
普
通
の
国

論
再
考

│
│
冷
戦
後
日
本
の
外
交
と
政
治
│
│

添

谷

芳

秀

は
じ
め
に

国
際
平
和
協
力
へ
の
参
画

日
米
同
盟
の

再
確
認

人
間
の
安
全
保
障

冷
戦
後
日
本
外
交
を
め
ぐ
る
政
治

お
わ
り
に

は
じ
め
に

冷
戦
後
の
日
本
外
交
論
は
、
そ
の
変
化
の
過
大
評
価
と
過
小
評
価
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い
る
。
そ
の
混
乱
ぶ
り
は
、

普
通
の
国

論
に
関
す
る
解
釈
に
最
も
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
日
本
で

普
通
の
国

論
を
積
極
的
に
唱
え
る
論
者
の
多
く
は
、

主
に
憲
法
第
九
条
に
由
来
す
る
様
々
な
制
約
を
問
題
に
し
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
る
日
本
外
交
は

普
通
の
国

の
役
割
を
全
く
果
た
し
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得
て
い
な
い
と
い
う
現
状
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
般
的
に
諸
外
国
に
お
い
て
は
、

普
通
の
国

化
と
は
、
日

本
が
軍
事
力
の
拡
大
も
含
め
て
、
伝
統
的
な
安
全
保
障
の
領
域
に
お
け
る
役
割
の
拡
大
を
求
め
る
政
治
的
変
化
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
隣
国
の
韓
国
や
中
国
に
お
け
る
日
本
外
交
論
で
は
圧
倒
的
に
主
流
の
見
方
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸

国
や
欧
米
諸
国
に
お
け
る
多
く
の
考
察
も
、
必
ず
し
も
例
外
で
は
な
い
。

本
稿
は
、

普
通
の
国

を
め
ぐ
る
日
本
で
の
論
争
や
諸
外
国
の
研
究
動
向
自
体
を
分
析
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
中
国
や
韓
国
で
優
勢
な
日
本
外
交
論
を
分
析
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
日
本
外
交
自
体
の
理
解
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
両
国
の
対

日
外
交
の
背
景
分
析
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
以
下
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
は
、
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
の
内
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
日
本
外
交
の
変
化
の
原
点
は
、
一
九
九
一
年
の

湾
岸
戦
争
へ
の
不
適
合
に
対
す
る
ト
ラ
ウ
マ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
は
、
自
衛
隊
の
国
連
平
和
維
持
活
動
（

P
K
O）
へ

の
参
加
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
国
際
主
義
的
傾
向
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
諸
外
国
の

普
通
の
国

論
が
一

般
的
に
示
唆
す
る
国
家
主
義
的
衝
動
に
基
づ
く
変
化
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
同
様
の
こ
と
は
、
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年

代
半
ば
に
進
行
し
た
日
米
同
盟
の

再
確
認

に
関
し
て
も
指
摘
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
を
め
ぐ
る
国
内
政
治
状
況
は
混
乱
し
て
い
た
。
そ
れ
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
、
本

稿
の
第
二
の
目
的
で
あ
る
。

普
通
の
国

論
を
唱
え
る
多
く
の
政
治
ア
ク
タ
ー
は
、
冷
戦
後
の
国
際
政
治
情
勢
の
変
化
に
対
応
す

る
た
め
に
、
憲
法
に
由
来
す
る
従
来
の
制
約
を
乗
り
越
え
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
れ

が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
題
設
定
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
相
容
れ
な
い
ふ
た
つ
の
立
場
や
動
機
が
存
在
し
て
い
た
。
第
一
は
、
上

述
し
た
国
際
主
義
的
な
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
湾
岸
戦
争
以
来
一
九
九
〇
年
代
の
変
化
を
主
導
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
基
本
的
に

内
向
き
の
問
題
設
定
か
ら
出
発
す
る
保
守
的
衝
動
で
あ
っ
た
。
日
本
の
保
守
派
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
対
中
感
情
の
急
速

な
悪
化
と
北
朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
る
強
硬
な
世
論
に
乗
ず
る
形
で
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
、
日
本
外
交
に

主
体
性

を
取
り
戻
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す
こ
と
自
体
が
自
己
目
的
化
し
た
か
の
よ
う
な
外
交
論
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
。

上
述
し
た
諸
外
国
に
優
勢
な

普
通
の
国

論
は
、
こ
の
後
者
の
傾
向
が
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
の
主
流
を
形
成
す
る
と
い
う

理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
二
つ
の
意
味
で
重
大
な
欠
陥
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、

普
通
の
国

化
と
し
て
議
論
さ
れ
る
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
は
、
国
際
主
義
的
動
機
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
起
き

得
た
の
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
一
九
九
〇
年
代
当
初
の
日
本
外
交
か
ら
国
家
主
義
的
衝
動
を
読
み
取
る
こ
と

は
、
実
証
的
に
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
が
第
一
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
の

内
実
に
関
連
す
る
。

第
二
に
、

普
通
の
国

化
を
国
家
主
義
と
同
一
視
す
る
見
方
は
、
冷
戦
後
日
本
外
交
を
め
ぐ
る
国
内
政
治
理
解
に
お
い
て
誤
り

を
犯
し
て
い
る
。
保
守
的
衝
動
は
、
そ
れ
が
変
化
の
主
流
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
国
際
主
義
的
動
機
に
基
づ
く
変
化
の

な
か
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
第
二
の
目
的
と
な

る
。以

下
、
ま
ず
、
一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
に
実
現
し
た
自
衛
隊
に
よ
る
国
際
平
和
協
力
へ
の
参
画
、
九
〇
年
代
半
ば
の
日
米
同
盟
の

再
確
認

、
そ
し
て
九
〇
年
代
後
半
に
日
本
外
交
の
中
心
的
課
題
と
し
て
浮
上
し
た
人
間
の
安
全
保
障
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
第
一

の
課
題
で
あ
る
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

国
際
平
和
協
力
へ
の
参
画

冷
戦
後
の
日
本
外
交
に
起
き
た
最
初
の
重
要
な
変
化
は
、
国
連
平
和
維
持
活
動
へ
の
自
衛
隊
派
遣
で
あ
っ
た
。
周
知
の
と
お
り
、

そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
で
あ
っ
た
。
九
〇
年
八
月
に
イ
ラ
ク
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
軍
事
侵
攻
す
る
と
、
当
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時
の
海
部
俊
樹
内
閣
は
、
多
国
籍
軍
に
よ
り
軍
事
行
動
が
と
ら
れ
た
場
合
に
備
え
て
自
衛
隊
の
後
方
支
援
参
加
を
可
能
に
す
べ
く
、

法
案
の
検
討
を
始
め
た
。
し
か
し
、
社
会
的
、
政
治
的
に
ま
だ
自
衛
隊
の
海
外
派
遣
へ
の
ア
レ
ル
ギ
ー
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
な
か

で
、
日
本
政
府
の
試
み
は
挫
折
し
た
。
九
一
年
一
月
に
国
連
の
お
墨
付
き
を
得
た
米
国
主
導
の
多
国
籍
軍
が
イ
ラ
ク
攻
撃
に
踏
み
切

る
と
、
日
本
政
府
は
最
終
的
に
総
額
一
三
〇
億
ド
ル
に
上
る
資
金
援
助
で
急
場
を
し
の
ご
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は

小
切
手
外
交

と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

湾
岸
戦
争
が
二
カ
月
も
か
か
ら
ず
終
息
す
る
こ
ろ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
紛
争
が
終
息
に
向
か
っ
て
い
た
。
国
連
安
全
保
障
理
事
会
常
任

