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ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略

―
―
M
ichaelJ.Green,By
M
ore
T
han
Providence
を
読
む
―
―

高

橋

慶

吉

は
じ
め
に

第
一
章

本
の
概
要

第
二
章

評
価

第
三
章

考
察
―
―
Ｆ
・
Ｄ
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
東
ア
ジ
ア
戦
略
に
つ
い
て

お
わ
り
には

じ
め
に

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
の
駐
日
大
使
を
務
め
た
マ
イ
ク
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
（
M
ike
M
ansfield）

は
、
日
米
関
係
を
「
世
界
で
も
っ
と
も
重
要
な
二
国
間
関
係
」
と
表
現
し
た
。
二
一
世
紀
に
入
っ
て
以
降
は
、
中
国
の
台
頭
を
背
景
に
、

米
中
関
係
が
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
中
国
の
脆
弱
性
、
と
く
に
内
政
上
の
そ
れ
を
指
摘
し
、
中
国
に
対
す
る
過
大
評
価
を
戒
め
る
議
論
も
あ
る
。
だ
が
、
中

国
が
ア
メ
リ
カ
に
次
ぐ
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
ま
で
発
展
し
た
今
、
米
中
関
係
の
安
定
が
東
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
世
界
の
安
定
に
欠
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か
せ
な
い
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
二
国
間
関
係
に
、
ト
ラ
ン
プ
（
D
onald
T
rum
p）
政
権
の
誕
生
以
来
、

深
刻
な
亀
裂
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
米
中
冷
戦
」
と
言
う
論
者
も
い
る
ほ
ど
、
米
中
関
係
が
冷
え
込
む
中
、
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
政
策
を
理
解
す
る
必
要
性
は
い
つ

に
も
増
し
て
高
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
認
識
か
ら
、
マ
イ
ケ
ル
・
グ
リ
ー
ン
（
M
ichaelJ.Green）
氏
の
著
書
、
By

M
oreT
han
Providence:
G
rand
Strategy
and
A
m
erican
Pow
erin
theA
sia
Pacificsince1783
に
注
目
す
る
。
ト
ラ
ン
プ

政
権
が
発
足
し
た
二
〇
一
七
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
出
版
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
グ
リ
ー
ン
氏
の
著
書
は
、
そ
の
副
題
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
を
建
国
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
歴
史
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
と
い

う
対
象
の
大
き
さ
、
そ
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
時
間
（
歴
史
）
の
長
さ
と
い
う
点
で
、
そ
れ
に
類
す
る
著
書
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

言
っ
て
よ
い
。
同
書
に
対
す
る
学
界
の
注
目
度
は
高
く
、
刊
行
以
来
、
書
評
が
多
く
書
か
れ
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
等
で
著
者
を
招
い
た

ト
ー
ク
・
イ
ベ
ン
ト
も
い
く
つ
か
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
八
年
に
そ
の
本
は
外
交
問
題
評
議
会
創
設
の
「
ア
ー
サ
ー
・
ロ

ス
図
書
賞
」（
A
rthur
Ross
Book
A
w
ard）（
銀
賞
）
に
輝
い
た
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
グ
リ
ー
ン
氏
の
本
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
次
に
、
同
書
に
対
す
る
学
界
の
評
価
を
ま
と
め
、
そ
の
う
え
で
さ
ら
な

る
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
筆
者
が
考
え
る
点
を
一
つ
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
フ
ラ
ン
ク
リ

ン
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（
Franklin
D
.Roosevelt）
大
統
領
の
東
ア
ジ
ア
戦
略
、
と
く
に
そ
の
戦
後
東
ア
ジ
ア
構
想
に
関
す
る
問
題

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、
や
や
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
い
、
グ
リ
ー
ン
氏
の
議
論
の
補
強
を
試
み
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
グ
リ
ー
ン
氏
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
を
し
て
お
き
た
い
。
グ
リ
ー
ン
氏
は
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
知
日
派
の
一

人
で
、
ブ
ッ
シ
ュ
（
George
W
.Bush）
政
権
期
に
ア
ジ
ア
問
題
担
当
の
国
家
安
全
保
障
会
議
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
い
た
経
歴
を
持

つ(1
)。
現
在
は
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
で
教
鞭
を
と
る
傍
ら
、
戦
略
国
際
問
題
研
究
所
（
Center
for
Strategic
and
International
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Studies）
の
上
級
副
所
長
兼
日
本
部
長
を
務
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
本
稿
で
取
り
上
げ
る
書
籍
の
他
に
、
二
冊
の
単
著
を
出
し
て
い

る
。
ひ
と
つ
は
日
本
に
お
け
る
兵
器
の
国
産
化
議
論
を
分
析
し
た
本
、
も
う
ひ
と
つ
は
冷
戦
後
日
本
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
論
じ
た
本

で
あ
る(2
)。

第
一
章

本
の
概
要

グ
リ
ー
ン
氏
は
著
書
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
建
国
期
以
来
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
は
、「
ア
ジ
ア
も
し
く
は
太

平
洋
に
お
い
て
他
国
が
排
他
的
な
覇
権
的
支
配
を
樹
立
す
る
の
を
許
さ
な
い
」
こ
と
を
中
心
的
テ
ー
マ
に
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
す

な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
は
二
百
年
の
間
、
太
平
洋
が
「
東
か
ら
本
土
へ
と
脅
威
を
も
た
ら
す
水
路
と
な
ら
ず
、
西
方
へ
と
ア
メ
リ
カ
の
理

念
と
商
品
を
運
ぶ
水
路
で
あ
り
続
け
る
」
よ
う
に
す
る
こ
と
を
重
要
な
国
家
利
益
と
み
な
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る(3
)。

グ
リ
ー
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
は
効
果
的
な
戦
略
の
立
案
と
実
施
に
よ
り
、
そ
の
目
標
を
よ
く
達
成

し
て
き
た
。
今
日
、
ア
メ
リ
カ
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
で
傑
出
し
た
パ
ワ
ー
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
神
の
摂
理
」（
providence）
だ
け
に

よ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る(4
)。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
が
戦
略
上
の
失
敗
を
犯
し
た
事
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
戦
略
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
手
段
の
問
題
で
ア
メ
リ
カ
が
こ
れ
ま
で
常
に
悩
ん
で
き
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
地
理
と

ア
メ
リ
カ
の
政
治
理
念
の
特
異
性
が
ア
ジ
ア
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
ア
プ
ロ
ー
チ
に
次
の
五
つ
の
「
緊
張
」（
tension）
を
も
た

ら
し
て
き
た
。

①

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
重
視
か
ア
ジ
ア
重
視
か

②

大
陸
重
視
か
海
洋
重
視
か
／
中
国
重
視
か
日
本
重
視
か

アメリカのアジア太平洋戦略
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③

防
衛
線
を
ど
こ
に
引
く
か

④

自
決
権
・
内
政
不
干
渉
の
原
則
重
視
か
普
遍
的
価
値
重
視
か

⑤

保
護
貿
易
か
自
由
貿
易
か(5
)

グ
リ
ー
ン
氏
の
本
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
い
て
覇
権
国
の
出
現
を
防
ぐ
た
め
、
こ
れ
ら
五
つ
の
問
題
に
ア
メ
リ
カ
が
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
き
た
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
部

ア
メ
リ
カ
の
台
頭

第
二
部

日
本
の
台
頭

第
三
部

ソ
連
の
台
頭

第
四
部

中
国
の
台
頭

第
一
部
は
、
建
国
期
か
ら
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（
T
heodore
Roosevelt）
の
時
代
ま
で
を
扱
う
。
第
二
部
が
扱
う
時
代

は
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
後
任
、
タ
フ
ト
（
W
illiam
T
aft）
が
大
統
領
に
就
任
し
た
一
九
〇
九
年
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦

が
終
了
す
る
一
九
四
五
年
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
続
く
第
三
部
は
一
九
四
五
年
か
ら
冷
戦
が
終
了
す
る
一
九
八
九
年
ま
で
、
第
四
部
は

冷
戦
終
了
か
ら
オ
バ
マ
（
Barack
O
bam
a）
大
統
領
の
時
代
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
部
に
一
五
の
章
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
本
章
で
は
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
に
見
ら
れ
る
五
つ
の
問
題
の
う
ち
、
と
く
に
グ
リ
ー
ン
氏
が
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
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割
い
て
い
る
二
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
中
国
重
視
か
日
本
重
視
か
と
い
う
問
題
と
防
衛
線
に
関
す
る
問
題
を
中
心
に
第
一
部
か
ら
第
四

部
ま
で
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

第
一
部
で
グ
リ
ー
ン
氏
は
、
対
中
貿
易
の
発
展
と
太
平
洋
に
お
け
る
捕
鯨
業
の
隆
盛
を
背
景
に
、
建
国
期
の
指
導
者
の
中
に
す
で
に

ア
ジ
ア
太
平
洋
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
重
視
す
る
考
え
が
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
。
建
国
期
の
指
導
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
太
平
洋

北
西
岸
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
川
周
辺
地
域
）
へ
の
進
出
を
防
ご
う
と
し
た
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
考
え
か
ら
だ
っ
た
。
同
様
の
考
え
を
共
有

し
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ク
イ
ン
シ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
（
John
Q
uincy
A
dam
s）
は
一
八
二
三
年
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
起
草
し
、

太
平
洋
北
西
岸
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
南
下
に
反
対
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た(6
)。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
太
平
洋
支
配
を
打
ち
崩
し
た
い
ア
メ
リ
カ
は
、
タ
イ
ラ
ー
（
John
T
yler）
政
権
期
の
一
八
四
二
年
に
モ
ン

ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
ハ
ワ
イ
に
適
用
す
る
方
針
を
発
表
し
、
建
国
期
の
指
導
者
が
太
平
洋
北
西
岸
に
設
定
し
て
い
た
防
衛
線
を
太
平

洋
中
央
部
に
ま
で
移
動
さ
せ
た
。
一
八
六
七
年
に
は
そ
の
防
衛
線
の
中
に
、
ア
ラ
ス
カ
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
世
紀
末
に
は

マ
ッ
キ
ン
レ
ー
（
W
illiam
M
cK
inley）
政
権
が
ハ
ワ
イ
を
併
合
し
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
グ
ア
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、

ア
メ
リ
カ
の
防
衛
線
は
さ
ら
に
西
へ
と
移
動
し
た(7
)。

そ
の
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
海
軍
の
中
に
は
、
他
の
列
強
諸
国
と
同
様
に
、
中
国
で
も
石
炭
補
給
地
や
港
を
獲
得
す
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ヘ
イ
（
John
H
ay）
国
務
長
官
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
。
ヘ
イ
に
は
、
極
東
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の

維
持
と
そ
の
地
域
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
統
一
中
国
の
存
在
が
枢
要
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
考

え
か
ら
ヘ
イ
は
、
通
商
上
の
機
会
均
等
と
中
国
の
領
土
的
・
行
政
的
統
一
性
の
保
持
を
求
め
る
通
牒
を
列
強
諸
国
に
送
付
し
た(8
)。

一
九
世
紀
末
、
ヘ
イ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
中
国
に
対
す
る
方
針
は
門
戸
開
放
政
策
と
呼
ば
れ
、
戦
前
期
ア
メ
リ
カ
の
「
極
東

政
策
の
中
心
的
な
柱
」
と
な
っ
た(9
)。
た
だ
、
そ
れ
を
実
効
あ
る
も
の
に
す
る
の
に
必
要
な
力
を
、
通
牒
を
発
し
た
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
は

アメリカのアジア太平洋戦略
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持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
グ
リ
ー
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
力
の
限
界
を
よ
く
理
解
し
た
う
え
で
、
巧
み
な
外
交
を
展
開
し
た
の
が
セ

オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
で
あ
る
。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
北
東
ア
ジ
ア
の
支
配
を
め
ぐ
り
一
九
〇
四
年
に
戦
争
に
突
入
し
た
日
露
の
間
で
調
停
役
を
担
い
、
両
者
の
力

が
均
衡
す
る
形
で
戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
の
独
立
と
ア
メ
リ
カ
の
太
平
洋
に
お
け
る
利
益
を
守
ろ
う
と
し
た
。
戦

後
、
ロ
シ
ア
が
日
本
と
の
間
で
力
の
均
衡
を
維
持
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
中
国
の
独
立
尊
重
を
規
定
し
、
日
本
の
大
陸

に
お
け
る
権
益
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
支
配
的
立
場
を
相
互
に
認
め
る
合
意
（
ル
ー
ト
・
高
平
協
定
）
を
日

本
と
交
わ
し
た
。
ま
た
同
時
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
海
軍
力
の
増
強
に
努
め
、
日
本
が
そ
の
合
意
か
ら
逸
脱
す
る
行
動
を
取
る
こ
と

