
四
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②
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イ
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採
択
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
は
孤
立
を
深
め
イ
ギ
リ
ス
ヘ
の
依
存
の
度
合
を
高
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

か
か
る
重
要
性
を
有
す
る
ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
対
し
、

ブ
ル
ム
人
民
戦
線
内
閣
は
不
干
渉
政
策

la
politique d
e
 non'intervention
を

八
月
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
初
め
首
相
ブ
ル
ム
が
ス
ペ
イ
ン
人
民
戦
線

F
r
e
n
t
e
p
o
p
u
l
a
r
の
支
援
に
傾
い
て
い
た
だ
け
に
、

不
干
渉
政
策
を
決
議
し
た
ブ
ル
ム
政
府
の
意
図
に
つ
い
て
当
時
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
描
摩
憶
息
が
な
さ
れ
て
い
た
。

一
方
的
不
干
渉
に
踏
み
切
っ
た
三
週
間
の
あ
い
だ
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。

府
へ
の
援
助
を
控
え
る
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
内
閣
か
ら
圧
力
が
加
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
か
、
援
助
を
強
行
す
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
も

ス
ペ
イ
ン
の
前
轍
を
踏
み
内
戦
に
陥
る
危
険
が
あ
っ
た
か
ら
等
々
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

援
助
の
要
請
を
受
け
た
七
月
二

0
日
か
ら
、

ベ
ル
ギ
ー
や
小
協
商
諸
国
の
離
反
を
促
し
、

(
2
)
 

あ
る
。

ン
ス
の
集
団
安
全
保
障
上
、

ゆ
ゆ
し
き
事
態
を
惹
起
し
た
。

て、 を
顕
在
化
さ
せ
る
最
初
の
事
件
と
な
っ
た
。
ま
た
総
選
挙
（
四
月
二
六
日
ー
五
月
三
日
）

的
爆
発

l'explosion
sociale」

ス
ペ
イ
ン
内
戦
は
一
時
的
で
は
あ
れ
統
一
を
回
復
し
勢
力
を
挽
回
す
る
好
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ス
ペ
イ
ン
内
戦
は
フ
ラ

と
っ
て
、

「
黄
金
世
紀

siglo
d
e
 o
r
o
」
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
傍
流
に
位
置
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
は
、
一
九
三
六
年
七
月
、
再
び
国
際
政
治
の
焦
点
と

化
し
た
。

ス
ペ
イ
ン
内
戦
の
勃
発
で
あ
る
。

い
わ
ば
パ
ン
ド
ラ
の
箱
で
あ
っ
た
。
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、

は
じ
め
に

つ
ま
り
不
干
渉
政
策
の
起
源
と
背
景
に

（
ブ
ル
ム
）
に
よ
っ
て
屏
息
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
国
民
戦
線

F
r
o
n
t
national
、
反
人
民
戦
線
派
に
と
っ

フ
ラ
ン
ス
政
府
の
対
応
は
、
既
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
事
件
か
ら
始
ま
っ
て
い
た

ス
ペ
イ
ン
共
和
国
か
ら

ス
ペ
イ
ン
共
和
政

で
敗
北
し
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の

「
社
会

ス
ペ
イ
ン
内
戦
は
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
内
に
潜
在
し
て
い
た
亀
裂

ス
ペ
イ
ン
問
題
は
誕
生
し
て
ま
も
な
い
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
内
閣
（
六
月
四
日
に
成
立
）

―
二
四

に
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

（
既
ち
直
接
圧
力
説
の
否
定
を
意
味
す
る
）
が
、
筆
者
も
フ
ラ
ン
ス
の
国
内

環
境
を
重
視
す
る
立
場
に
賛
成
で
あ
り
、
平
瀬
教
授
の
見
解
を
お
お
む
ね
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
さ
ら
に
第
五
、
第
六

の
理
由
を
付
け
加
え
た
い
。
第
五
の
理
由
は
四
の
い
わ
ば
メ
ダ
ル
の
裏
面
に
当
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
民
戦
線
政
府
の
解
体
を
回
避
し
た

平
瀬
教
授
は
四
の
要
因
に
ウ
ェ
ー
ト
を
置
い
て
お
ら
れ
る

（四）（三）

閣
内
で
の
急
進
党
の
反
対
と
そ
の
背
後
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
国
内
世
論
の
分
裂
。

援
助
競
争
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
争
に
発
展
す
る
こ
と
へ
の
恐
怖
゜

口
武
器
供
給
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
否
定
的
反
応
。

（一）
ラ
ン
ス
政
府
の
至
上
命
令
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
態
度
が
、

―
二
五

に
つ
い
て
、
平
瀬
徹
也
教
授
は
次
の
四
点
を
指
摘 フ

関
心
が
集
中
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
起
源
の
問
題
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
圧
力
を
強
調
す
る
説
と
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
自
主
性

を
重
視
す
る
説
と
が
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
圧
力
が
行
使
さ
れ
た
と
さ
れ
る
場
合
は
三
度
あ
っ
た
。
第
一
に
七
月
二
三
日
の
ロ
ン
ド
ン

に
お
け
る
仏
・
英
・
ベ
ル
ギ
ー
三
国
会
談
、
第
二
に
ダ
ル
ラ
ン
海
軍
少
将

vice'amiral
D
a
r
l
a
n
と
イ
ギ
リ
ス
海
軍
本
部
と
の
協
議
、
第

三
に
パ
リ
駐
在
イ
ギ
リ
ス
大
使
の
デ
ル
ボ
ス
外
相
へ
の
働
き
か
け

d
e
m
a
r
c
h
e
の
三
度
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
な
お
微
妙
で
不
透
明

さ
て
ブ
ル
ム
内
閣
が
不
干
渉
政
策
を
決
議
す
る
に
い
た
っ
た
要
因
（
背
景
の
問
題
）

(
6
)
 

さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

無
制
限
の
援
助
競
争
で
は
フ
ラ
ン
ス
は
工
業
生
産
力
に
ま
さ
る
ド
イ
ツ
に
匹
敵
で
き
な
い
と
の
認
識
。

フ
ラ
ン
ス
政
府
の
イ
ニ

な
問
題
を
残
し
て
い
る
と
は
い
え
、
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
直
接
圧
力
説
は
ほ
ぼ
否
定
さ
れ
、

(
5
J
)
 

シ
ア
チ
ヴ
に
よ
っ
て
不
干
渉
が
発
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
圧
力
説
は
否
定
さ
れ
た
と
は
い
え
ス
ペ
イ
ン
内
戦

フ
ラ
ン
ス
の
外
交
政
策
を
決
定
す
る
際
の
重
要
な
一
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
仏
英
協
商

E
n
t
e
n
t
e
cordiale
を
維
持
す
る
こ
と
は
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー

Q
u
a
i
d
'
O
r
s
a
y
の
外
交
目
標
で
あ
り
、

3
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て
お
き
た
い
。

最
も
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

一
方
的
不
干
渉
を
急
い
だ
の
も
分
裂
回
避
の
願
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
人
民
戦
線
の
維
持
、
存
続
と
い
う
組
織
利

い
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
援
助
を
強
行
す
れ
ば
ブ
ル
ム
政
府
は
崩
壊
し
、

り
悪
い
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
辞
意
を
洩
ら
し
て
い
た
ブ
ル
ム
が
思
い
と
ど
ま
っ
た
の
も
こ
の
た

め
で
あ
っ
た
し
、

益
が
国
際
連
帯
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
利
益
に
ま
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
し
不
干
渉
協
定
が
列
強
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
な
ら
、

ス
ペ
イ
ン
共
和
国
に
と
っ
て
不
干
渉
は
必
ず
し
も
不
利
で
は
な
く
、
紛
争
を
局
地
化
す
る
こ
と
が
で
き
、

し
う
る
と
い
う
希
望
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
六
の
理
由
は
口
と
も
一
部
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

と
の
連
関
で
あ
る
。
政
府
お
よ
び
外
務
省
が
こ
の
時
期
、

り
現
状
維
持
の
政
策
）

フ
ラ
ン
ス
外
交
の
機
軸
と
し
た
も
の
は
仏
英
連
帯
に
よ
る
平
和
の
確
保
（
つ
ま

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ス
ペ
イ
ン
共
和
国
へ
の
武
器
引
渡
し
が
も
た
ら
す
も
の
は
、
対
立
ブ
ロ
ッ
ク
ヘ
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
分
裂
で
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
機
軸
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
不
干
渉
政
策
こ
そ
が
、
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
統
一
性
、

一
貫
性
を
保
証
し
た
の
で
あ
る
。

の
タ
イ
プ
の
政
治
家
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
継
政
府
は
ス
ペ
イ
ン
共
和
国
に
と
っ
て
ブ
ル
ム
政
府
よ