理
事
国
（

P5
）
に
よ
る
努
力
は
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
和
平
に
関
す
る
パ
リ
合
意
に
結
実
し
た
。
そ
の
合
意
に
基

づ
き
カ
ン
ボ
ジ
ア
暫
定
統
治
機
構
（

U
N
T
A
C）
が
設
立
さ
れ
、
九
二
年
三
月
に
国
連
事
務
次
長
の
明
石
康
が

U
N
T
A
C

の
国

連
事
務
総
長
特
別
代
表
と
し
て
赴
任
し
た
。
日
本
政
府
は
、

U
N
T
A
C

に
自
衛
隊
を
参
加
さ
せ
る
べ
く
、
九
二
年
六
月
に

国
際

連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律

（
国
際
平
和
協
力
法
）
を
成
立
さ
せ
、
九
月
に
戦
後
初
の
自
衛
隊
に
よ
る
国

連
平
和
維
持
活
動
へ
の
参
加
が
実
現
し
た
。

当
時
日
本
の
政
治
や
社
会
は
、
こ
の
種
の
国
際
安
全
保
障
へ
の
参
画
を

国
際
貢
献

と
呼
ん
だ
。

普
通
の
国

論
と
の
関
連

で
い
え
ば
、
通
常
の
主
権
国
家
で
あ
れ
ば
当
然
に
果
た
す
べ
き
国
際
的
義
務
を
、
戦
後
日
本
が
よ
う
や
く
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
意
味
で

普
通
の
国

に
近
づ
い
た
、
と
い
う
の
が
当
局
者
の
大
方
の
感
覚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
日
本
外
交
が
力
を

入
れ
る
こ
と
に
な
る
、
国
連
安
保
理
の
常
任
理
事
国
入
り
を
目
指
す
外
交
と
共
鳴
す
る
感
覚
で
も
あ
っ
た
。

自
衛
隊
に
よ
る

U
N
T
A
C

で
の
活
動
が
無
事
終
了
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
典
型
的
な
警
戒
論
は
日
本
内
外
に
お
い
て
急
速
に
影

を
潜
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
日
本
の
自
衛
隊
に
よ
る
国
連
平
和
維
持
活
動
へ
の
参
加
は
、
ザ
イ
ー
ル
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ゴ
ラ
ン

高
原
、
東
チ
モ
ー
ル
へ
と
、
着
実
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
国
際
平
和
協
力
法
は
以
下
の
い
わ
ゆ
る

P
K
O

参
加
五
原

則

を
定
め
て
お
り
、
自
衛
隊
の
活
動
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
憲
法
九
条
が
規
定
す
る
制
約
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
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一
、
紛
争
当
事
者
の
間
で
停
戦
の
合
意
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
。

二
、
当
該
平
和
維
持
隊
が
活
動
す
る
地
域
に
属
す
る
国
を
含
む
紛
争
当
事
者
が
当
該
平
和
維
持
隊
の
活
動
及
び
当
該
平
和
維
持

隊
へ
の
我
が
国
の
参
加
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
。

三
、
当
該
平
和
維
持
隊
が
特
定
の
紛
争
当
事
者
に
偏
る
こ
と
な
く
、
中
立
的
な
立
場
を
厳
守
す
る
こ
と
。

四
、
上
記
の
原
則
の
い
ず
れ
か
が
満
た
さ
れ
な
い
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
我
が
国
か
ら
参
加
し
た
部
隊
は
撤
収
す
る
こ
と

が
出
来
る
こ
と
。

五
、
武
器
の
使
用
は
、
要
員
の
生
命
等
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
。

こ
う
し
た
制
約
の
下
で
は
あ
っ
て
も
、
日
本
の
自
衛
隊
に
よ
る
国
連
平
和
維
持
活
動
へ
の
参
加
実
績
が
積
み
重
な
る
に
つ
れ
て
、

憲
法
改
正
を
め
ぐ
る
日
本
の
世
論
状
況
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
読
売
新
聞
に
よ
る
世
論
調
査
は
、
憲

法
九
条
の
改
正
に
賛
成
す
る
世
論
が
一
九
八
六
年
の
二
二
・
六
％
か
ら
九
五
年
に
は
五
〇
・
四
％
へ
と
倍
増
し
た
こ
と
を
示
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
憲
法
九
条
の
改
正
に
賛
成
す
る
世
論
の
う
ち
約
六
割
が
、
憲
法
が
日
本
の

国
際
貢
献

へ
の
参
画
を
妨
げ
て
い
る

こ
と
を
そ
の
第
一
の
理
由
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
を
契
機
と
し
て
浮
上
し
た

普
通
の
国

論

は
、
国
際
安
全
保
障
問
題
に

貢
献

で
き
な
い
日
本
外
交
を
根
本
的
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
感
覚
は
、

九
〇
年
代
の
経
験
を
と
お
し
て
、
憲
法
改
正
を
求
め
る
世
論
に
も
お
お
む
ね
根
づ
い
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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日
米
同
盟
の

再
確
認

こ
う
し
て
冷
戦
後
の
日
本
外
交
は
、
国
連
平
和
維
持
活
動
へ
の
自
衛
隊
の
参
加
実
績
を
積
む
形
で

普
通
の
国

へ
の
歩
み
を
始

め
た
。
続
い
て
日
本
政
府
が
取
り
組
ん
だ
の
が
、
日
米
同
盟
の

再
確
認

で
あ
っ
た
。
日
本
の
外
交
当
局
は
、
こ
の
時
の
日
米
同

盟
の
変
化
を

再
定
義

と
呼
ぶ
こ
と
を
き
ら
い
、

再
確
認

と
い
う
表
現
に
こ
だ
わ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
日
米
同
盟
を
活
性
化

す
る
過
程
と
そ
の
内
実
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
国
際
環
境
の
変
化
と
は
無
関
係
に
、
ず
っ
と
以
前
に
実
現
し
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
と

い
う
外
交
当
局
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
日
米
同
盟
が
や
っ
と

普
通

の
同
盟
関
係
に
向
か
っ
て
動
き
は
じ
め

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
本
来
の
日
米
同
盟
の

再
確
認

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
同
時
に
、
日
本
の
外
交
当
局
の

再
確
認

と
い
う
表
現
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
当
時
よ
り
一
般
的
で
あ
っ
た

再
定
義

と

い
う
意
義
づ
け
に
対
す
る
違
和
感
を
も
反
映
し
て
い
た
。
日
米
同
盟
の

再
確
認

が
進
行
す
る
一
九
九
〇
年
代
半
ば
、
台
湾
の
民

主
化
を
め
ぐ
っ
て
中
台
関
係
が
緊
迫
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
九
六
年
三
月
に
実
施
さ
れ
た
台
湾
初
の
総
統
直
接
選
挙
に
向
け
て
、

中
国
の
人
民
解
放
軍
が
大
規
模
な
軍
事
演
習
を
実
施
し
た
こ
と
は
、
世
界
的
に
中
国
脅
威
論
を
高
め
る
契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

日
米
同
盟
の
変
化
は
中
国
を
標
的
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
日
米
同
盟
は