を
抑
止
し
よ
う
と
し
た
。
一
九
〇
六
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
日
本
人
学
童
隔
離
事
件
が
起
き
る
と
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
教
育
委

員
会
に
差
別
的
措
置
を
や
め
る
よ
う
圧
力
を
か
け
る
と
と
も
に
、
移
民
を
制
限
す
る
紳
士
協
定
を
日
本
と
結
ぶ
こ
と
で
、
日
米
間
の
緊

張
緩
和
へ
と
つ
な
げ
た(10
)。

グ
リ
ー
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
日
本
と
の
関
係
を
良
好
な
も
の
に
保
ち
つ
つ
、
大
陸
戦
略
と
海
洋
戦
略
を
う
ま
く
融

合
さ
せ
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
有
利
な
勢
力
の
均
衡
状
態
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た(11
)。
逆
に
、
そ
れ
に
失
敗
し
た
の
が

第
二
部
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
そ
の
時
期
、
ア
メ
リ
カ
は
極
東
の

勢
力
均
衡
維
持
を
図
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
は
ず
の
中
国
に
お
け
る
門
戸
開
放
を
目
的
へ
と
転
化
さ
せ
、
そ
れ
を
原
理
的
に
追
求
す

る
こ
と
で
、
日
本
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
。
し
か
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
W
oodrow
W
ilson）
大
統
領
は
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
日

本
が
ド
イ
ツ
領
南
洋
諸
島
へ
と
勢
力
を
拡
大
さ
せ
る
の
を
食
い
止
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
平
和
会
議
に
お

い
て
連
盟
設
立
を
優
先
す
る
立
場
か
ら
、
同
諸
島
の
占
領
継
続
を
日
本
に
対
し
て
認
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る(12
)。

そ
の
後
、
一
九
二
〇
年
代
に
作
ら
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
も
と
、
日
米
間
の
緊
張
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
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一
九
二
四
年
制
定
の
移
民
法
（
排
日
移
民
法
）
が
日
本
と
の
間
の
紳
士
協
定
を
一
方
的
に
無
効
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
日
米
間
に

は
再
び
移
民
問
題
を
め
ぐ
っ
て
緊
張
が
走
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
構
築
を
主
導
し
た
共
和
党
政
権
は
ア
メ
リ

カ
の
パ
ワ
ー
が
そ
の
体
制
を
支
え
る
重
要
な
一
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
認
識
を
欠
き
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍

縮
条
約
に
規
定
さ
れ
た
制
限
一
杯
に
ま
で
海
軍
を
増
強
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
の
で
あ
る(13
)。

続
く
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
民
主
党
政
権
は
海
軍
増
強
に
乗
り
出
し
た
も
の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
の
脅
威
に
も
対
処

す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
脅
威
に
十
分
に
対
処
で
き
る
だ
け
の
海
軍
力
を
備
え
る
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
し
た
。
ア

ジ
ア
太
平
洋
方
面
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
力
の
限
界
が
厳
し
く
認
識
さ
れ
る
中
、
国
務
省
や
海
軍
で
は
西
太
平
洋
か
ら
撤
退
し
、
防
衛

線
を
ハ
ワ
イ
に
ま
で
後
退
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
強
く
な
る
。
そ
う
し
た
見
解
は
、
海
軍
戦
略
家
マ
ハ
ン
（
A
lfred
T
hayer

M
ahan）
の
議
論
に
精
通
し
、
太
平
洋
の
戦
略
的
重
要
性
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
退
け
ら

れ
た
。
だ
が
、
海
軍
力
で
劣
る
ア
メ
リ
カ
は
一
九
三
一
年
に
始
ま
る
日
本
の
大
陸
侵
略
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、

一
九
四
一
年
開
始
の
対
日
戦
で
当
初
劣
勢
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る(14
)。

太
平
洋
に
お
け
る
日
本
と
の
戦
い
で
ア
メ
リ
カ
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
と
北
上
す
る
作
戦
と
太
平
洋
中
央
部
を

西
進
す
る
作
戦
を
と
っ
た
。
そ
れ
ら
二
つ
の
作
戦
で
多
く
の
血
を
流
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
西
太
平
洋
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
阻

害
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
を
二
度
と
招
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
決
意
を
ア
メ
リ
カ
の
指
導
者
に
持
た
せ
る
こ
と
に
な
る
。
戦
後
ア

メ
リ
カ
が
日
本
か
ら
奪
取
し
た
太
平
洋
島
嶼
に
信
託
統
治
の
枠
組
み
を
適
用
し
、
事
実
上
の
太
平
洋
支
配
へ
と
動
い
た
背
景
に
は
そ
う

し
た
決
意
が
あ
っ
た(15
)。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
、
と
く
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
極
東
戦
略
の
中
心
に
は
中
国
が
あ
っ
た
。
中
国
は
一
九
三
七
年
以
来
、
日
本
と
戦

争
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
中
国
が
対
日
戦
線
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
連
合
軍
の
士
気
を
保
ち
、
日
本
の
大
軍
を
大
陸
に
張
り
付
け
て
お
く
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た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
の
敗
北
に
よ
っ
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
力
の
真
空
地
帯
に
ソ
連
が
勢
力
を
伸
ば
す
の
を
防
ぐ

パ
ワ
ー
と
し
て
も
中
国
は
重
要
だ
と
見
ら
れ
た(16
)。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
一
九
四
五
年
四
月
に
急
死
す
る
ま
で
、「
強
力
な
中
国
」
を
「
ア
ジ
ア
の
安
定
の
核
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
構

想
を
捨
て
よ
う
と
し
な
か
っ
た(17
)。
だ
が
、
当
時
中
国
は
蔣
介
石
率
い
る
国
民
党
と
毛
沢
東
率
い
る
共
産
党
と
の
間
で
激
し
く
分
裂
し
た

状
態
に
あ
っ
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
蔣
介
石
を
指
導
者
と
す
る
統
一
中
国
を
実
現
す
る
た
め
、
フ
ー
バ
ー
（
H
erbert
H
oover）

政
権
で
陸
軍
長
官
を
務
め
た
経
歴
を
持
つ
ハ
ー
レ
ー
（
Patrick
H
urley）
を
特
使
と
し
て
中
国
に
派
遣
し
、
国
共
調
停
を
行
わ
せ
る
。

合
わ
せ
て
、
ヤ
ル
タ
で
ス
タ
ー
リ
ン
（
Joseph
Stalin）
か
ら
蔣
介
石
支
持
の
約
束
を
引
き
出
し
た
の
だ
っ
た(18
)。

グ
リ
ー
ン
氏
が
第
三
部
で
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
「
中
国
中
心
の
極
東
戦
略
」
は
ト
ル
ー
マ
ン
（
H
arry

S.T
rum
an）
政
権
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
だ
が
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
国
共
内
戦
の
勃
発
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、

大
陸
に
お
け
る
共
産
党
の
勝
利
を
許
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
展
開
に
つ
い
て
グ
リ
ー
ン
氏
は
、
蔣
介
石
を
中
心
と
す
る
統
一
中
国

の
実
現
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
。
た
だ
、
極
東
戦
略
上
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
最
重
要
目
標
は
そ
の
太
平
洋
支
配
を
脅
か

し
か
ね
な
い
覇
権
勢
力
の
形
成
を
阻
む
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
統
一
中
国
の
実
現
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
中
国
大
陸

が
国
共
二
大
勢
力
に
分
裂
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
だ
け
で
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
が
こ
う
し
た
認
識

か
ら
、
蔣
介
石
に
対
し
て
、
数
千
人
規
模
の
軍
事
顧
問
の
派
遣
と
数
億
ド
ル
の
軍
事
援
助
の
提
供
に
踏
み
切
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
国
共

内
戦
を
膠
着
状
態
に
向
か
わ
せ
、
共
産
党
勢
力
の
拡
大
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
朝
鮮
戦
争
も
ま
た
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
も
戦
わ
な
く
て
済
ん
だ
は
ず
だ
と
グ
リ
ー
ン
氏
は
言
う(19
)。

ア
メ
リ
カ
が
朝
鮮
戦
争
に
介
入
し
、
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
関
与
を
深
め
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
か
ら
東
南
ア

ジ
ア
へ
と
至
る
大
陸
周
辺
地
域
を
防
衛
線
と
み
な
し
、
そ
の
中
核
に
日
本
を
位
置
づ
け
る
、
中
国
共
産
化
後
の
新
た
な
ア
ジ
ア
戦
略
が
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あ
っ
た
。
防
衛
線
を
維
持
し
、
日
本
の
復
興
に
と
っ
て
必
要
な
市
場
を
確
保
す
る
に
は
朝
鮮
半
島
と
ベ
ト
ナ
ム
の
共
産
化
を
防
ぐ
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る(20
)。

だ
が
、
ベ
ト
ナ
ム
で
の
挫
折
を
背
景
に
、
ニ
ク
ソ
ン
（
Richard
N
ixon）
政
権
が
中
国
と
の
和
解
に
踏
み
切
り
、
中
国
を
ア
ジ
ア

で
勢
力
均
衡
を
保
つ
主
た
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
位
置
づ
け
た
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
戦
略
に
お
け
る
日
本
の
中
核
的
位
置
は
崩

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
再
び
復
活
す
る
の
は
レ
ー
ガ
ン
（
Ronald
Reagan）
政
権
期
の
こ
と
だ
っ
た
。
レ
ー
ガ
ン
が
大
統
領
職

に
就
い
た
と
き
（
一
九
八
一
年
）、
ソ
連
は
極
東
方
面
に
お
い
て
海
軍
の
大
増
強
計
画
に
乗
り
出
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
抗
す
る
に
は

海
洋
国
家
で
あ
る
日
本
と
の
連
携
が
何
よ
り
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る(21
)。

日
本
重
視
の
極
東
戦
略
は
、
中
曾
根
康
弘
首
相
が
対
米
協
力
に
積
極
姿
勢
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
う
ま
く
機
能
し
た
。
レ
ー
ガ
ン

が
大
統
領
職
か
ら
退
い
た
二
年
後
、
ソ
連
が
崩
壊
す
る
。
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
ア
ジ
ア
覇
権
樹
立
の
試
み
を
挫
折
さ
せ
た
こ
と
に
続
き
、

ソ
連
の
ア
ジ
ア
支
配
を
防
ぐ
こ
と
に
も
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

第
四
部
で
グ
リ
ー
ン
氏
が
指
摘
す
る
に
は
、
ソ
連
の
崩
壊
は
冷
戦
を
通
し
て
太
平
洋
か
ら
東
ア
ジ
ア
へ
と
拡
大
し
た
ア
メ
リ
カ
の
優

越
的
な
軍
事
的
地
位
に
見
直
し
を
求
め
る
議
論
を
ア
メ
リ
カ
国
内
で
生
ん
だ
。
だ
が
、
そ
う
し
た
議
論
も
ク
リ
ン
ト
ン
（
W
illiam

Clinton）
が
政
権
を
担
っ
た
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
大
方
止
む
こ
と
に
な
る
。
飛
躍
的
に
軍
事
力
を
拡
大
さ
せ
、
台
湾
な
ど
に
威

圧
的
な
態
度
も
取
る
よ
う
に
な
っ
た
中
国
と
の
間
で
パ
ワ
ー
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
に
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
前
方
展
開
が
必
要
と
い
う
考

え
が
ア
メ
リ
カ
国
内
で
広
く
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る(22
)。

と
は
い
え
、
中
国
と
の
対
決
が
決
意
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
ニ
ク
ソ
ン
以
来
の
中
国
と
の
関
係
を
維

持
、
発
展
さ
せ
る
方
針
を
と
っ
た
。
こ
の
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
と
関
与
（
engagem
ent）
を
二
大
原
則
と
す
る
対
中
政
策
は
そ
の
後
、

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
、
オ
バ
マ
政
権
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る(23
)。
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太
平
洋
が
「
ア
メ
リ
カ
の
理
念
と
商
品
を
運
ぶ
水
路
」
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
太
平
洋
支
配
に
挑
戦
し
、

日
本
と
ソ
連
の
ア
ジ
ア
覇
権
を
防
い
で
き
た
。
現
在
ア
メ
リ
カ
は
、
中
国
の
ア
ジ
ア
支
配
を
ど
の
よ
う
に
防
ぐ
か
と
い
う
新
た
な
課
題

に
直
面
し
て
い
る
。
グ
リ
ー
ン
氏
は
、
中
国
に
対
す
る
関
与
政
策
に
反
対
し
な
い
。
だ
が
、
中
国
の
野
心
を
封
じ
、
か
つ
中
国
と
安
定

