与
は、
そ
し
て
と
くに
知
識
人の
あい
だで
の
そ
う
し

た
認
識の
深
ま
りは、
た
んに
この
国の
生
存の
戦
略に
の
み
依る
も

の
で
は
な
さ
そ
うで
あ
る。
そ
れは
む
し
ろ
ア
ジ
ア
民
族へ
の
限
界の

意識に
発
する
といっ
て
も
よい
よ
うで
あ
る。
だ
が、
も
と
よ
り、

この
問
題は
そ
う
単
純
な
もの
で
は
ない。
長い
あい
だの
自
京
主
義

や
人
楠
偏
見ハと
くに
ゴ
ール
ドニフy
シュ
時
代の
中
国人
移
民へ
の

迫
害）、
近くは
第二
次
大
戦
後の
朝
鮮
戦
争か
らヴェ
ト
ナ
ム
戦
争

に
い
た
る
ま
で、
つ
ね
に
ア
ジ
ア
の
熱
戦と
冷
戦の一
方の
側に
加
担

し
て
きた
こ
と
などへ
の
あ
る
植の
賄
罪感が
認
識の
底
読に
存在
す

る
こ
と
を
指
摘
する
こ
と
は
比
較
的
容
易で
あ
り、
ま
た
こ
の
こと
は

論
議の
対
象に
も
な
り
得ること
で
あ
る。
だが、
さ
らに
翻っ
て、

この
国の
歴
史と
その
ル
lツ
を
た
どっ
た
と
き、
ア
メ
リ
カ
と
同じ

〈ほ
ぽ
二
百
年の
歴
史
を
もっ
と
はい
え、
建
国の
経
緯に
おい
て
大
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き
く
異
な
るこ
の
国の
歴
史の
ヒ
ダ
に
は、
い
わ
ば
筆
舌
し
が
たい
痕

跡が
刻
ま
れ
て
き
た
だ
け
に、
反
雨、
こ
の
未
聞の
大
陸に
おい
て
ア

ン
グロ・
サ
ク
ソ
ン
の
民
族的
優
位
が
絶
対
化
さ
れ、
正
当
化
さ
れ
た

の
だ
と
も
思わ
れ
る。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
につ
い
ての
十
分
な
知
識
を
も
た
ない
私
が、
い

ま
こ
の
問
題に
軽々
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
ない
が、
た
と
え
ば
タ
ス

マ
ニ
ア
を旅
行し
て
み
て
感
得し
た
こ
と
の一
つ
は、
い
ま
か
ら
百
年

前に
絶
滅さ
せ
られ
た
タスマ
ニ
ア
ン・
ア
ボ
リ
ジニ
iハ
原住民〉
の

濃い
寸
影」
で
あっ
た
よ
うに、
ぞ
れは
アジ
ア
に
おい
て
は
世
界
史

の一
意に
り
き
込
ま
れてい
る
大
英
帝
国の
恥’部の
その
ま
た
裏
側に

秘
め
られ
て
き
た
歴
史の
醜
悪
な
断
章で
あっ
て、
こ
の
事
実
を
もっ

て
す
れ
ば、
わ
が
国の
知
識人
の一
部に
依
然と
し
て
根
強い
古
き
よ

き
時
代の
イ
ギ
リ
スへ
の
知
的
憧
恨
ハそれは
オッ
ク
スH
ブ
リ
ッ
ジ

の
ア
カ
デ
ミ
ズム
や
リベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
燈
慌といっ
て
も
よい〉
な

ど
は、
根
底か
ら
揺が
ざる
を
得
ない
で
み
ろ
う。

こ
の
よ
う
な
状
況が
深層
心
理
に
働い
て、
オ
ース
ト
ラ
リ
ア
が
み

ずか
らの
国
際
環
境の
変
化
（と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
スエ
ズ
以
来へ
の

撤退
と
E
C
加
盟、
ア
メ
リ
カの
ア
ジ
ア
か
らの
「
撤退」〉
に
目
覚

め、
アジ
ア
の一
貝と
し
て
再
生
し
よ
うと
し
た
と
き、
ア
ジ
ア
民
族

へ
の
臨
界の
意識
を
よ
り
強〈
刺
戟
し
た
の
で
は
なか
ろ
うか。
そ
れ

だ
けに、
こ
の
国の
知
識人
に
とっ
て
も
中
国の
革
命と
建
設
そ
し
て

イ
ン
ドシ
ナ
革
命の
達
成は、
や
は
り
大
き
な
注
目の
的と
なっ
た。

だ
が
願
罪の
窓識
は
その
反
作
用
と
し
て、
し
ば
し
ば
対象へ
のエ
モ

l
ショ
ナル
な
共
感と一
租の
理
想
化
を
伴う
もの
で
あ
る
だ
けに、

．－ 

と
く
に
文
化
大
革
命
以
来の
中
国の一
巡の
内政
上
の
出
来
事や
対
外

政
策に
お
け
る
寸大
国
主
義」
的リ
ア
リ
ズム、
そ
し
て
最
近の
イ
ン

ドシ
ナ
半
島を
め
ぐ
る
中
国と
ヴェ
ト
ナム
の
厳しい
衝
突に
い
たっ

て
は、
事
態
を
もは
や
凝視し
か
ね
て
い
る
よ
うで
も
あ
り、
こ
れ
ま

で
の
ア
ジ
ア
認
識の
再
検
討を
大
き
く
迫
られ
てい
る
と
も
い
え
よ

う。
こ
の
ディ
レ
ン
マ
は、
わ
が
国の
知
識人
が
当
面
す
る
問
題
と

も、
あ
るい
は
共
通
す
る
か
も
し
れ
ない。

と
こ
ろで、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ジ
ア
観と
い
え
ば、
かつ
て
オ

ース
ト
ラ
リ
ア
に
は、
ハ
ロ
ル
ド・
ラス
キの
後
継
者
と
むい
わ
れ、

ア
ジ
ア
の
問
題で
多く
発言し
た
『
東アジ
ア
に
お
け
る
民
族主
義と

共
産主
義』
ハ一
九五二
年初版、
邦訳、
岩波現代接持〉の
著
者マ
クマ

ホ
ン－
w・
ボ
lル
の
存
在が
光っ
てい
た。
ボ
ール
の
発言は、
超

保
守
主
義と
自
家主
義の
時
代に
あっ
た
この
国の
知
的
良心
で
も
あ

る
か
の
よ
うに、
わ
が
国の
知
識人の
あい
だ
で
も
大い
に
持
噌嘱
さ
れ

た
もの
で
あ
る。
し
か
し、
アジ
ア
の
歴
史
的
現
実は、
ボ
ール
が
描

い
た
よ
う
な
単
線
的
な
溜
恕主
議
的アジ
ア
鋭
を
許
容し
なかっ
たの

で
あ
り、
ボ
ール
の
存
在は
すで
に
六
0
年代に
影が
蒋
く
なっ
た
ば

か
りか、
皮
肉に
も
七
0
年
代に
入っ
て
こ
の
国が
アジ
ア
の一
貝を

志
向
し
は
じ
め
た
と
きに
は、
もは
や
すっ
か
り
色
縫
せ
た
もの
に
な

っ
て
し
まっ
てい
た。
一
方、
む
し
ろ、
きわ
め
て
早
く
か
ら
革
命と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズム
の
非
合
理
性を
冷
静に
見ぬ
い
てい
た
た
め
か、
わ

が
国で
は
ほ
と
ん
ど
受
け
容れ
られ
なかっ
た、
こ
の
国の
中
国・
ア

ジ
ア
学の
開
拓
者で
勾
gbehh
g
宮
町、～凡
さ
p
g
E
Tの『冊目的向仲

間Jgp
gmN〉
の
著
者
C・
P－
フ
ィ
ツ
ツジェ
ラル
ド
の
歴
史
的
洞
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察が
一舟
評
価さ
れ
はじめ
てい
る
とい
えよ
う。

オ
ース
ト
ラ
リ
ア
に
か
ん
し
て
以
上の
よ
う
な
こ
と
を
感じ
は
じ
め

てい
た
と
き、
私は
日
本の
外
交
的
選
択に
か
ん
し
て
多くを
考
え
さ

せ
ら
れたニ
つ
の
体
験に
遭
遇
し
た。
その一
つ
は、
去る二
月二
十

四
日、
シ
ドニ
ーのニュ
l・
サ
ウス・
ウェ
lル
ズ
大
学で
開
か
れ

た
オ
ース
ト
ラ
リ
ア
の
安全
保
障に
か
ん
する
全
国セ
ミ
ナ
ーに
招か

れた
と
きの
こ
と
で
あ
る。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は、
オ
ース
ト
ラ
リア