再
定
義

さ
れ
た
と
い
う
見
方
が
優
勢
に
な

る
。
そ
の
解
釈
は
、
中
国
で
は
む
し
ろ

常
識
的

理
解
と
な
り
、
こ
こ
に
、
日
本
の

普
通
の
国

化
と
は
、
国
際
舞
台
で
の
軍

事
的
役
割
の
拡
大
を
求
め
る
路
線
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
国
と
対
抗
す
る
た
め
の
軍
事
化
路
線
へ
の
傾
斜
で
あ
る
と
い
う
意
義
づ
け

が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
米
同
盟
の

再
確
認

を
促
し
た
主
要
な
要
因
は
、
冷
戦
が
終
焉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
米
同
盟
が
漂
流
す
る
こ
と

へ
の
危
機
意
識
と
、
一
九
九
四
年
の
朝
鮮
半
島
危
機
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
冷
戦
後
の
新
た
な
脅
威
に
対
抗
す
る
た
め
の
同
盟
の

強
化
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
日
米
同
盟
が
冷
戦
後
の
国
際
環
境
の
変
化
や
新
た
な
問
題
に
的
確
に
対
応
で
き
な
い
の
で
は
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な
い
か
と
い
う
、
日
米
同
盟
の
脆
弱
性
に
対
す
る
危
機
意
識
こ
そ
が
そ
の

再
確
認

を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

冷
戦
終
焉
後
に
多
極
化
を
志
向
す
る
発
想
が
各
国
に
生
ま
れ
た
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
九
四
年
八
月
に
提
出
さ
れ
た
防
衛
問
題
懇
談
会
に
よ
る

日
本
の
安
全
保
障
と
防
衛
力
の
あ
り
方

）

は
、
日
米
同
盟
の
重
要
性

に
対
す
る
見
方
を
変
え
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
日
本
の
多
国
間
安
全
保
障
へ
の
対
応
を
強
調
す
る
視
点
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ

に
対
し
て
当
時
の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
日
米
同
盟
が
弱
体
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
意
識
を
抱
い
た
。
そ
こ
で
米
国
は
、

九
五
年
二
月
に
発
表
し
た

第
三
次
東
ア
ジ
ア
戦
略
報
告
（
通
称

ナ
イ
・
レ
ポ
ー
ト

）

）

で
、
多
角
的
安
全
保
障
は
あ
く
ま
で
二

国
間
同
盟
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
論
点
を
明
示
的
に
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
政
府
は
、
同
年
一
一
月
に
成
立

し
た

平
成
八
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
に
つ
い
て

（
い
わ
ゆ
る

新
防
衛
計
画
の
大
綱

）
で
日
米
同
盟
の
中
核
的
重
要

性
を

再
確
認

し
、
米
国
と
歩
調
を
合
わ
せ
た

）
。

以
上
の
流
れ
を
決
定
的
に
し
た
の
が
、
一
九
九
四
年
に
ピ
ー
ク
に
達
し
た
朝
鮮
半
島
危
機
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、

一
九
七
八
年
に
策
定
さ
れ
た

日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針

（
通
称

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

）
の
改
定
と
い
う
動
き
を
生
ん
だ
。
七

八
年
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

侵
略
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
態
勢

、

日
本
に
対
す
る
武
力
行
使
に
対
し
て
の
対
処
行
動
等

、

お
よ
び

日
本
以
外
の
極
東
に
お
け
る
事
態
で
日
本
の
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合
の
日
米
間
の
協
力

と
い
う
三
つ
の
領

域
で
の
日
米
協
力
の
あ
り
方
を
定
め
た
が
、
第
三
の
い
わ
ゆ
る

極
東
有
事

の
際
の
協
力
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
抱
え
る
諸
々
の

制
約
ゆ
え
に
、
中
身
に
関
す
る
実
質
的
な
協
議
は
停
止
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
九
四
年
に
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
北
朝
鮮
の
核
施

設
に
対
す
る
空
爆
を
真
剣
に
考
慮
す
る
と

）
、
日
米
間
で

極
東
有
事

の
際
の
軍
事
協
力
に
関
す
る
協
議
が
全
く
進
ん
で
い
な
か
っ

た
こ
と
が
、
危
機
意
識
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

筆
者
個
人
の
経
験
と
し
て
も
、
当
時
米
国
側
と
安
全
保
障
問
題
の
議
論
を
交
わ
す
際
に
、

朝
鮮
半
島
で
米
国
の
兵
隊
が
血
を
流

し
て
い
る
と
き
に
、
日
本
が
何
も
し
な
け
れ
ば
日
米
同
盟
は
終
わ
り
だ

と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
向
け
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
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そ
し
て
そ
れ
は
、
日
米
当
局
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
会
話
で
も
あ
っ
た

）
。
す
な
わ
ち
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
改
定
に
象
徴
さ

れ
る
日
米
同
盟
の

再
確
認

と
は
、
中
国
を
意
識
し
て
日
本
の
軍
事
的
役
割
の
拡
大
を
求
め
た
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
日
本
が
何

も
し
な
い
こ
と
に
よ
る
日
米
同
盟
の
崩
壊
を
防
ご
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

）
。

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
策
定
、
公
表
さ
れ
た
の
が
、
一
九
九
六
年
四
月
に
橋
本
龍
太
郎
首
相
と
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
に
よ

り
署
名
さ
れ
た

日
米
安
全
保
障
共
同
宣
言

で
あ
る
。
共
同
宣
言
は
、
日
米
安
保
関
係
が

二
一
世
紀
に
向
け
て
ア
ジ
ア
太
平
洋

地
域
に
お
い
て
安
定
的
で
繁
栄
し
た
情
勢
を
維
持
す
る
た
め
の
基
礎
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
再
確
認

し
、
以
下
の
五
つ
の
分
野
で

協
力
を
進
め
る
こ
と
を
謳
っ
た

）
。

⒜
防
衛
政
策
並
び
に
日
本
に
お
け
る
米
軍
の
兵
力
構
成
を
含
む
軍
事
態
勢
。

⒝
一
九
七
八
年
の

日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針

の
見
直
し
。
日
本
周
辺
地
域
に
お
い
て
発
生
し
う
る
事
態
で
日
本
の
平

和
と
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合
に
お
け
る
日
米
間
の
協
力
に
関
す
る
研
究
、
日
米
間
の
政
策
調
整
。

⒞

日
本
国
と
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定

（
一
九
九
六
年
四
月
一
五
日
署
名
）
を
歓
迎
。

⒟
技
術
と
装
備
の
分
野
に
お
け
る
相
互
交
流
。

⒠
大
量
破
壊
兵
器
及
び
そ
の
運
搬
手
段
の
拡
散
防
止
。
弾
道
ミ
サ
イ
ル
防
衛
に
関
す
る
研
究
。

以
上
の
五
つ
の
領
域
の
う
ち
で
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
周
辺
事
態
へ
の
対
応
に
備
え
た

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
見
直
し
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、
一
九
七
八
年
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

で
は
具
体
的
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

極
東
有
事

を

日
本
周
辺
地

域
に
お
け
る
事
態
で
日
本
の
平
和
と
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合
（
周
辺
事
態
）

と
し
て
規
定
し
、
周
辺
事
態
へ
の
対
応
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を
以
下
の
と
お
り
具
体
的
に
取
り
決
め
た
こ
と
は
、
冷
戦
後
の
新
し
い
展
開
で
あ
っ
た

）
。

⑴
日
米
両
国
政
府
が
各
々
主
体
的
に
行
う
活
動
に
お
け
る
協
力

救
援
活
動
及
び
避
難
民
へ
の
対
応
の
た
め
の
措
置

捜
索
・
救
難

非
戦
闘
員
を
退
避
さ
せ
る
た
め
の
活
動

国
際
の
平
和
と
安
定
の
維
持
を
目
的
と
す
る
経
済
制
裁
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
活
動