し
た
関
係
を
築
く
た
め
に
は
、
防
衛
線
を
形
成
す
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
同
盟
国
・
友
好
国
、
と
く
に
日
本
と
の
連
携
を
強
化
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
結
論
部
分
に
お
い
て
主
張
し
て
い
る(24
)。

第
二
章

評
価

グ
リ
ー
ン
氏
の
著
書
は
学
界
に
お
い
て
、
と
く
に
次
の
三
点
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
徹
底
し
た
調
査
が
な
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
グ
リ
ー
ン
氏
の
本
で
利
用
さ
れ
て
い
る
一
次
資
料
は
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
。
ま
た
、

文
献
目
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
具
体
的
に
ど
れ
だ
け
の
文
献
や
論
文
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
知
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
一
四
〇
ぺ
ー
ジ
に
及
ぶ
注
か
ら
、
大
量
の
文
献
や
論
文
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
だ
と
指
摘
さ
れ
て

い
る(25
)。

二
つ
目
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
に
五
つ
の
「
緊
張
」
を
見
出
し
、
そ
れ
を
分
析
枠
組
み
と
し
て
巧
み
に
使
用
し
た
点

で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
グ
リ
ー
ン
氏
の
本
は
学
術
的
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る(26
)。

三
つ
目
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
の
重
要
性
を
説
く
グ
リ
ー
ン
氏
の
本
が
時
宜
に
適
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
評
価
で
あ
る
。

こ
の
評
価
の
背
景
に
は
、
中
国
の
一
方
的
行
動
が
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
外
交
政
策
に
対
す

る
批
判
的
見
方
が
あ
る(27
)。
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
対
す
る
グ
リ
ー
ン
氏
の
評
価
も
紹
介
し
つ
つ
、
本
稿
の

最
後
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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学
界
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
グ
リ
ー
ン
氏
の
本
だ
が
、
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
ひ
と
つ
に
、
分
析
の
対

象
が
北
東
ア
ジ
ア
地
域
に
対
す
る
戦
略
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
統
治
と
べ
ト
ナ
ム
戦
争
に
つ

い
て
は
比
較
的
多
く
の
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
が
語
ら
れ
る
こ
と

は
少
な
く
、
イ
ン
ド
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
い
っ
た
重
要
な
地
域
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
登
場
す
る
こ
と
も
少
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(28
)。

二
つ
目
の
批
判
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
を
規
定
し
た
要
因
と
し
て
パ
ワ
ー
の
要
素
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
ほ
か

の
重
要
な
要
素
が
看
過
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
要
素
と
し
て
、
具
体
的
に
は
議
会
の
影
響
力
や
文

化
的
・
社
会
的
勢
力
（
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
な
ど
）
の
影
響
力
、
人
種
主
義
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
パ
ワ
ー
と
は

何
か
、
そ
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
加
え
て
、
物
理
的
パ
ワ
ー
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー

に
も
注
目
す
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る(29
)。

批
判
の
三
つ
目
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
（
子
）
政
権
の
評
価
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。「
は
じ
め
に
」
に
記
し
た
よ
う
に
、
グ
リ
ー
ン
氏
は

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
一
員
と
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
で
働
い
た
経
験
を
持
つ
。
そ
の
経
験
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
関
す
る
記
述
を
豊
か
な
も

の
に
し
た
一
方
で
、
客
観
性
に
欠
け
る
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

グ
リ
ー
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
発
足
時
よ
り
、「
ア
ジ
ア
に
関
す
る
明
確
な
戦
略
構
想
」
を
持
ち
、「
ア
ジ
ア
で
ア
メ
リ

カ
に
有
利
な
地
政
学
的
均
衡
を
形
作
る
こ
と
を
重
視
し
た
」。
ブ
ッ
シ
ュ
の
ア
ジ
ア
政
策
が
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
多

く
が
オ
バ
マ
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
こ
と
に
何
よ
り
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
学
者
の
中
に
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
が
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域

主
義
を
無
視
し
た
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ブ
ッ
シ
ュ
は
任
期
中
す
べ
て
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（
ア
ジ
ア

太
平
洋
経
済
協
力
）
首
脳
会
議
に
参
加
し
た
唯
一
の
大
統
領
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
冷
戦
終
結
後
の
歴
代
大
統
領
の
中
で
、
新
た
な
多

国
間
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
多
国
間
組
織
の
設
立
に
も
っ
と
も
積
極
的
な
大
統
領
で
も
あ
っ
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
は
経
済
外
交
に
も
積
極
的
で
、
過
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去
数
十
年
の
間
に
ア
メ
リ
カ
が
結
ん
で
き
た
も
の
よ
り
も
多
く
の
自
由
貿
易
協
定
を
締
結
し
た
か
、
あ
る
い
は
締
結
に
向
け
た
交
渉
を

開
始
し
た
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
テ
ロ
と
の
戦
い
で
も
、
ブ
ッ
シ
ュ
は
単
独
行
動
を
避
け
、
同
盟
国
や
友
好
国
と
の
協
力
関
係
を
重
視
し

た(30
)。こ

う
し
た
ブ
ッ
シ
ュ
評
価
に
批
判
的
な
見
解
は
、
グ
リ
ー
ン
氏
が
い
く
つ
か
重
要
な
事
実
を
不
当
に
軽
視
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

具
体
的
に
は
、
先
制
攻
撃
を
容
認
し
た
こ
と
で
「
悪
名
高
い
」
ブ
ッ
シ
ュ
・
ド
ク
ト
リ
ン
や
Ａ
Ｂ
Ｍ
条
約
（
弾
道
弾
迎
撃
ミ
サ
イ
ル
制

限
条
約
）
か
ら
の
一
方
的
脱
退
、
京
都
議
定
書
の
受
け
入
れ
拒
否
と
い
っ
た
事
実
に
関
す
る
言
及
が
グ
リ
ー
ン
氏
の
本
に
は
ほ
と
ん
ど

な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
南
シ
ナ
海
上
空
で
ア
メ
リ
カ
海
軍
機
と
中
国
の
戦
闘
機
が
衝
突
し
た
二
〇
〇
一
年
四
月
の
事
件
に
対
す
る

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
「
不
適
切
な
」
対
応
や
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
中
東
問
題
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
ア
ジ
ア
戦
略
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も

分
析
が
不
十
分
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(31
)。

こ
れ
ら
三
つ
の
批
判
が
ど
れ
も
重
要
な
批
判
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
グ
リ
ー
ン
氏
の
本
の
主
題
―
他
国
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
支
配

を
防
ぐ
た
め
、
ア
メ
リ
カ
が
五
つ
の
「
緊
張
」
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
き
た
か
と
い
う
も
の
―
と
の
関
わ
り
は
必
ず
し
も
明
確
で
は

な
い
。
そ
の
点
、
筆
者
が
ま
さ
に
本
の
主
題
と
の
関
係
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ロ
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
極
東
戦
略
で
あ
る
。

大
戦
期
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
中
国
か
日
本
か
と
い
う
問
題
（
グ
リ
ー
ン
氏
の
言
う
二
つ
目
の
「
緊
張
」）
で
、
中
国
重
視
の
立
場

を
と
っ
た
。
日
本
と
戦
争
を
し
て
い
た
以
上
、
そ
の
選
択
は
当
然
と
言
え
る
。

問
題
は
、
中
国
重
視
の
中
身
で
あ
る
。
第
一
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
太
平
洋
の
事
実
上
の
支
配
を
も
く
ろ
む

一
方
で
、
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
は
「
強
力
な
中
国
」
を
そ
の
地
域
の
「
安
定
の
核
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
戦
後
構
想
を
持
っ
て
い
た
、
と

い
う
の
が
グ
リ
ー
ン
氏
の
説
明
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
氏
は
ま
た
、
地
域
秩
序
の
安
定
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
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ア
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
統
一
中
国
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
」
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
も
記
し
て
い
る(32
)。

こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
、
日
本
の
ア
ジ
ア
覇
権
を
防
ご
う
と
し
て
い
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
、
中
国
の
ア
ジ
ア
覇
権
に
つ
い
て
は
認

め
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
グ
リ
ー
ン
氏
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
グ
リ
ー
ン

氏
は
、
や
は
り
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
を
論
じ
た
個
所
で
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
「
長
期
的
な
ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
」
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る(33
)。
だ
が
そ
の
点
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
右
に
紹
介

し
た
よ
う
な
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
重
視
論
に
関
す
る
記
述
が
並
ぶ
。
そ
の
た
め
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
を
、
他
国
の

覇
権
的
支
配
を
認
め
な
い
と
い
う
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
の
伝
統
的
方
針
と
の
関
係
で
整
合
的
に
捉
え
る
の
が
や
や
難
し
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
で
あ
れ
、
中
国
で
あ
れ
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
ア
メ
リ
カ
の
脅
威
と
な
り
か
ね
な
い
他
国
の
ア
ジ
ア
支
配
を
認
め
る
意
向
は
な

か
っ
た
。
次
章
で
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
に
対
し
て
筆
者
な
り
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
の
点
を
一
層
明
確
な
も
の

に
し
た
い
と
考
え
る
。第

三
章

考
察
―
―
Ｆ
・
Ｄ
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
東
ア
ジ
ア
戦
略
に
つ
い
て

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
が
初
め
て
具
体
的
な
形
で
示
さ
れ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が
参
戦
す
る
四
か
月
前
に
チ
ャ
ー
チ
ル

（
W
inston
Churchill）
英
首
相
と
の
共
同
宣
言
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
た
大
西
洋
憲
章
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
憲
章
に
は
、
領
土

不
拡
大
や
政
体
選
択
の
権
利
の
尊
重
な
ど
、
戦
後
世
界
で
重
視
さ
れ
る
べ
き
八
つ
の
原
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
原
則
は
、
一

九
四
二
年
一
月
に
二
六
か
国
の
署
名
を
得
て
発
表
さ
れ
た
連
合
国
共
同
宣
言
に
よ
っ
て
連
合
国
全
体
の
共
通
原
則
と
な
っ
た
。
グ
リ
ー

ン
氏
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
た
う
え
で
、「
大
西
洋
憲
章
の
目
標
は
か
な
り
の
程
度
、
実
現
さ
れ
た
」
と
記
す(34
)。
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大
西
洋
憲
章
作
成
の
時
点
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
戦
後
秩
序
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
て
い
た
の
は
確
か
だ
が
、
将
来
の
中
国
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
考
え
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
大
西
洋
会
談
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は

チ
ャ
ー
チ
ル
に
対
し
て
、
戦
後
世
界
の
管
理
の
た
め
「
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
で
構
成
さ
れ
る
国
際
警
察
軍
」
を
組
織
す
る
と
い
う
構

想
を
示
し
た(35
)。
こ
の
発
言
に
反
映
さ
れ
た
大
国
に
よ
る
世
界
管
理
の
発
想
の
も
と
、
国
連
安
保
理
の
常
任
理
事
国
の
制
度
が
作
ら
れ
、

中
国
が
そ
の
一
角
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
大
西
洋
会
談
の
時
点
で
具
体
的
に
世
界
の
管
理
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は

米
英
二
国
だ
け
だ
っ
た
。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
戦
後
世
界
の
管
理
者
と
し
て
中
国
を
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た
後
の
こ
と

で
あ
る
。
参
戦
か
ら
半
年
が
経
っ
た
一
九
四
二
年
五
月
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
ワ
シ
ン
ト
ン
を
訪
れ
て
い
た
ソ
連
外
相
・
モ
ロ
ト
フ

（
V
yacheslav
M
.M
olotov）
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
、
ソ
連
、
そ
し
て
中
国
が
「
世
界
の
警
察
官
と
し
て
の
役
割
を

果
た
す
」
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る(36
)。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
構
想
で
は
、
そ
れ
ら
四
大
国
は
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
特

定
の
地
域
で
特
別
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
イ
ギ
リ
ス
と
ソ
連
、
西
半
球
は
ア
メ
リ
カ
、

東
ア
ジ
ア
は
ア
メ
リ
カ
と
中
国
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(37
)。

グ
リ
ー
ン
氏
の
本
を
含
め
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
外
交
を
扱
う
研
究
に
お
い
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
大
国
の
地
域
的
役
割
を
重
視
し

た
背
景
を
問
う
研
究
は
少
な
い
。
だ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
そ
こ
に
は
一
九
三
〇
年
代
の
西
半
球
政
策
の
成
功
が
あ
っ
た
。
一
九
三

〇
年
代
の
西
半
球
政
策
と
言
え
ば
、
善
隣
外
交
（
Good
N
eighbor
Policy）
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
主
権
尊
重
と
内
政
不
干