の
安全
保
障に
とっ
て
の
イン
ド
洋の
戦
略
的
重
要
性が
真
剣に
討
議

さ
れ
る一
方、
討
論
者の
実に
多
く
が「
戦
争の
想い
出」ハgm5
2
5

a
唱曲る
とい
う
言
楽
を
語
り
なが
ら、
寸日
本は
街
威で
あ
る」、
「い

まの
日
本は一
九一ニ
0
年
代に
似
てい
る」、
「
日
本は
再び
戦
争
を
し

か
け
てい
る。
経
済戦
争
も
戦
争
で
あ
り、
円
高は
日
本の
強
さの
表

わ
れ
で
は
ない
か」、
そ
れ
な
の
に「日
本は
う
ま
く
や
りす
ぎ
てい
る

公
g
gEny
mcnB曲師
言
ど
とい
うの
で
あ
る。
あ
ま
りに
も
多
くの

こ
うした
発
言に
出
会っ
て、
私はい
さ
さ
か
惇
然と
しつ
つ
も、
こ

の
セ
ミ
ナ
ーで
の
唯）
人の
日
本
人
発言一
者と
し
て
「
国
際
環
境も
国

内
環
境
も一
九三
0
年
代とは
根
本
的に
異っ
てい
る」
と
反
論に
努

め
た
の
だ
が、
二、
三
の
討
論
者は、
カ
クテル
の
席で
も
な
お
私に
挑

戦し
て
きた
の
で
あっ
た。

二つ
自の
体
験はつ
い
先日
の
こ
と
で
あ
る。
私
が
所
属
する
オ
ー

ス
ト
ラリア
国
立
大
学
現
代
中
国セ
ン
タ
ーは、
去
る
六
月二
十
九
日

に
米
中
関
係
に
か
ん
する
公
開パ
ネル
を
開
催
し
た
が、
当日、
米
中

関
係
以
上に
話
題の
焦
点に
なっ
た
の
は、
中ソ
対立
下の
日
本の
外

交
的
選
択につ
い
て
で
あっ
たσ
そし
て
白
熱
し
た
討
論の
最
後に一

人の
ア
ジア
人が
周
到に
用
意し
た
と
思わ
れ
る
メモ
を
読
み
な
が

ら、
「日
本か
ら
中
国へ
の
箪
事
技
術
上の
ノ
ウ・ハ
ウ
提
供や
武
器
輸

出の
可
能
性につ
い
て
ど
う
思
う
か」
とい
う
質
問を
私に
浴
び
せ
か

け
て
きた
の
で
あ
る。
私
は
即
座に
「そ
れは
日
本に
とっ
て
き
わ
め

て
危
険
な
選
択
で
あ
るL
と
答
え
た
の
だ
が、
あ
と
で
こ
の
質
問
者は

ミリタリー・アタフシエ

在
家の
あ
るア
ジ
ア
の
国の
大
使
館
付
駐在
武
官で
あ
る
こ
と
を
知っ

た。
事
態は
もは
や
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろに
ま
で
来てい
るの
だ
とい

え
よ
う。

戦
後日
本の
再
生の
経
緯か
らし
て
当
然で
あっ
た
とはい
え、
わ

れ
わ
れは
安全
保
障の
問
題
を
と
か
く一
つ
の
演
鰐
的
な
価
値
感の
問

題
と
し
て
考
え
て
きた。
だが、
右の
よ
う
な
私の
さ
さ
や
か
な
体
験

に
照
し
て
も、
そ
う
し
た
価
値
感と
現
実との
隔た
り
を
その
価
値
感

を
基
点に
し
て
告
発
し
てい
る
だ
け
で
は
済ま
さ
れ
ない
状
況の
なか

に、
わ
れわ
れ
は
もは
や
立
ちい
たっ
てい
る。
だ
か
ら
現
実
を
すべ

て
許
容せ
よ
とい
うの
で
は
決し
て
ない
が、
し
か
し、
こ
うした
状

況
を
もヴァ
ル
ガ
リ
ズ
ム（卑俗主義〉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
下
し

て、
実
際の
外
交
的
ない
しは
安全
保
障
上の
選
択に
影
響
し
得
ない

論
議
を
繰
り
返
し、
従っ
て、
せい
ぜい
「
仲
間う
ちL
で
褒め
あっ

てい
る
あい
だに、
事
態は
もは
や
後
戻
り
で
き
ない
方
向へ
旋回
し

て
し
まっ
てい
る
とい
うこ
とは
ない
で
あ
ろ
うか。
右の
質
問
者に

た
い
する
私
の
回
答と
は
正
反
対の
選
択へ
の
道が、「日
中
友
好」
を

錦の
御
旗と
し
て
徐々
に
聞か
れ、
い
まや
「
四つ
の
現
代化」
を
か

か
げて
J尚
国
強
兵。
の
道を
遁
進
しよ
う
と
する
中
国と
の
述
携が、

実
際に
は
中
国の
軍
事
的
強
大
化に
資する
こ
と
の
危
険を
十
分に
防



234 

止し
得
る
歯
止
め
を、
わ
れ
わ
れは
果た
し
て
保
持し
てい
るの
で
あ

ろ
うか。
数
年
前の
中
国
側の
用
藷
でい
う
な
ら、「日
本
軍
国
主
義復

活L
に
もっ
と
も
然
心
な
人
び
と
と
中
国
側
との
関
係が
最
近ま
す
ま

す
親
密に
な
りつ
つ
あ
る
こ
と
につ
い
て
は
も
と
よ
り、
中
国
問
題に

か
ん
す
る
わ
が
国の
特
異
な
体
質か
ら
し
て
も、
む
し
ろ
リス
ク
は
か

な
り
大
きい
とい
わ
ね
ば
な
ら
ない。
その
う
え、
今回の
日
中
交
渉

に
際し
て
注目すべ
きこ
と
は、
岡田
H
野
小
平
会
談に
おい
て
野小

平
副
総
理
が
「
覇
権を
求
め
ない
こ
と
と
自
衛
力
を
強化
す
る
こ
と
と

は
別
伺の
こ
と
で
あ
り、
自
分
と
し
て
は、
日
本が
附刷
機を
求め
ない

こ
と
と
自
衛
力
を
強化
す
る
こ
と
は
矛
盾し
ない
と
考
えてい
る」
と

明
白
に
語
り、
かっ、
わ
が
国に
おい
て
日
中
関
係の
強
化
を
唱
え
る

人
び
との
有
力な
部
分が、
む
し
ろ
この
郵
小
平
発
言に
大い
に
男
気

づ
けら
れ
てい
る
こ
と
で
あ
る。

だ
が
問
題
は
この
点に
の
み
あ
るの
で
は
ない。
防
衛
や
安
全
保
障

の
問
題で
現
実
を
合
発
す
る
こ
と
に
熱
心
な
人
び
と
も、
こ
と
中
国人

民
解
放
軍と
な
ると
革
命の
軍
隊
と
見
倣し、
む
し
ろ
その
強
大
化
を

称
え
さ
えす
る
とい
う
奇
妙
な
逆
説が
わ
が
国に
は
存
在す
る。
し
か

し、
中
間
人
民
解放
痕の
強
大
化
は
と
り
も
な
お
さ
ず
中
国とい
う
ま

ぎ
れ
も
な
く
ア
ジア
忠
大の
軍
事
的
国
家の
強
大化
なの
で
あ
る
こ
と

を
忘れ
て
は
な
ら
ない。
そ
し
て
今日、
その
批
界戦
略
上、
中
国の

軍
事
的
強
大
化
を
もっ
と
も
強
〈
望んでい
るア
メ
リ
カ
の
要
諦に
誘

わ
れ
て
中
国が
さ
らに
麻
事
的に
強
大化
す
る
こ
と
は、
中ソ
間の
軍

事
的
緊
恨
み乞一
段と
増
大
さ
せ
る
ば
か
り
か、
中
国の
強
大
化
を
鈴威

と
す
る
中
間
周
辺
諸国の
対
抗
的
な
獄
事増
強
を
も
た
ら
し、
や
が
て

・．

ア
ジ
ア
金
域の
軍事
的ピ
ル
ド・
アッ
プ
が
促
進
さ
れ
る
可
能
性さ
え

もっ
てい
る
こ
と
につ
い
て
は、
最
近の
中
固と
ヴェ
トナム
の
衝突

を
想っ
た
だ
けで
も
歴
然と
し
よ
う。
こ
うし
た
状
況へ
の
転
進に
わ

が
国が
手を
貸
すの
で
は
ない
か
とい
う
危
倶は、
先に
見た
オ
ース

ト
ラリア
の
論
調
に
も
反
映し
てい
た。
そ
し
て、
も
し
も
わ
が
国が

そ
うし
た
方
向へ
の
道を
日
中
平
和
友
好
条
約を
契
機に
進
むとい
う

の
で
あ
る
な
らば、
先の
オ
ー
ス
ト
ラリ
ア
の
安
全
保
障に
か
ん
す
る

セ
ミ
ナ
ーで
の
発
言の
よ
うに、
ま
さに
「い
まの
日
本は一
九三
0

年
代に
似てい
る」
とい
うこ
と
に
な
らざ
る
を
得
ない。

最
近の
米
中
関
係や
日
中
闘
係を
め
ぐ
る
国
際
環
段の
変
化
を
見
詰

め
てい
る
と、
日
中
平
和
友
好
条
約の
締
結が、
その
よ
う
な
方
向へ

の
転
進の
契
機に
な
る
や
も
し
れ
ない
危
険
を
説く
こ
と
は、
あ
なが

ち
穿ち
す
ぎで
は
ない
よ
う
な
気が
す
る。

と
もか
く、
今
回の
臼
中
平
和
条
約の
締
結は、
わ
が
国を
め
ぐ
る

国
際
環
境に
たい即
し
て、
す
ぐ
れ
て
戦
略
的
な
作
用
を
及ぼ
す
もの
で

あ
るに
もか
か
わ
ら
ず、
その
こ
とへ
の
十
分
な
自
党
も、
将
来の
外

交
構
想
ハた
と
えば
日ソ
凶
係〉
も、
そ
し
て
国
民
的
合
意
も
米
形
成

の
ま
ま、
い
っ
と
は
な
しに
醸
成さ
れ
て
し
まっ
た
あ
る
磁の
穿
凶
気

の
なか
で
実
現さ
れ
ざ
る
を
得
な
かっ
た
よ
うに
思わ
れ
て
な
ら
な

、。しV
3 

「
緊
張
緩
和」
か
ら
「
生ぬ
るい
戦
争」
へ

私の
この
よ
う
な
見
方に
たい
し
て
は、
日
中
平
和
友
好
条
約の
締

結は、
日
中
国
交正
常
化の
当
然の
帰
結で
あ
り、
わ
が
国に
とっ
て
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回
毎
な
日
中
友
好
関
係の
強
化
発
展の
た
め
に
も一
日
も
早
〈
締
結
す