⑵
米
軍
の
活
動
に
対
す
る
日
本
の
支
援

施
設
の
使
用

後
方
地
域
支
援

⑶
運
用
面
に
お
け
る
日
米
協
力

し
か
し
、
こ
こ
で
定
め
ら
れ
た
日
本
の
新
た
な
活
動
が
、
依
然
と
し
て
憲
法
九
条
に
由
来
す
る
様
々
な
制
約
を
課
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
周
辺
事
態
が

日
本
の
平
和
と
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合

と
規
定
さ
れ
た
の

は
、
専
守
防
衛
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
米
軍
の
後
方
支
援
に
お
い
て
、
戦
闘
地
域
で
の
活
動
と
米
軍
と
一
体
化
す
る
行
動
が

禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
九
七
八
年
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

で
は
手
つ
か
ず
で
あ
っ
た
周
辺
事
態
へ
の

対
応
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
い
う
新
し
さ
を
有
す
る
新

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
実
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
制
定
当

初
に
整
え
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
が
、
憲
法
の
制
約
を
抱
え
た
ま
ま
よ
う
や
く
実
現
し
た
と
い
う
意
味
で
、
基
本
的
に

再
確
認

の

域
を
出
な
い
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
米
同
盟

再
確
認

後
で
は
あ
っ
て
も
、
憲
法
を
基
盤
と
す
る
戦
後
日
本
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の
安
全
保
障
政
策
の
本
質
は
依
然
と
し
て
不
変
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
日
本
の

普
通
の
国

化
に
は
ま
だ
多
く
の
制
約
が
残
っ
て
い

る
こ
と
の
方
が
実
態
と
し
て
は
重
要
で
あ
っ
た
。

人
間
の
安
全
保
障

国
際
平
和
協
力
へ
の
自
衛
隊
参
加
、
お
よ
び
日
米
同
盟
の

再
確
認

を
以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
日
本
外
交
の

普
通
の

国

化
と
は
、
安
全
保
障
政
策
の
最
低
限
の
基
盤
を
整
備
す
る
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
を
意
義
づ
け
る
こ
と
は
、
実
態
の
半
分
も
説
明
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

普
通
の
国

化
は
、
本
来
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
外
交
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
前
提
に
過
ぎ
な
い
と
も

い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
示
唆
的
な
の
が
、

普
通
の
国

化
が
進
行
す
る
と
と
も
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
登
場
し
た
、

人
間
の
安
全
保
障
で
あ
る
。

日
本
外
交
の
中
心
的
課
題
と
し
て
人
間
の
安
全
保
障
が
提
起
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
基
本
的
動
機
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
の

は
、
冷
戦
後
の
国
際
社
会
に
お
い
て
日
本
の
強
み
を
活
か
し
た
役
割
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
発
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
前
面
に
登
場

し
た
の
は
、
小
渕
恵
三
内
閣
の
時
で
あ
っ
た
が
、
小
渕
の
側
近
と
し
て
人
間
の
安
全
保
障
の
推
進
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
武
見

敬
三
元
参
議
院
議
員
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る

）
。

戦
後
日
本
の
平
和
主
義
は
、
近
隣
諸
国
へ
の
軍
事
的
侵
略
へ
の
深
い
反
省
に
立
っ
て
、
軍
事
的
役
割
を
完
全
に
否
定
す
る
一
国
平
和
主
義

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
冷
戦
が
終
焉
す
る
と
、
一
国
平
和
主
義
は
、
新
た
な
現
実
を
前
に
し
て
妥
当
性
を
喪
失
し
た
。
…
…

今
日
本
に
必
要
な
の
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
責
任
あ
る
一
員
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
高
め
る
た
め
の
、
新
た
な
未
来
志
向
の
平
和
主

義
の
構
築
で
あ
る
。
人
間
中
心
の
二
一
世
紀
に
お
い
て
、
一
国
平
和
主
義
は
、
個
人
の
価
値
を
重
視
し
た
平
和
外
交
へ
と
脱
皮
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
国
際
社
会
の
最
前
線
で
日
本
国
民
が
求
め
る
べ
き
役
割
で
あ
り
、
そ
の
柱
が
人
間
の
安
全
保
障
な
の
で
あ
る
。

日
本
外
交
が
人
間
の
安
全
保
障
を
積
極
的
に
唱
え
る
よ
う
に
な
る
契
機
は
、
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
に
端
を
発
す
る
一

連
の
経
済
危
機
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
武
見
は
、
外
務
政
務
次
官
と
し
て
小
渕
恵
三
外
務
大
臣
を
支
え
る
立
場
に
あ
っ
た
。
小
渕
は
、

九
八
年
五
月
四
日
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る

二
一
世
紀
へ
の
展
望
│
日
本
と
東
ア
ジ
ア

と
題
す
る
政
策
演
説
で
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
、
外
務
大
臣
と
し
て
は
じ
め
て
人
間
の
安
全
保
障
を
唱
え
た

）
。

経
済
危
機
に
お
い
て
、
最
も
し
わ
寄
せ
を
受
け
や
す
い
の
が
、
貧
困
層
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
女
性
・
子
供
等
の
社
会
的
弱
者
で
す
。
健

康
や
雇
用
と
い
っ
た
問
題
は
、

人
間
の
安
全

（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
）
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
従
来
よ
り
我
が
国
は
こ
の

よ
う
な
社
会
開
発
分
野
へ
の
取
り
組
み
に
対
し
て
政
府
開
発
援
助
（

O
D
A）
に
よ
り
積
極
的
に
支
援
を
行
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
今
後
こ

の
分
野
の
協
力
を
一
層
拡
充
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

小
渕
が
日
本
外
交
の
中
心
的
課
題
と
し
て
人
間
の
安
全
保
障
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
長
年
ア
ジ
ア
お
よ
び
世
界
の
市
民
社
会

の
間
で
知
的
交
流
を
活
発
に
推
進
し
て
き
た
日
本
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
理
事
長
の
山
本
正
が
果
た
し
た
役
割
も
大
き
か
っ
た
。
一
九

九
八
年
一
二
月
、
首
相
と
な
っ
た
小
渕
は
、
日
本
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
が
主
催
す
る

ア
ジ
ア
の
明
日
を
創
る
知
的
対
話

で
基
調

演
説
を
行
い
、
日
本
外
交
の
柱
と
し
て
の
人
間
の
安
全
保
障
の
考
え
方
を
詳
細
に
説
明
し
た

）
。
さ
ら
に
そ
の
二
週
間
後
、
ハ
ノ
イ
で

開
催
さ
れ
た

A
S
E
A
N

＋
3
首
脳
会
合
に
出
席
し
た
小
渕
は
、
国
連
に

人
間
の
安
全
保
障
基
金

を
設
立
す
る
構
想
を
発
表
し

た
。
そ
し
て
、
翌
九
九
年
三
月
に
、
小
渕
の
提
案
通
り
、
国
連
に

人
間
の
安
全
保
障
基
金

が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
五
月
に
小
渕
が
死
去
し
森
喜
朗
が
後
継
と
な
る
と
、
人
間
の
安
全
保
障
は
、
森
内
閣
に
も
継
承
さ
れ
た
。
二
〇
〇
〇

年
九
月
に
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
に
出
席
し
た
森
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た