渉
を
基
本
理
念
に
、
米
州
諸
国
と
の
友
好
協
力
関
係
の
構
築
に
努
め
る
も
の
だ
っ
た
。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
一
九
三
三
年
に
政
権
を
発
足
さ
せ
、
善
隣
外
交
を
展
開
す
る
前
、
ア
メ
リ
カ
は
米
州
諸
国
に
対
す
る
軍
事
介
入

を
繰
り
返
し
て
い
た
。
と
く
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
と
き
に
は
メ
キ
シ
コ
、
ハ
イ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
、
キ
ュ
ー
バ
と
多
く
の
国
々
に
軍
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事
介
入
を
行
っ
て
い
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
海
軍
次
官
と
し
て
そ
れ
ら
の
介
入
を
強
く
支
持
し
、
深
く
関
与

し
た
一
人
だ
っ
た(38
)。

ア
メ
リ
カ
が
中
米
諸
国
に
対
す
る
軍
事
介
入
を
繰
り
返
し
た
の
は
、
民
主
的
で
親
米
的
な
政
権
を
守
っ
た
り
、
打
ち
立
て
た
り
す
る

こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
上
重
要
な
そ
の
地
域
に
域
外
勢
力
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ

の
経
済
上
の
利
権
を
守
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
度
重
な
る
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
介
入
は
米
州
諸
国
の
中
に
強
い
反
米
気
運
を
醸
成

し
、
一
九
二
六
年
に
ア
メ
リ
カ
が
介
入
し
た
ニ
カ
ラ
グ
ア
な
ど
で
は
強
い
抵
抗
運
動
も
起
き
て
い
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
善
隣
外
交

を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
そ
う
し
た
状
況
が
一
九
二
九
年
以
来
の
大
恐
慌
に
苦
し
む
自
国
経
済
の
西
半
球
に
お
け
る
利
益
を
害
し
、
か

つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
台
頭
す
る
ド
イ
ツ
勢
力
の
西
半
球
へ
の
浸
透
を
許
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た(39
)。

た
だ
し
、
善
隣
外
交
を
推
進
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
ア
メ
リ
カ
の
西
半
球
に
お
け
る
覇
権
的
地
位
ま
で
放
棄
す
る
意
図
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
、
善
隣
外
交
は
米
州
諸
国
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
離
反
を
防
ぎ
、
そ
の
地
位
を
維
持
し
よ
う
と
す
る

も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
は
、
善
隣
外
交
に
よ
る
米
州
諸
国
と
の
関
係
改
善
を
背
景
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
成
果

を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
西
半
球
に
お
け
る
覇
権
的
地
位
を
一
層
確
か
な
も
の
に
し
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
制
定
の
互
恵
通
商
協
定
法
の
も
と
西
半
球
で
構
築
さ
れ
た
自
由
貿
易
秩
序
は
、
善
隣
外
交
の
重
要
な
成
果
の
一
つ
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
法
律
は
西
半
球
の
み
を
対
象
に
し
た
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
実
際
に
、
ア
メ
リ
カ
が
同

法
の
も
と
互
恵
通
商
協
定
を
締
結
し
た
国
の
多
く
は
西
半
球
の
国
だ
っ
た
。
そ
の
数
は
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
一
九
三
九
年
ま

で
に
一
一
か
国
（
全
体
で
一
九
か
国
）
に
上
っ
た(40
)。

ま
た
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
主
導
で
、
西
半
球
に
お
い
て
共
同
防
衛
体
制
の
構
築
が
進
む
。
一
九
三
六
年
一
月
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
米
州
諸
国
に
対
し
て
書
簡
を
送
り
、
西
半
球
の
平
和
の
問
題
を
協
議
す
る
国
際
会
議
の
開
催
を
呼
び
か
け
た
。
そ

アメリカのアジア太平洋戦略

(阪大法学) 70 (3・4-219）617〔2020.11〕



の
半
年
前
の
一
九
三
五
年
六
月
、
チ
ャ
コ
戦
争
（
Chaco
W
ar）
と
し
て
知
ら
れ
る
、
ボ
リ
ビ
ア
と
パ
ラ
グ
ア
イ
の
間
の
国
境
を
め
ぐ

る
争
い
が
開
始
か
ら
三
年
を
経
て
停
戦
と
な
っ
て
い
た
。
す
で
に
米
州
諸
国
間
に
は
調
停
や
仲
裁
に
関
す
る
取
り
決
め
が
存
在
し
た
も

の
の
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
チ
ャ
コ
戦
争
の
終
了
を
受
け
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
図
る
た
め
の
仕
組
み
を
さ
ら
に
強
化
し
た
い
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
は
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
や
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
攻
に
伴
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
の
悪

化
に
対
応
し
た
、
新
た
な
枠
組
み
を
構
築
し
た
い
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た(41
)。

一
九
三
六
年
一
二
月
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
に
お
い
て
米
州
特
別
会
議
が
開
催
さ
れ
、

多
く
の
合
意
が
成
立
す
る
。
そ
の
中
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
平
和
の
維
持
、
確
保
、
回
復
の
た
め
の
協
約
」
で
あ
る
。
ハ
ル

（
CordellH
ull）
国
務
長
官
が
、
西
半
球
の
平
和
の
問
題
に
関
係
す
る
既
存
の
取
り
決
め
の
中
で
「
も
っ
と
も
強
力(42
)」
と
評
価
し
た

そ
の
協
約
に
よ
り
、
米
州
諸
国
間
で
戦
争
が
起
き
た
と
き
や
、
米
州
諸
国
の
安
全
が
域
外
の
戦
争
な
ど
に
よ
り
脅
か
さ
れ
た
と
き
に
は

協
議
を
行
い
、
米
州
諸
国
全
体
で
協
力
し
て
平
和
の
維
持
、
確
保
、
回
復
に
努
め
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
し
か
も
二
年
後
の
第
八
回

米
州
会
議
（
於
：
リ
マ
）
で
の
決
定
に
よ
り
、
そ
の
協
議
の
た
め
い
ず
れ
の
米
州
国
家
も
外
相
会
議
の
開
催
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る(43
)。

第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
直
後
の
一
九
三
九
年
九
月
、
ア
メ
リ
カ
の
要
請
に
よ
り
パ
ナ
マ
が
米
州
諸
国
の
外
相
を
自
ら
の
首
都
に
招
き
、

第
一
回
外
相
会
議
が
開
催
さ
れ
る
。
そ
の
会
議
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
か
ら
の
中
立
が
宣
言
さ
れ
る
と
と
も
に
、
西
半
球
沿
岸

（
カ
ナ
ダ
と
カ
リ
ブ
海
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
を
除
く
）
か
ら
三
〇
〇
マ
イ
ル
の
水
域
に
お
け
る
交
戦
国
の
活
動
を
禁
止
す
る
こ
と
が

決
定
さ
れ
た
。
翌
年
七
月
に
は
第
二
回
外
相
会
議
が
ハ
バ
ナ
で
開
か
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
ド
イ
ツ
に
降
伏
し
、
イ
ギ
リ
ス
も
危
う
い
と

見
ら
れ
る
中
、
開
か
れ
た
そ
の
会
議
で
は
、
ド
イ
ツ
の
西
半
球
へ
の
進
出
を
防
ぐ
た
め
、
同
地
域
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
が
域
外
国
の

手
に
渡
り
そ
う
な
と
き
に
は
そ
れ
を
米
州
諸
国
の
共
同
管
理
の
下
に
置
く
こ
と
が
決
め
ら
れ
た(44
)。
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一
九
三
〇
年
代
に
西
半
球
で
地
域
秩
序
の
構
築
が
進
展
し
た
こ
と
は
、
同
じ
時
期
の
国
際
連
盟
の
機
能
不
全
と
相
ま
っ
て
、
ロ
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
に
地
域
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効
性
を
強
く
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
、
西
半
球
の
地

域
秩
序
は
「
世
界
に
対
す
る
有
益
な
模
範(45
)」
と
な
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
大
国
は
善
隣
外
交
の
精
神
の
も
と
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当

す
る
地
域
に
お
い
て
西
半
球
秩
序
と
同
様
の
秩
序
の
構
築
に
主
導
的
に
当
た
る
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

地
域
主
義
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
当
初
、
国
際
連
盟
に
か
わ
る
普
遍
的
な
国
際
機
構
を
設
立
す
る
こ
と
に
否
定

的
な
姿
勢
を
取
っ
た
。
だ
が
、
国
務
省
や
議
会
、
世
論
の
中
に
は
普
遍
的
国
際
機
構
の
設
立
を
支
持
す
る
声
が
多
く
、
そ
の
問
題
で

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
結
局
、
折
れ
る
こ
と
に
な
る
。
テ
ヘ
ラ
ン
会
談
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
国
務
省
に
お
け
る
研
究
を
下
敷
き
に
し

て
、
三
つ
の
機
関
か
ら
な
る
普
遍
的
な
国
際
機
構
の
構
想
を
示
し
た
。
三
つ
の
機
関
の
う
ち
一
つ
は
、
す
べ
て
の
加
盟
国
で
構
成
さ
れ

る
総
会
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
米
英
ソ
中
と
六
つ
の
国
家
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
二
か
国
、
南
ア
メ
リ
カ
、
中
東
、
極
東
、
イ
ギ
リ
ス
自

治
領
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
か
国
）
か
ら
な
る
機
関
で
、
農
業
や
食
糧
、
衛
生
な
ど
軍
事
以
外
の
す
べ
て
の
問
題
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
三
つ
目
の
機
関
は
米
英
ソ
中
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
軍
事
の
問
題
を
扱
い
、
平
和
に
対
す
る
い
か
な
る
脅
威
に
も
即

座
に
対
処
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(46
)。

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
「
世
界
の
警
察
官
」
構
想
は
普
遍
的
な
国
際
機
構
の
一
つ
の
機
関
と
い
う
形
で
実

現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
制
度
的
に
は
四
大
国
（
の
ち
に
フ
ラ
ン
ス
が
加
え
ら
れ
五
大
国
）
が
世
界
の
問
題
に
共
同

で
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
地
域
主
義
的
な
考
え
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
テ
ヘ
ラ
ン
会
談
に
お
い
て
普
遍
的
国
際
機
構
の
構
想
を
披
歴
し
な
が
ら
、
平
和
に
対
す
る
脅
威
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
じ

た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
が
行
う
こ
と
は
空
軍
と
海
軍
の
派
遣
の
み
に
と
ど
め
た
い
と
い
う
意
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る(47
)。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
考
え
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
陸
軍
を
派
遣
し
、
問
題
の
処
理
に
主
と
し
て
当
た
る
べ
き
は
あ
く
ま
で
も
イ
ギ
リ
ス
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と
ソ
連
だ
っ
た
。

歴
史
家
キ
ン
ボ
ー
ル
（
W
arren
F.K
im
ball）
は
、「
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
き
わ
め
て
重
要
な
こ

と
は
、
彼
が
そ
れ
ぞ
れ
の
警
察
官
の
地
域
的
役
割
に
常
に
重
き
を
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
」
と
指
摘
す
る(48
)。
キ
ン
ボ
ー
ル
は
、
中

国
の
大
国
化
と
い
う
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
構
想
は
ほ
と
ん
ど
検
討
の
対
象
と
し
て
い
な
い
が
、
彼
の
指
摘
は
中
国
に
つ
い
て
も
当
て
は

ま
る
。

も
っ
と
も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
中
国
の
大
国
化
を
構
想
し
始
め
る
の
は
参
戦
後
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
を
純
粋
な
戦

後
構
想
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
構
想
は
、
日
本
の
大
軍
を
引
き
受
け
て
い
た
中
国
に
対
し
て
特
別
な
国
際
的
地
位
を
約
束

す
る
こ
と
で
、
そ
の
戦
線
離
脱
を
防
ぐ
と
い
う
戦
争
遂
行
上
の
ね
ら
い
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う(49
)。
だ
が
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
、

西
半
球
で
実
現
し
た
の
と
同
様
の
安
定
的
で
開
放
的
な
秩
序
の
構
築
を
行
う
ア
ジ
ア
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
中
国
を
見
て
い
た
の
も
確

か
で
あ
る
。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
戦
後
中
国
に
期
待
し
た
具
体
的
な
役
割
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
一
つ
目
は
日
本
に
対
す
る

「
警
察
官
」
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
一
九
四
三
年
三
月
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ー
デ
ン
（
Robert
A
nthony

Eden）
外
相
に
対
し
て
、「
中
国
は
日
本
を
取
り
締
ま
る
き
わ
め
て
有
益
な
極
東
の
パ
ワ
ー
と
な
ろ
う
。
私
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
方
法

を
も
っ
て
中
国
を
強
化
し
た
い
」
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る(50
)。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
中
国
に
期
待
し
た
地
域
的
役
割
の
二
つ
目
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
あ
と
の
朝
鮮
半
島
で
信