べ
き
で
あっ
た、
と
の一
般
的
な
見
解が
存
在す
る
で
あ
ろ
う。
こ
う
し

た一
般
的
な
見
解に
たい
す
る
私の
意
見や
「
新
権」
条
項の
合
意な

どにつ
い
ては、
す
でに
さ
ま
ざ
ま
な
機
会に
述べ
て
き
たの
で、
い

ま
こ
こ
で
は
’繰
り
返
さ
ない
ハこ
れ
らの
点につ
い
て
詳
し
くは
拙
著

『日
本
外
交の
選
択
ll
米
中ソ
世
界
戦
略の
は
uさ
ま
で
｜｜』〈
掠洋

韮済新報
社、
一
九七八
年〉
を
参
照
さ
れ
たい〉。

だが、
「
新
織」
条
項を
合
むか
た
ちの
日
中
平
和
友
好
条
約
は、

そ
れが
本
米的に
は
日
中
両
国
間の
外交
懸
帯端で
あっ
て
も、
今日の

国
際
政
治の
ダ
イメ
ン
ジョ
ン
に
おい
て
は、
もは
やい
か
な
る
点か

ら
し
て
も二
国
聞の
イシュ
ーに
と
ど
ま
ら
ない
芯味
を
もつ
もの
で

あ
る
こ
と
を
ま
ず認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
同
時に
「
樹
権L
条

項
入
りの
平
和
友
好
条
約は、
中
国
側に
とっ
て
日
中
平
和
友
好
条
約

を
ま
さに
嘱
矢と
す
る
もの
で
あ
り、
中
国に
セつ
ては
画
期
的
な
外

交上の
意
味
を
有
す
るの
で
あ
るが、
一
方、
わが
国に
とっ
ては、

こ
れ
ま
で
その
よ
う
なか
た
ちの
平
和
友
好
条
約をい
か
な
る
聞と
も

締
結
し
た
こ
と
が
ない
だ
けに、
こ
の
問
題は
本
米、
よ
り
柿山
市に
考

慮さ
れ
て
し
か
るべ
き
もの
なの
で
あ
る
〈
安全
保
障
条
約や
泌尚
航

海
条
約の
よ
うに
具
体
的
な
凶
椋に
よっ
て
規
定さ
れ
る
もの
で
は
な

い
「
平
和
友
好」
条
約が
二
国
間で
締
結
さ
れ
ね
ば
な
ら
ない
こ
と
そ

れ
自
体、
そ
れ
ら二
国
間の
潜化
的に
不
安
定
な
凶
係を
象
徴
し
てい

る
と
もい
えよ
うが、
わが
同が
その
よ
う
なか
た
ちの
条
約を
例
外

的に
結
ん
だ
ケ
lス
は、
一
九七六
年六
月
十六
日に
東
京で
潟
印
さ

れ
た
目
奈友
好協
力
基
本
条
約で
あ
ろ
う。
この
条
約は、
通
商
航
海

条
約
的
な
内
容
を
も
含ん
だ
新しい
二
国
開
条
約だ
とい
えよ
うが、

もと
よ
り、
今回の
「
覇
権」
条
項入
り
日
中
平
和
友
好
条
約と
は
線

本
的に
性
質の
異
な
る
もの
で
あ
る
J

そ
れに
し
て
も、
二
国
聞の
条
約が
共
同
戸
明や
協
定、
議
定
品川刊
な

ど
とは
異
な
る
重い
外交
的
な
拘
束
力
を
本
来
もつべ
き
もの
で
あ
る

以上、
条
約
内容につ
い
て
の
慾
怠的
な
解
釈の
余地
を
残し
て
条
約

が
結ば
れ
ては
な
ら
ない
こ
と
と
同
時に、
条
約
締
結の
時
期が
き
わ

め
て
重
要
な
・抵味を
もつ
こ
と
もい
う
ま
で
も
ない。
な
ぜ
な
ら、
条

約
締
結
時の
国
際
環
境に
照
し
て、
その
条
約の
必
姿
不
可
欠
性が
相

互に
認
識
さ
れ、
十分に
納
得さ
れ
た
もの
で
ない
か
ぎ
り、
その
条

約はい
く
ら
調
印さ
れ、
批
准さ
れ
て
も
実
際に
活
き
て
こ
ない
場合

が
あ
る
ば
か
りか、
か
えっ
て、
締
結
国
間の
関
係を
悪
化
さ
せ
る
．尿

因に
さ
え
な
る
こ
とが
し
ば
し
ば
だ
か
ら
で
あ
る。
こ
の
点で、
現時

点は、
あ
え
て
「
覇
権」
条
項
入
りの
日
中
平
和
友
好
条
約を
締
結
す

るのに、
は
た
し
てふ
さ
わ
しい
国
際
環
境に
あっ
たの
で
あ
ろ
う

ふU
さ
て、
七
0
年
代
前
半の
国
際
政
治に
か
ん
する
重
要
な
教訓の一

つ
は、
イン
ド
シ
ナ
戦
争が
如
実に
証
明
し
た
よ
う
に、
い
わ
ゆ
る

デタント
「
緊扱
緩
和」
に
よっ
て
印
象づ
け
ら
れ
た
大
国
間の
勢
力
均
衡
的
な

国
際政
治の
枠
組に
おい
て
は、
革
命と
国
際
的
内戦。ロ再開門
E同Fo
g－

Q
Z
羽田る
とが
交
錯し
た
地
域
紛
争
を
もは
や
解
決し
仰ない
とい

うこ
と
で
あっ
た。
だ
が、
こ
の
場
合に
は、
一
つ
の
重
要
な
条件が

前相挺
さ
れ
てい
た
とい
わ
ね
ば
な
ら
ない。
そ
れは、
こ
う
し
た
地
域

紛
争に
当面
し
て、
内
発
的エ
ネル
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
た
紛
争の
地
域
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的
当
事
者の
側に、
大
国の
世
界
戦
略やエゴ
イ
ズ
ム
に
たい
す
る
防

禦の
手
だ
て
が
備
わっ
てい
る
とい
う
条
件
で
ゐ
る。
し
か
し、
そ
の

よ
う
な
防
禦の
手
だ
て
に
たい
し
て
地
域
的
当
事
者が
当
初か
ら
無
自

覚で
あっ
た
り、
そ
れ
が
もは
や
有
効に
作
用
し
な
く
なっ
た
と
き、

地
域
紛
争は
また
た
く
まに
大
国の
世
界
戦
略の
好
餌と
な
るで
あ
ろ

うこ
と
も、
今日
の
国
際
政
治の
否
定
し
得ない
実
際
だ
とい
わ
な
け

れ
ば
な
ら
ない。
最
近の
アフ
リカ
や
中
近
束、
西
ア
ジ
ア
は
も
とよ

り、
イン
ドシ
ナ
半
ぬ
や
東
南ア
ジ
ア
の
情
勢を
め
ぐ
る
米・
中・
ソ

の
織
烈
な
戦
略的
角
逐
は、
こ
の
こ
と
を
十分に
物
語っ
てい
る。

こ
うし
て、
七
0
年
代
後
半の
国
際
政
治は、
数
年
前の
条件
付の

歴
史の
教訓
と
は
逆に、
各
地
で
噴
出
す
る
地
域
紛
争が
大
国
間の
世

界
戦
略の
交
錯と
角
逐
を
以
前に
も
ま
し
て
明白
に
照
射す
るス
ク
リ

ー
ン
に
なっ
てい
る
こ
と
を
示
し
てい
る。
今日
の
国
際
情
勢の
諸
断

面は、・
幾
多の
地
域
紛
争に
もか
か
わ
ら
ず、
か
ろ
うじ
て
維
持
さ
れ

て
きた
世
界
平
和
ハア
ジ
ア
に
か
ん
す
るか
ぎ
り、
ぞ
れ
は
基本
的に

ヤ
ル
タH
ポツ
ダ
ム
体
制
下の
勢
力
均
衡
的な
平
和で
あっ
た
といっ

て
よい〉
へ
の
重
大
な
挑
戦で
あ
り
なが
ら、
で
は
その
よ
う
な
平
和

を
あ日か
す
者は
誰か
といっ
た
解
答が
単
純に
は
得
られ
ない
とい
う

ディ
レンマ
を
招
来しつ
つ、
来る一
九八
O
年の
ヤ
ル
タH
ポツ
ダ

ム
体
制の
最
後
的
終
驚
を
まえ
に
し
て
ハヤ
ル
タH
ポ
ツ
ダム
体
制の

歴
史
的
産
物と
し
ての一
九
四
五
年の
中ソ
友
好
同
盟
条
約の
中華
人

民共
和
国
版
とい
え
る一
九五
O
年の
中ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約

が
米る一
九八
O
年に、一二
十
年に
E
る
長い
期
限
を
満
了
す
る
こ
と

を、
さ
し
あ
た
り
怨
起
・さ
れたい〉、
と
もか
く
も
世
界
平
和を
維
持せ

ー．

... 