）
。

我
が
国
は
、
人
間
の
安
全
保
障
を
外
交
の
柱
に
据
え
、
二
一
世
紀
を
人
間
中
心
の
世
紀
と
す
る
た
め
に
全
力
を
挙
げ
て
い
く
考
え
で
す
。

こ
の
よ
う
な
人
間
中
心
の
取
組
を
推
進
し
て
い
く
上
で
、
国
連
は
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
果
た
す
こ
と

普通の国 論再考

31



が
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
我
が
国
は
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
昨
年
三
月
、
国
連
に
設
置
さ
れ
た

人
間
の
安
全
保
障
基
金

に
対
し
て
、

こ
れ
ま
で
九
〇
億
円
以
上
の
拠
出
を
行
い
ま
し
た
。
近
い
将
来
、
こ
の
基
金
に
更
に
一
〇
〇
億
円
程
度
を
目
指
し
て
拠
出
し
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

そ
の
時
期
日
本
政
府
は
、
国
連
の
場
に
お
け
る
人
間
の
安
全
保
障
の
推
進
を
、
国
連
安
保
理
の
常
任
理
事
国
入
り
を
目
指
す
日

本
外
交
の
柱
と
し
て
も
意
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
諸
外
国
の
多
く
の
論
者
は
、
常
任
理
事
国
入
り
が

本
音

で
、
人
間
の
安
全

保
障
は

建
前

で
あ
る
と
の
認
識
を
持
つ
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
政
府
の
常
任
理
事
国
入
り
の
願
望
が
自
己
目
的
化
し

た

本
音

で
あ
る
と
と
ら
え
る
感
覚
は
、

普
通
の
国

化
を
軍
事
的
役
割
も
含
め
て
一
種
の
大
国
化
路
線
を
目
指
す
も
の
と
み

な
す
感
覚
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
上
述
し
た
国
際
平
和
協
力
も
、
日
米
同
盟
の

再
確
認

も
、
そ
し
て
人
間
の
安
全
保
障

（
の
推
進
に
よ
る
国
連
外
交
）
も
、
す
べ
て
冷
戦
後
日
本
の

普
通
の
国

化
と
い
う
趨
勢
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
向
け
て
日
本
の
安
保
理
常
任
理
事
国
入
り
を
目
指
す
外
交
が
活
発
化
し
た
際
に
、
中
国
や

韓
国
に
よ
る
反
対
が
明
示
的
に
表
出
し
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
日
本
の

普
通
の
国

化
に
対
す
る
根
強
い
認
識
が
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

繰
り
返
し
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
が
示
し
た
よ
う
に
、
日
本
の

普
通
の
国

化
の
実
態
は
、
何
か
大
き
な
外
交
路
線
の
転
換

を
目
指
す
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
冷
戦
後
の
現
実
に
直
面
し
て
最
低
限
の
役
割
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意

味
で
、
一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
の
際
に
実
質
的
に
何
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
ト
ラ
ウ
マ
と
す
る
変
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
変
化
を
促
し
た
基
本
的
な
動
機
は
、
む
し
ろ
国
際
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

人
間
の
安
全
保
障
を
推
進
す
る
日
本
外
交
の
動
機
が
リ
ベ
ラ
ル
な
国
際
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
改
め
て

強
調
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
様
々
な
制
約
を
抱
え
る
な
か
で
日
本
の
強
み
を
能
動
的
に
発
揮
し
よ
う
と
す
る
発
想
に

支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
人
間
の
安
全
保
障
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
日
本
外
交
の
重
要
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
国
際
平
和
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協
力
や
日
米
同
盟
の

再
確
認

が
、

普
通
の
国

で
あ
れ
ば
と
う
の
昔
に
行
っ
て
い
る
べ
き
こ
と
を
よ
う
や
く
実
現
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
人
間
の
安
全
保
障
は
、

普
通
の
国

と
し
て
の
外
交
に
い
わ
ば
底
を
張
っ
た
日
本
が
、
さ
ら
に
能
動
的
な

外
交
を
求
め
た
と
い
う
関
係
性
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

冷
戦
後
日
本
外
交
を
め
ぐ
る
政
治

さ
て
、
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
体
系
的
理
解
が
、
日
本
の
政
治
や
社
会
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
な
っ
て

い
た
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
国
連
平
和
維
持
活
動
へ
の
自
衛
隊
の
参
加
や
、
日
米
同
盟
の

再
確
認

を
、
日
本
の

主
体
性

確
保
を
自
己
目
的
化
す
る
か
の
よ
う
な
保
守
的
な
衝
動
か
ら
理
解
し
、
利
用
し
よ
う
と
す
る

日
本
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
は
、
必
ず
し
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
究
極
的
に
は
憲
法
改
正
に
つ
な
が

る
変
化
こ
そ
が

普
通
の
国

化
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、
人
間
の
安
全
保
障
は
、
そ
う
し
た
保
守
的
な
問
題
意
識
と
は
何
ら
接
点

を
も
た
な
い
、

浮
つ
い
た

外
交
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

必
ず
し
も
概
念
定
義
で
は
な
い
が
、
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
と
い
う
脈
絡
の
な
か
で
み
る
と
、
本
稿
の
い
う
保
守
派
は
以
下
の

こ
と
を
信
じ
、
そ
こ
か
ら
外
交
を
め
ぐ
る
政
治
的
立
場
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

⑴
あ
の
戦
争
の
勝
者
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
戦
後
憲
法
は
日
本
外
交
を
不
当
に
制
約
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
が
主
権
国

家
と
し
て
自
立
し
た
外
交
を
行
う
た
め
に
は
、
憲
法
九
条
の
改
正
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑵
明
治
維
新
以
降
の
日
本
を
当
事
者
と
す
る
戦
争
は
、
と
り
た
て
て
特
別
の
侵
略
戦
争
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世

界
史
の
な
か
で
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
の
進
歩
派
の
議
論
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
た
び
た
び
表
明
さ
れ
る
戦
後
日
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本
政
府
の
公
式
見
解
も
、
む
し
ろ

自
虐
的

で
あ
る
。

⑶
戦
後
日
本
外
交
は
あ
の
戦
争
の
歴
史
に
よ
っ
て
過
剰
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
国
家
安
全
保
障
、
お
よ
び
歴
史
問
題

や
領
土
問
題
を
め
ぐ
る
中
国
や
韓
国
と
の
外
交
に
お
い
て
、
主
体
性
を
欠
い
て
い
た
。

保
守
派
の
政
治
的
言
動
を
観
察
す
る
と
、
個
別
的
な
争
点
が
浮
か
び
上
が
る
と
上
記
の
認
識
に
根
差
し
た
政
治
的
言
動
が
強
く
表

出
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
個
別
的
な
異
議
申
し
立
て
に
終
わ
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
戦
後
日
本
外
交
の
基
盤
を
覆
す

体
系
的
な
外
交
戦
略
論
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
政
治
的
攻
撃
を
向
け
る
対
象

は
、
戦
後
憲
法
や
戦
後
日
本
外
交
（
と
り
わ
け
近
隣
諸
国
と
の
歴
史
問
題
や
領
土
問
題
）
に
関
し
て
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
に
立
つ
論
者
や

政
治
ア
ク
タ
ー
で
あ
り
、
中
国
や
韓
国
と
の
関
係
が
国
内
政
治
対
立
の
争
点
に
な
る
と
両
国
に
も
攻
撃
の
矛
先
が
向
く
こ
と
に
な
る
。

