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安
保
条
約
と
吉
田
外
交

─
豊
下
楢
彦
『
安
保
条
約
の
成
立
』
を
読
む

─坂

元

一

哉

は

じ

め

に

一

吉
田
外
交
の
評
価
と
問
題
の
所
在

二

「
五
分
五
分
の
論
理
」

三

吉
田
は
基
地
「
カ
ー
ド
」
を
捨
て
た
の
か

四

吉
田
は
何
の
た
め
に
「
カ
ー
ド
」
を
使
っ
た
の
か

五

昭
和
天
皇
に
関
す
る
仮
説
の
説
得
力

六

吉
田
外
交
の
主
体
性

お

わ

り

に

は

じ

め

に

豊
下
楢
彦
氏
は
、
昨
年
出
版
さ
れ
た
『
昭
和
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
見
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）
の
中
で
、
一
九
九
六

年
に
出
版
さ
れ
て
話
題
と
な
っ
た
ご
自
身
の
著
書
『
安
保
条
約
の
成
立

─
吉
田
外
交
と
天
皇
外
交
』（
岩
波
新
書
）
に
お
け
る
「
仮
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説
」
を
再
説
し
て
お
ら
れ
る
。

筆
者
は
か
つ
て
吉
田
茂
と
講
和
外
交
に
関
す
る
そ
の
仮
説
を
批
評
す
る
報
告
書
を
日
本
国
際
政
治
学
会
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る

（「
吉
田
外
交
の
再
評
価

─
安
保
条
約
と
吉
田
外
交
の
巧
拙
」
二
〇
〇
一
年
五
月
）。
そ
の
報
告
書
は
、
豊
下
氏
の
仮
説
が
戦
後
史
研
究

に
与
え
る
学
問
的
刺
激
を
認
め
つ
つ
、
全
体
と
し
て
の
説
得
力
に
は
疑
問
を
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
豊
下
氏
は
公
平
に
も
『
昭
和
天

皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
見
』
の
中
で
そ
の
報
告
書
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

た
だ
紙
幅
の
関
係
か
ら
か
、
豊
下
氏
の
仮
説
に
筆
者
が
疑
問
を
呈
す
る
そ
の
理
由
ま
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
関
心
の
あ
る
方
は

報
告
書
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
一
般
に
は
手
に
入
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
報
告
書
で
論
じ
た
こ
と
を

敷
衍
し
て
述
べ
、
公
表
し
て
お
こ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
論
文
の
趣
旨
で
あ
る
。『
昭
和
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
見
』
で
再
論
さ
れ
た

豊
下
氏
の
仮
説
は
、
筆
者
の
目
に
は
以
前
と
同
様
、
そ
れ
な
り
の
魅
力
は
あ
る
が
、
問
題
の
少
な
く
な
い
仮
説
と
映
っ
た
。
な
ぜ
そ
う

な
の
か
、
報
告
書
の
内
容
を
再
説
し
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。

一

吉
田
外
交
の
評
価
と
問
題
の
所
在

吉
田
茂
は
政
権
を
去
っ
た
後
、
回
想
録
や
エ
ッ
セ
イ
集
な
ど
で
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
よ
っ
て
自
由
主
義
陣
営
の
一
員

と
し
て
講
和
独
立
を
勝
ち
取
り
、
安
保
条
約
で
ア
メ
リ
カ
に
安
全
保
障
を
委
ね
た
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
体
制
」
が
い
か
に
日
本

の
国
益
と
外
交
の
伝
統
に
合
致
し
て
い
る
か
を
繰
り
返
し
力
説
し
た
。
ま
た
日
本
が
本
格
的
な
再
軍
備
を
せ
ず
に
、
そ
う
し
た
「
体
制
」

を
築
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
自
ら
の
外
交
の
最
大
の
功
績
と
自
負
し
た
。
一
九
五
四
年
に
講
和
後
の
政
治
指
導
に
関
し
て
世
論
の
厳

し
い
批
判
を
受
け
政
権
を
去
っ
た
吉
田
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、
そ
う
し
た
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
体
制
」
の
立
役
者
と
し
て
の

自
画
像
に
見
合
う
再
評
価
を
受
け
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。

（
１
）

（
２
）
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学
問
的
な
再
評
価
の
嚆
矢
は
、
一
九
六
四
年
に
発
表
さ
れ
た
高
坂
正
堯
の
「
宰
相
吉
田
茂
論
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
高
坂
は
、
お

よ
そ
外
交
の
良
識
あ
る
も
の
が
戦
後
日
本
の
外
交
を
預
か
る
と
す
れ
ば
、
誰
で
あ
れ
吉
田
と
あ
ま
り
変
わ
ら
ぬ
選
択
を
し
た
で
あ
ろ
う

と
断
り
つ
つ
、
吉
田
が
そ
の
外
交
哲
学

─
決
し
て
体
系
的
、
理
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
吉
田
自
身
は
「
勘
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
も
の

─
と
独
特
の
ス
タ
イ
ル
で
頑
固
に
自
ら
の
意
志
を
貫
き
、
自
ら
の
選
択
を
実
行
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
。
高
坂
の
吉
田
再
評
価

が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
首
相
退
任
時
の
あ
ま
り
の
悪
評
か
ら
の
揺
れ
戻
し
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
多
く
の
関

係
者
の
協
力
を
得
て
出
版
さ
れ
た
回
想
録
（『
回
想
十
年
』）
が
、
吉
田
の
思
考
と
行
動
を
あ
る
程
度
効
果
的
に
弁
証
し
た
こ
と
も
関
係

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
高
坂
の
明
晰
さ
と
柔
軟
な
思
考
に
よ
っ
て
吉
田
の
長
所
が
見
事
に
描
き
出
さ
れ
た
の
も
た
し
か
で

あ
る
。

た
だ
高
坂
の
再
評
価
が
評
判
を
呼
び
、
厳
し
い
批
判
も
あ
っ
た
が
、
世
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
根
本
的
な
理
由
は
、「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
体
制
」
の
中
で
現
実
に
日
本
の
安
全
が
守
ら
れ
、
経
済
が
復
興
し
、
さ
ら
に
は
一
九
六
〇
年
の
安
保
改
定
で
安
保
条
約
の
不

平
等
な
側
面
が
か
な
り
改
善
さ
れ
た
、
と
い
う
展
開
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
時
代
は
ま
さ
に
、
吉
田
の
政
治
的
な
弟
子
で
あ
る
池
田

勇
人
の
高
度
成
長
、
そ
し
て
寛
容
と
低
姿
勢
の
時
代
で
あ
る
。
吉
田
茂
の
再
評
価
は
、
自
民
党
・
保
守
政
治
の
理
論
的
な
基
盤
の
一
部

に
も
な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
高
坂
の
再
評
価
は
、
吉
田
外
交
の
限
界
を
見
過
ご
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
吉
田
が
支
払
っ
た
代
償
の
指
摘
を
忘
れ
た
も

の
で
も
な
か
っ
た
。「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
体
制
」
の
選
択
は
ソ
連
を
は
じ
め
と
す
る
共
産
圏
諸
国
と
の
講
和
を
将
来
の
課
題
に

残
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
、
中
華
人
民
共
和
国
の
参
戦
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
戦
争
で
日
本
が
最

も
大
き
な
被
害
を
与
え
た
中
国
と
の
国
交
回
復
は
遅
れ
、
結
局
、
そ
れ
に
は
ほ
ぼ
二
〇
年
の
時
日
が
必
要
と
な
っ
た
。
ま
た
沖
縄
も
講

和
後
二
〇
年
間
、
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
下
に
置
か
れ
た
。
さ
ら
に
は
、「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
体
制
」
の
選
択
を
め
ぐ
っ
て
、
国
内

（
３
）
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に
は
そ
れ
を
是
と
す
る
人
々
と
、
よ
り
理
想
主
義
的
な
「
全
面
講
和
」
あ
る
い
は
中
立
を
求
め
る
人
々
と
の
間
に
、
数
十
年
間
、
ほ
と

ん
ど
冷
戦
が
終
わ
る
ま
で
続
く
、
大
き
な
意
見
対
立
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
加
え
て
高
坂
は
、
吉
田
が
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
と
占
領
軍
が
い
な
く
な
っ
た
後
、
日
本
の
民
主
主
義
に
安
定
を
も
た
ら
す
基
盤
を
作
り
出
せ
ず
、「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
体

制
」
と
左
右
を
問
わ
ぬ
日
本
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
折
り
合
い
を
調
整
す
る
こ
と
に
も
配
慮
が
足
り
な
か
っ
た
と
批
判
し
て
い

る
。だ

が
戦
後
の
日
本
外
交
を
考
え
る
と
き
、
高
坂
の
吉
田
再
評
価
に
関
し
て
何
よ
り
も
覚
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
高
坂
が
吉
田
外
交

を
論
じ
る
と
き
に
、
そ
れ
が
一
つ
の
時
代
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
捨
象
し
て
は
な
ら
な
い
と
戒
め
て
い
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。「
宰

相
吉
田
茂
論
」
の
発
表
か
ら
四
年
後
、
吉
田
の
死
に
際
し
て
書
か
れ
た
「
偉
大
さ
の
条
件
」
の
中
で
、
高
坂
は
吉
田
の
業
績
を
「
吉
田

体
制
」
に
ま
で
高
め
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
警
告
し
て
い
る
。

「
政
治
は
技
術
で
あ
る
。
人
間
が
現
実
に
持
つ
選
択
は
ま
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
は
現
実
の
可
能
性
に
し
ば
ら
れ
ず

に
、
理
論
的
に
は
無
数
に
存
在
す
る
可
能
性
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
現
実
の
選
択
の
対
象
と
な
る
よ
う
に

努
力
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
国
際
関
係
に
お
い
て
、
軍
事
よ
り
も
経
済
を
重
ん
じ
、
対
決
よ
り
は
妥
協
を
選
ぶ
の
は
立
派
な

生
き
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
計
量
し
う
る
も
の
と
同
時
に
計
量
し
え
な
い
も
の
、
妥
協
し
う
る
も
の
と
同
時
に
妥
協
し
え

な
い
も
の
を
認
識
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
統
治
者
の
責
任
と
世
論
の
尊
重
、
独
立
心
の
必
要
と
そ
れ
に
超
越
的

な
価
値
の
装
い
を
与
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
へ
の
抵
抗
、
政
治
は
こ
う
し
た
矛
盾
し
た
い
く
つ
か
の
要
請
に
い
か
に
対
処
す
る
か
と
い

う
技
術
な
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ
れ
ら
の
問
へ
の
答
え
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
お
そ
ら
く
ひ
と
つ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
吉
田

茂
の
業
績
を
『
吉
田
体
制
』
に
ま
で
た
か
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
基
本
的
な
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。」

こ
れ
は
、
吉
田
外
交
の
成
果
を
評
価
す
る
あ
ま
り
、
そ
れ
を
固
定
し
た
日
本
の
生
き
方
に
し
て
し
ま
う
こ
と
の
危
険
を
冷
静
に
指
摘

（
４
）

（阪大法学）５９（３・４-182）644〔２００９．１１〕



し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
戦
後
の
日
本
外
交
は
吉
田
の
や
り
方
を
、
そ
の
ま
ま
、
あ
ま
り
に
長
く
続
け

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
吉
田
外
交
の
評
価
は
戦
後
日
本
の
生
き
方
そ
の
も
の
の
評
価
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
く

こ
と
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
評
価
に
お
い
て
、「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
体
制
」
あ
る
い
は
日
米
安
保
体
制
の
選
択
を
、
戦
後
の
日
本
国
民
の
理
想
を

裏
切
る
間
違
っ
た
選
択
と
考
え
た
人
々
が
吉
田
外
交
を
厳
し
く
評
価
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
選
択
を
正
し
い
も
の
と
し
て

受
け
入
れ
る
人
々
で
あ
っ
て
も
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
安
全
保
障
を
任
せ
、
軽
軍
備
で
経
済
復
興
に
い
そ
し
む
だ
け
と
い
う
状
態
を
あ

ま
り
に
長
く
続
け
た
こ
と
を
情
け
な
い
と
感
じ
る
人
々
は
、
吉
田
外
交
に
厳
し
い
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
後
日

本
が
戦
前
に
ま
さ
る
安
全
と
繁
栄
を
享
受
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
吉
田
を
そ
の
事
実
だ
け
で
も
っ
て
、
偉
大
な
外
政
家
と
評
価

す
る
人
々
も
い
る
。

こ
の
論
文
は
そ
う
し
た
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
体
制
」
あ
る
い
は
日
米
安
保
体
制
の
評
価
に
関
す
る
大
上
段
の
議
論
を
ひ
と
ま

ず
お
い
て
、
む
し
ろ
高
坂
が
言
う
「
矛
盾
し
た
い
く
つ
か
の
要
請
に
い
か
に
対
処
す
る
か
と
い
う
技
術
」
と
い
う
点
で
実
際
の
吉
田
外

交
を
再
検
証
し
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
吉
田
が
講
和
・
安
保
両
条
約
を
締
結
し
て
、
戦
後
日
本
外
交
の
基
本
路

線

─
自
由
主
義
陣
営
に
属
し
て
ア
メ
リ
カ
に
安
全
保
障
を
委
ね
つ
つ
、
自
ら
は
経
済
復
興
に
専
念
す
る

─
を
作
り
出
し
た
際
の
外

交
交
渉
の
技
術
に
関
し
て
で
あ
る
。

豊
下
楢
彦
氏
の
『
安
保
条
約
の
成
立
』
は
そ
の
た
め
の
格
好
の
材
料
に
な
る
。
こ
の
本
は
基
本
的
に
は
旧
安
保
条
約
の
対
等
性
、
相