し
め
て
き
た一
つ
の
重
要なバ
ラン
ス
が
崩
れ
るの
で
は
ない
か
とい

う
無
気
味
な
前
兆さ
え
予
告
し
は
じ
め
てい
る。

こ
の
よ
う
な
状
況の
なか
で、
わ
が
国は
今
回、
日
中
平
和
友
好
条

約の
締結
とい
う
重
大
な
外
交
的
選
択
を
おこ
なっ
た
の
で
あっ
た。

もっ
と
も、
今日
の
国
際
情
勢の
諸
展
開を
直
視
し
よ
うと
す
る
視

座
その
もの
を
冷
戦
的
認
識
で
あ
るか
の
よ
うに
見
倣す
見
方
も
わ
が

国に
は
存
在
す
る
が、
その
よ
う
な
見
解の
底
流に
は、
七
0
年
代
前

半の
米
中
接
近に
象
徴
さ
れ
た
国
際
政
治の
多
極
化
と
「緊
張緩
和」

の
現
象に
と
ら
わ
れ
て、
もは
や
冷戦
構
造は
地
球
上
か
ら
崩
壊
し
去

っ
た
の
だ
とい
う
楽
天
主
義が
あ
るの
で
は
なか
ろ
うか。
こ
れ
に
た

い
し
て
私は、
は
た
し
て
冷戦
構
造は
自
壊
し、
崩
壊
し
た
の
だ
ろ
う

か
どい
う
根
本
的
な
疑
問を
もっ
てい
る。
米中
接
近は、
い
う
まで

も
な
く、
戦
後
国
際
政
治
史の日以重
要の
イヴェ
ン
ト
で
あっ
た
とは

い
え、
そ
れ
は、
六
0
年
代以
降の
中ソ
対立の
結
果、
そ
し
て
同
時

に
ア
メ
リ
カ
の
カの
相
対的
な
低
下の
結
果、
冷戦
サ
プ・
シス
テム

が
変
化
ない
しは
転
位
し
た
こ
と
で
しか
ない
の
で
あっ
て、
本
質的

な
冷戦
構
造の
解
体で
あ
る
ど
こ
ろか、
ヨ
ーロ
ッパ、
ア
ジア
に
加

え
て、
中
近
東、
ア
フ
リ
カ
大
陸
そ
し
てア
ジア・
太
平
洋地
域
全
体

を
含むよ
り
グロ
ーバ
ル
な
冷
戦へ
の
幕
開
け
でゐっ
た
の
か
も
し
れ

なし。最
近、
国
際
政
治の
用
語の
なか
に「
生ぬ
るい
戦争
K
ED－
羽田吋）

とい
う
・新しい
造
語が
導入
さ
れは
じ
め
てい
るの
も、
その
こ
との

反
映で
あ
ろ
うが、っ
生ぬ
るい
戦
争」
の
も
と
で
戦
術
核
兵
器を
中心

と
す
る
軍
拡
競
争は、
む
し
ろソ
述の
軍
事的
俊
位
を結
果しつ
つ
き
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らに
激
化
しつ
つ
あ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
報
告さ
れ
てい
る。
こ
う
し

た
状
況の
なか
で、
去る
六
月二
十八
日、
ブ
ラ
ウ
ン
米
国
防
長
官が

米
上
院
軍
事
養
員
会での
証
言に
際し
て、
ア
メ
リ
カ
の
戦
後
冷
戦
政

策に
お
け
る
両
期と
なっ
た
「トル
17
ン・
ド
タ
ト
リ
ンL（一
九四

七
年三
月〉
に
久々
に
言
及し
たの
は、
きわ
め
て
象
徴
的な
事
実
で

あっ
た。

想
え
ば、
ヨ
ーロ
ッ
パ
を
中
心
に
「トル
lマ
ン・
ド
グトリ
ン」

か
ら
「マ
ーシャ
ル・
プ
ラ
ン」
（一
九四七年六
月）、
NA
T
Oハ一

九四九年四月〉
へ
とい
たっ
た
冷
戦
政
策H
対ソ
封
じ
込
め
政
策の
完

成に
先が
け
て、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戦
後の
冷
戦
的
情
況は、
中
国の

将
来が
不
確
定で
あっ
た
こ
と
に
大
き
く
作用さ
れ
て
朝
鮮
戦
争
を
画

期
と
す
る
まで
は
未
定
形
で
あっ
た
に
せ
よ、
ア
ジ
ア
と
くに
来ア
ジ

ア
を
め
ぐ
る
米ソ
の
戦
略
的
角
逐
と
し
て
す
で
に
ヤ
ル
タ
体
制の
成
立

当
初か
ら
内
在
的
に
発
生し、
激
化
し
て
きた
の
で
あっ
た。
そ
し

て、
その
よ
う
な
冷
戦の
深化
に
もか
か
わ
ら
ず、
その
輪
郭が
不
確

定
で
あ
り、
冷
戦
がヨ
lロ
yパ
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
なかっ
た
こ