保
守
派
の
問
題
意
識
が
必
ず
し
も
体
系
的
な
外
交
戦
略
の
観
点
か
ら
整
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
彼
ら
の
日
米
同
盟
に
対
す
る

複
雑
な
心
境
が
明
示
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
保
守
派
の
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
と
り
わ
け
あ
の
戦
争
に
ま
つ
わ
る
歴
史
問
題
お
よ
び
戦

後
憲
法
の
正
当
性
に
関
す
る
限
り
、
米
国
こ
そ
が
彼
ら
に
と
っ
て
最
大
の
攻
撃
対
象
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う

し
た
思
想
を
軸
に
し
た
外
交
戦
略
は
、
文
字
通
り
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
体
制
と
そ
こ
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
日
本
の
戦
後
レ
ジ

ー
ム
を
否
定
す
る
革
命
的
な
意
味
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
保
守
派
は
個
別
的
問
題
で
は
思
想
的
立
場
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
う

し
た
革
命
的
外
交
を
志
向
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
保
守
派
に
と
っ
て
も
、
現
実
の
世
界
で
は
日
米
同
盟
を
基
盤
に
し
な
け
れ
ば

日
本
外
交
の
展
望
は
開
け
な
い
。
そ
こ
で
保
守
派
は
、
日
本
の
防
衛
も
含
め
た
安
全
保
障
問
題
に
対
処
す
る
局
面
で
は
、
必
然
的
に

日
米
同
盟
の
重
要
性
を
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
存
在
す
る
思
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
保
守
派
の
外
交
が
結

局
は
体
系
的
戦
略
と
し
て
形
に
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
こ
う
し
た
保
守
派
の
衝
動
は
、
戦
後
日
本
社
会
に
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
冷
戦
後
日
本
の
国
内
政
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治
で
大
き
な
存
在
感
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
重
要
な
き
っ
か
け
は
、
一
九
九
四
年
六
月
の
日
本
社
会
党
の
村
山
富
市
を
首
班
と
す
る

自
社
連
立
政
権
の
誕
生
で
あ
っ
た
。
首
相
と
な
っ
た
村
山
は
、
九
四
年
七
月
一
八
日
、
国
会
に
お
け
る
所
信
表
明
演
説
で
、

私
は
、

日
米
安
全
保
障
体
制
を
堅
持
し
つ
つ
、
自
衛
隊
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
専
守
防
衛
に
徹
し
、
国
際
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
て
そ
の

あ
り
方
を
検
討
し
、
必
要
最
小
限
の
防
衛
力
整
備
を
心
が
け
て
ま
い
り
ま
す

）

と
述
べ
、
あ
っ
さ
り
と
そ
れ
ま
で
の
社
会
党
の
存
立

基
盤
と
い
っ
て
も
い
い
大
原
則
を
覆
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
社
会
党
の
支
持
基
盤
は
崩
壊
し
、
翌
九
五
年
七
月
の
参
議
院
議
員

選
挙
で
社
会
党
は
大
幅
に
議
席
を
減
ら
し
た
。
さ
ら
に
、
九
六
年
一
月
に
社
会
民
主
党
へ
と
改
組
し
て
党
の
立
て
直
し
を
図
る
も
、

村
山
退
陣
後
自
民
党
の
橋
本
龍
太
郎
首
相
の
下
で
行
わ
れ
た
九
六
年
一
〇
月
の
衆
議
院
議
員
選
挙
で
は
、
わ
ず
か
一
五
へ
と
議
席
数

を
激
減
さ
せ
た
。

そ
れ
は
、
第
一
義
的
に
は
、
外
交
を
め
ぐ
る
日
本
政
治
の
舞
台
か
ら
左
の
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
が
退
場
し
た
現
象
と
し
て
理
解
で

き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
結
果
、
右
の
保
守
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と
は
、
同
様
に
重
要
な
政

治
現
象
で
あ
っ
た
。
一
九
五
五
年
体
制
を
、
戦
後
憲
法
と
日
米
安
保
条
約
を
基
盤
と
す
る
中
庸
の
現
実
主
義
的

吉
田
路
線

を
左

右
の
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
が
挟
み
撃
ち
に
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と

）
、
一
方
で
は
、
左
の
自
壊
に
よ
っ
て
一
九
五
五
年
体
制
自

体
は
終
焉
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
他
方
、
右
の
保
守
的
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
の
台
頭
は
、
外
交
を
め
ぐ
る
政
治
が
未
だ
一
九
五
五

年
体
制
を
乗
り
越
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
左
の
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
右
の
ア
イ
デ
ィ
ア
リ

ズ
ム
も

吉
田
路
線

の
代
替
戦
略
を
示
せ
な
い
こ
と
に
、
そ
の
こ
と
が
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

旧
来
の
枠
組
み
が
壊
れ
、
保
守
派
の
主
張
も
戦
後
外
交
の
代
替
を
示
せ
な
い
と
な
る
と
、
残
る
の
は
外
交
論
争
と
政
策
の
混
乱
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
政
治
の
保
守
化
を
冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
の
原
動
力
と
し
て
み
る
諸
外
国
の

普
通
の
国

論
は
、
そ

う
し
た
混
乱
の
最
た
る
例
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
一
見
逆
説
的
に
も
、
保
守
派
主
導
の
個
別
的
な
外
交
政
策
が
あ

た
か
も
一
定
の
体
系
を
伴
っ
て
日
本
を
保
守
的
な

普
通
の
国

路
線
に
導
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
し
ま
う
の
は
、
実
は
彼
ら
に

普通の国 論再考
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は
体
系
的
な
代
替
戦
略
が
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

基
本
的
に
上
記
の
よ
う
な
保
守
的
な
衝
動
に
基
づ
く
外
交
政
策
を
明
示
的
に
展
開
し
た
の
は
、
安
倍
晋
三
政
権
期
（
二
〇
〇
六
年

九
月
│
〇
七
年
九
月
）
の
安
倍
晋
三
首
相
と
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
で
あ
っ
た
ろ
う
。
安
倍
は
、
首
相
に
な
る
前
か
ら
、
日
米
豪
印
に

よ
る

民
主
主
義
同
盟

の
考
え
を
表
明
し
て
い
た

）
。
ま
た
、
麻
生
は
外
務
大
臣
と
し
て

自
由
と
繁
栄
の
弧

構
想
を
展
開
し
た

）
。

敗
戦
と
占
領
に
由
来
す
る
制
約
が
戦
後
日
本
か
ら
自
立
を
奪
っ
た
と
認
識
す
る
保
守
派
が
自
立
外
交
の
テ
ー
マ
と
し
て
普
遍
的
価
値

を
語
る
の
は
、
外
交
政
策
と
し
て
一
見
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
も
み
え
る
が
、
そ
こ
に
中
国
要
因
が
か
ら
む
と
、
あ
た
か
も

対
中
戦
略

と
し
て
意
味
を
も
つ
か
の
よ
う
な
響
き
に
な
る
。
し
か
し
、
日
本
の
保
守
的
衝
動
と
一
体
化
し
た
対
中
外
交
に
共
鳴
す
る
国
は
、
ほ

と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
ま
し
て
や
、
日
本
が
中
国
と
対
抗
す
る
た
め
に
一
国
で
単
独
の
戦
略
を
も
つ
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
か
ら
、

結
局
そ
こ
に
残
る
の
は
、
保
守
的
な
衝
動
が
も
た
ら
す
政
策
上
の
、
そ
し
て
政
治
的
な
混
乱
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て