託
統
治
を
行
う
施
政
国
と
し
て
の
役
割
だ
っ
た
。
同
じ
役
割
を
中
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
植
民
地
と
な
っ
て
い
た
東
南
ア
ジ
ア
に
お

い
て
も
果
た
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

後
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
第
二
次
世
界
大
戦
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
主
義
の
過
酷
さ
を
し
ば
し
ば
語
っ
た(51
)。
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と
は
い
え
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
単
な
る
心
情
論
か
ら
日
本
の
植
民
地
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
の
存
続
に
対
し
て
も
否

定
的
な
姿
勢
を
取
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
日
独
の
戦
争
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
人
種
に
対
す
る
意
識
が
一
般

的
に
強
ま
る
中
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
植
民
地
、
と
く
に
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
で
見
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
と
そ
の
支
配
を
受

け
る
諸
民
族
と
の
間
の
緊
張
が
戦
後
世
界
の
安
定
を
脅
か
す
と
い
う
強
い
懸
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
認

識
で
は
、
ア
ジ
ア
に
は
「
一
一
億
の
有
色
人
種
」
が
い
た
。
彼
ら
は
「
一
握
り
の
白
人
に
支
配
さ
れ
、
憤
っ
て
い
る
」。
ア
メ
リ
カ
の

目
的
は
、「
彼
ら
の
独
立
を
助
け
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
、「
一
一
億
の
潜
在
的
な
敵
は
危
険
な
存
在
」
だ
か
ら

だ(52
)。
こ
の
よ
う
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
一
九
四
五
年
三
月
の
側
近
タ
ウ
シ
グ
（
Charles
W
.T
aussig）
と
の
会
話
の
中
で
述
べ
て

い
る
。

先
行
研
究
で
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
反
植
民
地
政
策
を
取
っ
た
理
由
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
民
族
自
決
理
念
を
推
し
進

め
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
影
響
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る(53
)。
た
し
か
に
そ
れ
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
さ
に
グ
リ
ー
ン
氏
が
鋭
く
指

摘
し
て
い
る
と
お
り(54
)、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
民
族
自
決
理
念
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
そ
れ
と
の
間
に
は
適
用
対
象
と
い
う
点
で
重
要
な
相
違

が
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
民
族
自
決
理
念
を
主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
に
適
用
す
べ
き
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
連
盟

の
委
任
統
治
制
度
の
適
用
対
象
を
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
と
ト
ル
コ
の
植
民
地
、
あ
る
い
は
領
土
に
限
定
し
よ
う

と
す
る
英
仏
の
動
き
に
ほ
と
ん
ど
抵
抗
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た(55
)。

そ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
人
種
の
問
題
に
対
す
る
強
い
意
識
か
ら
、
む
し
ろ
民
族
自
決
理
念
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
地
域

に
対
し
て
積
極
的
に
適
用
す
べ
き
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
チ
ャ
ー
チ
ル
が
大
西
洋
憲
章
に
規
定
さ
れ
た
政
体
選
択
の
権
利
に
つ
い
て

「
主
と
し
て
現
在
ナ
チ
ス
の
く
び
き
の
も
と
に
あ
る
国
家
」
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
権
利
だ
と
い
う
解
釈
を
イ
ギ
リ
ス
議
会
で
示

す
と(56
)、
そ
れ
を
公
に
否
定
す
る
声
明
を
発
し
て
い
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、「
大
西
洋
憲
章
は
大
西
洋
に
接
す
る
地
域
だ
け
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で
な
く
、
世
界
全
体
に
適
用
さ
れ
る
」
べ
き
も
の
だ
っ
た(57
)。
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
政
体
選
択
の
権
利
は
ま
さ
に
「
一
切
ノ
國
民
」（
大

西
洋
憲
章
）
に
対
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
諸
民
族
に
は
信
託
統
治
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
民
族

自
決
理
念
に
お
い
て
も
や
は
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
そ
れ
以
外
の
地
域
と
い
う
区
別
は
存
在
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
長
期
の
外
国
に
よ

る
支
配
を
受
け
た
た
め
に
未
成
熟
で
は
あ
る
も
の
の
、
潜
在
的
に
は
白
人
に
対
す
る
深
刻
な
脅
威
と
な
り
か
ね
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の

諸
民
族
に
は
、
成
熟
国
家
に
よ
る
善
導
が
必
要
と
い
う
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
考
え
が
あ
っ
た(58
)。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
中
で
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
反
植
民
地
政
策
の
主
た
る
標
的
と
な
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
に
次
ぐ
大
帝
国
を
築
い

て
お
き
な
が
ら
、
早
々
と
ド
イ
ツ
の
軍
門
に
下
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
だ
っ
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
一
九
四
二
年
初
頭
、
蔣
介
石
が
連

合
国
軍
最
高
司
令
官
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
中
国
戦
区
の
中
に
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
を
含
め
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
連
合
国
軍
は

た
と
え
フ
ラ
ン
ス
人
部
隊
で
あ
っ
て
も
、
蔣
介
石
の
許
可
な
し
に
イ
ン
ド
シ
ナ
に
入
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
旦
入
れ
ば
蔣
介
石
の
指
揮

下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
列
強
諸
国
の
進
出
に
悩
ま
さ
れ
た
中
国
の
歴
史
を
背
景
に
、
蔣
介
石
が
植
民
地
の
存
続
に
否
定
的
な

姿
勢
を
取
っ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
帝
国
の
復
活
を
難
し
く
す
る
と
考
え
ら
れ
た(59
)。

し
か
も
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
そ
の
イ
ン
ド
シ
ナ
復
帰
を
支
持
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
正
面
衝
突
を
回
避
で
き

る
と
い
う
点
で
都
合
の
い
い
仕
組
み
だ
っ
た
。

イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
フ
ラ
ン
ス
帝
国
の
崩
壊
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
の
支
配
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る

と
見
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
、「
そ
れ
ら
は
す
べ
て
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。「
ひ
と
つ
が
自
由
を
得
れ
ば
、
ほ
か

は
理
想
を
得
る(60
)。」
こ
う
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
見
方
を
踏
ま
え
る
と
、
中
国
は
イ
ン
ド
シ
ナ
、
ひ
い
て
は
東
南
ア
ジ
ア
全
体
か
ら

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
追
い
出
す
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う(61
)。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
の
問
題
に
か
か
わ
る
役
割
を
中
国
に
期
待
さ
れ
た
三
つ
目
の
役
割
と
す
れ
ば
、
四
つ
目
と
し
て
グ
リ
ー
ン
氏
が

指
摘
し
て
い
る
役
割
、
す
な
わ
ち
ソ
連
の
極
東
方
面
に
お
け
る
勢
力
拡
大
を
封
じ
る
パ
ワ
ー
と
し
て
の
役
割
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
九
四
三
年
初
頭
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
（
Sum
ner
W
elles）
国
務
次
官
に
対
し
て
、「
安
定
し
、
大
国
の
一
つ

と
し
て
認
め
ら
れ
た
中
国
は
、
極
東
に
お
い
て
ソ
連
の
野
心
を
阻
む
障
壁
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
中
国
大
国
化
の
意
義
を
説
明
し
て
い
る(62
)。

同
年
三
月
の
イ
ー
デ
ン
と
の
会
談
で
は
、「
ロ
シ
ア
と
の
間
で
深
刻
な
政
策
の
相
違
が
生
じ
た
場
合
、
中
国
は
間
違
い
な
く
わ
れ
わ
れ

の
側
に
つ
く
だ
ろ
う
」
と
い
う
見
方
を
示
し
た(63
)。

最
後
に
指
摘
し
た
い
中
国
の
地
域
的
役
割
は
経
済
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
は
ア
メ
リ
カ
の
推
進
す
る
自
由
貿

易
秩
序
の
中
で
、
ア
ジ
ア
の
復
興
や
繁
栄
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
前
戦
時
生
産
局
長
官
で
、
一
九
四
四
年
九
月
に

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
命
に
よ
り
中
国
経
済
の
調
査
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
ネ
ル
ソ
ン
（
D
onald
M
.N
elson）
は
、「
か
つ
て
日
本

に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
い
た
必
需
品
を
、
西
ア
ジ
ア
や
東
ア
ジ
ア
の
人
び
と
に
供
給
す
る
た
め
、
中
国
の
工
業
を
育
成
す
る
」
と
い
う

ア
メ
リ
カ
政
府
の
方
針
を
、
重
慶
に
向
か
う
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
モ
ス
ク
ワ
で
モ
ロ
ト
フ
に
対
し
て
示
し
て
い
る(64
)。

以
上
の
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
中
国
大
国
化
構
想
に
多
く
の
期
待
を
込
め
て
い
た
。
と
は
い
え
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
中
国

の
現
状
を
高
く
評
価
し
て
い
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
テ
ヘ
ラ
ン
会
談
で
ス
タ
ー
リ
ン
が
、「
戦
争
が
終
わ
る
と
き
、
中
国
は
さ
ほ

ど
強
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
見
通
し
を
示
し
た
の
に
対
し
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、「
現
在
、
中
国
が
弱
体
で
あ
る
こ
と
を
認

識
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
答
え
て
い
る(65
)。
中
国
が
近
代
化
の
遅
れ
た
貧
し
い
国
家
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
知
る
事
実
だ
っ
た
。

ま
た
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
中
国
が
国
民
党
と
共
産
党
の
間
で
分
裂
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
も
十
分
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
一
九

四
二
年
五
月
の
モ
ロ
ト
フ
と
の
会
談
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
中
国
を
「
世
界
の
警
察
官
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
構
想
を
示
し
な
が
ら

も
、
統
一
的
な
中
央
政
府
の
樹
立
を
大
国
化
の
条
件
と
し
て
挙
げ
た
の
で
あ
る(66
)。
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だ
が
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
そ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
の
を
待
と
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
中
国
の
戦
線
離
脱
を
防
ぐ
必
要
が
あ
っ
た

こ
と
に
加
え
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
中
国
に
対
し
て
期
待
し
た
地
域
的
役
割
を
果
た
し
得
る
ア
ジ
ア
の
国
家
は
他
に
存
在
せ
ず
、
中
国

を
「
大
国
ク
ラ
ブ
」
に
含
め
な
け
れ
ば
、
白
人
に
よ
る
世
界
支
配
と
い
う
批
判
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る(67
)。

し
か
も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
脳
裏
に
は
中
国
の
潜
在
力
に
対
す
る
高
い
評
価
が
あ
っ
た
。
参
戦
直
後
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
滞
在
し
て

い
た
チ
ャ
ー
チ
ル
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
世
論
の
中
国
に
対
す
る
過
大
評
価
を
指
摘
さ
れ
る
と
、「
中
国
に
は
五
億
の
国
民
が
い
る
。
も
し

こ
の
巨
大
な
人
口
が
、
過
去
一
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
よ
う
に
発
達
し
て
、
現
代
式
武
器
を
持
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
」

と
反
論
し
て
い
る(68
)。

こ
の
発
言
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
の
潜
在
力
に
対
す
る
高
い
評
価
は
、
中
国
が
持
つ
巨
大
な
人
口
を
パ

ワ
ー
の
源
泉
と
し
て
捉
え
る
見
方
に
基
づ
い
て
い
た
。
た
し
か
に
、
中
国
の
人
口
を
五
億
と
言
っ
た
り
、
四
億
と
言
っ
た
り
、
そ
の
規

模
に
関
す
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
発
言
は
一
定
し
な
い
。
だ
が
、
戦
時
中
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
一
貫
し
て
、
中
国
の
巨
大
な
人
口
を
理

由
に
、
そ
の
潜
在
力
を
高
く
評
価
し
続
け
た
。

あ
る
論
者
は
、
そ
の
点
に
世
紀
転
換
期
の
欧
米
社
会
で
流
行
し
た
黄
禍
論
の
影
響
を
見
る(69
)。
一
八
八
二
年
生
ま
れ
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
に
と
っ
て
、
世
紀
転
換
期
は
一
〇
代
か
ら
二
〇
代
と
い
う
多
感
な
時
期
に
当
た
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黄
禍
論
の
代
表
的
論

者
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
そ
の
著
作
を
愛
読
し
た
海
軍
戦
略
家
マ
ハ
ン
だ
っ
た
。
し
か
も
マ
ハ
ン
が
長
期
的
視
点
か
ら
、
黄
色
人
種

の
中
で
と
く
に
警
戒
視
し
て
い
た
の
は
中
国
人
で
あ
る
。
一
九
〇
〇
年
発
表
の
論
文
で
は
、「
四
億
の
中
国
人
と
い
っ
た
巨
大
な
大
群