と
こ
そ、
い
わ
ゆ
る
開口円。
胃
g
ω
ggω可伯仲m
g
の
よ
う
な
国
際
関

係の
体
系が
ア
ジ
ア
に
は
歴
史
的に
欠
落
し
てい
た
こ
と
と
と
もに、

冷
戦
的
情
況が
ア
ジ
ア
で
は一
挙に
沸
鵬
点に
達
し、
熱
戦化せ
ざ
る

を
得
な
かっ
た
重
要
な
歴
史
的かつ
間
際
的
要
因
で
あっ
た
と
もい
え

るの
で
あ
る。
そ
し
て、
ヤ
ル
タ
体
制の
拡
大の
問
題は、
同
じ
く
戦

勝
国で
あ
り、
もっ
と
も
犠
牲の
大
きかっ
た
中
国
を
米ソ
両
国がい

わ
ば
，
人
身
御
供’
に
し
た
と
こ
ろ
に
あっ
た
ば
か
りか、
中
国の
将

来
を
見
誤
り、
中
国ナ
ショ
ナ
リ
ズム
の
帰
結
す
る
方
向
をヤ
ル
タ
体

制がい
さ
さ
か
も
組み
込ん
でい
なかっ
たと
こ
ろに
あっ
たの
で
あ

る
が、
い
まや
その
ヤ
ル
タ
H
ポ
ツ
ダム
体
制の
最
後
的
終篤を
ま
え

に
し
て、
こ
と
も
あ
ろ
うに
その
中
国自身が
「
生ぬ
るい
戦
争」
ど

こ
ろ
か
来
るべ
き
第三
次
世
界
大
戦
を
対ソ
戦に
あ
る
と
認
識し、
鼓

吹す
る
にい
たっ
て、
百円び
「トル
lマ
ン・
ド
ク
ト
リ
ン」
を
想
起

しつ
つ
あ
るア
メリ
カ
と
共
同
戦
線
ハ反
「
砺
権L
連
合〉
を形
成し

よ
う
と
する
と
こ
ろに
まで
歴
史は
大
き
く
変化
し、
中
国自身
も
大

き
く
旋回
し
て
し
まっ
た
の
で
あ
る。

4 

中国の
旋
回と
中国
箆
撒

私は、い
ま
中
国の
旋回
といっ
た
が
二
般に
は
こ
の
よ
う
な
中
国

の
旋回
が
十
分に
認
識
さ
れ
ない
ま
ま、
日
中
関
係の
い
わ
ば
伝
統
的

な
枠
組の
なか
で
の
み
問
題が
考
え
られ
てい
るよ
うに
思わ
れ
る。

と
こ
ろ
で、
日
中
関
係の
基
本
的
な
性
格
を
寸
同
文
同種L
と
見
倣

す
見
解に
たい
し
て、
私は
か
ね
て
か
らその
危
険
を
指
摘し、
む
し

ろ
寸
異
母
兄
第」
と
し
ての
位
相に
おい
て
問
題
を
考
え
る
こ
との
必

要
を
説い
て
きたつ
も
りで
あ
る。
い
ま、
こ
こ
で
こ
の
問
題につ
い

て
は、
こ
れ
以上
立
ち
入
ら
ない
が、
い
か
に
日
中
関
係の
軍
要
性
を

強
調
す
る
に
せ
よ、
日
中
両
国の
あい
だ
に
は、
震
史
的に
も、
現
状

に
おい
て
も、
い
わ
ば
宿
命
的に
著しい
非
対
称
性が
あ
る
こ
と
を、

わ
れ
わ
れはつ
ね
に
認
識
し
てい
な
けれ
ば
な
ら
ない。

その
こ
とへ
の
緊
張
感
を
欠い
て、
あ
るい
は
寸
同
文
同種」
とい

う
特
性に
甘
え
て
中
国
を
考
え
る
こ
と
が、
む
し
ろ
中
国認
湖に
お
け

る
誤
謬
をし
ば
し
ば
も
た
らし
て
き
た
の
で
あっ
た。
そ
し
て、
わ
が



238 

国に
固有
な
「
対
中
国シンパ
シ
lL
とい
う
情
緒
的
な
モ
メ
ン
ト

が、
科
学的・
客
観
的
な
中
国認
識
を
阻
害す
る
が
ゆえに、
結
果と

し
て
主
体
的
な
中
国像
を
総
立
し
得
な
く
す
る
大き
な
．妥因
で
あ
る
こ

と
につ
い
ては、
私
自
身は
や
く
か
らこ
の
点を
指
摘して
き
たつ
も

りであるハたとえば
捌秘「中ソ論争への機近とその受容」、『思想』

一
九六三
年八
月
号ー
その
よ
う
な
「
対中
国シ
ンパ
シ
！」
を
禁
欲

す
るこ
と
が
も
た
ら
す
精
神の
彫
琢
を
経
ずL
て、
ひ
た
す
ら
中
固と

一
体
化
しよ
う
と
し、
その
結
果、
中
国の
政
治
的
変
化に
つ
ね
に
追

従し
た
り、
あ
るい
は
変
化に
動
じ
て
中
国を
正
視し
得
な
く
な
る
と

い
うよ
う
な
中
国観が
氾
瀧し
て
き
たこ
と
につ
い
ては、
い
ま
さ
ら

指
摘す
る
ま
で
も
ない
で
あ
ろ
う。

この
こ
と
に
加
え
て、
こ
こ
で
同
時に
指
摘し
な
け
れ
ば
な
ら
ない

こ
と
は、
別の
機
会に
も
若
干
述べ
たこ
と
で
は
あ
る
が（
拙稿「
現代

中
国
学
の
立
場
か
ら
「
『
朝
日
新
聞
』
一

九
七
七
年
一

月
十
日
〈
夕
刊〉）、

文

化
大
革
命、
中
ソ
対立
さ
らに
は
「
大
臨
進」
政
策と
湖
及す
る
こ
と

ほ
ぼ
二
十
年、
現
代
中
国に
たい
す
る
イメ
ー
ジのい
かん
が、
私
た

ち
個々
人の
世
界認
識
ない
しは
忠
惣の
あ
り
ょ
う
を
映し
出す
鏡で

も
あっ
た
た
めに、
その
鋭に
映し
出さ
れ
るつ
か
の
まの
自
己
像に

陶
砕し
て、
い
わば
観
念の
遊
戯の
なかへ
中
国を
「
我田
引
水」
す

る
こ
と
が、
わ
が
国の
知
識
人の
あい
だで、
き
わ
め
て
頻
繁で
あっ
た

こ
と
で
あ
る。

文
化
大
革
命
に
「
も
沢
東
思
想
の
世
界
史
的
意
味
」

を

見
出
し、「歴
史の
壮
大な
実
験し
を
夢
見た
人
び
と
は、
そ
れ
が
イ
デ

オロ
ギ
ー
的・
党
派
的
な
共
感で
あっ
た
に
せ
よ、
革
命
的エ
ク
ス
タ

シ
ー
ない
しは
「コ
ミュ
iン
国
家」
の
幻
影へ
の
陶
酔で
あっ
た
に

／／｛＼、
r 

せ
よ、
ナロ
l
ドニ
キ
的
土
着
主
義を錯
覚し
た
も
の
であっ
た
に
せ

よ、
は
た
ま
たマ
ァ
タス・
ヴェ
lパ
i
の
宗
教
社
会
学か
らの
カ
リ

カ
チュ
ア
で
あっ
た
に
せ
よ、
い
ず
れ
も
観
念
的
な
自
己
像の
反
映
な

い
し
は
願
望と
し
ての
中
国像
を
砂
上に
描い
た
に
す
ぎ
なかっ
た
の

で
あ
り、
い
ずれ
も
当の
中
国の
社
会
的
現実や
政
治
文
化
そ
し
て
中

国
民
衆の
怠識
な
り、
苦
悩な
り、
ま
た
「
体
臭L
な
りと
は
まっ
た

く
議
離し
た
もの
で
あっ
た
とい
えよ
う。

だ
が、
想
えば
中
国の
激
励は、
わ
が
国
知
識
人に
とっ
て、
つ
ね

に
その
よ
う
な
自
己
像
を
・映し
出す
鋭で
もあ
る
と
同
時に、
わ
が
国

の
知
識
人は、
中
国の
変
革に
賭
け
る
こ
と
に
よっ
て、
し
ば
し
ば
自

己
を
救
済しよ
う
と
し
て
き
た
の
で
あっ
た。
かつ
て一
九
四
九
年

夏、
ま
さに
中
国
革
命の
以
後的
勝
利
を
目
前
に
しつ
つ
も、
中
国の

将
来へ
の
展
望がい
ま
だ
定か
で
なかっ
た
と
き、
本
誌は
「
中
園の

現
燃
を
ど
う
み
る
か
｜｜シ
ナ
撃
者のこ
た
え
｜｜・」
とい
う
注
目す

べ
き
特
集
を
試み
た
こ
と
が
あっ
た
ハ『世界』
昭
和二
十四年八
月号〉。

仁
井
田
隆Y
吉
川
幸
次
郎、
貝
塚
茂
樹
氏ら
中
国
学の
泰
斗、
碩
学に・

ま
じっ
て、
東
洋
文
化
研
究
所の
所
員で
あっ
た
松
本
善
海
氏は
プ
中

園の
苦
悶と
中
国
研
究
者の
苦
闘L
と
題す
るユ
ニ
ー
ク
なエ
ッ
セ
ー

を
寄せ、
問
題を
次の
よ
うに
語っ
てい
る。
す
な
わ
ち
松
本
氏は、

中
国
の
巨
大な
変
革を
直視しよ
う
と
し
ない
中
国認
識
が
わ
が
国に

は
依
然と
し
て
存
夜す
る一
方、
コ』
れ
と
は・反射に、
務
展の
途
上に

お
け
る
飛
蹴で
は
な
くし
て、
そ
こ
に
はっ
き
りと
し
た
歴
史の
断
絶

で
も
布す
る
か
の
よ
う
な
調子
で、
中閣
の
俊
革・
を
説く
人た
ちが
あ

る」
と
語
り、
「現・貨の
日
本の
情
勢に
敗
戦後の
希
望を
う
ち
砕
か
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れ
た
思い
の
す
る人
た
ちの
う
ちに
は、
さ
き
と
は
逆に、
そ
の
希
望

を
中閣
の
嬰
革に
か
け
る。
や
が
て
わ
れ
わ
れ
の
救い
は、
解
放せ
ら

れ
た
中園
よ
り
来
る
に
謹い
ない
と。
か
く
し
て
『
中共』
な
る
こ
と

ば
は、
イン
テ
リ
のユ
ー
ト
ピ
アに
ま
で
高
め
ら
れ
る」
と
指
摘し
て

い
た。
松
本
氏が
は
や
く
も
こ
の
と
き
鋭
〈
錨
き
出し
てい
た
中
国認

識
の
病理
が、
過
般の
文
化
大
革
命を
迎
え
て、
ま
さ
に
熱
病と
なっ

た
こ
と
につ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
記
憶に
も
新しい。

い
ずれに
せ
よ、
こ
れ
らの
熱
病に
たい
し、
中
国必
識に
お
け
る

積
年の
宿
病に
たい
し
て、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
十分
な
免
疫
体を
形
成