互
性
の
問
題
を
と
ら
え
て
吉
田
が
作
り
上
げ
た
日
米
安
保
体
制
を
批
判
す
る
観
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
単
に
安
保
条
約

は
占
領
中
に
結
ば
れ
た
不
平
等
で
片
務
的
な
条
約
で
あ
る
、
と
い
っ
た
昔
な
が
ら
の
批
判

─
一
九
六
〇
年
の
安
保
改
定
に
至
る
ま
で
、

（
５
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政
治
的
な
左
右
を
問
わ
ず
日
本
国
内
で
な
さ
れ
た
安
保
条
約
に
対
す
る
最
も
大
き
な
批
判

─
を
行
う
こ
と
で
満
足
し
た
本
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
こ
の
本
は
、
日
米
安
保
体
制
へ
の
批
判
を
前
提
と
し
つ
つ
、
吉
田
の
外
交
交
渉
を
俎
上
に
載
せ
、
そ
の
巧
拙
を
論

じ
て
、
高
坂
が
高
く
評
価
し
た
「
職
人
的
な
外
交
官
」（
高
坂
）
と
し
て
の
吉
田
の
外
交
技
術
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
そ
の
疑

問
か
ら
、
豊
下
氏
自
身
が
こ
の
本
の
冒
頭
で
述
べ
る
よ
う
に
「
戦
後
日
本
外
交
の
イ
メ
ー
ジ
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
」
大
胆
な
「
仮

説
」
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
安
保
条
約
は
日
米
の
力
関
係
か
ら
、
ど
の
み
ち
不
平
等
で
片
務
的
な
条
約
に
な
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
実
は
安
保
条
約
を
対
等
で
相
互
的
な
も
の
に
す
る
「
論
理
」
が
あ
っ
た
。
だ
が
吉
田
の
稚
拙
な
外
交
の
せ
い
で
日
本
政
府
は
そ

の
「
論
理
」
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
吉
田
の
外
交
が
稚
拙
に
な
っ
た
の
は
、
誰
あ
ろ
う
天
皇
裕
仁
の
「
二
重
外
交
」
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
説
で
あ
る
。

安
保
条
約
批
判
と
い
っ
て
も
よ
く
あ
る
決
定
論

─
ア
メ
リ
カ
と
安
全
保
障
関
係
を
持
て
ば
必
ず
日
本
が
損
を
す
る
と
い
っ
た
類
の

決
定
論

─
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
戦
後
初
期
の
政
治
史
に
お
い
て
そ
の
役
割
に
依
然
と
し
て
謎
の
多
い
昭
和
天
皇
と
い
う
要
因

を
軸
に
読
者
を
魅
了
す
る
大
胆
な
仮
説
を
立
て
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
仮
説
が
も
し
正
し
け
れ
ば
、
た
し
か
に
「
戦
後
外
交
の
イ
メ
ー

ジ
」
は
「
根
底
か
ら
く
つ
が
え
」
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
吉
田
外
交
の
評
価
も
根
本
的
に
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
論
文
に

と
っ
て
『
安
保
条
約
の
成
立
』
が
格
好
の
材
料
に
な
る
と
考
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
仮
説
に
つ
い
て
細
か
く
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
こ
の
本
が
利
用
す
る
資
料
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
本

は
出
版
さ
れ
た
当
時
（
一
九
九
六
年
）
は
、
ま
だ
新
聞
な
ど
の
ス
ク
ー
プ
記
事
を
通
し
て
間
接
的
に
利
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、

外
務
省
の
極
秘
内
部
資
料
『
平
和
条
約
の
締
結
に
関
す
る
調
書
』
の
一
部
を
本
格
的
に
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
『
調
書
』
は
、
一
九
六

〇
年
代
に
外
務
省
条
約
局
法
規
課
が
、
西
村
熊
雄
（
元
フ
ラ
ン
ス
大
使
、
講
和
条
約
・
安
保
条
約
締
結
交
渉
で
は
条
約
局
長
と
し
て
活

（
６
）
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躍
）
を
主
た
る
執
筆
者
と
し
て
ま
と
め
た
文
書
で
、
講
和
・
安
保
両
条
約
を
め
ぐ
る
日
本
側
の
構
想
と
準
備
お
よ
び
日
米
交
渉
の
過
程

を
説
明
し
、
重
要
文
書
を
集
め
た
、
戦
後
史
一
級
の
資
料
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
に
外
務
省
か
ら
全
五
冊
の
文
書
（『
日
本
外
交
文
書
・

平
和
条
約
の
締
結
に
関
す
る
調
書
』
以
下
『
調
書
』）
と
し
て
発
刊
さ
れ
る
ま
で
は
使
用
に
制
約
が
多
か
っ
た
が
、
豊
下
氏
は
そ
れ
を
乗

り
越
え
て
こ
の
本
を
書
か
れ
た
。
大
胆
な
仮
説
に
加
え
て
、
一
級
の
資
料
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
こ
の
本
が
知
的
な
刺
激
を

与
え
る
理
由
で
あ
る
。二

「
五
分
五
分
の
論
理
」

さ
て
ま
ず
『
安
保
条
約
の
成
立
』
が
い
う
と
こ
ろ
の
安
保
条
約
を
対
等
で
相
互
的
な
も
の
に
す
る
「
論
理
」
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

日
本
政
府
に
と
っ
て
講
和
条
約
を
結
ぶ
た
め
の
重
要
課
題
の
一
つ
は
、
軍
事
力
を
持
た
な
い
日
本
が
、
再
軍
備
も
当
面
は
し
な
い
と
い

う
中
で
、
い
か
に
し
て
講
和
後
の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
か
に
あ
っ
た
。
そ
の
答
え
は
結
局
、
西
側
陣
営
の
一
員
と
な
っ
て
ア
メ
リ
カ

の
力
を
借
り
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
米
軍
の
駐
留
を
い
か
な
る
形
で
認
め
る
か
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
主
権
独
立
の
体
面
や
平
和
憲
法
と
の
調
和
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
外
務
省
は
結
局
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
で

対
処
し
よ
う
と
し
た
。

「
日
本
の
平
和
と
安
全
を
守
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
太
平
洋
地
域
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
平
和
と
安
全
を
守
る
こ
と
で
あ
る
か
ら

日
本
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
は
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
防
衛
し
日
本
は
こ
れ
に
可
能
な
協
力
を
す
る
、
す
な
わ
ち
、
両
国
は
［
国

連
憲
章
第
五
一
条
に
よ
る
］
集
団
自
衛
の
関
係
に
立
つ
こ
と
を
規
定
し
、
両
国
が
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
ら
日
本
は
合
衆
国
軍
隊

の
日
本
に
駐
留
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
と
い
う
趣
旨
を
根
幹
と
す
る
」（［

］
内
坂
元
、
以
下
同
じ
）。

と
い
う
考
え
で
あ
る
。

（
７
）
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日
本
の
安
全
は
太
平
洋
の
安
全
で
あ
り
、
太
平
洋
の
安
全
は
ア
メ
リ
カ
の
安
全
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
を
守
る
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の

利
益
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
日
本
に
駐
留
し
て
日
本
を
守
る
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
が
で
き
う
る
限
り
の
協
力
を
す

れ
ば
、
そ
れ
は
相
互
に
利
益
に
な
る
「
集
団
自
衛
」
の
協
力
関
係
で
あ
る
。
そ
う
い
う
関
係
は
「
国
際
社
会
の
憲
法
で
あ
る
」（
西
村

熊
雄
）
国
連
憲
章
の
枠
内
で
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
務
省
の
担
当
者
た
ち
は
そ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
外
務
省
の
担
当
者
た
ち
の
考
え
方
は
、
新
し
い
日
米
の
安
全
保
障
の
取
り
決
め
は
、
日
米
間
の
現
実
の
力
の
差
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
五
分
五
分
」
の
関
係
で
作
り
う
る
と
い
う
期
待
に
基
づ
い
て
い
た
。『
調
書
』
の
一
節
は
次
の
よ
う
に
彼
ら
の
考
え
方
の
基
本
を

言
う
。

「
日
本
が
米
国
軍
に
駐
屯
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
が
真
理
で
あ
る
と
同
じ
く
米
国
が
日
本
に
駐
屯
し
た
い
と
い
う
こ
と
も
真

理
で
あ
る
と
思
う
。
五
分
五
分
の
と
こ
ろ
で
あ
る
」。

豊
下
氏
は
こ
の
よ
う
な
「
五
分
五
分
の
論
理
」
が
な
ぜ
、
貫
け
な
か
っ
た
の
か
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
で
き
あ
が
っ
た

安
保
条
約
は
、
そ
う
し
た
「
五
分
五
分
の
論
理
」
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
、
日
本
に
は
軍
事
力
が
な
い
け
れ
ど
も
世
界
に
は
「
無
責
任

な
軍
国
主
義
」
が
は
び
こ
り
危
険
で
あ
る
、
だ
か
ら
も
し
日
本
が
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
が
国
連
憲
章
に
基
づ
く
集
団

自
衛
の
関
係
が
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
日
本
に
軍
隊
を
お
い
て
「
守
っ
て
あ
げ
る
」
と
い
う
一
方
的
な
形
に
な
っ
た
。
し
か

も
、
日
本
防
衛
の
義
務
は
明
示
さ
れ
な
い
の
に
、（
行
政
協
定
に
よ
っ
て
）
ア
メ
リ
カ
に
基
地
駐
留
に
関
す
る
広
範
な
権
利
・
特
権
を
与

え
た
の
で
、
駐
軍
協
定
の
色
彩
が
強
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
般
的
な
説
明
で
は
、
日
本
が
そ
の
「
五
分
五
分
」
の
論
理
を
貫
け
な
か
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
交
渉
者
た
ち
が
、
い
わ
ゆ
る

ヴ
ァ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
を
盾
に
と
っ
て
、
軍
備
を
持
た
ず
自
衛
の
手
段
さ
え
な
い
日
本
と
集
団
的
な
安
全
保
障
の
取
り
決
め
を
結
ぶ

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
日
本
側
の
考
え
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
ダ
レ
ス
を
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
側
の
交
渉

（
８
）
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９
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者
は
、
当
面
、
応
分
の
義
務
を
果
た
す
能
力
の
な
い
日
本
と
の
間
で
、
日
本
の
安
全
を
保
障
す
る
義
務
を
負
う
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
よ
う
な
相

互
防
衛
条
約
を
締
結
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

た
し
か
に
当
時
の
日
本
に
は
み
る
べ
き
軍
備
が
な
く
、
ま
た
再
軍
備
の
強
い
意
欲
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
外
務
省
の
構
想
で
い
う

「
集
団
自
衛
の
関
係
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
日
本
の
安
全
を
守
る
こ
と
が
集
団
的
自
衛
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
く
ら
日
本
側

が
軍
事
力
以
外
の
貢
献
を
主
張
し
て
も
ア
メ
リ
カ
側
と
し
て
は
、
他
の
同
盟
諸
国
と
の
関
係
も
あ
り
、
容
易
に
受
け
入
れ
得
る
考
え
方

で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
側
の
理
屈
で
あ
る
、
豊
下
氏
は
、
日
本
側
は
日
本
側
の
理
屈
を
よ
り
強
く
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
は

ず
な
の
に
、
そ
の
努
力
を
し
な
か
っ
た
と
批
判
す
る
。
吉
田
は
、
本
来
、「
五
分
五
分
の
論
理
」
で
提
供
す
べ
き
基
地
を
安
売
り
し
た
。

基
地
駐
留
の
権
利
は
、
朝
鮮
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
の
ど
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
必
要
な
も
の
で

あ
っ
た
。
実
際
、
ダ
レ
ス
を
は
じ
め
日
本
と
の
交
渉
に
臨
む
ア
メ
リ
カ
側
の
交
渉
者
は
「
日
本
の
ど
こ
で
あ
れ
、
必
要
と
思
わ
れ
る
期

間
、
必
要
と
思
わ
れ
る
だ
け
の
軍
隊
」
を
置
く
権
利
を
日
本
か
ら
得
る
こ
と
を
交
渉
の
最
重
要
な
目
的
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が

吉
田
は
、
基
地
駐
留
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
を
交
渉
の
最
初
の
段
階
で
早
々
と
言
い
出
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
の

「
カ
ー
ド
」
と
し
て
使
う
こ
と
を
放
棄
し
た
。
そ
の
た
め
対
米
交
渉
を
自
ら
不
利
に
し
て
し
ま
っ
た
。
豊
下
氏
は
そ
う
批
判
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
批
判
は
あ
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

三

吉
田
は
基
地
「
カ
ー
ド
」
を
捨
て
た
の
か

吉
田
は
、
す
で
に
一
九
五
〇
年
五
月
、
訪
米
し
た
腹
心
の
池
田
勇
人
蔵
相
を
通
じ
て
、
講
和
促
進
の
た
め
に
日
本
が
講
和
後
ア
メ
リ

カ
に
基
地
を
提
供
す
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
伝
え
さ
せ
て
い
た
。
た
だ
、
そ
の
後
は
、
基
地
駐
留
の
問
題
を
曖
昧
に

（
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し
だ
し
、
六
月
に
訪
米
し
た
ダ
レ
ス
を
当
惑
さ
せ
た
。
朝
鮮
戦
争
勃
発
後
、
七
月
の
国
会
答
弁
で
は
講
和
後
に
「
軍
事
基
地
を
貸
し
た

く
な
い
」
と
さ
え
答
弁
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
観
察
者
か
ら
は
、
か
な
り
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
と
の
交
渉
を
意
識
し
た
、

バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
パ
ワ
ー
を
高
め
る
た
め
の
言
動
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
た
。

し
か
し
、
豊
下
氏
は
、
吉
田
と
日
本
政
府
の
交
渉
者
た
ち
が
、
一
九
五
一
年
一
月
か
ら
始
ま
っ
た
本
格
的
な
日
米
交
渉
に
お
い
て
、

早
い
段
階
で
、
ほ
と
ん
ど
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
な
し
に
米
軍
駐
留
を
認
め
た
と
批
判
す
る
。
そ
の
際
、
豊
下
氏
は
、
吉
田
と
ダ
レ
ス
の
第
一

回
会
談
（
一
月
二
九
日
）
の
直
後
、
一
月
三
〇
日
、
日
本
側
か
ら
ア
メ
リ
カ
側
に
提
出
さ
れ
た
「
わ
が
方
見
解
」
と
い
う
文
書
を
問
題

に
し
て
い
る
。
こ
の
「
わ
が
方
見
解
」
は
一
月
二
六
日
に
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
渡
さ
れ
た
「
対
日
講
和
七
原
則
」
お
よ
び
議
題
表
へ
の
回

答
で
あ
り
、
講
和
問
題
に
対
す
る
日
本
側
の
基
本
的
な
考
え
を
整
理
し
て
ア
メ
リ
カ
側
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
政

府
内
の
膨
大
な
講
和
問
題
研
究
の
結
論
と
も
い
う
べ
き
重
要
文
書
で
あ
り
、
吉
田
の
入
念
な
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
末
に
提
出
さ
れ
て
い

る
。ア

メ
リ
カ
の
外
交
文
書
集
（F
oreign

R
elations

of
the
U
nited

States

）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
わ
が
方
見
解
」
は
、
安
全
保
障
に

関
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

Japan
w
ill
ensure

internal
security

by
herself.