そ
の
う
え
内
外
の
平
和
を
維
持

フ
ラ
ン
ス
の
外
交
政
策
全
体

フ
ラ
ン
ス
政
府
は
不
干
渉
以
外
の
政
策
を
と
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
リ
ス
ク
の
大
き
い

政
策
を
決
定
し
う
る
の
は
官
僚
で
は
な
く
て
、
強
固
な
意
志
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
つ
政
治
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ム
は
こ

．．．．．．． 

と
も
あ
れ
筆
者
は
不
干
渉
が
決
定
さ
れ
た
八
月
上
旬
の
時
点
で
は
、
口
と
四
と
国
と
因
の
理
由
が

本
稿
は
以
上
の
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
交
政
策
の
決
定
モ
デ
ル
の
枠
組
を
援
用
し
つ
つ
政
策
決
定
中
枢
の
動

(
8
)
 

き
を
分
析
し
、
不
干
渉
政
策
が
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
理
由
を
検
討
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
続
稿
に
お
い

て
決
定
中
枢
の
環
境
因
子
で
あ
る
政
治
集
団
・
社
会
集
団
の
意
見
を
分
析
し
、
不
干
渉
政
策
の
構
造
を
描
く
意
図
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し

本
論
に
移
る
前
に
不
干
渉
政
策
の
研
究
が
人
民
戦
線
史
に
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
、
換
言
す
れ
ば
、
人
民
戦
線
史
に
お
け
る
外
交
政
策

―
二
六
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

払
底
、

き
る
者
に
鋭
く
回
答
を
迫
っ
て
い
る
。

―
二
七

(
9
)
 

二
月
六
日
が
内
政
の
新
時
代
を
切
り
拓
い
た
よ
う
に
、
三
月
七
日
は
外
交
の
新
時
代
を
画
し
た
。
確
か
に
三

0
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
外
交

を
回
顧
し
た
と
き
、
三
月
七
日
が
重
大
な
転
機
で
あ
っ
た
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
な
い
。
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
事
件
に
よ
っ
て
ロ
カ
ル
ノ
体
制

(10)

（

11) 

は
終
焉
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
同
盟
国
の
信
頼
を
失
い
、
国
際
政
治
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
は
「
二
流
国
」
に
転
落
し
「
眠
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
」

と
評
さ
れ
た
。
バ
ル
ト
ゥ
ー

L
o
u
i
s
B
a
r
t
h
o
u
外
相
が
試
み
た
ド
イ
ツ
の
孤
立
化
を
目
的
と
す
る
安
全
保
障
政
策
は
崩
れ
、
フ
ラ
ン
ス
は

そ
れ
で
は
な
ぜ
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
事
件
後
三
カ
月
し
て
誕
生
し
た
人
民
戦
線
内
閣
は
、
外
交
上
の
体
勢
立
て
直
し
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
が
外
交
攻
勢
を
本
格
的
に
始
動
さ
せ
た
の
は
、
人
民
戦
線
政
府
の
と
き
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
共
和
国
を
見
す
て
、

独
澳
合
併

A
n
s
c
h
l
u
B
を
黙
認
し
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
協
定
を
承
認
し
た
の
も
人
民
戦
線
政
府
で
あ
っ
た
。
な
に
ゆ
え
に
人
民
戦
線
政
府
は
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
対
立
す
る
ヒ
ト
ラ
ー
・
ド
イ
ツ
に
対
抗
し
え
な
か
っ
た
の
か
。

シ
ョ
ー
タ
ン

C
a
m
i
l
l
e
C
h
a
u
t
e
m
p
s
、
ダ
ラ
デ
ィ
エ

E
d
o
u
a
r
d
 D
a
l
a
d
i
e
r
の
各
政
府
が
人
民
戦
線
政
府
の
名
に
真
に
価
し
な
い
と
し
て
も
、
社
会
党
首
班
の
第
一
次
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム

L
e
o
n

B
l
u
m
内
閣
に
な
ぜ
体
勢
の
立
て
直
し
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
は
単
に
歴
史
家
の
興
味
の
次
元
を
越
え
て
、
現
代
を
生

さ
て
如
上
の
問
い
は
な
ぜ
人
民
戦
線
は
国
際
場
裏
で
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
と
る
こ
と
な
く
崩
壊
し
た
の
か
を
問
う
こ
と
に
帰
着
す
る
で
あ

ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
経
済
政
策
の
失
敗
、
硬
直
し
た
軍
事
戦
略
思
想
、
国
力
の
基
礎
と
な
る
人
的
物
的
諸
資
源
の

フ
ラ
ン
ス
人
を
捉
え
た
平
和
主
義
と
い
う
社
会
心
理
的
要
因
等
々
。
こ
れ
ら
の
理
由
の
あ
る
も
の
は
人
民
戦
線
政
府
の
選
択
の
範

囲
を
制
約
し
、
あ
る
も
の
は
人
民
戦
線
政
府
の
権
威
を
掘
り
崩
し
失
意
を
生
み
出
す
こ
と
に
寄
与
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は

崩
壊
の
直
接
の
理
由
を
内
政
の
失
敗
に
よ
り
も
国
際
事
件
の
衝
撃
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
人
民
戦
線
は
「
国
際
事
件
の
暗

自
国
の
安
全
す
ら
脅
か
さ
れ
る
に
い
た
り
、

四

0
年
の
潰
乱

d
e
b
a
c
l
e
を
迎
え
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

研
究
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
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(12) 

雲
に
よ
っ
て
窒
息
さ
せ
ら
れ
た
」

人
民
戦
線
を
崩
壊
に
い
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
国
際
事
件
の
衝
撃
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
反
応
や
そ
の
事
件
へ
の
人
民
戦

線
政
府
の
対
応
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
人
民
戦
線
の
崩
壊
を
考
究
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
人
民
戦
線
を
葬
っ
た
急
進
党
の
行
動

を
見
る
と
き
、

か
ら
で
あ
る
。
突
発
す
る
国
際
事
件
が
人
民
戦
線
の
裂
縛
を
押
し
拡
げ
、
人
民
戦
線
に
宥
和
を
強
い
、

三
八
年
一

0
月
、
形
骸
と
化
し
て
い
た
人
民
戦
線
を
葬
っ
た
の
は
急
進
党
で
あ
っ
た
。

産
党
批
判
を
展
開
し
、

翌
一

一
月
の
人
民
連
合
全
国
委
員
会
の
会
議
で
、
急
進
党
の
代
表
は

(13) 

で
あ
り
「
こ
れ
以
上
、
同
席
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
」
と
訣
別
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
人
民
戦
線
を
離
脱
す
る
理
由
と
し
て
急
進
党
が

挙
げ
て
い
る
の
は
、
与
党
た
る
共
産
党
の
反
政
府
行
動
へ
の
不
満
で
あ
っ
て
人
民
戦
線
政
府
の
社
会
経
済
政
策
へ
の
不
満
で
は
な
か
っ
た
。

(14) 

三
七
年
二
月
に
人
民
戦
線
綱
領
の
停
止

la
p
a
u
s
e
が
宣
言
さ
れ
た
が
、
「
暗
々
裏
の
停
止

la
p
a
u
s
e
 implicite
」
は
既
に
三
六
年
九
月
か

ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
急
進
党
の
こ
の
態
度
は
当
然
で
は
あ
る
。
し
か
も
上
院
財
政
委
員
会
で
は
、
急
進
党
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・

カ
イ
ヨ
ー

J
o
s
e
p
h
C
a
i
l
l
a
u
x
が
綱
領
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
努
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
関
心
を
集
め

急
進
党
は
共
産
党
の
反
政
府
行
動
が
秩
序
へ
の
脅
威
と
な
っ
た
と
判
断
し
た
。
「
フ
ァ
シ
ス
ト
・
リ
ー
グ
」
に
対
し
て
は
秩
序
の
擁
護
者

で
あ
っ
た
共
産
党
も
、
再
び
秩
序
の
破
壊
者
と
な
っ
た
と
急
進
派
の
目
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。
共
産
党
と
急
進
党
が
こ
の
時
期
、
最
も
対

立
す
る
の
は
外
交
政
策
の
領
域
で
あ
っ
た
。
共
産
党
は
三
六
年
の
秋
か
ら
政
府
の
外
交
政
策
を
批
判
し
、
三
八
年
一
月
に
は
イ
ヴ
ォ
ン
・

の
罷
免
す
ら
要
求
し
て
い
る
。
他
方
、
急
進
党
も
共
産
党
の
ス
ペ
イ
ン
共
和
国
援
助
キ
ャ

デ
ル
ボ
ス

Y
v
o
n
D
e
l
b
o
s
外
相
（
急
進
党
）

ン
ペ
ー
ン
に
は
苛
立
ち
を
覚
え
て
い
た
。
三
六
年
一

0
月
の
怠
進
党
大
会
を
前
に
し
て
、

た
の
は
急
進
党
と
共
産
党
と
の
関
係
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
年
―
―
―
月
に
は
急
進
党
の
ジ
ャ
ン
・
ミ
ス
ト
レ