普
通
の
国

論
を
め
ぐ
る
混
乱
は
、
ま
さ
に
冷
戦
後
日
本
の
政
治
に
お
け
る
保
守
派
の
位
置
づ
け
と
意
義
づ
け
に
関

す
る
理
解
の
混
乱
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
日
本
の
多
く
の
論
者
が

普
通
の
国

論
を
語
る
と
き
の
問
題
意
識
と
、
諸
外
国
に
お
け
る
優
勢
な
理
解
と
の
間
に
は

根
本
的
な
溝
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
日
本
政
治
の
保
守
化
現
象
が
そ
の
混
乱
の
源
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
こ
と
を
日
本
の
外

交
と
政
治
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
直
し
て
み
る
と
、
当
初
む
し
ろ
国
際
主
義
的
な
発
想
か
ら
進
ん
だ

普
通
の
国

化
が
、
一
九
九

〇
年
代
後
半
か
ら
優
勢
に
な
る
保
守
的
雰
囲
気
に
絡
め
と
ら
れ
る
と
い
う
展
開
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、
と
い
う
分
析
上
の

課
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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そ
れ
を
考
え
る
際
に
重
要
な
の
は
、
日
本
の
政
治
の
保
守
化
現
象
の
問
題
を
、
本
稿
が
提
起
し
よ
う
と
し
た
問
題
意
識
か
ら
と
ら

え
る
感
覚
が
、
日
本
の
政
治
と
社
会
に
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
へ
の
違
和
感
や
北
朝
鮮
問
題
等
に
関

す
る
保
守
派
の
主
張
が
、
多
く
の
日
本
人
の
一
般
的
感
覚
か
ら
し
て
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
単
に
国
民
一
般
の
み
な
ら
ず
、
国
政
や
外
交
を
預
か
る
多
く
の
政
治
家
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

す
る
と
、

普
通
の
国

論
を
め
ぐ
る
混
乱
が
示
す
日
本
外
交
の
問
題
の
根
は
、
相
当
深
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
こ

で
の

救
い

は
、
そ
も
そ
も
戦
後
日
本
の
外
交
に
、
保
守
派
が
最
終
的
に
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
戦
後
憲
法
や
あ
の
戦
争
を
め

ぐ
る
問
題
に
関
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
本
質
的
な
代
替
案
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
戦
後
日
本
の
外
交

を
め
ぐ
る
政
治
が
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
な
混
乱
か
ら
な
か
な
か
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
方
で
、
日
本
の
外
交
は
一
種
の

み

え
ざ
る
手

に
よ
っ
て
収
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
に
収
ま
る
と
い
う
と
い
う
展
開
を
繰
り
返
し
て
き
た

）
。
冷
戦
後
の
日
本
外
交
に
関
し
て

も
、
そ
の
枠
組
み
に
基
本
的
な
変
化
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
論
じ
た
冷
戦
後
日
本
外
交
の

普
通
の
国

化
の
実
態
は
、
そ
う
し
た
基
本
的
枠
組
み
の
な
か
で
の
変
化
と
し
て
理
解
さ

れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
枠
組
み
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
が
、
戦
後
憲
法
と
日
米
安
保
条
約
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
両

者
は
、
ま
さ
に
あ
の
戦
争
の
歴
史
に
由
来
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
保
守
派
の
問
題
提
起
の
思
想
的
な
矛
先
は
そ
こ
に
向

い
て
い
る
。
し
か
し
、
予
見
で
き
る
将
来
、
そ
の
両
者
に
根
本
的
な
変
更
が
加
え
ら
れ
る
見
込
み
は
な
い
。
逆
説
的
に
も
、

み
え

ざ
る
手

の
基
盤
が
強
固
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
保
守
派
に
よ
る
そ
の
基
盤
へ
の
攻
撃
も
継
続
す
る
と
い
う
現
実
が
成
立
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
戦
後
日
本
外
交
に
対
す
る
保
守
派
の
異
議
申
し
立
て
は
、
諸
問
題
に
対
す
る

解
決

を
提
示
す
る
も
の

と
い
う
よ
り
は
、
問
題
の
根
の
深
さ
を
示
す

症
状

に
他
な
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の

み
え
ざ
る
手

に
よ
っ
て
導
か
れ
る
日
本
外
交
の
実
態
は
何
な
の
か
。
筆
者
は
か
つ
て
、
そ
れ
は
実
質
的
な

ミ

ド
ル
パ
ワ
ー
外
交

で
あ
る
と
論
じ
た

）
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
サ
ミ
ュ
エ
ル
ズ
は

日
本
の
修
正
主
義
者
が
勢
い
を
失
う
こ
と
は
十
分
に
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あ
り
得
る
こ
と
だ

）

と
論
じ
、

一
九
三
〇
年
代
の
よ
う
に
世
界
政
治
の
中
心
に
立
つ
わ
け
で
も
な
く
、
冷
戦
時
代
の
よ
う
に
周
辺

に
い
る
わ
け
で
も
な
い

）

変
化
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
外
交
に
起
き
る
だ
ろ
う
と
予
想
す
る

）
。
日
本
の

普
通
の
国

化
が
国
際
主
義

的
潮
流
の
下
で
進
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
に
、
船
橋
洋
一
は

グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ビ
リ
ア
ン
・
パ
ワ
ー

と

い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
提
示
し

）
、
そ
れ
は
、
九
九
年
に
小
渕
首
相
の
下
に
設
置
さ
れ
た

二
一
世
紀
日
本
の
構
想
懇
談
会

の
最
終
報

告
書
で
も
採
用
さ
れ
た

）
。

そ
れ
ぞ
れ
論
点
を
異
に
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
日
本
外
交
論
は
、
戦
後
憲
法
と
日
米
安
保
条
約
を
基
盤
と
す
る

み
え

ざ
る
手

に
導
か
れ
る
日
本
外
交
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
知
的
試
み
と
し
て
の
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。

普
通
の
国

論
が
も
う
一
度
想
起
す
べ
き
こ
と
は
、
保
守
派
の
台
頭
に
よ
り
混
乱
し
た
政
治
状
況
や
外
交
言
説
の
表
層
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く

）
、

冷
戦
後
日
本
外
交
の
変
化
と
は
依
然
と
し
て
強
固
で
あ
る

吉
田
路
線

の
基
盤
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
視

点
だ
ろ
う
。

（
1
）

た
と
え
ば
、K

e
n
n
eth

B.
P
yle,

(
N
e
w

Y
or

k:
P
u
b‑

lic
A
ffairs,

20
07).

（
2
）

五
百
旗
頭
真

戦
後
日
本
外
交
史
（
新
版
）
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
3
）

信
田
智
人

冷
戦
後
の
日
本
外
交
│
安
全
保
障
政
策
の
国
内
政
治
過
程

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
4
）

西
原
正
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
モ
ー
リ
ー
編
著

台
頭
す
る
ベ
ト
ナ
ム
│
日
米
は
ど
う
関
る
か

（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
5
）L.

W
illia

m
H
ein

ric
h,

A
kih

o
S
hib

ata
a
n
d

Y
os
hihid

e
S
o
e
y
a,

(
N
e
w

Y
or

k:
U
nite

d
N
atio

n
s
U
niv

ersity
P
ress,

1
99
9),

p.
2
0.

（
6
）Ibid.,

p
p.
24
‐3
2.