B
ut
as
regards

external
security,

the
cooperation

of
the

U
nited

N
ations

and,
especially,

of
the

U
nited

States
is
desired

through
appropriate

m
eans

such
as
the

stationing
of
troops.

要
す
る
に
、
日
本
は
国
内
の
安
全
は
自
力
で
確
保
す
る
け
れ
ど
も
、
対
外
的
安
全
保
障
は
、
国
際
連
合
、
と
く
に
合
衆
国
と
の
協
力

（「
駐
兵
の
ご
と
き
」）
に
よ
っ
て
確
保
し
た
い
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

豊
下
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
交
渉
が
は
じ
ま
っ
て
す
ぐ
に
「
駐
兵
の
ご
と
き
（such

as
the
stationing

of
troops

）」
と
い
う
文
言

（

）
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を
使
っ
て
基
地
駐
留
を
こ
ち
ら
か
ら
言
い
出
し
た
の
は
、
交
渉
の
駆
け
引
き
か
ら
言
っ
て
失
敗
だ
っ
た
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
豊

下
氏
が
吉
田
外
交
の
稚
拙
さ
を
批
判
す
る
際
の
中
心
の
論
点
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
記
録
と
日
本
側
の
記
録
の
食
い
違
い
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
に
外
務
省
が
公
開
し

た
「
わ
が
方
見
解
」
の
記
録
で
は
当
該
箇
所
は
二
つ
の
文
章
に
分
か
れ
、
し
か
も
「
駐
兵
の
ご
と
き
」
と
い
う
文
言
は
な
い
。
こ
れ
は

実
は
『
調
書
』
に
載
せ
ら
れ
た
記
録
で
も
同
じ
で
あ
る
。
引
用
し
て
み
よ
う
。

1
Japan

w
ill
ensure

internal
security

by
herself.

2
A
s
regards

external
security,

the
cooperation

of
the
U
nited

N
ations

and,
especially,

of
the
U
nited

States
is

desired,
through

appropriate
m
eans.

つ
ま
り
「
対
外
的
安
全
保
障
に
関
し
て
は
、
適
当
な
方
法
に
よ
っ
て
、
国
際
連
合
、
と
く
に
合
衆
国
の
協
力
を
希
望
す
る
」
と
な
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。“such

as
the
stationing

of
troops”

と
い
う
文
言
が
な
い
。

豊
下
氏
は
こ
の
食
い
違
い
に
つ
い
て
、「
米
側
が
受
領
し
た
文
書
に
あ
る
言
葉
が
日
本
側
の
文
書
か
ら
消
え
て
い
る
と
い
う
こ
の
事

態
は
、
こ
の
時
点
で
日
本
側
か
ら
米
軍
駐
留
を
求
め
た
事
実
の
重
大
な
意
味
を
供
逆
証
僑
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

た
し
か
に
、
日
米
の
文
書
公
開
の
状
況
、
そ
の
量
と
質
の
差
を
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
食
い
違
い
が
あ
る
場
合
、
日
本
政
府
が
記
録
の

一
部
を
後
で
削
除
し
た
の
で
は
、
と
疑
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
こ
の
文
書
に
限
っ
て
言
え
ば
、『
調
書
』
に
よ
る
文
書
作
成
の
詳
細
な
経
緯
説
明
に
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
は
な
く
、
日
本
側
の
記
録

の
方
が
正
確
と
思
わ
れ
る
。『
調
書
』
に
よ
れ
ば
「
わ
が
方
見
解
」
は
い
っ
た
ん
英
文
化
さ
れ
た
後
、
吉
田
と
外
務
省
の
幹
部
で
再
検
討

さ
れ
て
い
く
つ
か
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
安
全
保
障
の
項
目
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ま
で
の
文
章
の
第
一
項
に
は
、

T
he
security

of
a
nation

m
ust
be
preserved

by
the
nation

itself.
U
nfortunately

defeated
Japan

cannot
rely

（
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upon
herself

alone
for
self
protection.

と
あ
っ
た
も
の
を
削
除
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
、

Japan
w
ill
ensure

internal
security

by
herself.

と
い
う
文
章
を
新
た
な
第
一
項
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
日
本
は
、
国
内
の
安
全
を
自
力
で
確
保
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に

も
と
も
と
、

Japan
w
ill
ensure

internal
security

by
herself.

B
ut
as
regards

external
security,

the
cooperation

of
the

U
nited

N
ations

and,
especially,

of
the

U
nited

States
is
desired

through
appropriate

m
eans

such
as
the

stationing
of
troops.

と
な
っ
て
い
た
第
二
項
か
ら
、
第
一
文
と
、“such

as
the
stationing

of
troops”

を
削
除
し
て
、

A
s
regards

external
security,

the
cooperation

of
the
U
nited

N
ations

and,
especially,

of
the
U
nited

States
is

desired,
through

appropriate
m
eans.

と
修
正
し
、
新
し
い
第
二
項
に
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
和
文
は
「
対
外
的
安
全
保
障
に
関
し
て
は
、
適
当
な
方
法
に
よ
っ
て
、

国
際
連
合
、
と
く
に
合
衆
国
の
協
力
を
希
望
す
る
」
で
あ
る
。

こ
う
し
て
『
調
書
』
の
説
明
を
信
じ
れ
ば
、「
駐
兵
の
ご
と
き
（such

as
the
stationing

of
troops

）」
と
い
う
文
言
が
な
い
の

は
、
検
討
の
最
終
段
階
で
削
ら
れ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
『
調
書
』
は
、
最
終
段
階
で
の
修
正
の
多
く
が
「
吉
田
の

発
意
」
に
よ
る
、
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
削
除
も
、
少
な
く
と
も
吉
田
の
判
断
を
入
れ
た
う
え
で
の
決
定
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
吉
田
は
「
わ
が
方
見
解
」
の
中
で
「
駐
兵
」
を
明
言
す
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
側
の
記
録
と
の
間
で
食
い
違
い
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
側
の
文
書
か
ら
は
原
因
が
不
明

（

）
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（
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で
あ
る
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
側
の
外
交
文
書
集
に
載
せ
ら
れ
た
文
書
は
、
最
終
の
修
正
前
の
「
わ
が
方
見
解
」
の
よ
う
で
あ
り
、
い
ま

の
と
こ
ろ
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
側
の
手
に
入
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
米
国
外
交
文
書
集
は
基

本
的
に
一
人
の
歴
史
家
が
一
巻
を
担
当
し
、
文
書
を
収
集
す
る
。『
調
書
』
の
よ
う
に
当
時
の
担
当
者
が
収
集
し
た
も
の
で
は
な
い
。
当

然
そ
こ
に
あ
る
べ
き
文
書
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
ア
メ
リ
カ
側
の
記
録
で
は
、

ア
メ
リ
カ
側
の
記
録
に
載
っ
て
い
る
文
書
は
、
一
月
三
一
日
に
日
本
側
か
ら
手
渡
さ
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
側
が
「
わ
が
方
見
解
」

を
ア
メ
リ
カ
側
に
手
渡
し
た
の
は
一
月
三
〇
日
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
駐
兵
の
ご
と
き
」
と
い
う
文
言
を
め
ぐ
る
問
題
は
全
体
の
構
図
か
ら
言
え
ば
小
さ
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
吉
田
と
日

本
政
府
が
基
地
駐
留
を
許
す
考
え
を
交
渉
の
早
い
段
階
で
示
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。
吉
田
は
、
一
月
三
一
日
の
ダ
レ
ス
と
の
第
二
回

会
談
の
後
、
事
務
当
局
が
、
か
ね
て
準
備
し
て
い
た
、
米
軍
の
基
地
駐
留
を
含
む
安
全
保
障
構
想
「
相
互
の
安
全
保
障
の
た
め
の
日
米

協
力
に
関
す
る
構
想
」
を
ア
メ
リ
カ
側
の
交
渉
者
に
提
出
す
る
の
を
許
し
た
（
二
月
一
日
）。
こ
の
「
構
想
」
の
提
出
に
よ
り
、
当
初
、

ス
ム
ー
ズ
で
は
な
か
っ
た
交
渉
に
進
展
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

だ
が
そ
れ
は
、
豊
下
氏
が
言
う
よ
う
に
、
基
地
駐
留
の
権
利
付
与
と
い
う
交
渉
の
「
カ
ー
ド
」
を
吉
田
が
捨
て
た
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
わ
が
方
見
解
」
は
ア
メ
リ
カ
側
が
示
し
た
「
対
日
講
和
七
原
則
」
に
回
答
す
る
重
要
文
書
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
七
原
則
」
は
そ
の
第
四
原
則
に
「
日
本
国
の
施
設
と
合
衆
国
お
よ
び
お
そ
ら
く
そ
の
他
の
軍
隊
と
の
間
に
継
続

的
協
力
的
責
任
」
が
必
要
と
の
表
現
で
、
講
和
後
の
基
地
駐
留
を
盛
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
こ
の
交
渉
に
限
れ
ば
基
地
駐

留
は
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
言
い
出
し
て
い
る
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
吉
田
が
出
し
た
「
わ
が
方
見
解
」
は
「
適
当
な
方
法
に
よ
っ
て
」
国

際
連
合
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
と
の
協
力
を
希
望
す
る
と
答
え
た
だ
け
で
あ
る
。
微
妙
だ
が
や
は
り
「
カ
ー
ド
」
に
す
る
こ
と
を
意
識
し

た
返
答
と
思
わ
れ
る
。

（
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た
し
か
に
吉
田
は
基
地
駐
留
の
権
利
を
「
五
分
五
分
の
論
理
」
で
与
え
る
、
す
な
わ
ち
、
基
地
駐
留
の
形
式
を
よ
り
対
等
な
も
の
に

す
る
た
め
の
「
カ
ー
ド
」
と
し
て
使
う
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
吉
田
は
こ
の
意
味
で
の
外
務
省
の
構
想
に
は
あ
ま
り
こ
だ

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
吉
田
の
安
全
保
障
政
策
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
も
吉
田
は
外
務
省
の
担
当
者
た
ち
と
は
異
な
り
、

安
保
条
約
の
形
式
に
そ
れ
ほ
ど
関
心
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。

た
だ
外
務
省
の
構
想
と
い
う
場
合
に
は
、
一
つ
重
要
な
注
意
書
き
が
い
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
「
五
分
五
分
の
論
理
」
も
重
要
だ
が
、

外
務
省
の
構
想
の
中
に
は
外
務
省
の
担
当
者
が
「
五
分
五
分
の
論
理
」
と
同
様
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
強
く
希
望
し
た
も
の
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
米
軍
の
国
内
駐
留
を
認
め
る
日
米
間
の
安
全
保
障
の
取
り
決
め
を
、
平
和
条
約
と
は
別
個
の
取
り
決
め
に
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
わ
が
方
見
解
」
の
安
全
保
障
の
項
目
は
三
点
か
ら
な
る
が
先
に
見
た
二
点
の
後
、
三
番
目
に
あ
げ
た
の
は
実
は
そ

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

も
し
平
和
条
約
の
中
に
米
軍
駐
留
が
規
定
さ
れ
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
で
あ
る
と
断
っ
て
あ
っ
て
も
、
日

本
に
対
す
る
警
戒
措
置
の
意
味
合
い
が
出
て
く
る
。
そ
れ
で
は
折
角
、
講
和
・
独
立
を
果
た
し
て
も
、
日
本
が
連
合
国
か
ら
対
等
な
友

好
国
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
外
務
省
の
担
当
者
は
「
平
和
条
約
そ
の
も
の
に
軍
隊
の
駐
在
を
規
定
す
る
こ
と

は
独
立
国
の
対
面
を
き
損
す
る
主
権
の
制
限
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
れ
を
何
と
し
て
も
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
外
務
省
の
希
望
は
か
な
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
交
渉
に
望
む
ア
メ
リ
カ
側
は
、
平
和
条
約
の
中
に
そ
う
し
た
米
軍
駐
留
を

含
む
日
本
と
の
安
全
保
障
取
り
決
め
の
大
枠
を
書
き
込
む
案
を
持
っ
て
お
り
、
も
し
日
本
側
が
二
月
一
日
と
い
う
交
渉
の
早
い
段
階
で