が
、
一
つ
の
効
果
的
な
政
治
組
織
に
結
束
し
て
近
代
的
設
備
を
装
備
」
す
る
可
能
性
を
、
彼
ら
が
「
す
で
に
窮
屈
な
領
土
内
に
閉
塞
さ

れ
て
い
る
と
い
う
現
状
」
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
平
静
で
は
い
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る(70
)。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
脳
裏
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
議
論
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
人
種
意
識
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
、
彼
の
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戦
後
構
想
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
先
行
研
究
で
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
大
国
化
構
想
の
背

景
に
は
対
中
貿
易
で
巨
富
を
築
い
た
祖
父
と
の
関
係
で
幼
少
期
か
ら
育
ま
れ
た
親
中
感
情
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
が
ち
で
あ
る(71
)。
た
し

か
に
そ
れ
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
大
国
化
構
想
を
規
定
し
た
要
因
と
し
て
は
そ
う
し
た
淡
い
感
情
よ
り
中
国
に
対
す
る
脅

威
認
識
の
方
を
重
視
す
べ
き
だ
ろ
う
。

マ
ハ
ン
は
右
の
一
九
〇
〇
年
発
表
の
論
文
で
、「
東
洋
文
明
と
西
洋
文
明
と
が
、
な
ん
ら
の
共
通
点
も
有
さ
な
い
敵
対
者
と
し
て
相

対
峙
す
る
と
い
う
結
末
と
な
る
の
か
、
さ
も
な
く
ば
、
西
洋
文
明
が
新
し
い
要
素
―
―
と
り
わ
け
中
国
―
―
を
受
け
入
れ
る
結
果
に
な

る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
落
着
す
べ
き
進
展
は
、
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
」
と
説
く(72
)。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
大
国
化
構
想
は
、

明
ら
か
に
後
者
の
道
を
目
指
す
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
選
択
の
背
景
に
は
、「
中
国
が
大
国
間
の
特
別
な
関
係
の
外
側
に
い
る
よ

り
内
側
に
い
る
方
が
、
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
中
国
の
発
展
に
影
響
を
与
え
や
す
く
な
る
」
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た(73
)。
ま
た
、
一
一

億
に
の
ぼ
る
と
見
ら
れ
た
ア
ジ
ア
の
有
色
人
種
全
体
と
長
期
の
安
定
し
た
関
係
を
築
く
と
い
う
ね
ら
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ね

ら
い
に
つ
い
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
一
九
四
三
年
一
一
月
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

西
洋
世
界
は
自
ら
の
安
全
の
た
め
に
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
を
劣
等
人
種
だ
と
考
え
る
こ
と
を
、
き
っ
ぱ
り
と
永
久
に
放
棄
し
、
来

る
べ
き
時
代
に
お
け
る
西
洋
と
東
洋
と
の
根
本
的
な
対
立
を
防
ぐ
最
上
の
方
途
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
中
国
と
心
か
ら
な
る
協
力

を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(74
)。

た
だ
し
こ
う
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
言
葉
か
ら
、
中
国
が
ま
っ
た
く
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
捉
え

れ
ば
中
国
大
国
化
構
想
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
構
想
は
た
し
か
に
、
形
式
の
上
で
は
中
国
を
米
英
ソ
と
対
等
の
国
家
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と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
注
意
す
べ
き
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
「
一
一
億
の
有
色
人
種
」
を
敵
に
回
し
て
は
い
け
な

い
と
説
き
つ
つ
、
善
導
の
た
め
の
信
託
統
治
を
考
え
て
い
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
有
色
人
種
に
対
す
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
脅

威
認
識
は
家
父
長
的
思
考
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
現
状
に
対
す
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
低
い
評
価

を
踏
ま
え
る
と
、
中
国
人
が
家
父
長
的
思
考
の
対
象
外
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
た
め
中
国
を
「
大
国
間
の
特
別
な
関
係
」

の
内
側
に
含
め
る
方
が
、「
中
国
の
発
展
に
影
響
を
与
え
や
す
く
な
る
」
と
い
う
右
で
紹
介
し
た
見
方
は
、
中
国
に
対
す
る
脅
威
認
識

の
反
映
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
家
父
長
的
思
考
を
特
徴
づ
け
る
善
導
精
神
の
発
露
と
し
て
も
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト

に
と
っ
て
中
国
と
は
、
そ
の
有
用
性
と
潜
在
力
に
よ
り
特
別
な
配
慮
を
払
う
べ
き
国
家
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
善
導
す
べ
き
国
家
、
す

な
わ
ち
米
英
ソ
よ
り
一
段
低
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
国
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
国
際
連
合
の
問
題
な
ど
戦
後
秩
序
に
関
す
る
問
題
の
検
討
に
中
国
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
米
英

ソ
の
三
国
で
行
わ
れ
た
。
枢
軸
諸
国
に
対
す
る
方
針
で
さ
え
も
、
中
国
抜
き
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
蔣
介
石
は
、
そ
う
し

た
状
態
に
不
満
を
募
ら
せ
、
米
英
で
組
織
さ
れ
て
い
た
連
合
参
謀
本
部
へ
の
中
国
の
参
加
を
認
め
る
よ
う
、
何
度
も
ア
メ
リ
カ
側
に
求

め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る(75
)。

結
局
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
中
国
は
、
遠
い
将
来
は
と
も
か
く
当
面
は
パ
ー
ト
ナ
ー
は
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
、
ジ
ュ
ニ
ア
・

パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
加
え
、
戦
後
ア
ジ
ア
の
管
理
に
は
ア
メ
リ
カ
も
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
ア
ジ
ア
で
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
秩
序
と
は
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
ア
メ
リ
カ
一
国
に
よ
る
覇
権
的
秩
序

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
構
想
で
は
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
よ
り
忠
実
に
西
半
球
秩
序
が
再
現
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
戦
後
構
想
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
一
九
四
四
年
一
月
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
承
認
し
た
統
合
参
謀
本
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部
作
成
の
戦
後
基
地
計
画
（
Ｊ
Ｃ
Ｓ
五
七
〇
／
二
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
西
半
球
か
ら
東
ア
ジ
ア
に
及
ぶ
広
い
地

域
に
多
数
の
軍
事
基
地
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(76
)。

も
っ
と
も
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
五
七
〇
／
二
は
普
遍
的
な
国
際
機
構
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
対
象
に
し
た
基
地
計
画
で
あ
っ
た
に
過
ぎ

な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
空
軍
基
地
に
関
す
る
計
画
と
し
て
練
ら
れ
た
も
の
で
、
陸
軍
、
海
軍
の
使
用
も
考
慮
し
た
計
画
と
な
っ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。

だ
が
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
五
七
〇
／
二
は
将
来
、
恒
久
的
な
基
地
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
際
の
「
確
か
な
基
礎
」
に
な
る
と
統
合
参
謀
本
部
で

は
考
え
ら
れ
て
い
た(77
)。
し
か
も
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
一
九
四
四
年
一
月
、
ハ
ル
に
対
し
て
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
五
七
〇
／
二
を
も
と
に
、
基
地
に

関
わ
る
「
恒
久
的
な
、
あ
る
い
は
長
期
的
な
利
益
」
を
獲
得
す
る
た
め
関
係
諸
政
府
と
で
き
る
だ
け
早
期
に
交
渉
を
始
め
る
よ
う
指
示

し
て
い
る(78
)。
ま
た
翌
月
に
は
そ
の
指
示
を
補
足
す
る
書
簡
を
ハ
ル
に
送
り
、「
空
軍
基
地
の
問
題
だ
け
に
」
交
渉
を
限
定
す
る
の
で
は

な
く
、「
海
軍
、
陸
軍
の
基
地
施
設
の
問
題
も
考
慮
す
る
」
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る(79
)。

国
務
省
で
基
地
問
題
に
関
す
る
外
交
交
渉
の
実
務
に
当
た
っ
た
の
は
バ
ー
リ
（
A
dolfA
.Berle）
国
務
次
官
補
だ
っ
た
。
バ
ー
リ

は
統
合
参
謀
本
部
作
成
の
基
地
計
画
に
つ
い
て
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
壮
大
な
計
画
だ
。
あ
る
意
味
、
こ
の
計
画
は
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
」（
A
m
erican
Em
pire）
と
で
も
呼
べ
る
も
の
の
境

界
を
定
め
る
こ
と
に
な
ろ
う(80
)。

以
上
の
内
容
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
東
ア
ジ
ア
構
想
は
、
中
国
一
国
に
よ
る
ア
ジ
ア
管
理
、
す
な
わ
ち

中
国
の
ア
ジ
ア
支
配
を
認
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
構
想
に
お
い
て
中
国
が
ア
ジ
ア
諸ㅟ

国ㅟ

の
中
で
中
核
的
な
安
定
勢
力
と
位
置

アメリカのアジア太平洋戦略
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づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
戦
後
ア
ジ
ア
の
管
理
に
は
ア
メ
リ
カ
も
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
多
く
の
軍

事
基
地
を
拠
点
に
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
地
域
の
秩
序
維
持
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

中
国
の
大
国
化
は
、
中
国
が
国
連
安
保
理
の
常
任
理
事
国
と
な
っ
た
こ
と
で
制
度
的
に
は
実
現
し
た
も
の
の
、
一
九
四
六
年
に
本
格

化
し
た
国
共
内
戦
と
共
産
化
に
よ
っ
て
実
質
的
に
は
挫
折
に
終
わ
る
。
だ
が
、
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
強
い
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
意
思
は
弱
ま
る
こ
と
な
く
、
ま
さ
に
グ
リ
ー
ン
氏
が
詳
述
し
て
い
る
よ
う
な
戦
後
の
極
東
戦
略
を
形
作
っ
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。お

わ
り
に

グ
リ
ー
ン
氏
は
二
〇
一
七
年
出
版
の
著
書
に
お
い
て
、
他
国
に
よ
る
覇
権
的
支
配
を
認
め
な
い
と
い
う
の
が
建
国
期
以
来
一
貫
し
た

ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
、
ア
メ
リ
カ
が
ア
ジ
ア
国
際
政
治
に
対
し
て

本
格
的
に
関
与
し
始
め
る
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
獲
得
し
た
一
九
世
紀
末
以
降
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
ア
ジ
ア
に
対
す
る
ア

ク
セ
ス
を
重
視
す
る
見
方
は
存
在
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
太
平
洋
支
配
に
対
し
て
は
実
際
に
挑
戦
を
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

多
く
の
評
者
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
建
国
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
を
分
析
し
た
グ
リ
ー
ン
氏
の

著
書
が
き
わ
め
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
し
か
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
に
関
す
る
記
述
に
は
少
し

わ
か
り
に
く
い
部
分
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
第
三
章
で
考
察
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
大
国
化

を
目
指
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
も
決
し
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
い
て
他
国
の
覇
権
的
支
配
を
認
め
な
い
と
い
う
伝
統
的

方
針
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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同
様
の
こ
と
は
、
ト
ラ
ン
プ
の
外
交
政
策
に
対
し
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ト
ラ
ン
プ
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
は
、
歴
代
政
権

の
そ
れ
と
比
べ
ユ
ニ
ー
ク
な
側
面
が
目
立
つ
た
め
か
、
批
判
が
多
い
。
安
全
保
障
担
当
の
大
統
領
補
佐
官
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
に
仕
え
た

ボ
ル
ト
ン
（
John
Bolton）
な
ど
は
、
解
任
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
恨
み
も
あ
っ
て
だ
ろ
う
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
安
全
保
障
政
策

全
般
に
つ
い
て
「
何
ら
明
確
な
哲
学
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
大
統
領
に
「
大
戦
略
は
な
い
」
と
政
権
を
去
っ
た
後
の
あ
る

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
述
べ
て
い
る(81
)。

ト
ラ
ン
プ
の
外
交
政
策
に
対
し
て
は
グ
リ
ー
ン
氏
も
批
判
的
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
関
税
の
脅
し
を
か
け
貿
易
不
均
衡
の
是

正
を
迫
っ
た
り
、
米
軍
駐
留
費
の
負
担
増
を
求
め
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
同
盟
国
と
の
関
係
を
傷
つ
け
た
。
ト
ラ
ン
プ
が
専
門
家
の
意

見
に
耳
を
貸
そ
う
と
せ
ず
、
彼
ら
を
公
に
批
判
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
た
め
、
外
交
機
関
の
機
能
は
弱
体
化
し
、
ア
メ
リ
カ
外

交
の
信
頼
性
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
の
国
際
取
り
決
め
軽
視
も
甚
だ
し
い
。
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
ま
さ
に
ア
メ

リ
カ
の
世
界
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
対
中
批
判
に
終
始
し
て
い
る(82
)。

だ
が
、
グ
リ
ー
ン
氏
は
こ
の
よ
う
に
ト
ラ
ン
プ
外
交
を
否
定
的
に
評
価
し
な
が
ら
も
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
方
面
に
お
け
る
そ
の
戦
略
目