し
得てい
ない
の
で
あ
る。
その
よ
う
な
中
国認
識に
お
け
る
弱
さ

が、
中
国の
現
状の
把
患の
み
な
ら
ず、
その
対舛政
策や
世
界戦
略

につ
い
て
の
認
識
を
慾
立的
な
ものに
し、
ひ
い
て
は
日
中
関
係を一

つ
の
国
際
関
係と
し
て
見
る
視
座を
曇
らせ
て
し
まっ
てい
る。
とい

う
よ
りは、
日
中
関
係を一
つ
の
国
際
関
係と
し
て
は、
ほ
と
ん
ど
見

倣し
て
こ
なかっ
た
の
で
は
なか
ろ
うか。

そ
れ
に
加
えて、
日
中
問
題がつ
ねに
政
財
界に
お
け
る
ホッ
ト・

イ
シュ
ーに
な
り
得る
だ
けに、
そこ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的・
実

利
的
思
惑が
介
在し
た
り、
日
中
間の
特
殊
な
チャ
ネル
やパ
イプ
が

存
在し
た
り
し
て、
た
だ
で
さ
え
大き
く
異な
る
臼
中
双
方の
政
策
決

定
過
程に
お
け
る
非対
称
性を
拡
大
増
幅さ
せ
て
し
まっ
てい
る。
そ

の
紡
来、
本
来
的に
は
外
交
上
対
等
で
あ
るべ
き
日
中
関
係
に
お
い

て、
中
国の
側がつ
ねに
寸
条
件」
な
り
「
要
求」
な
り
を
援示
で
き

る
立
場に
立
ち、
わ
が
国は
そ
れ
を
受
諾
す
る
か
も
し
くは
条
件や
要

求の
緩
和
を
交
渉す
る
か
とい
示
立
場に
立た
さ
れ
る
こ
と
と
な
る。

239一一 日中条約の国際環場

こ
れは、
今
回の
日
中
交
渉に
お
け
る
国国
外
相の
態
度に
示
さ
れ
た

よ
う
な
悦
念的
な
対
応
〈そ
れ
は
状
況の
変化に
よっ
ては、
き
わ
め

て
危
険
な
対
応に
も
な
り
得
る
もの
で
あ
る〉
と
し
て
で
は
な
く、
一

つ
の
間
際関
係と
し
て
の
日
中関
係とい
う
視
座か
ら
見た
場
合、
長

期
的
な
日
中
関
係の
安
定に
とっ
て
決し
て
好
ま
しい
こ
と
で
は
ない

の
で
あ
る。
し
か
も、
か
りに
日
中
間で
妥
協
が
成
立し
た
場
合、
わ

が
国の
側は
そ
れ
で
問
題が
解
決し
た
と
見
倣す
で
あ
ろ
う
が、
中
国

側
に
とっ
て
は、
そ
も
そ
も
矛
盾は
決し
て
解
決
ざ
るべ
き
もの
で
は

ない。
ま
さに
「
大
同
を
求
め
て、
小
田舟を
mm
すハ求大問、
存小異〉」

の
が
中
国の
論
理
で
あ
り、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈の
よ
うに
「小
異を
捨

て
るL
の
で
は
ない
か
ら
で
あ
る。
こ
う
し
た
相
違が
日
中
聞に
前
凱抗

さ
れ
てい
るに
もか
か
わ
ら
ず、
「
覇
権」
条
項に
し
て
も、
尖
閣
列
ぬ

問
題に
し
て
も、
「話し
あ
えば
わ
か
る
は
ずL
と
見
るの
は、
そ
も

そ
も
基本
前
提に
おい
て
中
国を
甘
く
見てい
る
こ
とに
な
ろ
う。

去る
四
月
中
旬の
尖
悶
列
島
事
件
を
中
国側は
，
偶
発事
件’
と
説

明し
た
が、
そ
れ
が
偶
発
事
件
で
は
あ
り
符
ない
こ
と
は、
中
国の
政

治
の
シス
テム
や
京
件
後に
「
先に
は
日
険
主
義で
尖
閣ま
で
行か
さ

れ、
後に
は
投
降
主
義さ
らに
は
反
党・
反
中
央に
さ
れ
たL
旨の
壁

新
聞が
上
海で
貼
り
出
さ
れ
た
とい
う
報
道を
想
起
す
る
ま
で
も
な

く、
野小
平・
剛総
理
自・討が
突に
リ
ア
ル
に
中
国
的
論淑
を
展
開
し

てい
るこ
と
を
恕
起
すべ
き
で
あ
ろ
う。
郡
小
平は一
九
七
四
年
十

月、
「
国慶
節に
参
加
し
た
準
備・
海
外
在
住
台
湾
問
胞およ
び
外
国

籍
中
国人
と
の
会
見L
に
おい
て、
こ
う
述べ
てい
た
｜｜
「
尖
閣
列

島を
確保す
る
エ
作に
は
き
わ
め
て
大
き
な
意
義が
あ
りま
す。
尖
閣
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列
島の
闘
争は
長
期
的
な
闘
争で
あ
り
ます。
日
本と
の
国
交
の
と

き、
双
方は
言
及
す
る
こ
と
を
避
け、
ま
ず
放
置し
て
お
き
まし
た。

わ
れ
わ
れは
永
途に
こ
の
中
国の
領土
を
放
棄す
る
こ
と
は
で
き
ず、

日
本
も
放
棄で
き
ず、
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
す。
尖
閣
列
島
確保

の
運
動は
継
続し
な
け
れ
ば
な
り
ませ
ん。
運
動の
形
態に
は
高低が

あ
り
得
て
よい
の
で
す。
以
前の
よ
う
に
日
本が
占
領し
よ
う
と
し
た

と
きに
は
高ま
り、
も
ち
だ
さ
ない
と
きに
は
低
くんな
る。
こ
の
運
動

は
波
状
的で
あ
り、
長
く
久し
く
継
続
し
な
けれ
ば
な
り
ませ
ん
J

こ
の
郵
小
平の
見
解と
今
回の
日
中
交
渉に
お
け
る
「
中
国
政
府と

し
て
再び
先
般の
事
件の
よ
う
なこ
と
は
起
すこ
包
は
ない」
との
発

言と
は、
ま
さ
に
中
国
的
論
理に
おい
て
整
合す
るの
で
あっ
て、
わ

が
国と
し
て
は、
一
つ
の
J吉
質’
をとっ
た
か
の
よ
うに
問
題
を
考

え
るべ
き
で
は
ない
の
で
あ
る。
い
ずれ
に
せ
よ、
右の
欝小
平の
言

葉は、
一
九七二
年
九
月の
日
中
国交
正
常
化に
際す
る
共
同
声
明の

作
成に
際し
て、
み
ずか
ら
「
覇
権L
条
項の
挿
入に
同
意し
なが
ら

「
覇
権L
条
項の
重
大
な
含
意に
まっ
た
く
気づ
か
なかっ
た
わ
が
政

府・
外
務
省
当
局の
認
識に
比し
て、
実に
鋭
く
深い
問
題
意識に
支

え
ら
れ
た
発
言だ
とい
わ
ね
ば
な
ら
ない。

5 

米
中提
携
と
日
米の
矛
盾

そ
も
そ
も
「日
中
共
同
戸
明」
に
際し
て
「
新
梅」
条
項が
と
り
入

れ
ら
れた
と
き、．
当
時の
外
務
省条
約
課
長の
公
的
な
説
明
で
は、

「日
中
両
固また
は
第三
国に
よ
る
稲
栴
追
及の
否
定は：：：
米
中
共

同
声
明に
も
述べ
ら
れ
てい
る
とこ
ろ
で
あ
り、
し
か
もい
わば
当
り

司干
� ． 

ま
えの
こ
と
で
あ
る」ハ
栗山外務省条約局条約課長「日
中共同声明の

解説む
と
さ
れて、
い
と
も
簡
単
に
済まさ
れ
て
し
まっ
た
の
だ
が、

こ
の
よ
う
な
結
果が
もた
ら
さ
れた
理
由
は、
ま
ず
第一
に、
当
時の

活々
た
る
穿
囲
気の
な
か
で、
涜れに
梓
し
て
問
題
を
深
く
と
らえ
よ

う
と
す
る
配
慮が
まっ
た
く
欠
如し
てい
た
こ
と
で
あっ
た。
い
わ
ば

「
対
外
硬」
外
交
と
表
裏
す
る
よ
う
な
雰
囲
気が
存在し
てい
た
の
で

あ
る。
第二
に
は、
布
の
条
約
課
長の
説
明に
「
米
中共
同
声
明に
も

述べ
ら
れ
てい
る
とこ
ろ
で
あ
り」
と
あ
る
よ
うに、
「ニ
ク
ソ
ン・

ショ
y
ク」
以
来の
諸
状
況の
なか
で、
わ
が
国
外
交の
固
有
な
体質

で
あっ
た
対
米
追
随
外
交の
弊に
たい
し
て
外
務当
局
者が
あ
まりに

も
寛容
で
あ
り
す
ぎた
こ
と
で
あ
る。
正
常
化
交
渉に
立
ち
会っ
た
高

島
益
郎・
外
務
省条
約
局
長ハ現
外務審
議畠〉
自
身、
の
ちに
回
怨し

て、「
私
共、
わ
ずか二
日
間の
北
京で
の
交
渉
で、
交
渉が
非
常に
灘

航し
た
もの
だか
ら、
こ
の
覇
権
条
項につ
い
て
あ
ま
り
詳
し
く
吟
味

し
て
議
論
す
る
こ
と
が
な
かっ
た。
か
た
が
た
その
年の
二
月、
上
海

コ
ミュ
ニ
ケで
米
国が
賛
成
し
てい
る。
し
か
も
同じ
表
現で
あ
る。

も
う一
つ
日
本が
日
中正
常
化に
あたっ
て、
ア
ジ
ア・
太
平
洋地
域

で
覇
椴
を
求
め
ない
と
中
国に
も
約
束さ
せ
る
こ
と
は
非
常
に
い
い

こ
と
だ
とい
う
立
場か
ら
賛
成
し
た」
今日
中
共悶声明起草のい
きさ

つ」〈向島氏が「
東京談話室Lで怒った談話の概要
－｜・引用者注v 、

〉
臼〉z
m明暗O
MqZ0・
g〈一
九七八年一
月十五日〉〉
旨
を語っ
てい

るが、
こ
の
談
話は、
私
が
右に
指
摘し
た
こつ
の
理
由
（
原
因〉
を

その
まま
裏
書きす
る
もの
で
も
あ
ろ
う。

だ
が、
「
覇
権L
条
項は
中
国
をも
拘
束す
る
だ
ろ
う
な
ど
と
わ
が
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国の
当
局
者が
当
時
経
く
考え
てい
た
の
とは
対
照
的に、
すでに
ア