率
先
し
て
米
軍
の
基
地
駐
留
の
権
利
を
与
え
る
安
全
保
障
構
想
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
方
向
に
交
渉
が
動
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
側
が
日
本
側
の
構
想
を
「
頗
る
ヘ
ル
プ
フ
ル
」
と
評
し
た
の
は
小
さ
く
な
い
意
味
を
持
つ
。（
翌
日
ア
メ
リ
カ
側

は
日
本
側
の
構
想
を
も
と
に
平
和
条
約
と
は
別
個
に
結
ぶ
安
全
保
障
の
協
定
案
を
出
し
て
き
た
。
そ
れ
が
形
を
変
え
て
安
保
条
約
お
よ
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び
行
政
協
定
に
発
展
す
る
。）

四

吉
田
は
何
の
た
め
に
「
カ
ー
ド
」
を
使
っ
た
の
か

吉
田
は
「
五
分
五
分
の
論
理
」
と
は
別
の
こ
と
で
基
地
駐
留
の
権
利
を
カ
ー
ド
に
使
っ
た
。
ま
ず
何
よ
り
も
吉
田
は
、
基
地
駐
留
の

権
利
を
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
講
和
の
動
き
を
促
進
す
る
目
的
で
使
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
池
田
を
使
っ
て
基
地
貸
与
の
意

向
を
伝
え
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
当
時
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
は
講
和
後
の
日
本
の
安
全
保
障
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
国
務
省
と
国
防

省
・
軍
部
と
の
間
に
意
見
の
違
い
が
あ
っ
て
、
調
整
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
基
地
駐

留
の
要
求
を
す
る
こ
と
が
難
し
け
れ
ば
、
日
本
か
ら
ア
イ
デ
ア
を
考
え
る
と
い
う
申
し
出
は
、
こ
の
調
整
が
早
く
進
む
こ
と
を
ね
ら
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
田
の
申
し
出
は
ア
メ
リ
カ
政
府
内
を
講
和
促
進
の
方
向
に
ま
と
め
る
の
に
、
効
果
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
吉
田
は
、
基
地
駐
留
の
権
利
を
本
格
的
な
再
軍
備
を
拒
否
す
る
た
め
に
も
使
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
吉
田
は
、
戦
後
の
日
本

は
ア
メ
リ
カ
と
の
連
携
を
続
け
て
こ
そ
、
安
全
も
繁
栄
も
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
講
和
後
の
日
本
が
、

ア
メ
リ
カ
が
率
い
る
自
由
主
義
陣
営
の
一
員
と
し
て
、
義
務
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
吉
田
は
、
ダ
レ
ス
と
の
交
渉
に
臨
ん
で
、

そ
の
義
務
の
一
部
免
除
を
要
求
し
た
。
す
な
わ
ち
日
本
が
当
面
は
再
軍
備
を
し
な
い
と
い
う
建
前
で
講
和
条
約
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

吉
田
の
見
る
と
こ
ろ
、
再
軍
備
は
国
民
心
理
か
ら
も
、
経
済
復
興
優
先
と
い
う
考
え
か
ら
も
、
ま
た
日
本
の
軍
国
主
義
復
活
に
対
す

る
内
外
の
危
惧

─
そ
れ
は
講
和
の
条
件
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い

─
と
い
う
点
か
ら
も
、
望
ま
し
く
は
な
か
っ
た
。

吉
田
は
、
再
軍
備
拒
否
の
建
前
を
貫
く
た
め
に
、
外
務
省
と
自
分
の
軍
事
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
日
本
と
朝
鮮
の
非
武
装
と
極
東
の
一
定
地

域
の
軍
備
制
限
に
関
す
る
案
を
作
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
、
日
本
の
再
軍
備
に
消
極
的
な
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
に
協
力
を

求
め
も
し
た
よ
う
で
あ
る
。
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日
本
側
が
基
地
駐
留
に
関
す
る
日
本
側
の
構
想
を
ア
メ
リ
カ
側
に
示
し
た
の
は
、
最
初
の
二
回
の
会
談
で
吉
田
が
ダ
レ
ス
と
再
軍
備

問
題
で
衝
突
し
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
情
を
『
調
書
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
こ
の
事
務
レ
ベ
ル
折
衝
に
お
い
て
わ
が
方
か
ら
提
出
し
た
文
書
は
、
例
外
な
く
、
事
前
に
総
理
の
承
認
を
え
、
ま
た
は
、
総
理
の
指

示
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
事
務
レ
ベ
ル
折
衝
の
冒
頭
２
月
１
日
の
会
談
で

『
安
全
保
障
に
つ
い
て
平
和
条
約
に
挿
入
す

べ
き
条
項
』
と
『
相
互
の
安
全
保
障
の
た
め
の
日
米
協
力
に
関
す
る
構
想
』
を
提
出
し
た
経
緯
は
、
こ
れ
ま
で
の
会
談
で
総
理
が
特
使

［
ダ
レ
ス
］
の
再
軍
備
に
熱
心
な
説
得
に
あ
く
ま
で
反
対
を
つ
づ
け
マ
元
帥
の
支
持
を
え
て
持
論
を
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る

［
ア
メ
リ
カ
側
］
使
節
団
の
失
望
が
『
日
本
の
総
理
は
特
使
の
誠
意
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
』
あ
る
い
は
『
日
本
の
総
理
は
特
使
の
英
語

を
解
っ
て
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
』
と
い
っ
た
言
葉
と
な
っ
て
使
節
団
の
フ
ィ
ア
リ
ー
か
ら
井
口
、
白
洲
（
次
郎
）、
田
中
（
弘
人
）
の

３
人
に
洩
ら
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
心
配
し
た
井
口
・
西
村
が
『
こ
の
際
か
ね
て
用
意
し
て
あ
る
安
全
保
障
に
関
す
る
具
体
案
を

わ
が
方
か
ら
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
談
を
具
体
問
題
の
討
議
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
今
次
会
談
に
実
質
的
成
果
を
期
待
す
る
最
善

の
途
で
あ
る
と
考
え
る
』
旨
を
の
べ
て
両
案
提
出
の
許
可
を
え
た
の
で
あ
っ
た
。」

こ
う
し
て
、
基
地
駐
留
を
許
す
日
本
側
の
安
全
保
障
構
想
を
示
す
こ
と
は
、
日
本
が
再
軍
備
で
き
な
い
と
強
く
主
張
す
る
か
わ
り
に
、

で
き
る
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
文
脈
の
中
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
今
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
田
は
ダ
レ
ス
特
使
と
の
交
渉
で
再
軍
備
を
完
全
に
断
わ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
吉
田
は
ダ
レ
ス
に
、
講
和
後
に
は
警
察
予
備
隊
や
海
上
保
安
庁
と
は
別
個
に
、
海
陸
を
含
め
て
五
万
人
か
ら
な
る
「
保
安
隊

（security
forces

）」
を
設
け
て
、
民
主
的
な
軍
隊
を
発
足
さ
せ
る
と
約
束
し
た
。
吉
田
は
、『
回
想
十
年
』
の
中
で
、
五
万
人
の
「
保

安
隊
」
に
つ
い
て
は
ぼ
か
し
つ
つ
も
、
そ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
私
は
、
そ
れ
ま
で
の
交
渉
経
緯
か
ら
考
え
て
も
、
日
本
の
防
衛
努
力
に
つ
き
、
ダ
レ
ス
特
使
に
対
し
て
、
何
ら
の
意
思
表
示
も
し
な

（

）
３３（

）
３４

（阪大法学）５９（３・４-194）656〔２００９．１１〕



い
で
、
日
米
協
定
だ
け
を
纏
め
る
と
い
う
虫
の
い
ゝ
こ
と
は
、
到
底
見
込
が
な
い
と
考
え
た
。
一
方
平
和
条
約
成
立
後
の
日
本
が
、
防

衛
努
力
の
第
一
段
階
で
設
け
る
べ
き
地
上
軍
の
腹
案
で
も
よ
い
か
ら
教
え
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
先
方
の
強
い
希
望
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
種
々
考
慮
の
結
果
、
警
察
予
備
隊
や
海
上
保
安
隊
を
充
実
増
強
し
て
、
治
安
省
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
統
轄
す
る
案
を
示
し
た
。

こ
の
治
安
省
の
構
想
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
、
ダ
レ
ス
氏
に
あ
る
程
度
の
満
足
を
与
え
た
よ
う
で
あ
っ
た
。」

し
か
し
、
そ
う
し
た
講
和
後
の
再
軍
備
の
「
芽
」
の
よ
う
な
も
の
は
示
し
た
も
の
の
、
吉
田
は
講
和
前
に
本
格
的
な
再
軍
備
に
と
り

か
か
る
こ
と
、
あ
る
い
は
講
和
条
約
・
安
保
条
約
に
関
し
て
再
軍
備
を
明
言
す
る
こ
と
を
断
る
こ
と
は
で
き
た
。
少
な
く
と
も
当
時
の

吉
田
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
「
再
武
装
は
ご
免
こ
う
む
る
と
い
う
建
前
」
は
貫
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
吉
田
が
ア
メ
リ
カ
に
基
地
駐
留
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
で
得
よ
う
と
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
寛
大
な
」

講
和
で
あ
ろ
う
。
吉
田
は
、
多
数
の
連
合
国
と
の
交
渉
で
寛
大
な
講
和
を
勝
ち
取
る
た
め
に
も
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
と
の
良
好
な
関
係
を

維
持
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
日
本
の
立
場
を
代
弁
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
に
ア
メ
リ
カ
が

望
む
よ
う
な
基
地
駐
留
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
は
寛
大
な
講
和
の
代
償
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。『
調
書
』
は
、
そ
の
こ
と
を
実
に
印
象

的
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
か
よ
う
に
し
て
、
平
和
条
約
に
よ
っ
て
日
本
が
独
立
を
回
復
し
た
暁
に
お
い
て
も
自
国
軍
隊
が
日
本
に
駐
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

が
確
実
に
な
っ
た
後
、
は
じ
め
て
先
方
［
ア
メ
リ
カ
側
］
は
い
か
よ
う
な
構
想
の
平
和
条
約
案
を
た
ず
さ
え
て
連
合
国
と
折
衝
を
開
始

し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
条
約
案
は
き
わ
め
て
公
正
寛
大
で
交
渉
当
事
者
の
感
銘
は
大
き
か
っ
た
。」

米
国
の
主
導
で
で
き
あ
が
っ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
は
、
中
ソ
と
の
講
和
や
、
沖
縄
の
施
政
権
返
還
な
ど
を
将
来
の
課
題

に
残
し
た
が
、
当
時
の
日
本
が
置
か
れ
た
状
況
下
で
は
、
最
良
の
条
件
で
日
本
に
独
立
回
復
を
許
す
条
約
だ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
後
の

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
よ
う
に
敗
戦
国
に
一
方
的
に
戦
争
責
任
を
負
わ
せ
た
り
、
巨
額
の
賠
償
義
務
を
課
す
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
む

（

）
３５

（

）
３６

（

）
３７

（

）
３８

（

）
３９

安保条約と吉田外交

（阪大法学）５９（３・４-195）657〔２００９．１１〕



し
ろ
勝
者
と
敗
者
が
と
も
に
未
来
を
志
向
す
る
「
和
解
と
信
頼
の
講
和
」
を
創
出
し
た
。

実
は
、
一
九
五
一
年
一
月
か
ら
二
月
の
吉
田
・
ダ
レ
ス
交
渉
の
後
で
、
平
和
条
約
が
日
本
側
に
と
っ
て
「
公
正
寛
大
」
な
も
の
に
な

ら
な
い
可
能
性
が
浮
か
ん
で
き
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
作
っ
た
平
和
条
約
草
案
で
あ
る
。
こ
の
草
案
は
対
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
に
な
ら
っ
た

日
本
に
厳
し
い
条
約
案
で
、
前
文
に
日
本
の
戦
争
責
任
を
明
記
し
、
本
文
で
日
本
に
沖
縄
の
主
権
放
棄
や
、
極
右
団
体
な
ど
の
取
り
締

ま
り
を
迫
る
懲
罰
的
な
草
案
で
あ
っ
た
。
四
月
中
旬
、
米
国
か
ら
極
秘
に
こ
の
草
案
を
見
せ
ら
れ
た
吉
田
は
、
こ
れ
で
は
ヒ
ト
ラ
ー
を

生
み
出
し
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
失
敗
を
繰
り
返
す
だ
け
だ
と
激
し
く
怒
り
、
た
だ
ち
に
反
論
の
意
見
書
を
作
成
し
た
。
吉
田
が
自

ら
文
言
を
強
め
た
意
見
書
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
草
案
が
条
約
に
な
れ
ば
、

「
必
ず
、
日
本
国
民
全
体
に
深
い
失
望
感
を
も
た
せ
、
他
日
の
ダ
レ
ス
氏
の
総
理
に
対
す
る
話
の
如
く
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
経
験

を
繰
り
返
え
す
こ
と
と
な
り
、
折
角
米
国
案
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
、
連
合
国
と
相
携
え
て
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
に
寄
与
せ
ん

と
す
る
そ
の
意
欲
を
ス
ポ
イ
ル
す
る
で
あ
ろ
う
。」

吉
田
は
「
意
欲
を
ス
ポ
イ
ル
す
る
」
と
の
表
現
を
使
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
案
の
よ
う
な
懲
罰
的
な
案
で
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
基
地
貸
与

に
も
影
響
す
る
と
暗
に
牽
制
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
政
府
は
こ
の
時
点
で
日
本
に
懲
罰
的
な
平
和
条
約
を
つ
く
ろ
う
と