J
e
a
n
 M
i
s
t
l
e
r
下
院
外
交
委
員
長
は
急
進
党
議
員
団
の
総
会
で
、
不
干
渉
政
策
を
再
び
問
題
に
せ
ん
と
し
て
い
る
共
産
党
の
態
度
に
遺
憾

一
層
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
共
産
党
と
の
あ
ら
ゆ
る
協
力
は
不
可
能
」

マ
ル
セ
イ
ユ
に
お
け
る
党
大
会
で
急
進
党
は
共

―
二
八
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―
二
九

(16) 

の
意
を
強
く
表
明
し
拍
手
喝
采
を
浴
び
て
い
た
の
で
あ
る
。
外
交
政
策
を
め
ぐ
る
人
民
戦
線
内
部
の
対
立
こ
そ
、
人
民
戦
線
の
主
要
な
分

裂
因
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
突
発
す
る
国
際
事
件
は
政
党
間
の
み
な
ら
ず
、
社
会
党
の
ご
と
く
一
政
党
内
部
に
も
亀
裂
を
も
た
ら
し
人

民
戦
線
の
解
体
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

人
民
戦
線
政
府
に
と
っ
て
、

か
か
る
国
際
事
件
の
最
初
の
も
の
が
ス
ペ
イ
ン
内
戦
で
あ
っ
た
。
し
か
も
ス
ペ
イ
ン
内
戦
は
人
民
戦
線
政

府
が
誕
生
し
て
ま
も
な
い
時
期
に
勃
発
し
、
人
民
戦
線
が
崩
壊
す
る
ま
で
人
民
戦
線
を
悩
ま
せ
続
け
た
の
で
あ
る
。

閣
の
努
力
を
徒
労
に
終
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
対

す
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
対
応
は
、
ま
す
ま
す
独
自
の
外
交
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
り
、
集
団
安
全
保
障
を
再
構
築
せ
ん
と
す
る
ブ
ル
ム
内

ス
ペ
イ
ン
内
戦
が
人
民
戦
線
政
府
の
外
交
上
の
体
勢
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

悪
化
し
た
体
勢
は
シ
ョ
ー
タ
ン
内
閣
、
ダ
ラ
デ
ィ
エ
内
閣
と
経
る
に
つ
れ
て
一
層
、
復
原
力
を
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
内

戦
の
衝
撃
の
大
き
さ
が
諒
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
反
応
の
中
に
、
既
に
戦
争
の
忌
避
、
ド
イ

ツ
ヘ
の
宥
和
と
い
っ
た
社
会
心
理
的
要
因
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
不
干
渉
政
策
は
単
な
る
一
外
交
史
的
事
件
で

あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
与
え
た
社
会
的
心
理
的
影
響
と
い
う
点
で
「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
」
に
通
ず
る
事
件
で
あ
っ
た
。
換
言
す

(17) 

れ
ば
不
干
渉
政
策
に
見
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
反
応
は
「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
」
の
原
型
と
も
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
筆
者
が

不
干
渉
政
策
の
構
造
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
の
は
、
人
民
戦
線
の
崩
壊
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
潰
乱
を
解
く
ひ
と
つ
の
鍵
が
あ
る
と

考
え
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
が
国
で
は
か
か
る
観
点
か
ら
人
民
戦
線
の
外
交
政
策
を
論
じ
た
研
究
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
。
宥
和

政
策
の
研
究
も
イ
ギ
リ
ス
。
サ
イ
ド
の
も
の
が
質
量
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
を
圧
倒
し
て
い
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
の
崩
壊
と
い
う

視
角
を
導
入
し
た
と
き
、
人
民
戦
線
の
外
交
政
策
の
重
要
性
が
新
た
な
相
貌
を
帯
び
て
浮
か
び
あ
が
る
の
で
あ
る
。
人
民
戦
線
の
外
交
政

(18) 

策
を
研
究
す
る
意
義
は
、
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
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(
3
)
 

(
2
)
 

(
l
)
 

ケ
ー
ス
を
加
え
れ
ば
、

「
黄
金
世
紀
」
以
来
ス
ペ
イ
ン
は
衰
退

d
e
c
a
d
e
n
c
i
a
を
蒙
り
、

フ
ラ
ン
ス
離
れ
は
次
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
。
ロ
カ
ル
ノ
締
約
国
た
る
隣
国
ベ
ル
ギ
ー
は
、

中
立
政
策
へ
の
復
帰
を
宣
言
し
た
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
は
三
六
年
八
月
に
ド
イ
ツ
と
の
恒
久
的
な
平
和
協
力
関
係
の
必
要
性
を
声
明
し
、

不
可
侵
条
約
の
締
結
を
ド
イ
ツ
に
打
診
し
て
い
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
三
六
年
八
月
に
親
仏
家

f
r
a
n
c
o
p
h
i
l
e
の
外
相
が
退
陣
し
た
。
ま
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
も
三
六
年
九
月
に
イ
タ
リ
ア
と
経
済
金
融
協
定
を
結
び
、
翌
年
三
月
に
不
可
侵
条
約
を
締
結
し
た
。
ブ
ル
ム
自
身
三
六
年
六
月
に
こ
れ
ら
の
国
々
の

重
要
性
を
次
の
よ
う
に
位
閥
づ
け
て
い
た
。
「
か
れ
ら
の
安
全
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
安
全
の
一
要
素
で
あ
る
。
丁
度
わ
れ
わ
れ
の
安
全
が
か
れ
ら
の
安
全

の
不
可
欠
な
一
部
で
あ
る
よ
う
に
。
」
従
っ
て
こ
れ
ら
同
盟
国
の
フ
ラ
ン
ス
離
れ
は
、

で
あ
る
。

1
9
3
6
.
 

)
こ
。

し

t

一
三
〇

と
称
さ
れ
て

フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
深
刻
な
事
態
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
わ
け

Cf., M
a
u
r
i
c
e
 B
a
u
m
o
n
t
,
 1
、d
f
d
i
l
[
i
[
c
d
e
l
d
Pミ
L
べ

I
9
I
8
1
9
3
9
`
t
o
m
e
 II 
1
9
3
6
 ,
 1
9
3
9
,
 3
e
 
ed. 
(Paris, 1
9
5
1
)
.
 
pp. 7
3
2
-
7
3
8
.
,
 
Pierre 

R
e
n
o
u
v
i
n
,
"
L
a
 politique e
x
t
e
r
i
e
u
r
e
 d
u
 p
r
e
m
i
e
r
 g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 L
e
o
n
 B
l
u
m
'
`
｀
 
in 
C
o
l
l
o
q
u
e
.
 L
e
o
n
 B
l
u
m
 c
h
e
f
 
d
e
 g
o
u
v
e
mミ
nlC)nI

(Paris ̀
 
1
9
6
7
)
,
 
p. 3
4
9
.
,
 
L
'
C
E
u
m、e
d
e
 L
e
o
n
 B
l
u
m
,
 t
o
m
e
 I
Vー

1

1
9
3
4ー

1
9
3
7

(Paris, 1
9
6
4
)
,
 
p. 3
6
1
.
,
 
L
e
 T
e
m
p
s
,
 2
1
 
a
o
u
t
 1
9
3
6
,
 3
1
 
a
o
u
t
 

こ
の
ほ
か
に
も
チ
ャ
ー
チ
ル
か
ら
ブ
ル
ム
首
相
に
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
首
相
か
ら
ル
ブ
ラ
ン
大
統
領
に
警
告
が
な
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
が
真
偽
は
不

明
で
あ
る
。
ラ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
チ
ャ
ー
チ
ル
が
そ
の
夏
、
何
度
か
ブ
ル
ム
を
訪
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
チ
ャ
ー
チ
ル
自
身
は
回
顧
録
の
中
で
コ
ル
バ
ン
駐

英
大
使
に
七
月
三
一
日
、
個
人
的
責
任
で
文
書
を
送
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
仏
独
の
武
器
援
助
競
争
が
始
ま
れ
ば
、
英
国
の

有
力
分
子
は
ド
イ
ツ
に
好
意
を
抱
き
フ
ラ
ン
ス
と
疎
遠
に
な
る
だ
ろ
う
と
迩
べ
、
厳
正
中
立
を
フ
ラ
ン
ス
に
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
れ
ら
の

イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら
圧
力
が
行
使
さ
れ
た
と
さ
れ
る
場
合
は
五
度
と
な
る
。
こ
の
二
度
の
警
告
に
つ
い
て
は
、
平
瀬
徹
也
「
不
干