標
に
つ
い
て
は
明
確
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
一
九
年
の
論
文
で
は
、
前
年
に
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
発
表
し
た
二
つ
の
文
書
、

「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」（
N
ationalSecurity
Strategy）
と
「
国
家
防
衛
戦
略
」（
N
ationalD
efense
Strategy）
に
つ
い
て
、

中
国
が
一
方
的
行
動
を
強
め
て
い
る
こ
と
を
背
景
に
、「
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
め
ぐ
る
大
国
間
競
争
に
乗
り
出
す
こ
と
を
は
っ

き
り
と
主
張
し
た
、
冷
戦
後
は
じ
め
て
の
戦
略
」
文
書
だ
と
指
摘
し
て
い
る(83
)。

そ
れ
ら
二
つ
の
文
書
で
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
中
国
に
対
す
る
関
与
政
策
の
有
効
性
を
否
定
し
た
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
も
、
ト
ラ
ン

プ
政
権
の
外
交
政
策
は
前
政
権
ま
で
の
そ
れ
と
は
異
な
る
、
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
中
国
の
覇
権

阻
止
と
い
う
太
平
洋
方
面
に
お
け
る
そ
の
目
標
に
注
目
す
れ
ば
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
外
交
政
策
も
や
は
り
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
略
の
伝
統

アメリカのアジア太平洋戦略
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の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
、
二
〇
一
九
年
発
表
の
論
文
で
グ
リ
ー
ン
氏
が
、
太
平
洋
方
面
に
お
い
て
覇
権
的
脅
威

に
対
処
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
外
交
の
特
徴
は
、「
ト
ラ
ン
ピ
ズ
ム
（
T
rum
pism
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
」、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
外
交
に
も

「
当
て
は
ま
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る(84
)。

現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
、
中
国
と
の
衝
突
の
危
険
性
を
指
摘
し
、
西
太
平
洋
か
ら
の
撤
退
を
説
く
議
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い(85
)。
だ
が
、

そ
う
し
た
議
論
が
現
実
に
採
用
さ
れ
る
可
能
性
は
小
さ
い
。
そ
の
こ
と
を
、
グ
リ
ー
ン
氏
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
二
〇
〇
年
の
ア
メ

リ
カ
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(⚑
)
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
か
け
て
は
ア
ジ
ア
部
長
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
は
上
級
ア
ジ
ア
部
長
兼
大
統
領
特

別
補
佐
官
（
国
家
安
全
保
障
問
題
担
当
）
を
務
め
た
。
グ
リ
ー
ン
氏
は
一
九
九
七
年
に
ア
ジ
ア
問
題
担
当
の
上
級
顧
問
と
し
て
国
防
総
省
で
働

い
た
経
験
も
持
つ
。

(⚒
)
M
ichael
J.Green,A
rm
ing
Japan
:
D
efense
Production,
A
lliance
Politics,
and
the
Postw
ar
Search
for
A
utonom
y

(Colum
bia
U
niversity
Press,1995);M
ichaelJ.Green,Japan’sR
eluctantR
ealism
:
Foreign
Policy
Challengesin
an
E
ra
of

U
ncertain
Pow
er
(Palgrave
M
acm
illan,2001).

(⚓
)
M
ichaelJ.Green,By
M
ore
T
han
Providence:
G
rand
Strategy
and
A
m
erican
Pow
er
in
the
A
sia
Pacific
since
1783

(Colum
bia
U
niversity
Press,2017),p.5.

(⚔
)
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
の
目
覚
ま
し
い
台
頭
を
背
景
に
、
ド
イ
ツ
の
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
（
O
tto
von
Bism
arck）
は
、「
神
は
、
愚
か

者
と
酔
っ
払
い
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
し
て
特
別
の
摂
理
（
specialprovidence）
を
お
持
ち
で
あ
る
」
と
述
べ
た
と
言
わ
れ
る
。

グ
リ
ー
ン
氏
の
本
で
こ
の
言
葉
が
直
接
引
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
By
M
oreT
han
Providenceと
い
う
本
の
タ
イ
ト
ル
は
、

ビ
ス
マ
ル
ク
の
言
葉
を
意
識
し
て
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(⚕
)
Green,By
M
ore
T
han
Providence,
pp.6-12.

(⚖
)
Ibid.,
pp.19-30.

(⚗
)
Ibid.,
pp.31-32,pp.61-62,pp.70-73.
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(⚘
)
Ibid.,
pp.92-96.

(⚙
)
Ibid.,
pp.95-96.

(10
)
Ibid.,
pp.96-108.

(11
)
Ibid.,
p.105.

(12
)
Ibid.,
pp.115-131.

(13
)
Ibid.,
pp.136-144,p.173.

(14
)
Ibid.,
pp.151-181.
ア
メ
リ
カ
海
軍
は
一
九
四
三
年
半
ば
ま
で
、「
大
西
洋
と
太
平
洋
双
方
に
お
い
て
使
命
を
遂
行
す
る
の
に
十
分
な

船
」
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
グ
リ
ー
ン
氏
は
指
摘
し
て
い
る
（
Ibid.,
p.195,p.238）。

(15
)
Ibid.,
pp.199-207.
ア
メ
リ
カ
は
一
九
四
七
年
四
月
に
国
連
安
保
理
の
承
認
を
受
け
た
信
託
統
治
協
定
に
基
づ
き
、
日
本
か
ら
奪
取
し

た
太
平
洋
島
嶼
を
「
戦
略
地
区
」
と
指
定
し
、
か
つ
そ
の
大
部
分
を
「
閉
鎖
地
区
」
と
す
る
こ
と
で
、
国
連
の
干
渉
を
否
定
し
た
。

(16
)
Green,
By
M
ore
T
han
Providence,
pp.210-218.

(17
)
Ibid.,
pp.216-217.

(18
)
Ibid,
pp.215-216.

(19
)
Ibid.,
pp.254-263.
グ
リ
ー
ン
氏
が
言
う
よ
う
に
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
国
共
内
戦
に
対
す
る
直
接
の
軍
事
関
与
に
否
定
的
で
、
軍
事

顧
問
の
大
量
派
遣
や
軍
事
援
助
の
支
給
を
行
な
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
蔣
介
石
政
権
に
対
し
て
経
済
援
助
を
支
給
す
る
こ
と
で
、
そ

の
延
命
を
図
ろ
う
と
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
米
国
と
戦
後
東
ア
ジ
ア
秩
序
―
中
国
大
国
化
構
想
の
挫
折
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
第
二
章
を
参
照
。

(20
)
Green,
By
M
ore
T
han
Providence,
pp.263-278.

(21
)
Ibid.,
pp.345-354,pp.400-408.

(22
)
Ibid.,
pp.465-473.

(23
)
Ibid.,
pp.482-488,pp.524-532.

(24
)
Ibid.,
pp.544-545.

(25
)
A
sia
Sentinel,February
3,2018,https://w
w
w
.asiasentinel.com
/p/book-review
-by-m
ore-than-providence
(accessed
on
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Septem
ber
1,2020);K
urtM
.Cam
pbelland
Rush
D
oshi,A
sia
Policy,V
ol.13,N
o.3
(July
2018),p.128
;A
dam
P.Liff,ibid.,

p.142.

(26
)
D
ougalRobinson,T
he
SA
IS
R
eview
ofInternationalA
ffairs,D
ecem
ber
7,2018,http://w
w
w
.saisreview
.org/2018/12/

07/assessing-am
erican-statecraft-in-asia/
(accessed
on
Septem
ber
1,2020).

(27
)
A
llan
Gyngell,Contem
porary
SoutheastA
sia,V
ol.39,N
o.3
(D
ecem
ber
2017),p.574
;Liff,A
sia
Policy,p.140
;Charles

Edel,T
he
A
m
erican
Interest,V
ol.
12,N
o.6
(A
pril2017),https://w
w
w
.the-am
erican-interest.com
/2017/04/07/the-pacific-

pow
er/
(accessed
on
Septem
ber
1,2020);Robinson,T
he
SA
IS
R
eview
of
International
A
ffairs.

(28
)
A
bhishank
M
ishra,Strategic
A
nalysis,V
ol.44,N
o.1
(2020),pp.62-63
;Robinson,T
he
SA
IS
R
eview
ofInternational

A
ffairs;M
athew
T
.Brundage,Journal
of
A
m
erican-E
ast
A
sian
R
elations,
V
ol.24
(2017),p.405.

(29
)
Liff,A
sia
Policy,p.142
;Juliette
Schw
ak,Interdisciplinary
PoliticalStudies,V
ol.4,N
o.1
(2018),p.241
;Brundage,

JournalofA
m
erican-E
astA
sian
R
elations,pp.404-405
;Q
ingfeiY
in,Cam
bridge
R
eview
ofInternationalA
ffairs,V
ol.33,

N
o.2
(2020),p.297
;T
.J.Pem
pel,Journal
of
E
ast
A
sian
Studies,
V
ol.18,N
o.1
(M
arch
2018),pp.122-123.

(30
)
Green,By
M
ore
T
han
Providence,
pp.482-483.

(31
)
A
sia
Sentinel,
February
3,2018
;Gordon
G.Chang,T
he
N
ew
Y
ork
T
im
es
Book
R
eview
(A
pril
9,2017),p.19
;

Robinson,T
he
SA
IS
R
eview
ofInternationalA
ffairs;Jam
es
I.M
atray,R
eview
s
in
A
m
erican
H
istory,V
ol.46
(2018),pp.

335-336.

(32
)
Green,By
M
ore
T
han
Providence,
p.208.

(33
)
Ibid.,
p.230.

(34
)
Ibid.,
p.189.
な
お
、
第
三
章
は
本
稿
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
拙
著
『
米
国
と
戦
後
東
ア
ジ
ア
秩
序
』
第
一
章
と
拙
稿
「
Ｆ
・
Ｄ
・

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
ア
ジ
ア
構
想
―
―
中
国
大
国
化
の
条
件
」
瀧
口
剛
編
『
近
現
代
東
ア
ジ
ア
の
地
域
秩
序
と
日
本
』（
大
阪
大
学
出
版

会
、
二
〇
二
〇
年
）
第
一
〇
章
の
内
容
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

(35
)
Foreign
R
elationsofthe
U
nited
States:
1941,V
ol.1
(GPO
,1958),p.363.以
下
、
Foreign
R
elationsofthe
U
nited
States

は
FR
U
S
と
記
す
。
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(36
)
FR
U
S
:
1942,
V
ol.3
(GPO
,1961),p.568.

(37
)
T
he
President’s
conversation
at
luncheon
w
ith
G.G.T
.and
S.I.R.,N
ovem
ber
13,1942,Folder:U
nited
N
ations,1942-

January
1945,Box
:168,President’s
Secretary’s
File,Franklin
D
.RooseveltPapers,Franklin
D
.RooseveltLibrary,H
yde

Park,N
Y
;W
illiam
D
.H
assett,O
ff
the
R
ecord
w
ith
F.D
.R
.,
1942-1945
(Greenw
ood
Press,1980),p.166.

(38
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Graham
Cross,T
heD
iplom
aticE
ducation
ofFranklin
D
.R
oosevelt,1882-1933
(Palgrave
M
acm
illan,

2012),chap.2
を
参
照
。

(39
)
善
隣
外
交
に
つ
い
て
は
、
Irw
in
F.Gellm
an,G
ood
N
eighbor
D
iplom
acy
:
U
nited
StatesPoliciesin
Latin
A
m
erica,1933-

1945
(T
he
Johns
H
opkins
U
niversity
Press,1979)や
Fredrick
B.Pike,FD
R
’s
G
ood
N
eighbor
Policy
:
Sixty
Y
ears
of

G
enerally
G
entle
Chaos(U
niversity
ofT
exas
Press,1995)を
参
照
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
随
一
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
専
門
家
と
し

て
、
善
隣
外
交
の
実
質
的
な
立
役
者
と
な
っ
た
の
は
サ
ム
ナ
ー
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
務
次
官
補
（
一
九
三
七
年
五
月
か
ら
は
国
務
次
官
）
だ
っ
た
。

ウ
ェ
ー
ル
ズ
は
、
世
界
恐
慌
前
か
ら
西
半
球
を
、
ア
メ
リ
カ
が
「
世
界
で
も
っ
と
も
偉
大
な
国
家
の
一
つ
」
と
し
て
存
続
し
て
い
く
た
め
の
い

わ
ば
「
土
台
」
と
し
て
見
て
い
た
。
そ
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
、
善
隣
外
交
は
ア
メ
リ
カ
の
世
界
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
た
め
に
土

台
固
め
を
行
う
も
の
だ
っ
た
。
三
〇
年
代
の
危
機
へ
の
対
処
策
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ウ
ェ
ー
ル

ズ
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
近
く
発
表
す
る
論
文
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

(40
)
一
九
三
九
年
ま
で
に
、
ア
メ
リ
カ
が
互
恵
通
商
協
定
を
締
結
し
た
一
一
か
国
の
西
半
球
諸
国
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
キ
ュ
ー
バ
、
ハ

イ
チ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
エ
ル
サ
ル
バ
ト
ル
、
エ
ク
ア

ド
ル
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
場
価
値
が
下
が
る
中
、
ア
メ
リ
カ
は
一
九
四
〇
年
代
前
半
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ペ

ル
ー
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
メ
キ
シ
コ
と
も
互
恵
通
商
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

(41
)
Sum
ner
W
elles,Seven
D
ecisions
T
hatShaped
H
istory
(H
arper
and
Brothers,1951),p.103
;J.Lloyd
M
echam
,T
he

U
nited
States
and
Inter-A
m
erican
Security,
1889-1960
(U
niversity
of
T
exas
Press,1961),pp.122-123.