い
う
気
は
毛
頭
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
草
案
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
気
は
な
か
っ
た
。
吉
田
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
念
の

た
め
に
、
基
地
提
供
と
寛
大
な
講
和
と
の
代
償
関
係
を
示
唆
し
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
万
一
に
も
イ
ギ
リ
ス
案
の
影
響
を
受
け
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

寛
大
な
講
和
の
代
償
と
言
え
ば
、
沖
縄
の
問
題
に
も
触
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
吉
田
は
、
沖
縄
が
ア
メ
リ
カ
の
信
託
統
治
の
下

に
置
か
れ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
も
し
置
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
信
託
統
治
が
終
了
し
た
後
、
沖
縄
を
日
本
に
返
還
す
る
こ
と
、
島
民
の
日

本
国
籍
を
確
保
す
る
こ
と
、
日
本
を
共
同
施
政
者
と
す
る
こ
と
な
ど
を
ア
メ
リ
カ
側
に
提
案
し
て
い
る
。
吉
田
は
軍
事
的
な
必
要
が
あ
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れ
ば
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
形
式
の
租
借
は
ど
う
か
と
も
持
ち
か
け
た
（「
わ
が
方
見
解
」）。
ア
メ
リ
カ
側
は
こ
れ
を
あ
っ
さ
り
拒
絶
し
た
け
れ

ど
も
、
吉
田
が
沖
縄
に
関
し
て
、
で
き
る
限
り
有
利
な
取
り
計
ら
い
を
求
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。『
調
書
』
は
「
租
借
地
」
に
し

て
も
よ
い
か
ら
、
沖
縄
を
信
託
統
治
に
し
な
い
で
ほ
し
い
と
希
望
し
た
「
総
理
の
勇
断
」
に
「
い
た
く
感
銘
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

日
本
の
主
権
が
沖
縄
に
残
る
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
だ
が
、
そ
の
努
力
は
、
沖
縄
に
日
本
の
「
残
存
主
権
」
が
あ
る
こ
と

を
ア
メ
リ
カ
側
が
明
言
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

当
時
、
外
務
省
の
条
約
局
長
と
し
て
吉
田
に
仕
え
た
西
村
熊
雄
は
、
こ
の
点
に
関
連
し
、
安
保
条
約
で
米
軍
の
有
事
駐
留
方
式
（
一

九
四
七
年
九
月
の
「
芦
田
書
簡
」
で
は
こ
の
考
え
が
と
ら
れ
た
）
で
は
な
く
、
日
本
国
内
へ
の
常
時
駐
留
方
式
が
と
ら
れ
た
の
は
、
吉

田
が
沖
縄
（
お
よ
び
小
笠
原
、
硫
黄
島
）
を
日
本
の
領
土
に
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
証
言
し
て
い
る
。
西
村
の
証
言
を
裏
付

け
る
確
実
な
証
拠
は
な
い
が
、
吉
田
の
頭
の
中
で
基
地
駐
留
の
問
題
が
沖
縄
問
題
と
つ
な
が
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
基

地
駐
留
を
あ
ま
り
に
出
し
渋
る
と
、
沖
縄
の
返
還
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
計
算
は
吉
田
の
頭
の
中
に
当
然

あ
っ
た
だ
ろ
う
。

吉
田
は
『
回
想
十
年
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
一
体
、
平
和
条
約
と
安
全
保
障
条
約
と
は
、
形
の
上
で
は
、
一
方
は
四
十
八
ヵ
国
を
相
手
国
と
し
て
調
印
し
、
他
は
ア
メ
リ
カ
一
国

の
み
が
相
手
な
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
両
条
約
は
全
く
不
可
分
の
関
係
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
私
が
国
会
で
し
ば
し
ば
言
明
し
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
国
の
独
立
と
こ
れ
を
守
る
安
全
保
障
と
を
別
個
に
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
両
条
約
は
一
つ
の
構
想
、

体
制
の
部
分
を
形
成
し
合
う
も
の
な
の
で
あ
る
」

だ
か
ら
吉
田
は
、
世
論
の
中
に
あ
る
平
和
条
約
に
は
賛
成
だ
が
安
保
条
約
に
は
反
対
と
い
う
議
論
は
「
理
解
し
難
い
」
と
批
判
す
る
。

吉
田
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
の
講
和
外
交
の
評
価
は
両
条
約
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
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い
う
吉
田
の
希
望
か
ら
す
れ
ば
『
安
保
条
約
の
成
立
』
の
よ
う
に
安
保
条
約
を
そ
れ
だ
け
取
り
出
し
て
出
来
不
出
来
を
論
じ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
議
論
に
は
不
満
が
残
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

だ
が
そ
れ
は
と
も
か
く
、
吉
田
が
基
地
駐
留
の
権
利
を
、
早
期
に
講
和
を
実
現
し
、
日
本
に
有
利
な
講
和
を
勝
ち
取
り
、
し
か
も
当

面
、「
再
武
装
は
ご
免
こ
う
む
る
と
い
う
建
前
」
で
実
現
す
る
た
め
の
「
カ
ー
ド
」
と
し
て
使
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
吉
田
が
そ
れ
を
一
〇
〇
％
う
ま
く
使
っ
た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
使
っ
て
、
さ
ら
に
よ

い
条
件
の
講
和
を
得
る
よ
う
に
粘
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
ダ
レ
ス
と
の
会
談
で
の
吉
田
の
議
論
の
進
め
方
や
英
語
力
が
、

ダ
レ
ス
か
ら
最
大
の
譲
歩
を
引
き
出
す
の
に
十
分
効
果
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
も
あ
ろ
う
。

だ
が
吉
田
は
自
ら
が
求
め
る
大
目
標
は
達
成
し
た
。
一
方
、
何
と
し
て
も
日
本
か
ら
広
範
な
基
地
駐
留
の
権
利
を
得
た
い
と
い
う
ア

メ
リ
カ
の
強
い
希
望
を
考
え
る
と
、
吉
田
が
支
払
う
コ
ス
ト
が
さ
ら
に
安
く
す
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
と
主
張
す
る
根
拠
を
示
す
こ
と
は

容
易
で
な
い
。
安
保
条
約
の
「
五
分
五
分
の
論
理
」
に
関
し
て
さ
ら
に
よ
い
条
件
を
得
よ
う
と
し
て
、
他
の
点
で
さ
ら
に
大
き
な
コ
ス

ト
を
支
払
う
は
め
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
た
だ
ろ
う
。
吉
田
を
外
交
の
達
人
と
ほ
め
た
た
え
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
外
交
が
稚

拙
で
あ
っ
た
と
ま
で
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

五

昭
和
天
皇
に
関
す
る
仮
説
の
説
得
力

し
か
し
、
こ
こ
は
仮
に
吉
田
の
外
交
が
稚
拙
で
あ
っ
た
と
し
て
話
を
す
す
め
よ
う
。
吉
田
の
交
渉
戦
術
、
交
渉
能
力
に
疑
問
を
呈
し

た
研
究
は
他
に
も
あ
る
が
、
豊
下
氏
の
『
安
保
条
約
の
成
立
』
が
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
吉
田
が
基
地
を
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
の
材
料

と
し
て
う
ま
く
使
え
な
か
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
基
地
提
供
に
積
極
的
で
あ
っ
た
天
皇
裕
仁
の
意
向
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
で
は
な

い
か
、
と
い
う
大
胆
な
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
安
保
条
約
成
立
過
程
の
研
究
に
全
く
新
し
い
角
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度
か
ら
挑
戦
す
る
、
驚
く
べ
き
仮
説
で
あ
る
。

だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
天
皇
と
い
う
要
因
を
考
慮
せ
ず
に
占
領
期
の
日
本
の
政
治
外
交
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
憲
法
の
成
立
に
天
皇
が
関
係
な
い
と
は
誰
も
言
わ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、『
安
保
条
約
の
成
立
』
が
試
み
た
よ
う

に
、
安
保
条
約
の
成
立
に
天
皇
の
意
向
が
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
か
け
る
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ

と
か
も
し
れ
な
い
。

提
示
さ
れ
て
い
る
仮
説
は
お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。（
一
）、
天
皇
裕
仁
は
、
講
和
後
の
日
本
の
安
全
の
た
め
に
、
ま
た
戦
争
責

任
問
題
の
再
活
性
化
を
恐
れ
、
自
ら
と
天
皇
制
の
安
全
の
た
め
に
も
、
日
米
協
調
の
大
前
提
で
、
ア
メ
リ
カ
に
基
地
を
貸
す
こ
と
が
必

要
と
考
え
て
い
た
。（
二
）、
し
か
し
天
皇
と
そ
の
側
近
は
、
吉
田
が
そ
の
こ
と
に
ぐ
ず
ぐ
ず
し
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
見
て
、
吉
田

の
外
交
を
快
く
思
わ
ず
、
吉
田
の
裏
で
ア
メ
リ
カ
政
府
の
代
表
と
交
渉
し
た
い
と
い
う
意
思
す
ら
持
っ
た
。（
三
）、
吉
田
は
何
ら
か
の

形
で
天
皇
の
意
向
を
知
ら
さ
れ
て
（
直
接
天
皇
か
ら
知
ら
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
）、
基
地
提
供
を
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
の
道
具
と
し
て
使

う
こ
と
を
封
じ
込
め
ら
れ
た
。

豊
下
氏
は
、
こ
の
仮
説
を
す
べ
て
確
証
す
る
材
料
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
占
領
期
の
天
皇
の
言
動
に
関
す
る
文
献

資
料
は
限
ら
れ
て
い
る
。
豊
下
氏
自
身
、「
松
井
文
書
」
な
ど
の
新
資
料
を
活
用
し
て
、
昭
和
天
皇
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
会
見
記
録
の
分

析
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
一
一
回
の
会
見
内
容
の
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
天
皇
と
吉
田
の
間

で
、
政
治
外
交
問
題
で
ど
の
よ
う
な
話
が
な
さ
れ
た
か
と
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
点
、
豊
下
氏
は
『
昭
和
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
見
』
の
中
で
、
筆
者
の
報
告
書
を
批
判
し
て
、
資
料
上
の
制
約
が
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
、
吉
田
外
交
に
天
皇
の
意
向
が
影
響
し
た
と
す
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
筆
者
自
身
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
可
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能
性
を
も
考
え
て
み
る
こ
と
が
吉
田
外
交
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
筆
者
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
豊
下
氏
の
仮
説
は
実
証
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
可
能
性
は
あ
ま
り
高
く
は
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
説
の
説
得
力
を
一
つ
ず
つ
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
（
一
）
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
。
戦
争
責
任
問
題
と
の
関
連
は
と
も
か
く
と
し
て
、

天
皇
は
、
占
領
終
了
後
、
米
軍
が
日
本
の
安
全
の
た
め
に
駐
留
す
る
こ
と
に
積
極
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
沖
縄
に
関
し

て
い
え
ば
、
有
名
な
一
九
四
七
年
九
月
の
「
天
皇
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
ア
メ
リ
カ
政
府
に
伝
え
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
に
日
本
の

主
権
を
残
し
つ
つ
、
二
五
年
か
ら
五
〇
年
く
ら
い
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
の
長
期
に
わ
た
っ
て
軍
事
占
領
を
続
け
る
こ
と
が
ア
メ
リ

カ
の
利
益
に
も
ま
た
日
本
の
安
全
に
も
な
る
と
の
考
え
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
豊
下
氏
が
仮
説
の
根
拠
と
し
て
重
視
し
て
い
る
一
九
五

〇
年
夏
の
天
皇
か
ら
ダ
レ
ス
へ
の
「
文
書
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
か
ら
は
、
た
し
か
に
日
本
側
か
ら
の
基
地
貸
与
を
申
し
出
る
こ
と
に
積
極
的

な
天
皇
の
意
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。

だ
が
（
二
）
は
や
や
説
得
力
に
か
け
る
。
豊
下
氏
は
「
文
書
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
お
よ
び
そ
の
元
に
な
っ
た
、
一
九
五
〇
年
六
月
の
天
皇

か
ら
ダ
レ
ス
へ
の
口
頭
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
に
、
天
皇
の
吉
田
に
対
す
る
「
不
信
任
」
の
意
思
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
二
つ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
基
本
的
に
は
ア
メ
リ
カ
政
府
に
対
し
て
、
対
日
政
策
遂
行
に
あ
た
っ
て
は
、
追
放
政
策
に
よ
り
逼
塞
し
て
い
る
日
本

の
旧
指
導
層
や
保
守
層
の
意
見
を
も
っ
と
聞
く
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
追
放
政
策
の
緩
和
と
そ
う
し
た
旧
勢

力
の
中
で
日
本
の
意
見
を
代
表
す
る
有
益
な
人
々
に
よ
る
諮
問
会
議
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
て
は
ど
う
か
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
占

領
政
策
を
批
判
す
る
思
い
切
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
が
、
と
く
に
吉
田
へ
の
「
不
信
任
」
の
表
明
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
に
は
見
え
な
い
。

少
な
く
と
も
二
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
ア
メ
リ
カ
側
が
こ
れ
は
天
皇
の
吉
田
へ
の
「
不
信
任
」
を
意
味
す
る
と
受
け
取
っ
た
形
跡
は
な

い
。
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も
ち
ろ
ん
追
放
さ
れ
た
旧
指
導
層
の
中
に
は
吉
田
と
意
見
の
合
わ
な
い
も
の
も
い
た
の
で
、
吉
田
が
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
知
っ
て
い

た
ら
喜
ん
だ
と
は
思
え
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
吉
田
外
交
へ
の
「
不
信
任
」
と
ま
で
は
言
え
ま
い
。

だ
が
豊
下
氏
は
「
文
書
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
最
後
の
文
章
に
着
目
す
る
。