渉
政
策
の
成
立
に
つ
い
て
ー
ー
ー
フ
ラ
ン
ス
外
交
文
書
集
を
中
心
に
」
『
東
京
女
子
大
学
読
史
会
』
第
二
四
集
（
一
九
七
二
年
）
六
ー
八
頁
を
参
照
の
こ
と
。

一
月
に
は

一
九
三
六
年
一

0
月
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
同
盟
条
約
を
破
棄
し

「
ア
フ
リ
カ
は
ピ
レ
ネ
ー
か
ら
始
ま
る
」

（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
）

3 - 1 -130 (香法'83)
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.
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J
~
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竺
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ニ
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茶
’
抵
111

堵
や
竺

i
J
Q

掴
宦
竺
忌
澁
初
ご
や
,
;
~
Q
や
~
~

゜
See,

H
u
g
h
 T
h
o
m
a
s
,
 T
h
e
 Spanish Civil 

W
a
r
,
 first ed., H

a
r
p
e
r
 a
n
d
 R

o
w
 Publishers 

(London, 

(Coo玉ぷ和）ICI|I|c 
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(
9
)
 

(10) 

(12) 

(11) 

(
7
)
 

S
p
a
n
i
s
h
 Civil 
W
a
r
,
 op.cit .. 
5
6
 

ー
」
『
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
』
十
一
号

『
琉
大
法
学
』
第
二
六
巻
(
-
九
八

0
年）、

栄

「
宮
僚
政
治
モ
デ
ル1

そ
の
特
質
と
評
価
ー
~
」
『
国
際
政
治
』
五
0
号

レ
ア
ム

•
T

・
ア
リ
ソ
ン

『
決
定
の
本
質
—
ー
キ
ュ
ー
バ
・
ミ
サ
イ
ル
危
機
の
分
析
』
宮
里
政
玄
訳

L
e
o
n
 B
l
u
m
 o
u
 la 
politique 
d
u
 juste 
(
P
a
r
i
s
 ̀

 
1970), 
pp. 1
3
 0ー

1
3
1

う
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
援
助
派
は
少
数
派
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

1963), 
p. 258. `

 
t
h
i
r
d
 ed., 
P
e
n
g
u
i
n
 B
o
o
k
s
 
(
L
o
n
d
o
n
 ̀

 
1977), pp. 3
8
8ー

389.

(
6
)
平
瀬
徹
也
『
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
』

（
近
藤
出
版
社
、

（
一
九
七
五
年
）

A
n
d
r
e
 Siegfried, 
D
e
 la 
Ille 
a
 la 
J
V
e
 R
e
p
u
b
l
i
q
u
e
 

A
l
e
x
a
n
d
e
r
 W
e
r
t
h
,
 
T
h
e
 D
e
s
t
i
n
y
 
o
f
 F
r
a
n
c
e
 

こ
れ
は
パ
リ
駐
在
イ
ギ
リ
ス
大
使
の
言
葉
で
あ
る
。

(Paris, 
1956), 
p. 
63. 

を
参
照
の
こ
と
。

一
九
七
四
年
）

三
モ
デ
ル
に
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
。
ジ
ョ
ゼ
フ
・
フ
ラ
ン
ケ
ル

11 

『
外
交
に
お
け
る
政
策
決
定
』
河
合
秀
和
訳

一
三
七
ー
一
五
四
頁
。

（
中
央
公
論
社
、

~ 
こ
の
ほ
か
進
藤 グ

へ
の
批
判
を
意
味

も
っ
と
も
筆
者
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
世
論
は
深
く
分
裂
せ
ず
、
大
半
は
武
器
供
給
に
否
定
的
で
不
干
渉
政
策
を
積
極
的
に
支
持
な
い
し
黙
認
し
た
と
い

こ
の
よ
う
な
筆
者
の
考
え
は
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
が
一
九
四
二
年
七
月
九
日
付
け
の
手

紙
の
中
で
表
明
し
た
内
乱
説
（
不
干
渉
政
策
を
決
議
し
な
け
れ
ば
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
内
戦
が
対
外
戦
争
に
先
行
し
て
い
た
だ
ろ
う
」
）

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
続
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

V
o
i
r、
lettre
a
 Su
z
a
n
n
e
 B
l
u
m
,
 9
 juillet 
1942, c
i
t
e
e
 
clans C
o
l
e
t
t
e
 A
u
d
r
y
,
 

(
8
)
外
交
政
策
の
決
定
過
程
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、
包
括
的
な
枠
組
に
関
し
て
は
フ
ラ
ン
ケ
ル
の
モ
デ
ル
に
、
決
定
中
枢
の
分
析
に
つ
い
て
は
ア
リ
ソ
ン
の

(
L
o
n
d
o
n
 ̀

 
1937), p. 
229. 

C
l
e
r
k
 
t
o
 
H
o
a
r
e
,
 
J
u
n
e
 

D
a
v
i
d
 T
h
o
m
s
o
n
,
 D
e
m
o
c
r
a
c
y
 in 
F
r
a
n
c
e
 s
i
n
c
e
 1
8
7
0
,
 5
t
h
 ed. 

（
一
九
七
四
年
）

（
東
大
出
版
会
、

一
九
七

0
年）、

一
九
七
七
年
）
。

所
収
、
宮
里
政
玄
「
対
外
政
策
決
定
の
分
析
枠
組
」

野
林
健
「
対
外
政
策
決
定
過
程
研
究
の
新
動
向
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
位
置
づ
け

1936, 
c
i
t
e
d
 
in 
M
.
D
.
 G
a
l
l
a
g
h
e
r
,
 
L
e
o
n
 B
l
u
m
 a
n
d
 t
h
e
 

(
O
x
f
o
r
d
,
 1
9
7
7
)
 ̀

 
p. 
200. 
シ
ュ
ー
マ
ン
も
人
民
戦
線
は
外
交
政
策
の
失
敗
で

3 -1 -132 (香法'83)
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p. 27 4. 

(
N
e
w
 York, 

(~
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Jacques Kayser, 
"Souvenirs d'un 
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Cahiers 
de 
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R
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G
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pp. 278-279. 

(;:!:) 
Ibid., 

p. 
229. 送

三
さ

「
i"

Ii" 
,
 
ぃ←

-< 
Lrli

挙
蕊
溢
迄
ミ
＃
俎
・
姦
姿
溢
栄
ー
：
：
：
：
三

_J
:: 遮

粘
捏

益
』

蒜
l
〇
~
i
i
'

臣
'

ば
E炉

(1
兵
+J<

ー
斗
兵
母
）

如
i,,

淫
G
,
 

J
刈
゜
迅
王
出
3
浬
以
竺
令
卜
全

~-K:
翌

S:;t:i
改
姦
迄
迄
抵
心
心
こ
全
¥
へ
可
ヰ
忌
呈
令
$......)+.!{-R:!±::

ぃ
~i-00

（臼）
Daniel R. Brower, 

T
h
e
 N

eu• ]acobins: 
the 

French C
o
m
m
u
n
i
s
t
 Party a

n
d
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(
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pp. 200-205. 

(;£) 
L
e
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⑪
渡
邊
啓
貴
「
一
九
三
八
年
―
二
月
六
日
仏
独
声
明
」
『
法
学
研
究
』
第
五
五
巻
八
号
（
一
九
八
二
年
）

(IO) (9) (8) (7) (6) (5) (4) ③

杉

江

栄

(2) ①
植
田
隆
子
「
東
方
ロ
カ
ル
ノ
案
の
形
成
、

(18) 
P
o
u
0
0
i
r
]
 9
1
4
-
1
9
4
0
 
(Paris, 1
9
7
6
)
 ｀
 
p
p
.
 4

5
5
-
4
6
4
.
 

1
9
7
5
 `
 
p. 7
.
 