メ
リ
カ
側が、
米
中
接
近
そ
れ
自
体を
中ソ
対
立と
交
叉
す
る
世
界
戦

略の一
環に
位
白づ
け
てい
た
こ
と
はい
う
まで
も
な
い。
そ
も
そ

も、
上
海コ
ミュ
ニ
ケへ
の
「
覇
権」
条
項の
押入
そ
れ
自
体は
キy

シン
ジャ
l
補
佐
官〈当時〉
の
中
国
側の
立を
迎
え
る
た
め
の
提
楽

で
あっ
た
こ
と
が
今日
で
は
知ら
れ
てい
る
が、
その
頃すでに
中
国

側は、
「
覇
権」
ない
しは
「
覇
権
主
義」
とい
う
用
語
を一
九
六
九

年の
ソ
連に
よ
る
，
アジ
ア
集
団
安
保グ
構
想の
提
示
以
来、
対ソ
非

難の
た
め
の
特
殊
な
戦
略
用
語と
し
て
用い
てい
た
の
で
あ
る
か
ら

（これらの点について詳しくは
前掲
拙箸所収「日本外交と
噌新稲』問

題」、
参照て
キッ
シン
ジャ
ーの
校
智は、
こ
の
点で
も
端
倒
す
べ

か
ら
ざ
る
もの
だっ
た
の
で
あ
る。

イン
ド
シ
ナ
戦
争で
敗
北
し
た
アメ
リ
カ
は、
こ
う
し
て
中
国と
反

「
務
権」
述
合
を
形
成
す
る
こ
とに
よっ
て、
アジ
ア
か
らの
「
撤退L

の
負のコ
ス
ト
を
減
価し
よ
う
と
し
は
じ
め
てい
た。
や
が
て一
九七

五
年
十二
月の
フォ
ー
ド
大
統
領に
よ
る
「
新太
平
洋ド
ク
ト
リン」

の
則
明は、
ア
メ
リ
カ
が
その
よ
う
な
戦
略
的
基盤に
立っ
て、
ア
ジ

トラγス・パhF7イ

ア・
太
平
洋地
域に
か
ん
す
る
か
ぎ
り、
米・
日・
中の
「太
平
洋
横

ツタ・27リシヨン
断
的
述
携」
形
成へ
の
衝
動
を
著し
く
強め
は
じ
め
た
こ
と
の
証
明で

も
あっ
た。
アメ
リ
カ
は
こ
の
よ
うに
し
て、
ヨ
ーロ
ッ
パ・
大西
洋

地
域
で
は
対ソ・
デ
タン
ト
を
志
向
しつ
つ、
ア
ジ
ア・
太
平
洋地
域

で
は
反
「
新
権」
述
合へ
と
動
く
こ
と
に
よっ
て、
グロ
ーバ
ル
なレ

ヴェ
ル
で
の
対ソ
戦
略に
対
処
し
よ
う
と
し
は
じ
め
た
の
で
あ
り、
一

方、
中
国は、
こ
う
し
た
アメ
リ
カ
の
方
向
を
明白に
受
け
容
れた
の
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で
あっ
た。
ハ
ノ
イ
や
平
壊がい
ちは
や
く
寸
新
太
平
洋
ド
ク
ト
リ

ン」
を
批
判
し
た
の
に
たい
し、
中
国が
沈
黙を
守っ
て
間
接
的
な賛

むを
示
し
た
こ
と
も
印
象
的で
あっ
た。

こ
の
時
期以
降、
従
来、
米
中
関
係に
とっ
て
最
大の
陸
路と
なっ

て
きた
台
湾
問題は、
基
本
的に
もは
や
米
中双
方に
とっ
て
のホァ

ト・
イ
シュ
ー
で
は
な
く
な
りは
じ
め
た
の
で
あ
る。
そ
し
て
カ
l
nん

l
政
権
下の
アメ
リ
カ
も、
アメ
リ
カ
外
交に
とっ
ての
最
大の
潜在

的優
先
順
位
が、
突は
S
A
L
T
交
渉で
も
人
権
外
交
で
も
な
く
し

て、
中ソ
関
係の
改
善を
阻
止
するこ
とに
あ
る
以
上、
こ
の
点で
キ

ッ
シ
ン
ジャ
ー
外
交
を
継
承すべ
きこ
と
は
当
然で
あっ
て、
むしろ

反ソ
意識の
露
骨なブ
レ
ジン
ス
キ
l
大
統
領
補
佐
官を
擁し
て、
米

中
提
携は
さ
らに
質
的に
進
展し
よ
う
と
し
てい
る。
去る五
月に
訪

中し
た
プ
レ
ジン
ス
キ
i
補
佐
官が
その
招
宴で
「
米
中
両
国は
今日

の
世
界の
多く
の
地
域で
平
和に
貢
献し、
ま
た
帝国
主
義
者の
目
論

見を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る」
と
述べ、
中
国
側が
同
補
佐
官を
大

い
に
歓
迎
し
た
の
は
当
然の
成り
行
き
で
あっ
た。
今
回の
日
中
交
渉

に
際
し
て、
郵
小
平
副
総
理
が、
「
第一
に
臼
米
関
係の
重
要
性
は
よ

く
認
識
し
てい
る。
ア
メ
リ
カ
が
反
航
機に
賛
成で
あ
る
こ
と
も
承知

し
てい
る」
と
語っ
た
の
は、
まさに’こ
う
した
方
向の
延
長
線
上の

言
葉で
も
あっ
た。

こ
の
よ
うに
見て
きた
と
き、
ア
メ
リ
カ
とは
対ソ・
ポ
ジショ
ン

が
決
定
的に
異なる
ば
か
りか、
中ソ
対
立を
利
用し
操
作し
得
ない

立
場に
あ
る
わ
が
国と
し
て
は、
「
覇
権」
条
項に
か
ん
し、
「
米
中
共

同
戸明に
も
述べ
ら
れ
てい
る
と
こ
ろ
で
あ
り」
ど
こ
ろ
か、
まっ
た
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〈
異
なっ
た
主
体
的
な
選
択
を
すべ
きで
あっ
た
とい
わ
ねば
な
ら
な

い。
つ
ま
り、
七
0
年
代
以
降の
わ
が
国は、
対
中・
対ソ
外
交に
か

ん
す
るか
ぎ
り、
も
は
や
ア
メ
リ
カに
は
追
随し
得
ない
国
際
環
境に

立
ちい
たっ
てい
た
の
で
あ
る。
こ
の
点で、
日
米
安
保
体
制に
は、

中
国が
そ
れ
を
許
容し
た
こ
と
と
は
対
照
的に、
日
米
聞に
深い
矛
盾

と
屯
裂
が
生
じつ
つ
あ
る
の
だ
とい
え
よ
う。
つ
ま
り、
か
りに
わ
が

国が
J朝
権L
条
項を
拒
否し、
主
観
的に
中ソ
等
距
離
を
唱え
た
と

ヨアリシヨン

し
て
も、
日
米
安
保
体
制の
強化
が
必
然
的に
米・
日・
中の
迎
携

を
強
め、
わ
が
国が
好
むと
好ま
ざ
る
とに
か
か
わ
ら
ず「
生ぬ
るい

戦
争」
の一
翼を
担
う
とい
う
国
際
関
係の
新しい
シ
ス
テム
が
次
第

に
定
着
しよ
うと
し
てい
るの
で
あ
る。

だ
が、
幸か
不
幸か、
わ
が
国の
与
党
も
野
党
も
こ
の
点に
か
ん
し

て
は、
い
ま
だ
に
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
で
あ
る。
そ
し
て
過
般の
稲
田
首

相
訪
米
時の
日
米
首
脳
会
談で
は、
ア
メ
リカ
側か
ら
すれ
ば
も
は
や

当
然の
こ
と
で
あ
るに
もか
か
わ
ら
ず、
カ
l
タ
l
大
統
領が寸
砺
権」

条
項入
り
日
中
平
和
友
好
条
約に
賛
成
し
た
と
か、
そ
れ
を
黙
認
し
た

と
か
い
うこ
と
が
取
り
ざた
さ
れる
反
商、
実は、
今日
の
よ
う
な
外

交
上の
岐
路を
ま
え
に
し
て、
日
米
首
脳が
軍
事・
安
全
保
障
上の
戦

略
問
題
をほ
と
ん
ど
話
し
合わ
な
かっ
た
と
こ
ろ
に、
日
米
安
保
体
制

の
屯
裂
が
象
徴
さ
れ
てい
たよ
う
な
気
が
する。
こ
の
こ
と
は、
日
米

聞に
おい
て、
安
全
保
障の
問
題よ
り
も
非政
治
的・
非
軍事
的
な
要

因
（た
と
え
ば
白
米
経
済関
係の
調
整〉
が
よ
り
重
要に
なっ
てい
る

か
ら
で
は
なくし
て、
その
こ
と
に
触れ
る
こ
と
が
や
や
も
す
る
と
日

米
同
盟の
危
機を
露
呈
し
か
ね
ない
か
らで
も
あ
ろ
う。
そ
し
て、
そ

v 
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うし
た
亀
裂
を
な
し
く
ずし
的に
埋
め
る
方
向こ
そ、
米
中双方か
ら