「［
追
放
の
緩
和
に
よ
っ
て
］
多
く
の
有
能
で
先
見
の
明
と
立
派
な
志
を
も
っ
た
人
々
が
、
国
民
全
般
の
利
益
の
た
め
に
自
由
に
働
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
沈
黙
し
て
い
る
が
、
も
し
公
に
意
見
表
明
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
大
衆
の
心
に
き
わ

め
て
深
い
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
多
く
の
人
々
が
い
る
。
仮
に
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
彼
ら
の
考
え
方
を
公
に
表
明
で
き
る
立
場
に
い

た
な
ら
ば
、
基
地
問
題
を
め
ぐ
る
最
近
の
誤
っ
た
論
争
も
、
日
本
の
側
か
ら
の
自
発
的
な
オ
フ
ァ
に
よ
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
。」

豊
下
氏
は
最
後
の
文
章
の
中
の
「
最
近
の
誤
っ
た
論
争
」（
原
語
は

the
recent

m
istaken

controversy

）
と
い
う
の
は
、
国
会

に
お
い
て
吉
田
が
ア
メ
リ
カ
へ
の
基
地
貸
与
に
否
定
的
な
態
度
を
示
し
た
こ
と
を
指
す
と
見
る
。
確
証
は
な
い
が
、
こ
こ
は
そ
の
指
摘

に
従
う
と
し
て
、
問
題
は
そ
の
後
で
あ
る
。「
自
発
的
な
オ
フ
ァ
［
申
し
出
］
に
よ
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
一
文
を
豊
下

氏
は
天
皇
の
吉
田
外
交
に
対
す
る
「
不
信
任
」
を
示
す
決
定
的
な
文
言
と
見
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
皇
は
、「
自
発
的
な
オ
フ
ァ
」

を
す
べ
き
な
の
に
し
な
い
吉
田
に
不
信
感
を
懐
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
い
へ
ん
興
味
深
い
解
釈
だ
が
、
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
と
い
う
の
も
先
に
見
た
よ
う
に
吉
田
は
す
で
に
五
月
に
池
田
を
通
じ
て
基

地
提
供
に
関
す
る
「
自
発
的
な
オ
フ
ァ
」
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
豊
下
氏
は
、
天
皇
と
「
文
書
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
実
際
に
書
い
た

天
皇
側
近
（
松
平
康
昌
？
）
が
吉
田
の
そ
の
申
し
出
の
こ
と
を
当
然
知
っ
て
い
た
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
天
皇
は
そ
の
申
し
出
に
も

か
か
わ
ら
ず
「
自
発
的
な
オ
フ
ァ
」
の
こ
と
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
吉
田
を
け
し
か
ら
ん
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
、
も
し
天
皇
が
吉
田
の
ア
メ
リ
カ
政
府
へ
の
申
し
出
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
別
の
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
吉
田
は
す
で
に
「
自
発
的
な
オ
フ
ァ
」
を
行
っ
て
い
る
が
、
国
内
の
政
治
状
況
な
ど
か
ら
本
心
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
し
追
放
の
緩
和
に
よ
っ
て
、
日
米
協
力
の
重
要
性
を
よ
く
理
解
す
る
人
々
が
政
治
に
影
響
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と

も
な
く
な
る
は
ず
だ
。「
誤
っ
た
論
争
」
も
せ
ず
に
す
む
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
伝
え
た
か
っ
た
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

た
だ
筆
者
は
、
天
皇
と
そ
の
側
近
が
、
こ
の
時
点
で
は
、
吉
田
の
ア
メ
リ
カ
政
府
へ
の
申
し
出
を
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
吉
田
の
申
し
出
の
こ
と
は
池
田
に
随
行
し
た
宮
澤
喜
一
が
一
九
五
六
年
に
『
東
京
─
ワ
シ
ン
ト
ン
の
密
談
』
を
出
版
し

て
明
ら
か
に
す
る
ま
で
は
公
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
吉
田
は
こ
の
件
に
つ
い
て
秘
密
主
義
を
通
し
、
実
は
講
和
交
渉
の
実
務

を
預
か
っ
た
西
村
条
約
局
長
で
す
ら
、
宮
澤
の
著
書
が
出
る
ま
で
（
講
和
の
四
年
後
ま
で
）、
申
し
出
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
回
顧

し
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
天
皇
と
そ
の
側
近
が
こ
の
時
点
で
知
っ
て
い
た
、
と
断
定
す
る
の
は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
知
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
話
は
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
基
地
問
題
に
つ
い
て
の
「
自
発
的
オ

フ
ァ
」
を
追
放
緩
和
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
点
の
一
つ
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
あ
げ
た
（
ダ
レ
ス
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
）
と
考
え
う

る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
場
合
は
、
こ
の
「
文
書
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
か
ら
、
基
地
提
供
に
否
定
的
な
発
言
を
す
る
吉
田
へ
の
天
皇

の
不
満
あ
る
い
は
不
安

─
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
る
が

─
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

豊
下
氏
は
天
皇
か
ら
ダ
レ
ス
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
に
天
皇
の
「
不
信
任
」
を
読
み
取
り
、
天
皇
が
吉
田
の
背
後
で
ア
メ
リ
カ
側
と

交
渉
す
る
意
思
を
も
っ
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
豊
下
氏
が
重
視
す
る
の
は
、
一
九
五
一
年
一
月
、
来
日
を
目
前
に
控
え
た

ダ
レ
ス
に
対
し
て
な
さ
れ
た
「
夕
食
会
」
へ
の
招
待
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
年
六
月
に
も
ダ
レ
ス
と
天
皇
側
近
（
松
平
）
ら
の
会
談
を
取

り
持
っ
た
『
ニ
ュ
ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
』
の
東
京
支
局
長
（
パ
ケ
ナ
ム
）
が
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
同
誌
の
外
信
部
長
で
あ

る
ハ
リ
ー
・
カ
ー
ン
か
ら
ダ
レ
ス
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
人
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
夕
食
会
」
の
提
案
は
そ
も
そ
も
「
皇
室
の

（
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側
」
か
ら
き
た
も
の
で
あ
り
、
前
年
夏
の
天
皇
か
ら
ダ
レ
ス
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
「
延
長
上
」
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
結
局
そ
の
「
夕
食
会
」
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
に
つ
い
て
豊
下
氏
は
驚
く
べ
き
推
測
を
行
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
「
夕
食
会
」
は
天
皇
と
ダ
レ
ス
の
直
接
会
見
を
意
味
し
、
天
皇
は
そ
こ
で
、「
米
軍
基
地
の
日
本
側
か
ら
の
『
自
発

的
な
オ
フ
ァ
』
を
明
確
に
表
明
し
、
米
軍
に
よ
る
日
本
防
衛
を
つ
よ
く
要
請
す
る
つ
も
り
」
で
あ
り
、
吉
田
の
背
後
で
「
二
重
外
交
」

を
行
う
つ
も
り
だ
っ
た
、
と
い
う
推
測
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
推
測
に
つ
い
て
ま
ず
浮
か
ぶ
疑
問
は
、
天
皇
が
、「
皇
室
の
側
」
と
の
連
携
の
上
と
は
い
え
ア
メ
リ
カ
の
一
雑
誌
記
者
が
ア

レ
ン
ジ
す
る
「
夕
食
会
」
に
こ
っ
そ
り
出
席
す
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
開
催
場
所
は
ど
う
す
る
か
。
誰
か
の
私

邸
と
い
う
の
は
想
像
し
に
く
い
の
で
、
宮
中
と
か
御
用
邸
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
相
手
は
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
特
使
で

あ
る
。
首
相
で
あ
る
吉
田
に
知
ら
れ
ず
に
会
え
る
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
。

そ
れ
に
こ
の
時
点
で
は
、「
講
和
七
原
則
」
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
は
講
和
後
の
米
軍
駐
留
の
意
向
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
吉
田
が
こ
の
時
点
で
そ
れ
に
難
色
を
示
す
と
い
う
確
実
な
情
報
で
も
あ
っ
た
の
な
ら
と
も
か
く
、
わ
ざ
わ
ざ
ダ
レ
ス

と
の
間
で
「
二
重
外
交
」
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
筆
者
は
も
っ
と
確
実
な
証
拠
で
も
な
い
限
り
、
こ
の
「
夕
食
会
」
は
ダ
レ
ス
と
、
前
年
夏
の
天
皇
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
い

う
「
有
能
で
先
見
の
明
と
立
派
な
志
を
も
っ
た
人
々
」
を
実
際
に
引
き
合
わ
せ
る
会
合
の
計
画
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
。
天
皇

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
「
延
長
上
」
と
い
う
の
は
単
純
に
考
え
れ
ば
そ
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。（
ち
な
み
に
天
皇
は
吉
田
と
ダ
レ
ス
の
第
一

次
交
渉
終
了
後
、
吉
田
を
通
じ
て
ダ
レ
ス
に
会
見
を
希
望
し
、
婦
人
を
同
伴
し
た
ダ
レ
ス
と
皇
居
で
会
見
し
て
い
る
。）

こ
う
し
て
仮
説
（
二
）
は
説
得
力
に
疑
問
が
残
る
が
、
吉
田
の
外
交
が
天
皇
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
（
の
で
稚
拙
に
な
っ
た
）
と
い
う

仮
説
（
三
）
の
方
は
さ
ら
に
説
得
力
に
欠
け
る
。
豊
下
氏
自
身
、「
こ
の
「
仮
説
」
を
確
証
す
る
材
料
は
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
。

（
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し
か
し
そ
の
一
方
で
、『
調
書
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
吉
田
の
天
皇
へ
の
内
奏
の
た
め
の
外
務
省
の
準
備
資
料

─
吉
田
ダ
レ
ス
第
一

次
交
渉
終
了
後
に
行
わ
れ
た
内
奏
の
た
め
の
資
料
。
天
皇
と
吉
田
の
会
話
の
記
録
で
は
な
い

─
を
紹
介
し
、
そ
の
う
え
で
「
も
ち
ろ

ん
推
測
の
域
を
出
な
い
が
」
と
断
り
つ
つ
も
、
次
の
様
に
言
う
。

「
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
、
天
皇
は
吉
田
に
対
し
、
前
年
六
月
の
ダ
レ
ス
と
の
会
談
に
お
け
る
『
誤
り
』
を

二
度
と
く
り
か
え
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
交
渉
に
お
い
て
は
基
地
問
題
を
カ
ー
ド
と
し
て
扱
う
こ
と
な
く
『
日
本
の
側
か
ら
の
自
発

的
な
オ
フ
ァ
』
の
姿
勢
を
明
確
に
打
ち
出
す
こ
と
、
つ
ま
り
は
『
池
田
ミ
ッ
シ
ョ
ン
』
の
方
針
で
す
す
む
べ
き
こ
と
を
き
び
し
く
『
下

命
』
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
臣
茂
』
が
こ
の
『
御
下
命
』
を
無
条
件
に
う
け
い
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
か
た
く
な
い
。」

こ
れ
は
二
重
の
意
味
で
問
題
の
あ
る
推
測
で
あ
る
。
ま
ず
吉
田
は
『
池
田
ミ
ッ
シ
ョ
ン
』
の
方
針
で
交
渉
に
臨
も
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
な
ぜ
天
皇
が
「
き
び
し
く
『
下
命
』」
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
『
池
田
ミ
ッ
シ
ョ
ン
』
自
体
が
基
地
問
題
を

講
和
交
渉
を
進
め
る
た
め
の
「
カ
ー
ド
」
と
し
て
使
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
基
地
問
題
を
カ
ー
ド
と
し
て
扱
う
こ
と
な
く
」
と
い
う
の
は

い
か
な
る
意
味
か
。
さ
ら
に
、
前
年
の
ダ
レ
ス
と
の
会
談
に
お
け
る
「
誤
り
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
再
軍
備
に
消
極
的
な
吉
田
の
姿
勢

も
含
め
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
推
測
さ
れ
て
い
る
「
下
命
」
に
は
そ
う
い
う
疑
問
が
わ
く
。

六

吉
田
外
交
の
主
体
性

し
か
し
そ
の
こ
と
よ
り
も
問
題
は
、
も
し
そ
う
い
う
「
下
命
」
が
あ
っ
た
ら
、
吉
田
が
「
無
条
件
に
う
け
い
れ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
豊
下
氏
の
想
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
吉
田
と
い
う
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
わ
る
こ
と
だ
が
、
豊
下
氏
の
議
論
は
、「
臣
茂
」
は
天
皇
の
前

で
は
常
に
畏
ま
り
、
天
皇
の
言
う
こ
と
は
何
で
も
聞
い
て
、
そ
の
通
り
に
し
た
だ
ろ
う
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
思

（
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う
。な

る
ほ
ど
吉
田
は
他
の
多
く
の
保
守
政
治
家
と
同
じ
よ
う
に
、
天
皇
を
守
る
こ
と
を
最
大
の
課
題
と
し
て
占
領
軍
と
向
き
合
っ
た
政

治
家
で
あ
る
。
天
皇
に
忠
誠
を
誓
い
、
表
だ
っ
て
逆
ら
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
人
間
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

吉
田
が
、
自
分
の
外
交
の
進
め
方
に
つ
い
て
（
た
と
え
ば
基
地
提
供
を
言
い
出
す
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
に
つ
い
て
）
細
か
く
口
出
し
さ
れ

て
、
そ
の
ま
ま
言
わ
れ
た
通
り
に
す
る
よ
う
な
、
お
と
な
し
い
人
物
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

と
く
に
天
皇
と
吉
田
の
間
で
、
米
国
へ
の
基
地
提
供
、
米
国
に
日
本
を
守
っ
て
も
ら
う
と
い
う
大
方
針
に
違
い
は
な
い
の
で
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
天
皇
と
吉
田
の
会
見
が
交
渉
前
に
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
天
皇
が
基
地
提
供
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
交
渉
の
進