一
九
六
五
年
）
所
収
。

(17)
当
時
空
相
で
あ
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
コ
ッ
ト
も
「
不
干
渉
は
既
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
前
兆
で
あ
っ
た
」
と
最
近
語
っ
て
い
る
。

L
e
M
o
ミ
le,
2
1
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 

わ
が
国
の
人
民
戦
線
研
究
は
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
一
戦
線
視
角
と
い
う
一
面
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
多
様
な
視
角
に
よ
る
多
面
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ヘ
と
推
移

し
て
き
た
。
現
在
で
は
人
民
戦
線
政
府
の
社
会
経
済
政
策
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
本
稿
が
人
民
戦
線
の
外
交
研
究
の
本
格
的
幕
あ
け
と
な
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。
過
去
二
五
年
間
の
一
九
三

0
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
に
関
す
る
邦
語
文
献
の
リ
ス
ト
を
掲
げ
て
お
く
。

一
九
三
三
年
I

三
四
年
」
『
津
田
塾
大
国
際
関
係
学
研
究
』
四
号
（
一
九
七
八
年
）
。

斉
藤
孝
「
エ
テ
ィ
オ
ピ
ア
戦
争
と
ラ
ヴ
ァ
ル
外
交
」
『
第
二
次
世
界
大
戦
前
史
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

「
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
と
そ
の
外
交
」
『
国
際
政
治
』
第
三
五
号
（
一
九
六
八
年
）
。

浜
口
学
「
両
大
戦
間
期
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
指
導
ー
ー
ー
不
安
定
の
中
の
安
定
ー
ー
ー
」
『
社
会
科
学
紀
要
』
（
東
大
教
養
部
、

平
井
友
義
「
一
九
三
五
年
・
仏
ソ
同
盟
条
約
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
七

0
巻
第
二
号
（
一
九
七
一
年
）
。

平
瀬
徹
也
「
ブ
ル
ム
内
閣
と
ス
ペ
イ
ン
内
乱
」
『
西
洋
史
学
』
第
六
二
号
（
一
九
六
四
年
）
。

平
瀬
徹
也
「
不
干
渉
政
策
の
成
立
に
つ
い
て
」
『
読
史
会
』
第
二
四
集
（
一
九
七
二
年
）
。

平
瀬
徹
也
「
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
宥
和
」
『
社
会
思
想
』
第
一
巻
第
一
号
（
一
九
七
一
年
）
。

山
極
潔
「
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
ー
ー
—
バ
ル
ト
ゥ
ー
外
交
か
ら
ラ
ヴ
ァ
ル
外
交
へ
の
転
換
を
中
心
に
ー
」
『
国
際
政
治
』
(
-
九
五
八
年
）
。

渡
邊
啓
貴
「
ダ
ラ
デ
ィ
エ
政
権
下
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
」
『
国
際
政
治
』
七
二
号
(
-
九
八
二
年
）

一
三
四

一
九
七

O
I七
一
年
）
。
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

第
三
共
和
政
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
外
交
政
策
の
決
定
に
事
実
上

d
e
fact 0
の
権
限
を
有
し
た
の
は
首
相
と
外
相
で
あ
っ
た
。
憲
法

的
法
律
の
規
定
に
よ
れ
ば
、

六
日

S
e
i
z
e
M
a
i
」
事
件
後
、
大
統
領
は
実
質
的
権
限
を
失
い
、

が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
共
和
政
最
後
の
大
統
領
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ル
ブ
ラ
ン

A
l
b
e
r
t
L
e
b
r
u
n
も
か
か
る
人
物
で
あ
り
、

も
は
や
マ
ク
マ
オ
ン
元
帥

m
a
r
e
c
h
a
l
d
e
 M
a
c
M
a
h
o
n
に
許
さ
れ
て
い
た
行
動
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
大
統
領
に
残
さ
れ
た
権
能
は
内

政
面
で
は
、
首
相
を
指
名
し
、
閣
僚
会
議

C
o
n
s
e
i
l
d
e
s
 ministres
を
主
宰
し
、
内
閣
に
助
言
を
与
え
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し

首
相
の
指
名
に
し
て
も
大
統
領
の
専
断
は
許
さ
れ
ず
、
結
局
は
議
会
多
数
派
の
意
思
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
外
交
の
分

野
で
は
、
大
統
領
の
権
威
の
衰
微
は
著
し
か
っ
た
。
か
つ
て
の
外
交
全
般
に
渡
る
広
範
な
権
限
は
名
目
的
と
な
り
、
と
り
わ
け
一
九
一
八

年
後
、
内
閣
会
議

Conseil
d
e
 cabinet
で
も
外
交
問
題
を
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
大
統
領
は
影
響
力
を
な
く
し
た
の
で
あ
る
。

大
統
領
主
宰
の
閣
僚
会
議
の
場
で
も
ル
ブ
ラ
ン
は
、
会
議
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
討
論
を
自
己
の
考
え
の
方
向
に
導
く
こ
と
も

な
か
っ
た
。

領
の
政
策
決
定
に
占
め
る
役
割
は
小
さ
く
、
「
決
定
ゲ
ー
ム
」
に
お
い
て

問
題
に
関
し
て
ブ
ル
ム
に
助
言
を
与
え
て
い
る
が
、

従
っ
て
ス
ペ
イ
ン
問
題
に
つ
い
て
も
、

（一）

首
相
と
外
相

政
策
決
定
の
機
関

共
和
国
大
統
領
が
条
約
の
交
渉
・
批
准
な
ど
外
交
全
般
に
渡
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。
し
か
る
に
「
五
月
一

一
般
に
立
法
府
に
と
っ
て
安
全
で
凡
庸
な
人
物
が
大
統
領
と
な
る
慣
習

ル
ブ
ラ
ン
大
統
領
が
果
た
し
た
役
割
は
副
次
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か
れ
の
発
言
が
首
相
に
決
定
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。

「
ジ
ュ
ニ
ア
・
プ
レ
ー
ヤ
ー
」
（
ア
リ
ソ
ン
）

一
三
五

つ
ま
り
大
統

の
地
位
を
占
め
る

ル
ブ
ラ
ン
は
こ
の

3 -1 -135 (香法'83)



(
N
e
w
 

そ
れ
で
は
外
交
政
策
の
最
高
決
定
者
た
る
首
相
と
外
相
の
閲
歴
、

ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
対
す
る
政
策
決
定
と
い
っ
た
危
機
決
定
に
は
、

(
l
)
閣
僚
会
議
と
内
閣
会
議
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
閣
僚
会
議
は
大
統
領
が
主
宰
し
エ
リ
ゼ
宮
で
開
か
れ
る
正
式
の
閣
議
で
、
大
統
領
と
大
臣
と
次
官
か
ら
構

成
さ
れ
る
。
外
交
問
題
は
本
来
こ
こ
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
内
閣
会
議
は
首
相
が
主
宰
し
首
相
官
邸

H
o
t
e
l
M
a
t
i
g
n
o
n
で
開
か
れ
る
非

公
式
閣
議
で
、
大
統
領
は
臨
席
し
な
い
。
前
者
の
閣
議
は
法
律
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
週
二
回
開
か
れ
て
、
執
行
権
の
行
使
に
か
か
わ
る
全
問
題
を
決
定

し
た
。
後
者
の
閣
議
は
一
般
政
策
や
議
会
対
策
を
審
議
し
た
。
バ
ル
テ
ル
ミ
ィ
に
よ
れ
ば
、
閣
僚
会
議
で
も
大
統
領
は
た
だ
出
席
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う

で
、
実
際
に
会
議
を
主
宰
し
討
論
を
指
導
し
動
議
を
可
決
さ
せ
る
の
は
首
相
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
決
議
が
有
効
と
な
る
た
め
に
は
大
統
領
の
署
名

を
必
要
と
す
る
と
い
う
事
実
の
み
が
、
大
統
領
の
助
言
に
重
み
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
戦
間
期
に
は
署
名
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
政
策
の
執
行
に
は
大
統
領
の
署
名
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
所
管
大
臣
の
副
署
も
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

Cf., A
n
t
h
o
n
y
 A
d
a
m
t
h
w
a
i
t
e
,
 F
r
a
n
c
e
 a
n
d
 the C
o
m
i
n
g
 o
f
 the S
e
c
o
n
d
 W
o
r
l
d
 W

m、
1
9
3
6
-
1
9
3
9
 (
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
7
7
)
 ,
 p. 1

1
3
.
,
 
F
r
e
d
e
r
i
c
k
 

L. S
c
h
u
m
a
n
,
 
W

m、
ミ

n
d
D
i
p
l
o
m
a
c
y
 
in 
the 
F
r
e
n
c
h
 R
e
p
u
b
l
i
c
 

れ
る
範
囲
で
略
述
し
よ
う
。

(
3
)
 

く
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。

Y
o
r
k
,
 1
9
3
1
)
 
,
 p. 1

3
.
,
 

(
以
下

W
a
r
a
n
d
 D
i
p
l
o
m
a
c
y
と
略
記
）

J
o
s
e
p
h
 ,
 
B
a
r
t
h
e
l
e
m
y
,
 T
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 of F
r
a
n
c
e
,
 tr. 
b
y
 J.B. M
 0
 rris 
(
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
2
4
)
 
,
 p. 9

7
.
 

(
2
)
 
A
d
r
i
e
n
 D
a
n
s
e
t
t
e
,
 Histoire 
des presidents 
d
e
 la 
R
p
u
b
l
i
q
u
e
 ̀

 
d
e
 L
o
u
i
s
 ,

Nミ
p
o
/
e
o
n
B
o
n
a
pミ
rte
ii 
V
i
n
c
e
n
t
 A
u
r
i
o
l
 
(Paris, 1
9
5
3
)
 
,
 pp. 