（
7
）

国
連
平
和
維
持
隊
へ
の
参
加
に
あ
た
っ
て
の
基
本
方
針
（
い
わ
ゆ
る

P
K
O
参
加
五
原
則
）

‹
http://

w
w
w.

m
ofa.

g
o.
jp/
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M
ofaj/

g
aik

o/
p
k
o/
p
k
o
sa

n
k
a.
ht

m
l›

（
8
）

T
his

is

読
売

（
一
九
九
五
年
五
月
）、
一
四
九
頁
。

（
9
）

船
橋
洋
一

同
盟
漂
流

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）。

（
10
）http://

w
w
w.
ioc.

u‐
to

k
y
o.
ac.

jp/~
w
orldjp

n/
d
oc

u
m
e
nts/

te
xts/

J
P
S
C/1
99
4
0
8
1
2.

O1
J.

ht
m
l

（
11
）U.

S.
D
e
p
art

m
e
nt

of
D
efe

n
se,

U
nite

d
States

S
ec

u
rity

Strate
g
y
for

th
e
E
ast

A
sia‐

P
acific

R
e
gio

n"
(
F
e
br

u‑
ar
y2
7,

1
99
5).

‹
http://

w
w
w.
ioc.

u‐
to

k
y
o.
ac.

jp/~
w
orldjp

n/
d
oc

u
m
e
nts/

te
xts/

J
P
U
S/1
9
95
02
2
7.

O1
E.
ht

m
l›

（
12
）

平
成
八
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
に
つ
い
て

（
一
九
九
五
年
一
一
月
二
八
日
）。

‹
http://

w
w
w.

k
a
ntei.

g
o.
jp/

jp/
sin

gi/
a
m
p
o
b
o
u
ei/

sa
n
k
o
u/95

1
1
2
8
taik

o
u.
ht

m
l›

（
13
）D

o
n
O
b
erd

orfer,
(

N
e
w

Y
or

k:
B
asic

B
o
o
k
s,
19
9
8),

p
p.
31
2
‐
3
16.

（
14
）

船
橋

同
盟
漂
流

。

（
15
）Y

os
hihid

e
S
o
e
y
a,

T
h
e
C
hin

a
F
actor

in
th

e
U.

S.‐
Ja
p
a
n
A
llia

n
ce:

T
h
e
M
yth

of
a
C
hin

a
T
h
re
at,"

,
V
ol.2,

N
o.
2
(

A
u
g
u
st2

00
2).

（
16
）

日
米
安
全
保
障
共
同
宣
言
│
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
同
盟

（
一
九
九
六
年
四
月
一
七
日
）。

‹
http://

w
w
w.

m
ofa.

g
o.
jp/

m
ofaj/

are
a/
u
sa/

h
os
h
o/
se

n
g
e
n.
ht

m
l›

（
17
）

日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
の
見
直
し
の
終
了

（
一
九
九
七
年
九
月
二
三
日
）。

‹
http://

w
w
w.

m
ofa.

g
o.
jp/

m
ofaj/

are
a/

u
sa/

h
os
h
o/
k
y
or
y
o
k
u.
ht

m
l›

（
18
）K

eizo
T
a
k
e
m
i,

E
v
olutio

n
of

th
e
H
u
m
a
n
S
ec

u
riity

C
o
n
ce

pt,"
p
a
p
er

prese
nte

d
at

th
e
F
o
u
rth

Intellectu
al

D
ialo

g
u
e
o
n

B
uildin

g
A
sia'

s
F
utu

re,"
1
6
‐
1
7

M
arc

h
2
0
02,

K
isaraz

u,
Ja
p
a
n,

http://
w
w
w.
jcie.

or.
jp/

thin
k
n
et/

p
dfs/

h
e
alth

ta
k
e
m
i.
p
df,

p
p.
4
6
‐
4
7.

（
19
）

小
渕
外
務
大
臣
政
策
演
説

二
一
世
紀
へ
の
展
望
│
日
本
と
東
ア
ジ
ア

（
一
九
九
八
年
五
月
四
日
）。

‹
http://

w
w
w.

m
o‑

fa.
g
o.
jp/

M
ofaj/

press/
e
n
zets

u/10/
e
o
05
0
4.

ht
m
l›

（
20
）

小
渕
総
理
大
臣
演
説

ア
ジ
ア
の
明
日
を
創
る
知
的
対
話

（
一
九
九
八
年
一
二
月
二
日
）。

‹
http://

w
w
w.

m
ofa.

g
o.
jp/

m
ofaj/

press/
e
n
zets

u/1
0/

e
os1

2
0
2.

ht
m
l›
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（
21
）

森
総
理
大
臣
演
説

国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
森
総
理
演
説

（
二
〇
〇
〇
年
九
月
七
日
）。

‹
http://

w
w
w.

m
o‑

fa.
g
o.
jp/

m
ofaj/

press/
e
n
zets

u/1
2/

e
m
s0
90
7.

ht
m
l›

（
22
）

衆
議
院
会
議
録
情
報
第
一
三
〇
回
国
会
本
会
議
第
一
号

（
一
九
九
四
年
七
月
一
八
日
）。

‹
http://

k
o
k
k
ai.

n
dl.

g
o.
jp/

S
E
N
T
A
K
U/
s
y
u
giin/1

30/00
0
1/1

3
0
0
71
8
0
0
01
00
1
a.
ht

m
l›

（
23
）

添
谷
芳
秀

戦
後
日
本
外
交
史
│
自
立
を
め
ぐ
る
葛
藤

日
本
国
際
政
治
学
会
編

歴
史
の
中
の
国
際
政
治

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇

九
年
）。

（
24
）

安
倍
晋
三

美
し
い
国
へ

（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
六
〇
頁
。

（
25
）

麻
生
外
務
大
臣
演
説

自
由
と
繁
栄
の
弧

に
つ
い
て

（
二
〇
〇
八
年
三
月
一
二
日
）。

‹
http://

w
w
w.

m
ofa.

g
o.
jp/

p
olic

y/
pillar/

a
d
dress07

03.
ht

m
l›

（
26
）

添
谷
芳
秀

日
本
の

ミ
ド
ル
パ
ワ
ー

外
交

（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
27
）

同
右
。

（
28
）R

ic
h
ard

J.
S
a
m
u
els,

Ja
p
a
n'
s
G
oldiloc

k
s
Strate

g
y,"

(
A
utu

m
n2
00
6),

p.
1
21.

（
29
）Ibid.,

p.
1
2
5.

（
30
）R

ic
h
ard

J.
S
a
m
u
els,

(
Ith

aca:
C
or
n
el

U
ni‑

v
ersity

P
ress,

20
07).

（
31
）Y

oic
hi

F
u
n
a
b
as
hi,

Ja
p
a
n
a
n
d
th

e
N
e
w

W
orld

O
rd

er,"
(

W
inter19

9
1/92).

（
32
）

二
一
世
紀
日
本
の
構
想
懇
談
会

日
本
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
日
本
の
中
に
あ
る
│
自
立
と
共
生
で
築
く
新
世
紀

。

‹
http://

w
w
w.

k
a
ntei.

g
o.
jp/

jp/21
ce

ntu
r
y/
h
o
u
k
o
k
u
s
y
o/
in
d
e
x1.

ht
m
l›

、

二
一
世
紀
日
本
の
構
想

懇
談
会
、
河
合
隼
雄
監
修

日

本
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
日
本
の
中
に
あ
る
│
自
立
と
共
生
で
築
く
新
世
紀

（
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
33
）

そ
の
意
味
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
言
説
分
析
を
主
要
な
拠
り
所
と
し
た
日
本
外
交
論
に
は
大
き
な
限
界
が
あ
る
。
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