め
方
ま
で
厳
し
く
「
下
命
」
す
る
と
は
ま
ず
想
像
し
に
く
い
。
だ
が
吉
田
が
「
無
条
件
」
に
そ
れ
に
従
っ
た
と
い
う
の
は
も
っ
と
想
像

し
に
く
い
話
で
あ
る
。
吉
田
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
差
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
推
測
に
は
違
和

感
を
覚
え
る
。

な
お
豊
下
氏
は
天
皇
の
意
向
が
吉
田
外
交
を
封
じ
込
め
た
と
い
う
仮
説
に
関
連
し
て
、
吉
田
が
当
初
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議

へ
の
出
席
を
渋
っ
た
の
は
、
自
分
の
「『
外
交
セ
ン
ス
』
で
構
想
し
て
い
た
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
筋
書
き
で
日
米
交
渉
が
展
開
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
安
保
条
約
」
に
自
信
を
持
て
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
平
和
条
約
へ
の
調
印

は
い
い
が
、（
天
皇
の
「
二
重
外
交
」
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
ら
れ
、
意
に
沿
わ
ぬ
も
の
に
な
っ
た
）
安
保
条
約
へ
の
調
印
が
い
や
だ
っ
た

の
で
は
、
と
の
推
測
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
平
和
条
約
と
安
保
条
約
は
不
可
分
の
構
想
と
い
う
吉
田
の
考
え
と
は
よ
く
整
合
性
が
と

れ
な
い
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
会
議
に
出
ず
、
調
印
し
な
か
っ
た
ら
責
任
が
逃
れ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
両
条
約
と
も
吉
田

外
交
の
作
品
な
の
で
あ
る
。

吉
田
が
会
議
出
席
を
渋
っ
た
理
由
は
た
し
か
に
わ
か
り
に
く
い
。
単
純
に
、
敗
戦
国
の
首
相
と
し
て
講
和
会
議
に
出
か
け
る
の
に
気

（
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乗
り
が
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
自
分
の
出
席
に
少
し
も
っ
た
い
を
つ
け
て
会
議
が
自
分
と
日
本
に
と
っ
て
不
面

目
な
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
ア
メ
リ
カ
側
の
格
別
の
配
慮
を
う
な
が
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
何
ら
か
の
理
由
で
へ
そ

が
曲
が
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
仮
に
そ
う
い
う
問
題
で
は
な
い
別
の
何
か
大
き
な
理
由
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
安
保
条
約
が
気
に

入
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
は
吉
田
ら
し
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

以
上
が
、
豊
下
氏
の
仮
説
に
筆
者
が
説
得
力
を
あ
ま
り
感
じ
な
い
理
由
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
説
得
力
は
と
も
か
く
、
豊
下
氏
の
大
胆
な
仮
説
が
、
吉
田
と
占
領
期
の
他
の
重
要
ア
ク
タ
ー
と
の
関
係
に
光
を
あ
て
る

こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
研
究
上
の
一
つ
の
課
題
を
提
示
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
吉
田
の
講
和
構
想
が
、
天

皇
や
（
も
う
ひ
と
り
の
「
天
皇
」
で
あ
る
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
向
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
そ
も
そ
も
米
軍
駐
留
を
こ
ち
ら
か
ら
言
い
出
す
こ
と
で
講
和
を
促
進
し
よ
う
と
い
う
判
断
は
、
ど
の
程
度
、
天
皇
の
意
向
に
影

響
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
。
あ
る
い
は
講
和
に
あ
た
っ
て
再
軍
備
し
な
い
、
吉
田
の
態
度
を
天
皇
が
ど
う
見
て
い
た
か
と
い
う

問
題
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
吉
田
の
再
軍
備
拒
否
で
言
え
ば
、
こ
れ
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
向
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
の
か
も
問
題
に
な
る
。
さ
ら
に

は
吉
田
が
ア
メ
リ
カ
政
府
に
基
地
提
供
を
言
い
出
す
際
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
態
度
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
頭
越
し
に
自
分
の
意
向
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
伝
え
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
、
外
交
評
論
家
の
岡
崎
久
彦
氏
は
吉
田
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
関
係
か
ら
い
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
と
し
て
い
る
。
豊

下
氏
の
仮
説
は
、
そ
う
し
た
問
題
の
所
在
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
仮
に
吉
田
が
天
皇
や
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
向
に
あ
る
程
度
影
響
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
す
ぐ
に
吉
田
外
交
の
主

体
性
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
の
政
治
外
交
の
舵
取
り
を
ま
か
せ
ら
れ
た
吉
田
が
、
そ
れ
に
関
わ
り
の
あ
る
さ
ま
ざ
ま

（
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な
要
因
を
把
握
し
た
う
え
で
、
政
策
を
打
ち
出
す
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
要
因
の
中
に
は
当
然
、
天
皇
や
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
の
意
向
も
含
ま
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
を
考
慮
に
入
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
だ
け
で
吉
田
を
他
人
の
意
の
ま
ま
に
動
く
主
体
性
の
な

い
人
物
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
は
ま
さ
に
高
坂
正
堯
が
言
う
よ
う
に
「
矛
盾
し
た
い
く
つ
か
の
要
請
に
い
か
に
対
処
す
る
か

と
い
う
技
術
」
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
今
あ
る
歴
史
の
証
拠
資
料
の
中
か
ら
、
吉
田
の
技
術
が
吉
田
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
は
な
い
、

と
言
う
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
う
。

お

わ

り

に

吉
田
茂
と
交
流
の
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
は
、
大
統
領
を
辞
任
し
た
後
に
書
い
た
指
導
者
論
の
中
で
、
吉
田
茂
が
再
軍
備

に
消
極
的
で
、
自
由
世
界
の
防
衛
力
の
分
担
に
も
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

「
外
交
政
策
の
衝
に
あ
る
者
の
評
価
さ
る
べ
き
基
準
の
一
つ
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
少
な
い
コ
ス
ト
で
最
大
の
国
益
を
確
保
す
る
こ
と

に
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
尺
度
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
吉
田
の
行
動
は
み
ご
と
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。」

豊
下
氏
の
吉
田
外
交
評
価
は
、
ニ
ク
ソ
ン
の
よ
う
な
評
価

─
吉
田
は
日
本
が
最
小
の
コ
ス
ト
で
、
安
全
保
障
を
ア
メ
リ
カ
に
依
存

し
つ
つ
、
軽
軍
備
で
経
済
復
興
に
邁
進
す
る
基
盤
を
つ
く
り
あ
げ
た

─
に
反
論
す
る
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
の
安
全
保
障
取
り
決
め

に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
広
範
な
基
地
駐
留
の
権
限
を
与
え
、
外
交
的
従
属
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
あ
ま
り
長
い
間
続
く
こ

と
に
な
り
、
や
が
て
日
本
外
交
か
ら
自
主
性
の
感
覚
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
評
価
を
前
提
に
し
て
豊
下
氏
は
、
果
た
し
て
、

講
和
条
約
と
安
保
条
約
の
た
め
に
そ
れ
だ
け
の
コ
ス
ト
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
問
う
。
そ
し
て
、
吉
田
は

も
っ
と
う
ま
く
や
れ
た
は
ず
で
あ
る
と
主
張
し
、
う
ま
く
や
れ
な
か
っ
た
の
は
天
皇
の
「
二
重
外
交
」
が
邪
魔
を
し
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
大
胆
に
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

（

）
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残
念
な
が
ら
筆
者
は
『
安
保
条
約
の
成
立
』
お
よ
び
『
昭
和
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
見
』
を
読
む
限
り
で
は
、
ど
の
よ
う
な
や
り

方
で
吉
田
が
よ
り
少
な
い
コ
ス
ト
で
自
ら
の
望
む
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
の
か
を
、
具
体
的
に
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
吉
田
の
外
交
が
と
り
た
て
て
拙
劣
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
は
持
て
な
い
。
吉
田
は
基
地
の
提
供
を
代
償
に
し
て
自
分
が
求
め
た
も

の
を
た
し
か
に
得
た
の
で
あ
る
。

ま
た
天
皇
の
「
二
重
外
交
」
と
い
う
仮
説
に
つ
い
て
は
、「
二
重
外
交
」
の
定
義
に
も
よ
る
が
、
意
見
の
表
明
以
上
の
外
交
活
動
が

あ
っ
た
と
い
う
意
味
な
ら
、
説
得
力
に
難
が
あ
っ
て
、
に
わ
か
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
基
地
提
供
に
関
し
て
、
天
皇
の
意
向
と
吉
田
の

意
向
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
前
提
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
こ
の
仮
説
が
、
吉
田
外
交
の
評
価
の
た
め
の
重
要
な
問
い
か
け

─
吉
田
は
も
っ
と
う
ま
く
や
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か

─
を
発
し
て
、
歴
史
の
議
論
を
活
性
化
さ
せ
た
こ
と
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
し
、
吉
田
外
交
の
主
体
性
に
か
か
わ
る
興
味

深
い
テ
ー
マ
の
存
在
に
気
づ
か
せ
る
の
も
こ
の
仮
説
の
価
値
で
あ
ろ
う
。
や
や
強
引
な
推
論
の
積
み
重
ね
に
基
づ
く
き
ら
い
も
あ
る
が
、

ス
リ
リ
ン
グ
か
つ
大
胆
で
知
的
な
興
奮
を
呼
び
起
こ
す
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

た
だ
そ
の
点
で
一
つ
難
を
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
あ
く
ま
で
推
測
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
仮
説
が
、
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に

書
か
れ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
の
が
残
念
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「［
天
皇
に
は
］『
万
世
一
系
』
の
天
皇
制
を
供
永
遠
僑
に
維
持
す
る
使
命
が
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
た

と
え
『
地
下
人
脈
』
に
つ
な
が
る
ジ
ャ
パ
ン
ロ
ビ
ー
［
ハ
リ
ー
・
カ
ー
ン
な
ど
］
で
あ
っ
て
も
利
用
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
利
用
し
、

吉
田
や
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
供
バ
イ
パ
ス
僑
し
て
交
渉
過
程
に
介
入
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」

と
い
っ
た
記
述
で
あ
る
。
こ
う
し
た
断
定
的
な
記
述
は
議
論
の
信
頼
性
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
と
も
か
く
、『
安
保
条
約
の
成
立
』
の
よ
い
と
こ
ろ
は
、
基
地
を
貸
し
て
安
全
保
障
を
得
る
と
い
う
安
保
条
約
の
形
が
、

（
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本
来
「
五
分
五
分
の
論
理
」
で
あ
り
、
形
式
的
に
対
等
な
関
係
の
は
ず
で
あ
る
と
い
う
、
外
務
省
構
想
の
前
提
と
な
る
理
屈
に
光
を
あ

て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
光
は
安
保
条
約
の
歴
史
を
通
し
た
根
本
問
題
も
浮
き
彫
り
に
す
る
。
と
い
う
の
も
日
米
両
国
は
、
こ
れ

ま
で
、
基
地
と
安
全
保
障
の
交
換
と
い
う
安
保
条
約
の
形
が
相
互
に
与
え
る
実
質
的
な
利
益
を
認
め
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
間
、
両
国

が
こ
の
形
を
対
等
の
関
係
と
考
え
て
き
た
と
み
る
の
は
難
し
い
し
、
心
理
的
に
は
双
方
に
大
き
な
不
満
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
問
う
こ
と
は
、
安
保
条
約
の
根
本
に
つ
い
て
問
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
問
い

は
、
冷
戦
が
終
わ
り
、
安
保
条
約
成
立
か
ら
安
保
改
定
を
経
て
半
世
紀
以
上
が
過
ぎ
、
二
十
一
世
紀
に
な
っ
た
今
日
、
安
保
条
約
と
将

来
の
日
米
の
安
全
保
障
協
力
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
避
け
て
通
れ
な
い
問
い
な
の
で
あ
る
。

基
本
問
題
の
再
検
討
に
新
し
い
視
覚
を
提
供
し
た
と
い
う
意
味
で
『
安
保
条
約
の
成
立
』
が
、
吉
田
の
講
和
外
交
に
と
ど
ま
ら
ず
、

戦
後
外
交
史
全
体
の
研
究
を
刺
激
す
る
問
題
提
起
の
書
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
１
）

吉
田
茂
『
回
想
十
年
』
全
四
巻
（
新
潮
社
、
一
九
五
七
年
・
八
年
）、
同
『
世
界
と
日
本
』（
番
町
書
房
、
一
九
六
三
年
）。
ど
ち
ら
も
後
に

中
公
文
庫
で
再
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

吉
田
は
『
世
界
と
日
本
』
の
中
で
「
平
和
条
約
に
よ
っ
て
占
領
管
理
か
ら
解
放
さ
れ
、
さ
ら
に
安
保
条
約
を
通
じ
て
国
土
の
安
全
を
駐
留

米
軍
に
託
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
世
間
で
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
体
制
と
い
っ
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
中
公
文
庫
版
、
一
五

二
頁
。

（
３
）

高
坂
正
堯
『
宰
相
吉
田
茂
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
、
所
収
。

（
４
）

同
右
、
二
四
八
頁
。

（
５
）

片
務
的
と
い
う
言
葉
は
、
旧
安
保
条
約
下
で
は
、
日
本
の
基
地
提
供
義
務
に
対
し
て
米
国
の
日
本
防
衛
義
務
が
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
批
判
す
る
た
め
に
よ
く
使
わ
れ
た
。
安
保
改
定
後
は
逆
に
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
領
土
を
守
る
が
、
日
本
は
そ
れ
が
で
き
な
い
こ
と
を
批