する
わ
が
国の
軍
事
拡
充へ
の
期
待と
米・
日・
中の
軍
事
援機へ
と

わ
が
国を
誘お
う
と
す
る
潜
在
的
な
圧
力
だ
とい
えよ
う。

と
こ
ろ
で
米
中
軍
事
提
携とい
え
ば、「，
新太
平
洋ド
クトリ
ン」
と

時を
同
じ
くし
て、
ア
メ
リ
カの
ラン
ド
研
究
所のマ
イ
ケル・
ピ
ル

スベ
リ
l
氏に
よ
る
「
米
中軍
事
同
盟
は
可
能か
？L
と
題
する
論
文

ハ『フォ
lリン・
ポリシ
ー』一
九七五
年秋号〉が
注目さ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た。
こ
の
論
文が
き
わ
め
て
・両
度の
専
門
技
術
的
な
米
中軍事
提
携

の
可
能
性に
触れ
て
発
表さ
れ
た
当
時、
ア
メ
リ
カ
圏
内で
は
賛否
両

論、
む
し
ろ
対ソ
考
慮か
ら
し
て
も
危
険
な
選
択だ
と
す
る
意見の
方

が
多かっ
た。
私
自
身
も
昨年二
月、
カ
l
タ
l
政
権
下の
中
国政
策

に
か
ん
する
認
識
を
深
め
よ
うと
ワ
シン
トン
を
訪
れ、
国
務
省のハ

リ
l・
セ
イヤ
l
中
国
部
長と
会
見し
た
と
き、
ピ
ル
スベ
リ
！
論
文

に
触れ
て
み
た
と
こ
ろ、
問
中
国
部
長は
肩を
すぽ
め
て
見せ
た
もの

で
あ
る。
だ
が、
こ
の
ピ
ル
スベ
リ
l
論
文を
あ
え
て
掲
載し
た
『フ

ォ
lリ
ン・
ポリ
シ
ー』
の
当
時の
編
集
長こ
そ、
実は
現カ
！タ
l

政
権の
リ
チャ
l
ド・
ホ
ル
プルッ
ク
東ア
ジ
ア・
太
平
洋
担
当
国
務

次
官
補
なの
で
あ
る。
か
く
し
て
こ
の
七
月
初
旬に
は、．
米
航
空
宇
宙

局ハNASA〉
局
長を
含
む
米政
府
科
学
技
術
代
表
団が
訪
中し、
米

中
間の
宇
宙
技
術
協
力
も
進
捗し
よ
う
と
し
は
じ
め
て
お
り、
ま
た
ア

メ
リ
力
が
実
際に
はコ
コ
ム
をほ
ぼ
自
由
裁抵し
得
る
こ
と
も
すで
に

専
門
家の
あい
だ
で
は
知
ら
れてい
る
と
こ
ろ
で
あ
る（以上のような

米中軍事提携論にかんする有援な論稿として、
字佐美滋「米中軍事

提携論の諸問題」、『社会主義諸国とその図際
環境に関する研究』〈東
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京外国語大
学海外事情研究所V
所収、
参照〉。

こ
う
し
た
状
況の
なか
で
の
福田
首相のい
わ
ゆ
る
可
全
方
位
外

交L
と
は、
実
際に
は
矛
盾し
た
表
現で
あっ
て、
米
中ソ
関
係に
限

れ
ば
基
本
的に
は
日
米
安
保
体
制
下
に
中ソ
等
距
雌
外
交
を
志
向
し
よ

う
と
する
もの
で
あ
ろ
う。
だ
が、
日
中
平
和
友
好条
約
締結
下の
今

日、
そのこ
と
自
体
も、
わ
が
国が
無
自
覚に
放
位
し
てい
る
と、
プ
生

ぬ
るい
戦
争」
へ
の
グロ
ーバ
ル
な
戦
略
的
方
向づ
け
を
よ
ぎ
な
く
さ

れ
か
ね
ない
だ
け
に、
わ
が
国に
とっ
て
は、
今日
ほ
ど
外
交
政
策に

知
恵
と
椛
恕
カ
が
必
要
な
時
代は
ない
で
あ
ろ
う。

こ
の
点で
は、
ア
ジ
ア
の
地
域
紛
争へ
の
大
国の
戦
略的
介入
を
抑

止し
得る
方
向
が
わ
が
国と
し
て
は
ま
ず
目指
さ
れ
ね
ば
な
ら
ない
で

あ
ろ
う
が、
その
た
め
に
も、
と
く
に
対
中・
対ソ
外
交に
か
ん
す
る

わ
が
国
自
身の
主
体
的
な
交
渉
能
力
を
高め
ね
ば
な
ら
ない。
そ
の
よ

う
な
交
渉
能
力は、
わ
が
国が
中ソ
双
方の一
方に
傾
斜
も
し
くは
密

着
す
る
こ
と
に
よっ
て
得られ
る
もの
で
は
決
し
て
な
く、
ま
た一
部

の
日
中
提
税
論
者が
主
張
する
よ
うに、「日
本は、
今の
防
衛
費
を二

倍に
し
よ
うが三
倍に
し
よ
うが、
軍
事大
国に
な
る
心
配は
ない」

（法眼
音作・中
机富雄・柴田穂寸日
中忠和条約締結の新局面」
〈『正

論』
一
九七七年十一
月等における
法眼氏の
発言）
といっ
た
き
わ
め

て
危
険
な
方
向
を、
反
「
朝
権」
迎
合形
成の
た
め
に
も
わ
が
国の
自

衛
力
を
強
化
すべ
き
だ
とい
う
今日
の
中
国の
主
張に
誘わ
れ
て
求め

る
こ
と
で
は
決し
て
ない
の
で
あっ
て、
い
さ
さ
か
迂
回
的で
あっ
て

も、
わ
が
国が
外
交上の
座
標
軸
を
さ
らに
多
元
化
し、
外
交
的
安
全

保
障の
密
度を一
歩一
歩
高め
て
ゆ
くこ
とに
よっ
て
こ
そ
求め
ら
れ

るべ
きで
あ
る。

こ
の
点で
た
と
え
ば、
わ
が
国と
オ
ース
トラ
リ
ア
やニュ
ージ
ー

ラ
ン
ド
と
の
関
係の
強
化は、
資
源
問
題
や
漁
業・
食
組問
題で
の
相

互
補
完
性ば
か
りか、
日
本
外
交の
チャ
ネル
が
多
元
化
さ
れ、
対

中・
対ソ
外
交の
交
沙
能
力が
長
期
的に
補強さ
れ
る
とい
う
点で
も

重
要
な
課
題の一
つ
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
当届の
日
本
外
交が
政
治・

経
演の
伝
統
的
領
域に
加
え
て
文
化
や
学
術
交統
の
領
域に
さ
らに
大

き
な
比
重
を
与え
るべ
き
こ
とにつ
い
て
はい
う
まで
も
ない。
な
ぜ

な
ら、
今日
の
よ
う
な
厳しい
国
際
情
勢の
なか
で
異
文
化
問の
交
流

に
資す
る
こ
と、
その
こ
と
が
外
交
的
安全
保
障の
密
度を
向め
る
こ

と
に
も
な
る
か
らで
あ
る。

ハ

な

か

じ

ま
・

み

ね

お
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天
皇
制

、岨mph向日￥F、ι淵
下山三郎著

ず
創刊4jtF2
2n

A
5
判
上
刷出
函
入
／
三
七
八
瓦
ニ
ニ
O
O
向

日
本
近
代
社
会
の
骨
格
は、
府
議
河
川附
に
つ
づ
〈
池
組
改
正
そ

の
他
の一
巡
の
社
会
的
改
革
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
が‘
こ
札

ら
の
初
改
革
の
必
然
性
を
埋
解
す
る
に
は．
幕
末
お
よ
び
明
治
・

維
新
直
後
の
続
条
件
の
分
析
を
必
要
と
す
る。

本舎
は．
王
政

復
古
か
ら
山崎
旭市
波
川町
に
至
る
新
政
府
の
政
策
治
叫仰
の
検
討
を一池

じ
て、
政
府
が
こ
の
時
期
に
真
に
守
ろ
う
と
し
た
社
会
的
利
3

を
具
体
的
に
追
究
し、
近
代
天
hmA
制
の
複
雑
さ
を
解
明
す
る
手

が
か
り
を
得
ょ
う
と
な
図
し
た
尖
径
約
研
究
の
成
来
で
あ
る・



特集地方の時代
特集アジアの新構図と中国

第395号

1 9 7 8年10月

政治的発展の中の地域 篠原－
r地方の時代」を求めて 長洲一二
地方の時代への提言

西尾勝 北野弘久 松下圭｝他

葦の髄から中国のぞく 藤村信
日中条約後の世界と日本 川回侃
日中条約の国際環境 中嶋嶺雄
〔座談会〕アジアの現状をどうとうえるか

太田勝洪 木村哲三郎
西川潤 林理介 平井友義

様々なヱートビアと競争して G.グース
反戦の縁の星・長谷川テル 利根元一
｜カータ一、アフリカ、SALT I.F.ストウ｜

岩 波 書 店

世

界

昭
和
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日
運
給
省
特
別
級
承
認
維
持叫
第
三
八
九
号

昭

和

二

十
一

年

八

月

二

十

六

日

第

三

極

郵

便

物

認

可

昭

和

五

十
三

年

十

H
－

日

早先

行
（
h

H
一

回
｝

日

発

行
U

九七八
年

十月号