2
5
1ー

2
5
2
,
2
7
3ー

2
7
5
.
+八
邸
飢
竿
5

の
倖
匡
囮
5

お
よ
バ
X
外
右
父
ん
J

め
ぐ
っ
て
は
こ
の
ほ
か
に

A
l
f
r
e
d
G
r
o
s
s
e
r
,
 L
a
 /
V
e
 R
e
p
u
b
l
i
q
u
e
 et 
sa politique exterieure 

(Paris, 1
9
6
1
)
 
,
 p. 4

0
.
,
 
S
a
m
u
e
l
 M
.
 O
s
g
o
o
d
 ̀： 
f
h
e
 T
h
i
r
d
 R
e
p
u
b
l
i
c
 in 
Historical Perspective", in G
e
r
a
l
d
 N. G
r
o
b
 ed., 
S
t
a
t
e
s
m
e
n
 

政
策
決
定
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
大
き

に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

外
交
目
標
、

状
況
の
評
価
、

価
値
な
ど
に
つ
い
て
本
稿
に
必
要
と
さ

一
三
六
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

れ
よ
り
一
七
年
前
の
一
九
一
九
年
、

に
関
係
し
、
自
ら
も

『
結
婚
に
つ
い
て
』
、

法
律
家
か
つ
判
事
と
し
て
人
生
を
ス
タ
ー
ト

ミ

n
d
Statecraft o
f
 the M
o
d
e
r
n
 W
e
s
t
 
(
M
a
s
s
a
c
h
u
s
e
t
t
s
,
 1967), 5
7ー

58.,
J
o
s
e
p
h
-
B
a
r
t
h
e
l
e
m
y
,
 op. 
cit., 
pp. 80
-
92,
 1
1
2ー

113.,
T
h
o
m
s
o
n
,
 

D
e
m
o
c
r
d
Q
i
n
F
rミ
n
e
e
s
i
n
c
e
 
1
8
7
0
,
 
0
 p. 
cit., 
pp. 9
2ー

93.,
S
c
h
u
m
a
n
,
 
W
a
,、
a
n
d
D
i
p
l
o
m
a
c
y
,
 
op. 
cit., 
pp. 18-20., 
J
o
h
n
 E. H
o
w
a
r
d
 ̀

 

P
ミ

r
l
i
a
m
e
n
t
ミ

n
d
F
o
r
e
i
g
n
 Policy 
in 
Friミ
n
c
e
(
L
o
n
d
o
n
,
1947) 
,
 pp. 2

8ー

30,
4
2ー

45.

F
o
r
e
i
g
n
 Affairs", 
Political S
c
i
e
n
c
e
 Q
w
l
r
t
e
r
l
y
 X
L
 N
o
.
4
 

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
et 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 politiques. 
s
e
e
d
.
 
(Paris, 
1978) 
,
 pp. 1

6
2
 ,
 166. 

(
3
)
危
機
決
定
と
は
政
策
決
定
者
に
許
さ
れ
た
決
定
時
間
が
短
く
、
事
態
が
政
策
決
定
者
に
与
え
る
脅
威
が
高
く
、
事
態
が
政
策
決
定
者
に
予
期
さ
れ
て
い
な

曹
界
で
過
ご
し
た
。

文
芸
批
評
誌
『
白
の
評
論

(
l
)
 

パ
リ
で
絹
と
リ
ボ
ン
の
卸
し
を
職
業
と
す
る
富
裕
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
家
庭
で
生
を
う
け
た
。
従

っ
て
人
民
戦
線
政
府
を
率
い
た
と
き
は
既
に
六
四
歳
に
な
っ
て
い
た
。
ブ
ル
ム
が
社
会
党
議
員
と
し
て
政
治
活
動
を
開
始
し
た
の
は
、

四
七
歳
の
と
き
で
あ
る
。

L
a
 R
e
v
u
e
 B
l
a
n
c
h
e』

こ
の
事
実
だ
け
か
ら
も
、

ブ
ル
ム
が
青
年
ミ
リ
タ
ン
に
特
有
な
性
急
な
ラ

首
相
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
は
一
八
七
二
年
、

①

ブ

ル

ム

を
参
照
の
こ
と
）
。

争
決
定
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
的
研
究
」
『
一
橋
研
究
』
二
五
号
、

か
っ
た
場
合
の
決
定
で
あ
る
（
花
井
等
『
現
代
外
交
政
策
論
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

(1925). 

L
i
n
d
s
a
y
 R
o
g
e
r
s
,
 "
T
h
e
 F
r
e
n
c
h
 P
r
e
s
i
d
e
n
t
 a
n
d
 

一
八
七
五
年
七
月
一
六
日
憲
法
に
つ
い
て
は

M
a
u
r
i
c
e

一
九
七
五
年
、

一
九
七
三
年
、
野
林
健
「
国
際
危
機
と
政
策
決
定
」
『
一
橋
研
究
』
二
三
号
、

D
u
 ve
r
g
e
r
,
 

一
九
七
二
年

デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
か
ら
政
治
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
政
界
に
転
進
す
る
ま
で
の
二
四
年
間
を
か
れ
は
法

(
2
)
 

か
れ
は
一
八
九
五
年
に
参
事
院

Conseil
d
'
E
t
a
t

の
試
験
に
合
格
し
、

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ブ
ル
ム
は
冷
や
や
か
な
ジ
ュ
リ
ス
ト
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
学
生
時
代
か
ら
詩
作
に
耽
り
、

『
ゲ
ー
テ
と
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
新
対
話
』
、一

三
七

そ

一
六
六
ー
一
七
七
頁
。
野
林
健
•
佐
々
木
伸
夫
「
戦
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『
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
ベ
イ
リ
ス
ム
』
な
ど
を
著
わ
し
文
学
的
知
性
の
片
鱗
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ュ
ー
ル

E
c
o
l
e
N
 or
m
a
l
e
 S
u
p
e
r
i
e
u
r
e
で
は
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
と
同
級
で
あ
り
、
文
芸
雑
誌
を
通
じ
て
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ィ
や
ア

も
の
で
は
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ム
は
ナ
イ
ー
ヴ
な
文
学
的
感
性
の
持
主
で
あ
っ
た
が
、
政
治
家
ブ
ル
ム

の
思
考
を
方
向
づ
け
た
の
は
何
と
言
っ
て
も
法
律
家
的
思
考
様
式
で
あ
っ
た
。

式
化
す
れ
ば
、
情
熱
的
で
理
想
主
義
的
な
文
人
ブ
ル
ム

(11武
器
援
助
政
策
）
と
冷
静
で
現
実
主
義
的
な
法
律
家
ブ
ル
ム

策
）
と
が
政
治
家
ブ
ル
ム
の
中
で
相
克
し
、
法
律
家
ブ
ル
ム
が
勝
利
す
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
知
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
紛

争
状
態
の
回
避
や
調
停
、
合
法
性
の
尊
重
と
い
っ
た
法
律
家
的
思
考
様
式
は
、
ブ
ル
ム
が
主
張
す
る
社
会
主
義
像
と
も
密
接
に
関
連
す
る

と
も
あ
れ
二
四
年
間
の
参
事
院
生
活
は
、
ブ
ル
ム
の
中
に
、
政
治
に
お
け
る
合
法
性
の
尊
重
を
植
え
つ
け
る
一
因
と
な

戦
間
期
の
急
進
主
義
を
代
表
す
る
の
が
エ
ド
ア
ー
ル
・
エ
リ
オ
と
す
る
な
ら
、

っ
た
。
学
生
時
代
に
リ
ュ
シ
ア
ン
・
エ
ル

L
u
c
i
e
n
H
e
r
r
の
知
遇
を
受
け
、

に
接
し
て
い
た
ブ
ル
ム
は
、
社
会
主
義
者
と
し
て
自
己
形
成
を
始
め
て
い
た
。

五
年
の
統
一
社
会
党

S
F
I
O
の
結
成
に
も
参
加
し
、
大
戦
中
に
は
公
共
事
業
省
の
官
房
長

c
h
e
f
d
e
 cabinet
と
な
っ
て
政
府
の
活
動
を

よ
っ
て
す
ぐ
に
、

ヽ

らノ

、△力

一
九
年
セ
ー
ヌ
県
選
出
の
下
院
議
員
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
卓
越
し
た
才
能
に

か
れ
は
社
会
党
議
員
団
の
団
長
と
な
っ
た
。

中
心
的
指
導
者
で
あ
り
続
け
る
。

の
行
動
を
暗
ホ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

ブ
ル
ム
は
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
と
同
義
で
あ

と
し
て
ト
ゥ
ー
ル
大
会
（
二

0
年）

ブ
ル
ム
は
党
の
代
弁
者
と
し
て
国
民
の
前
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
一
貫
し
て
ブ
ル
ム
は
社
会
党
の
、
さ
ら
に
は
野
党
の

••••• 

と
こ
ろ
で
政
治
家
ブ
ル
ム
の
最
初
の
試
練
が
党
の
団
結
の
維
持
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
ブ
ル
ム