判
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
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（
６
）
『
安
保
条
約
の
成
立
』
ⅳ
。

（
７
）

西
村
熊
雄
「
安
全
保
障
条
約
論
」『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
・
日
米
安
保
条
約
』
二
一
─
二
頁
。

（
８
）
『
日
本
外
交
文
書
・
平
和
条
約
の
締
結
に
関
す
る
調
書
』
外
務
省
、
二
〇
〇
二
年
（
第
二
冊
）、
四
九
頁
。
以
下
『
調
書
』（
二
）、
四
九
頁
、

等
に
略
。

（
９
）

一
九
四
八
年
六
月
一
一
日
、
ア
メ
リ
カ
上
院
は
ア
メ
リ
カ
が
他
国
と
集
団
的
安
全
保
障
関
係
を
結
ぶ
際
に
議
会
が
求
め
る
条
件
を
宣
言
し

た
。
そ
の
第
三
項
は
ア
メ
リ
カ
の
相
手
方
が
「
継
続
的
で
効
果
的
な
自
助
お
よ
び
相
互
援
助
」
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

（

）

日
本
側
は
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
、
日
本
に
侵
略
が
あ
っ
た
場
合
に
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
協
力
し
て
立
ち
向
か
う
と
い
う
け
れ
ど
も
、
具
体
的

１０に
は
ど
う
い
う
協
力
か
と
質
問
さ
れ
て
、「
考
え
う
る
す
べ
て
の
手
段
、
例
え
ば
フ
ィ
ジ
カ
ル

フ
ォ
ー
ス
と
し
て
は
警
察
力
も
あ
り
、
工
業
生

産
力
も
あ
り
、
人
力
（
マ
ン
パ
ワ
ー
）
も
あ
り
、
施
設
提
供
も
あ
り
、
運
輸
も
あ
り
、
法
律
上
も
事
実
上
も
で
き
る
す
べ
て
の
手
段
を
ふ
く
む

つ
も
り
な
り
」
と
説
明
し
た
。『
調
書
』（
二
）、
一
六
四
頁
。

（

）

米
国
の
外
交
政
策
文
書N

SC
60/1

の
中
の
文
言
。U

.S.
D
epartm

ent
of
State,

F
oreign

R
elations

of
the
U
nited

States:
1950,

１１V
ol.V
I
(G
.P.O
.,
1976)

p.
1294

以
下FR

U
S:
1950,

6,
p.
1294.

等
に
略
。

（

）
『
安
保
条
約
の
成
立
』
四
八
─
九
頁
。

１２
（

）

宮
澤
喜
一
『
東
京
─
ワ
シ
ン
ト
ン
の
密
談
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
五
六
年
（
中
公
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。
米
側
資
料
はFR

U
S:

１３1950,
6,
pp.
1194-8.

（

）
『
安
保
条
約
の
成
立
』
一
二
八
─
三
二
頁
。

１４
（

）
『
調
書
』（
二
）、
一
一
─
二
頁
。

１５
（

）

FR
U
S:
1951,

6,
p.
834.

１６
（

）

細
谷
千
博
他
編
『
日
米
関
係
資
料
集

一
九
四
五
─
九
七
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
八
四
頁
参
照
。

１７
（

）
『
調
書
』（
二
）、
一
四
五
、
一
五
〇
頁
。

１８
（

）
『
安
保
条
約
の
成
立
』
四
五
頁
。

１９
（

）
『
調
書
』（
二
）、
三
二
─
四
頁
。

２０
（

）

同
右
、
一
五
〇
頁
。

２１
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（

）

同
右
、
三
四
頁
。

２２
（

）

同
右
、
三
九
─
四
四
頁
。

２３
（

）

楠
綾
子
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
二
三
一
頁
。

２４
（

）
「
こ
の
た
め
の
取
極
は
、
平
等
の
協
同
者
と
し
て
の
日
米
両
国
間
に
お
け
る
相
互
の
安
全
保
障
の
た
め
の
協
力
を
設
定
す
る
も
の
と
し
て
、

２５平
和
条
約
と
は
別
個
に
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」『
調
書
』（
二
）、
一
五
〇
頁
。

（

）

西
村
熊
雄
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
・
日
米
安
保
条
約
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
三
一
─
二
頁
。

２６
（

）

ア
メ
リ
カ
側
の
構
想
に
つ
い
て
は
中
西
寛
「
吉
田
・
ダ
レ
ス
会
談
再
考

─
未
完
の
安
全
保
障
対
話
」
京
都
大
学
『
法
学
論
叢
』
一
四
〇
巻

２７一
・
二
号
、
一
九
九
九
年
を
参
照
。

（

）
『
調
書
』（
二
）、
一
六
三
頁
。

２８
（

）

楠
前
掲
書
、
一
一
六

─
七
頁

E
ldridge,

R
obert

D
.,
and

A
yako

K
usunoki,

“T
o
B
ase

or
N
ot
to
B
ase?:

Y
oshida

２９Shigeru,
the
1950

Ikeda
M
ission,

and
Post-T

reaty
Japanese

Security
C
onceptions,”

K
obe
U
niversity

Law
R
eview

,
N
o.33

(1999)

も
参
照
。

（

）
「
わ
が
方
見
解
」
を
参
照
。『
調
書
』（
二
）、
二
三
─
四
頁
。

３０
（

）

一
九
五
九
年
一
二
月
に
で
き
あ
が
っ
た
「
北
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
平
和
お
よ
び
安
全
の
強
化
の
た
め
の
提
案
」
は
、
日
本
お
よ
び
朝
鮮

３１の
非
武
装
と
米
英
中
ソ
四
国
の
軍
備
制
限
を
国
際
連
合
が
監
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
軍
備
制
限
の
概
要
は
、
一
、
朝
鮮
国
境
お
よ
び
四
国
が

協
定
す
る
そ
の
他
の
地
域
の
非
武
装
、
二
、
東
経
一
一
〇
度
以
東
、
一
七
〇
度
以
西
、
北
緯
二
〇
度
以
北
の
地
域
、
海
域
に
お
け
る
防
備
施
設
お

よ
び
軍
用
施
設
そ
し
て
そ
れ
ら
施
設
の
武
装
の
現
状
維
持
、
三
、
こ
の
地
域
、
海
域
内
に
お
い
て
常
駐
す
る
陸
軍
兵
力
は
自
国
領
土
防
衛
の
た

め
に
必
要
な
兵
力
に
と
ど
め
る
。
海
軍
兵
力
に
つ
い
て
は
主
力
艦
、
特
に
航
空
母
艦
と
潜
水
艦
を
常
置
し
な
い
。
空
軍
兵
力
に
つ
い
て
は
攻
撃

用
機
種
を
常
置
し
な
い
、
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
提
案
」
は
、
国
際
連
合
加
盟
国
が
国
連
憲
章
に
基
づ
い
て
と
る
軍
事
的
措
置
は
右
の
制
限

を
受
け
な
い
と
し
て
い
た
（
日
本
に
基
地
を
置
く
こ
と
も
可
能
と
い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
）。『
調
書
』（
一
）、
七
六
五
─
七
頁
。
豊
下
氏
は
こ
の

案
を
交
渉
中
に
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
吉
田
の
外
交
が
拙
劣
に
な
っ
た
一
因
と
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
筆
者
の
意
見
は
異
な
る
。
こ
の

案
は
実
現
可
能
性
に
乏
し
い
理
想
案
で
あ
り
、
そ
れ
を
出
す
こ
と
は
交
渉
を
か
え
っ
て
混
乱
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
交
渉
中

に
出
さ
な
か
っ
た
の
は
、
出
さ
な
く
て
も
再
軍
備
を
し
な
い
と
い
う
建
前
を
貫
く
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
詳
し
く

安保条約と吉田外交

（阪大法学）５９（３・４-211）673〔２００９．１１〕



は
拙
著
『
日
米
同
盟
の
絆

─
安
保
条
約
と
相
互
性
の
模
索
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
二
─
四
頁
。

（

）
『
世
界
と
日
本
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
五
─
七
頁
。

３２
（

）
『
調
書
』（
二
）、
三
九
頁
。

３３
（

）

二
月
三
日
、
ア
メ
リ
カ
側
に
提
出
し
た
「Initial

Steps
for
R
earm

am
ent
Program

」
は
、『
調
書
』（
二
）、
一
九
二
頁
を
参
照
。

３４
（

）
『
回
想
十
年
』
第
三
巻
、
中
公
文
庫
、
一
九
九
八
年
、
一
四
六
頁
。

３５
（

）

た
だ
し
、
安
保
条
約
前
文
に
は
再
軍
備
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
期
待
が
盛
り
込
ま
れ
て
は
い
る
。

３６
（

）
『
調
書
』（
一
）、
五
八
二
頁
。

３７
（

）
『
回
想
十
年
』
第
三
巻
、
二
五
─
六
頁
。

３８
（

）
『
調
書
』（
二
）、
一
一
一
頁
。

３９
（

）
『
回
想
十
年
』
第
三
巻
、
五
八
─
九
頁
。「
和
解
」
お
よ
び
「
信
頼
」
は
ダ
レ
ス
が
演
説
で
使
っ
た
言
葉
。

４０
（

）

経
緯
に
つ
い
て
は
『
調
書
』（
二
）、
四
四
一
─
五
八
頁
、
六
二
四
─
三
七
頁
を
参
照
。

４１
（

）
『
調
書
』（
二
）、
六
二
六
頁
。

４２
（

）

同
右
、
二
二
─
三
頁
。

４３
（

）

同
右
、
二
二
頁
。

４４
（

）

西
村
前
掲
書
、
二
〇
七
頁
。

４５
（

）
『
回
想
十
年
』
第
三
巻
、
一
三
四
─
五
頁
。

４６
（

）

た
と
え
ば
三
浦
陽
一
『
吉
田
茂
と
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
』（
上
・
下
）
大
月
書
店
、
一
九
九
六
年
。

４７
（

）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
昭
和
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
見
』
第
三
章
を
参
照
。

４８
（

）
『
昭
和
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
見
』、
一
九
三
頁
。

４９
（

）

沖
縄
県
公
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http://w

w
w
.archives.pref.okinaw

a.jp/collection/2008/03/post-21.htm
l

５０
（

）

天
皇
か
ら
の
ダ
レ
ス
あ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
そ
の
コ
ピ
ー
が
『
ニ
ュ
ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
』
誌
の
外
信
部
長
で
あ
る
ハ
リ
ー
・
カ
ー
ン
か
ら
ダ

５１レ
ス
宛
の
一
九
五
〇
年
八
月
一
九
日
付
け
私
信
に
添
付
さ
れ
て
い
る
。John

Foster
D
ulles

Papers,
B
ox
48,
M
udd

Library,

Princeton
U
niversity
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（

）

FR
U
S:
1950,

6,
pp.
1236-7.

５２
（

）
『
安
保
条
約
の
成
立
』
一
七
五

─
六
頁
、『
昭
和
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
見
』
一
六
一
頁
。

５３
（

）

同
右
、
一
六
四
頁
。

５４
（

）

池
田
の
帰
国
後
、
池
田
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
頭
越
し
に
ド
ッ
ジ
ラ
イ
ン
の
緩
和
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
提
案
し
た
こ
と
は
問
題
に
な
り
、
国
内
周
知

５５の
こ
と
と
な
っ
た
。
基
地
提
供
を
検
討
す
る
と
の
申
し
出
の
方
が
公
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
宮
澤
前
掲
書
、
六
一
─
七
〇
頁
。

（

）

西
村
前
掲
書
、
二
一
一
─
二
頁
。

５６
（

）
『
安
保
条
約
の
成
立
』
一
七
九
─
八
一
頁
。

５７
（

）

同
右
、
一
八
〇
頁
。

５８
（

）

同
右
、
二
〇
一
頁
。

５９
（

）

同
右
、
二
〇
七
頁
。

６０
（

）

同
右
、
二
一
六
─
七
頁
。

６１
（

）

岡
崎
久
彦
『
吉
田
茂
と
そ
の
時
代
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
を
参
照
。
た
し
か
に
同
時
期
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
基
本
的
に
は
講
和

６２後
の
日
本
本
土
に
米
軍
が
駐
留
す
る
こ
と
に
反
対
だ
っ
た
（
沖
縄
さ
え
維
持
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
だ
っ
た
）
が
、
も
し
日
本
国
民
を
代
表

し
て
日
本
政
府
が
公
式
に
米
軍
の
駐
留
を
リ
ク
エ
ス
ト
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
五
年
間
と
い
っ
た
期
限
付
き
の
基
地
駐
留
は
必
要
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
考
え
も
示
し
て
い
る
（
四
月
五
日
）。FR

U
S:
1950,

6,
p.1170.

（

）

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
／
徳
岡
孝
夫
訳
『
指
導
者
と
は
』
文
藝
春
秋
、
一
九
八
六
年
、
一
三
八
頁
。

６３
（

）
『
安
保
条
約
の
成
立
』
二
一
〇
頁
。

そ
う
し
た
記
述
は
『
昭
和
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
見
』
に
も
見
ら
れ
る
。「
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

６４天
皇
は
新
憲
法
が
施
行
さ
れ
『
象
徴
天
皇
』
に
な
っ
て
以
降
も
、
事
実
上
の
『
二
重
外
交
』
に
踏
み
込
み
、
吉
田
に
強
い
圧
力
を
加
え
て
ま
で

も
、『
自
発
的
な
オ
フ
ァ
』
に
よ
る
米
軍
へ
の
無
条
件
的
な
基
地
提
供
と
い
う
方
向
に
突
き
進
ん
だ
の
で
あ
る
。」
一
七
五
頁
。

安保条約と吉田外交

（阪大法学）５９（３・４-213）675〔２００９．１１〕