(42
)
N
ew
Y
ork
T
im
es,
D
ecem
ber
13,1936.

(43
)
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
会
議
と
リ
マ
会
議
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
M
echam
,T
he
U
nited
States
and
Inter-A
m
erican
Security,

chap.5
を
参
照
。
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(44
)
パ
ナ
マ
と
ハ
バ
ナ
に
お
け
る
外
相
会
議
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
M
echam
,T
he
U
nited
States
and
Inter-A
m
erican
Security,

chap.7
を
参
照
。

(45
)
F.D
.Roosevelt,A
ddress
before
the
Inter-A
m
erican
Conference
for
the
M
aintenance
of
Peace,Buenos
A
ires,

A
rgentina,D
ecem
ber
1,1936,Sam
uelI.Rosenm
an,com
p.,T
he
People
A
pprove,1936,V
ol.
5
ofT
he
Public
Papers
and

A
ddresses
of
Franklin
D
.
R
oosevelt
(Russell
&
Russell,1969),p.608.

(46
)
FR
U
S
:
T
he
Conferences
at
Cairo
and
T
ehran,
1943
(GPO
,1961),p.530.

(47
)
Ibid.

(48
)
W
arren
F.K
im
ball,“T
he
Sheriffs:FD
R’s
Postw
ar
W
orld,”
in
D
avid
B.W
oolner,W
arren
F.K
im
ball,and
D
avid

Reynolds,eds.,FD
R
’s
W
orld
:
W
ar,
Peace,
and
Legacies
(Palgrave
M
acm
illan,2008),p.95.

(49
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
五
百
旗
頭
真
『
米
国
の
日
本
占
領
政
策
―
―
戦
後
日
本
の
設
計
図
』
上
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
五
年
）
一
四

八
―
一
五
一
頁
を
参
照
。

(50
)
FR
U
S
:
1943,V
ol.3
(GPO
,1963),p.35
;五
百
旗
頭
『
米
国
の
日
本
占
領
政
策
』
上
巻
、
一
五
三
頁
。
た
だ
し
、
戦
後
日
本
を
ど
う

扱
う
か
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
具
体
的
な
計
画
を
練
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
、「
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
ハ
ル
は
、
懲
罰
的
な
平
和

に
つ
い
て
語
っ
た
が
、
大
統
領
は
日
本
の
将
来
に
つ
い
て
決
し
て
詳
細
な
指
針
を
与
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」、
と
グ
リ
ー
ン
氏
が
指
摘
し
て

い
る
通
り
で
あ
る
（
Green,By
M
ore
T
han
Providence,
p.225）。

(51
)
FR
U
S
:
T
he
Conferences
atCairo
and
T
ehran,1943,p.485
;FR
U
S
:
1944,V
ol.3
(GPO
,1965),p.773
;W
arren
F.

K
im
ball,T
he
Juggler:
Franklin
R
oosevelt
as
W
artim
e
Statesm
an
(Princeton
U
niversity
Press,1991),
pp.144-145.

(52
)
FR
U
S
:
1945,
V
ol.1
(GPO
,1967),p.124.

(53
)
K
im
ball,T
he
Juggler,
p.128.

(54
)
Green,By
M
ore
T
han
Providence,
p.229.

(55
)
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
民
族
自
決
理
念
に
つ
い
て
は
、
D
erek
H
eater,
N
ational
Self-D
eterm
ination
:
W
oodrow
W
ilson
and
H
is

Legacy
(St.M
artin’s
Press,1994)や
Erez
M
anela,T
he
W
ilsonian
M
om
ent:
Self-D
eterm
ination
and
the
International

O
rigins
ofA
nticolonialN
ationalism
(O
xford
U
niversity
Press,2007)を
参
照
。
マ
ネ
ラ
の
研
究
で
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
民
族
自
決
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の
理
念
が
、
彼
の
意
図
に
反
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
地
域
で
も
大
き
な
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(56
)
一
九
四
一
年
九
月
一
一
日
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
下
院
で
の
演
説
、
http://hansard.m
illbanksystem
s.com
/com
m
ons/1941/sep/09/

w
ar-situation（
accessed
Septem
ber
1,2020）；

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ソ
ー
ン
／
市
川
洋
一
訳
『
米
英
に
と
っ
て
の
太
平
洋
戦
争
』
上
巻

（
草
思
社
、
一
九
九
五
年
）
一
〇
二
頁
。

(57
)
F.D
.Roosevelt,“W
e
M
ustK
eep
on
Striking
O
utEnem
ies
W
herever
and
W
henever
W
e
Can
M
eetT
hem
,”Fireside

Chaton
Progress
ofthe
W
ar,February
23,1942,in
Sam
uelI.Rosenm
an,com
p.,H
um
anity
on
the
D
efensive,1942,V
ol.11

of
T
he
Public
Papers
and
A
ddresses
of
Franklin
D
.
R
oosevelt
(Russell
and
Russell,1950),p.115.

(58
)
こ
う
し
た
考
え
を
背
景
に
、
植
民
地
問
題
解
決
の
モ
デ
ル
と
し
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
好
ん
で
口
に
し
た
の
が
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

統
治
の
経
験
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Gary
R.H
ess,T
he
U
nited
States’E
m
ergence
asa
SoutheastA
sian
Pow
er,1940-

1950
(Colum
bia
U
niversity
Press,1987),chap.7
を
参
照
。

(59
)
W
alter
LaFeber,“Roosevelt,Churchill,and
Indochina
:1942-45,”
T
he
A
m
erican
H
istorical
R
eview
,
V
ol.80,N
o.5

(1975),p.1282.

(60
)
Elliott
Roosevelt,A
s
H
e
Saw
It
(Greenw
ood
Press.1946),p.72.

(61
)
グ
リ
ー
ン
氏
は
、
最
終
的
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
ヤ
ル
タ
会
談
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
植
民
地
を
信
託
統
治
制
度
の
適
用
対
象

か
ら
外
す
こ
と
に
同
意
し
た
と
記
す
（
Green,By
M
ore
T
han
Providence,p.232）。
筆
者
は
、
拙
著
『
米
国
と
戦
後
東
ア
ジ
ア
秩
序
』

第
一
章
（
四
四
―
四
六
頁
）
に
お
い
て
こ
う
し
た
見
方
と
は
異
な
る
見
方
を
提
示
し
た
。

(62
)
W
elles,Seven
D
ecisions
T
hat
Shaped
H
istory,
p.186.

(63
)
FR
U
S
:
1943,
V
ol.3,p.39
;CA
B/65/38/2,W
M
(43)53rd,A
pril13,1943,Cabinet
Papers,N
ationalA
rchives,K
ew
,

London.

(64
)
FR
U
S
:
1944,
V
ol.6
(GPO
,1967),p.254.

(65
)
FR
U
S
:
T
he
Conferences
at
Cairo
and
T
ehran,
1943,
pp.531-532.

(66
)
FR
U
S
:
1942,
V
ol.3,p.568.

(67
)
W
elles,
Seven
D
ecisions
T
hat
Shaped
H
istory,
p.186.
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(68
)
W
inston
Churchill,
T
he
H
inge
ofFate,V
ol.9
ofT
he
Second
W
orld
W
ar
(Penguin
Books,2005),p.
119；

五
百
旗
頭

『
米
国
の
日
本
占
領
政
策
』
上
巻
、
一
五
一
頁
。

(69
)
W
illard
Range,Franklin
D
.
R
oosevelt’s
W
orld
O
rder
(U
niversity
of
Georgia
Press,1959),pp.178-179.

(70
)
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
Ｔ
・
マ
ハ
ン
（
麻
田
貞
雄
訳
）「
ア
ジ
ア
の
問
題
」『
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
Ｔ
・
マ
ハ
ン
』
ア
メ
リ
カ
古
典
文
庫
八
巻
（
研

究
社
、
一
九
七
七
年
）、
二
三
八
頁
。

(71
)
グ
リ
ー
ン
氏
も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
に
対
す
る
特
別
な
感
情
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
彼
の
中
国
重
視
策
に
影
響
を
与
え
た
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る
（
Green,By
M
ore
T
han
Providence,
pp.7-8）。
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)
マ
ハ
ン
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H
ull,T
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)
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参
謀
本
部
に
お
い
て
検
討
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れ
た
も
の
の
、
正
式
メ
ン
バ
ー
と
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て
は
中
国
を
加
え
ず
、

首
脳
会
談
が
開
か
れ
る
と
き
に
必
要
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応
じ
て
中
国
の
参
加
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
（
FR
U
S
:
Conferences
at
Cairo
and

T
ehran,
p.815）。
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JCS570/2
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ents
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ar
A
ir
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(12-9-42),Sec.2,Box
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of
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U
.S.Joint
Chiefs
of
Staff,RG218,N
ationalA
rchives,College
Park,M
D
.

Stacie
L.Pettyjohn,U
.S.G
lobalD
efense
Posture,1783-2011
(RA
N
D
Corporation,2012)の
五
一
頁
に
、
基
地
の
設
置
場
所
を

地
図
上
に
示
し
た
資
料
（
Ｊ
Ｃ
Ｓ
五
七
〇
／
二
の
中
の
資
料
）
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
基
地
計
画
の
全
容
が
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
資
料
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
閲
覧
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
https://w
w
w
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graphs/2012/RA
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D
_M
G1244.pdf
(accessed
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arcourtBrace
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interview
w
ith
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Bolton,
June
24,
2020,
https://w
w
w
.cbsnew
s.com
/video/bolton-says-trum
p-no-grand-

strategy-national-security-council-fred-fleitz/#x
(accessed
on
Septem
ber
1,2020).
ボ
ル
ト
ン
は
、
同
様
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趣
旨
の
こ
と
を
回
顧

録
の
中
で
も
述
べ
て
い
る
（
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oom
W
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appened
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W
hiteH
ouseM
em
oir,Sim
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Schuster,2020,p.

127）。
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リ
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氏
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ラ
ン
プ
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い
て
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と
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次
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文
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参
照
し
た
。
M
ichael
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rum
p
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A
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D
isruption,”
T
he
A
san
Forum
,A
pril
18,2019,http://w
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w
.theasanforum
.org/trum
p-and-asia-

continuity-change-and-disruption/
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on
Septem
ber
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Leader:Few
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Buying
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M
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M
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From
Beijing,”

Foreign
A
ffairs,A
pril15,2020.二
〇
一
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
グ
リ
ー
ン
氏
は
四
九
人
の
国
家
安
全
保
障
を
専
門
と
す
る
共
和
党
関
係

者
と
と
も
に
、
ト
ラ
ン
プ
に
対
す
る
不
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宣
言
し
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.P.O
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p
W
ould
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s
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ew
Y
ork
T
im
es,A
ugust8,2016）。
二
〇
二
〇
年
の
大
統
領
選
挙
で
も
同
様
に
、
ト
ラ
ン
プ
の
再
選
に
反
対
し
、
民
主
党
候

補
の
バ
イ
デ
ン
（
Joseph
R.Biden）
を
支
持
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
（
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N
ationalSecurity

O
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w
w
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ber
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ichaelJ.
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V
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W
e
Joined
O
ver
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N
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erica
N
eeds
an
Entirely
N
ew
Foreign
Policy
for
the
T
rum
p
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policy-for-the-trum
p-age/570010/,(accessed
on
Septem
ber
1,2020).
な
お
、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
対
中
政
策
論
議
に
つ
い

て
は
、
佐
橋
亮
氏
が
東
京
財
団
政
策
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
発
表
し
て
い
る
「
ア
メ
リ
カ
と
中
国
」
シ
リ
ー
ズ
が
詳
し
い
。
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