••• 

か
れ
は
党
内
で
は
多
数
派
た
る
中
央
派
に
位
置
し
、
右
派
の
改
良
派
と
左
派
の
革
命
派
と
の

担
い
も
し
た
。
し
か
し
政
治
活
動
に
専
念
す
る
の
は
、

っ
た
と
、
言
い
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
と
も
交
友
が
あ
っ
た
。

に
お
け
る
社
会
党
の
分
裂
を
経
る
中

一
八
九
九
年
に
社
会
党
に
入
党
し
た
ブ
ル
ム
は
、

一
九
〇

か
れ
を
通
じ
て
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス

J
e
a
n
J
a
u
r
e
s
の
臀
咳

(11不
干
渉
政

ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
直
面
し
た
と
き
の
ブ
ル
ム
の
態
度
を
図

エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
・
ス
ュ
ペ
リ

一
三
八
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

融
和
を
計
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
人
民
戦
線
内
で
は
共
産
党
と
急
進
党
の
、

を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ム
は
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
タ
イ
プ
の
政
治
家
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
3
)
 

さ
て
プ
ル
ム
が
国
際
社
会
に
お
け
る
価
値
と
し
て
第
一
に
挙
げ
る
も
の
は
平
和
で
あ
る
。
か
れ
の
基
本
的
な
考
え
は
、
社
会
主
義
は
平

和
に
と
っ
て
不
可
決
で
あ
り
、
平
和
は
社
会
主
義
に
と
っ
て
不
可
決
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

件
で
あ
り
、
戦
争
は
そ
れ
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
従
っ
て
プ
ル
ム
に
と
っ
て
は
平
和
の
維
持
と
平
和
を
保
障
す
る

機
構
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。

か
れ
が
軍
縮
と
集
団
安
全
保
障
と
国
際
協
調
シ
ス
テ
ム
の
原
理
を
主
張
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
原
理
は
萌
芽
的
に
は
国
際
連
盟
規
約
に
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
一
層
、

れ
ら
の
主
張
は
国
際
情
勢
の
進
展
と
と
も
に
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
が
、

次
に
ブ
ル
ム
の
外
交
目
標
を
首
相
就
任
前
後
の
か
れ
の
主
張
か
ら
検
討
し
よ
う
。
プ
ル
ム
は
三
六
年
六
月
二
三
日
、
上
院
に
お
い
て
政

府
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
施
政
方
針
演
説
を
行
な
っ
た
。
こ
の
演
説
は
下
院
で
は
デ
ル
ボ
ス
外
相
が
朗
読
し
、
両
院
で
圧
倒
的
多
数
の
賛

成
を
得
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
ブ
ル
ム
内
閣
の
外
交
政
策
の
枠
組
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
民
主
主
義
を
標
榜
す
る
レ
ジ
ー
ム
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
枠
組
は
当
然
政
府
の
行
動
を
拘
束
す
る
要
因
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ム
の
外
交
目
標
は
、
そ
の
長
期
的
価
値
的
目
標
に
つ

い
て
は
前
述
し
た
通
り
平
和
の
確
保
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
演
説
に
お
い
て
も
破
局
を
生
む
武
装
平
和
か
ら
非
武
装
平
和
に
移
行
す
る
た
め

の
方
針
が
基
調
を
な
し
て
い
た
。
プ
ル
ム
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
「
平
和
の
意
思
」
を
説
き
、
「
諸
国
民
の
和
解
の
み
を
目
的
と
す
る
十
字
軍
」

を
述
べ
て
革
命
戦
争
を
否
認
し
た
。
そ
し
て
こ
の
た
め
の
短
期
的
具
体
的
外
交
目
標
と
し
て
次
の
も
の
を
挙
げ
た
。
第
一
に
平
和
の
機
構

た
る
国
際
連
盟
を
強
化
し
威
信
の
回
復
を
は
か
る
た
め
の
改
革
措
置
を
構
ず
る
こ
と
、
第
二
に
平
和
を
強
化
す
る
方
向
で
対
伊
制
裁
の
撤

回
を
検
討
す
る
こ
と
、
第
三
に
不
十
分
な
集
団
安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
を
補
完
す
る
た
め
、
す
べ
て
に
開
か
れ
何
人
に
も
脅
威
と
な
ら
な
い

地
域
的
相
互
援
助
協
定
の
締
結
を
急
ぐ
こ
と
、
第
四
に
国
防
の
必
要
性
を
無
視
し
な
い
が
漸
進
的
・
全
般
的
軍
縮
に
向
け
、
軍
需
産
業
を

一
三
九

一
貫
し
て
ブ
ル
ム
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 ．．

 

ス
ペ
イ
ン
間
題
で
は
援
助
派
と
不
干
渉
派
と
の
調
停

つ
ま
り
平
和
は
社
会
主
義
に
進
む
条

か
れ
は
国
際
連
盟
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
こ
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い
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
目
標
の
中
に
は
、
隣
国
の
内
戦
に
直
面
し
た
と
き
の
政
府
の
と
る
べ
き
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
当
然
な
が
ら
述
べ
ら
れ
て

ス
ペ
イ
ン
内
戦
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
目
標
は
第
二
と
第
六
の
目
標
で
あ
る
。
演
説
の
中
で
首
相
は
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
を

も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
国
と
の
平
和
的
友
好
的
関
係
を
謳
っ
て
い
る
が
、
「
偉
大
な
民
主
主
義
国
」
イ
ギ
リ
ス
と
の
「
緊
密
で
信
頼
あ
る
協
力

(
6
)
 

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
の
本
質
的
保
障
で
あ
る
」
こ
と
を
ブ
ル
ム
が
確
信
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

協
力
関
係
に
は
重
要
度
の
点
で
序
列
が
存
在
し
、
仏
英
協
力
を
中
軸
と
し
た
国
際
協
力
が
念
頭
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

の
イ
ギ
リ
ス
び
C
き

a
n
g
l
o
m
a
n
i
e
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
制
へ
の
高
い
評
価
に
も
現
わ
れ
て
い
る
し
、
仏
英
の
疎
隔
を
回
避
せ
ん
と
の
意

志
は
既
に
ル
ー
ル
占
領
時
、
イ
ギ
リ
ス
と
争
っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
の
愚
挙
を
批
判
し
た
ブ
ル
ム
の
熊
度
に
も
現
わ
れ
て

(
7
)
 

い
た
。
し
か
し
ス
ペ
イ
ン
問
題
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
対
応
を
説
明
す
る
際
、
従
来
や
や
も
す
れ
ば
ブ
ル
ム
の
イ
ギ
リ
ス
び
い
き
が

求
す
る
方
針
で
あ
り
、

強
調
さ
れ
る
嫌
い
が
あ
っ
た
が
、
仏
英
協
調
は
地
中
海
に
お
け
る
両
国
の
国
家
的
利
害
の
一
致
と
い
う
点
か
ら
も
フ
ラ
ン
ス
の
国
益
が
要

(
8
)
 

そ
れ
は
同
時
に
ブ
ル
ム
の
個
人
的
嗜
好
に
も
合
致
し
て
い
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
も
あ
れ
首
相
の
反
戦
平
和
主
義
と
国
際
協
調
主
義
は
、
三
六
年
春
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
五
月
一
日
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ク
ラ
ブ
に

お
け
る
演
説
、
五
月
三
一
日
の
社
会
党
大
会
で
の
発
言
、
六
月
六
日
の
議
会
演
説
、
七
月
一
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る
連
盟
総
会
で
の

(
9
)
 

演
説
な
ど
列
挙
す
れ
ば
限
り
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
平
和
を
維
持
す
る
諸
施
策
は
実
を
結
ば
ず
仏
英
協
調
の
み
開
花
し
た
の

が
政
策
の
土
台
と
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
ブ
ル
ム
の
言
う
国
際

統
制
す
る
国
際
委
員
会
の
設
置
を
要
求
し
、
航
空
機
制
限
協
定
を
結
ぶ
こ
と
、
第
五
に
経
済
状
態
を
考
究
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

!'union

e
u
r
o
p
e
e
n
n
e
を
め
ざ
す
研
究
委
員
会
の
召
集
を
要
求
す
る
こ
と
、
第
六
に
平
和
に
献
身
す
る
諸
国
民
・
諸
政
府
と
の
国
際
協
力
を
訴
え
る

こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
目
標
は
一
月
に
公
表
さ
れ
た
人
民
連
合
綱
領
の
「
平
和
の
擁
護
」
の
要
求
項
目
と
合
致
し
、
そ
の
意
味

で
人
民
戦
線
の
精
神
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
。
も
っ
と
も
人
民
戦
線
政
府
も
連
立
政
府
で
あ
る
以
上
、
人
民
連
合
綱
領

か
か
る
首
相

一
四
〇
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

平
和
を
望
む
民
心
の
動
向
と
合
致
し
て
は
い
た
。

こ
の
二
つ
の
指
針
は
ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
対
す
る
ブ
ル
ム
の
行
動
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
ま
た
既
述
の
施
政
方
針

演
説
の
中
で
、
首
相
は
平
和
を
維
持
す
る
う
え
で
平
和
勢
力
と
し
て
の
ス
ペ
イ
ン
の
民
主
主
義
に
信
頼
を
表
明
し
て
い
た
。
し
か
し
他
方

国
民
と
と
も
に
、

で
「
平
和
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
何
人
も
点
火
さ
れ
た
動
乱
l
'
i
n
c
e
n
d
i
e
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
す
べ
て
の
諸

(10) 

わ
れ
わ
れ
は
平
和
を
欲
す
る
」
と
明
確
に
動
乱
よ
り
平
和
を
選
択
す
る
こ
と
を
声
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン

内
戦
が
勃
発
し
た
と
き
の
ブ
ル
ム
の
態
度
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
七
月
一
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お

「
平
和
を
救
う
た
め
に
は
戦
争
の
可
能
性
も
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
戦
争

も
辞
さ
な
い
と
い
う
所
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
あ
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
集
団
安
全
保
障
が
内
に
牢
む
こ
の
よ
う

な
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
集
団
安
全
保
障
は
全
般
的
軍
縮
と
結
合
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
所
に
ア
ク
セ
ン
ト
は
あ
る
の
で

(11) 

あ
る
。
軍
縮
会
議
が
失
敗
し
、
軍
縮
が
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
現
実
の
前
で
、

ブ
ル
ム
に
あ
っ
て
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
明
ら
か
に
戦
争
の
方
向
で
は
な
く
、
平
和
の
方
向
、
悪
い
場
合
に
は
宥
和
の
方
向
で
解
決
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
前
述
の
第
二
の
外
交
目
標
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ブ
ル
ム
の
外
交
目
標
に
つ
い
て
屡
述
す
れ
ば
、

に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
問
題
は
犠
牲
に
さ
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
の
問
題
で
も
戦
争
を
惹
起
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
問
題
の
前
で
は
後
退
す
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
前
で
理
想
は
常
に
怯
儒
な
精
神
に
よ
っ
て
後
退
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
後
退
は

さ
て
ブ
ル
ム
は
当
時
の
状
況
を
い
か
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ム
に
と
っ
て
ス
ペ
イ
ン
内
戦
は
、
正
統
で
友
好
的
な
政

府
に
対
す
る
反
乱
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
が
、
か
れ
は
内
戦
の
勃
発
を
予
期
し
え
な
か
っ
た
。
か
れ
自
身
戦
後
に
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、

ス
ペ
イ
ン
内
戦
は
「
突
発
事
件
c
o
u
p
d
e
 t
h
e
a
t
r
e
」
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ム
は
七
月
一
八
日
に
ス
ペ
イ
ン
の
社
会
主
義
者
で
国
会
c
o
r
t
e
s
の

け
る
演
説
の
中
の

で
あ
る
が
、

一
四

そ
れ
は
仏
英
協
調
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
の
維
持
で
あ
っ
た
。

こ
の
目
的
の
た
め

こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
い
か
に
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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と）
(
3
)
プ
ル
ム
の

(
2
)
参
事
院
は
政
府
の
行
政
上
の
諮
問
機
関
と
し
て
政
府
提
出
の
法
案
作
成
を
受
け
持
つ
と
同
時
に
、
市
民
と
国
家
と
の
紛
争
を
調
停
す
る
最
高
行
政
裁
判

所
の
機
能
を
も
つ
重
要
な
国
家
機
関
で
あ
る
。

Cf.,
T
h
o
m
s
o
n
,
 op. 
cit., 
p. 99. 

「
戦
争
と
平
和
」
観
、
国
際
政
治
観
に
つ
い
て
は

L
e
o
n
B
l
u
m
,
 L
e
s
 p
r
o
b
l
e
m
e
s
 d
e
 la 
p
a
i
x、
ze
ed. (Paris, 1931), L
'
<
B
u
m、e
d
e
 L
e
o
n
 

B
l
u
m
,
 t
o
m
e
 I
Vー

1
1
9
3
4ー

1
9
3
7
(
P
a
r
i
s
,
1964), p
p
.
 357-386., N
a
t
h
a
n
a
e
l
 G
r
e
e
n
e
,
 Crisis 
a
n
d
 D
e
c
l
i
n
e
:
 
the 
Fr、e
n
c
h
Socialist 
P
a
r
t
y
 
in 

the P
o
p
u
lミ
r
F
r
o
n
t
 E
r
a
 (
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 1969), p
p
.
 13-34., M

i
c
h
e
l
 Bilis, 
Socialistes 
et 

f
rミ
2
(
d
2
5
]
9
3
3
-
1
9
3
9
 (Paris, 1979), p
p
.
 3

7
-
7
7
.
 

め
た
も
の
で
あ
る
。

p
p
.
9ー

1
2
4
.

に

ilし
い
。

ジ
レ
ン
マ
、

『
平
和
の
諸
問
題
』

は
一
九
ニ
―
年
か
ら
三
一
年
ま
で
の

(
1
)
政
界
に
転
出
す
る
ま
で
の
ブ
ル
ム
に
つ
い
て
は
、

J
o
e
l
C
o
l
t
o
n
,
 L
e
o
n
 B
l
u
m
 :
 H
u
m
a
n
i
s
t
 
in 
Politics 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 
1974), 
p
p
.
 3-44., 
J
e
a
n
 

L
a
c
o
u
t
u
r
e
,
 L
e
o
n
 B
l
u
m
 (Paris, 
1977), 
p
p
.
 1

3ー

151.
｀
 
G
i
l
b
e
r
t
 Z
i
e
b
u
r
a
,
 L
e
o
n
 B
l
u
m
 et 
le 
parti socialiste 
1
8
7
2
-
1
9
3
4
 (Paris, 
1967), 

状
況
の
評
価
と
い
う
要
素
か
ら
も
あ
る
程
度
説
明
し
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
直
面
し
た
ブ
ル
ム
の
反
応
お
よ
び
か
れ
が
選
択
す
る
政
策
は
、

『
ル
・
ポ
ピ
ュ
レ
ー
ル
』

か
れ
の
経
歴
、

価
値
、

の
論
説
を
集

足
や
矛
盾
す
る
情
報
か
ら
生
ず
る
状
況
の
評
価
の
誤
り

(14) 

に
帰
着
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

（
つ
ま
り
ス
ペ
イ
ン
共
和
政
府
へ
の
援
助
は
合
法
的
で
あ
る
と
楽
観
し
て
い
た
こ

外
交
目
標
の

の
初
期
の
情
緒
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
反
応

(11武
器
援
助
政
策
）

よ、
,
1
 

こ
の
予
期
せ
ぬ
状
況
に
直
面
し
た
こ
と
の
驚
き
と
憤
り
、

情
報
不

副
議
長
た
る
ヒ
メ
ネ
ス
・
デ
・
ア
ス
ー
ア

J
i
m
e
n
e
z
d
e
 A
s
u
a
と
首
相
官
邸
で
会
見
し
、
ア
ス
ー
ア
か
ら
ス
ペ
イ
ン
の

(12)

（

13) 

す
excellente
」
と
の
報
告
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
直
後
に
内
戦
勃
発
の
第
一
報
を
受
け
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ブ
ル
ム

一
四

「
状
況
は
良
好
で
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

(
7
)
 

(
6
)
 

以
上

L
e
f
r
a
n
c
,
Histoire d
u
 f
r
o
n
t
 populaire ̀
 op. 
cit.，
p
p
.
 4
7
7ー

478.
な
お
翻
訳
は
ル
フ
ラ
ン

セ
ジ
ュ
、
白
水
社
、

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
制
度
へ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、

1
 1914-1928(Paris, 1972). 
こ
の
中
千
で
プ
ル
ム
は
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
制
度
と
の
比
較
を
通
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
内
閣
制
度
、
議
会
制
度
の
改
革
を
論
じ
て

い
る
。
J
e
a
n
G
i
c
q
u
e
l
 et 
L
u
c
i
e
n
 S
f
e
z
 ̀
 Pr
o
b
l
e
m
e
s
 d
e
 la 
r
e
f
o
r
m
e
 d
e
 l'Etat 
e
n
 Friミ
n
a
e
d
e
q
uぢ

1
9
3
4
(Paris, 
1965), p
p
.
 2

5ー

32.
も
参
名
照

の
こ
と
。

L
0
@
uミ
re
d
e
 L
e
o
n
 B
l
u
m
.
 t. 
I
Vー

1,
p. 
360. 

(7) (6) (5) ④
軍
需
産
業
の
国
有
化
と
武
器
の
民
間
取
引
の
禁
止
。

(3) (2) (1) 

一
五
三
ー
四
頁
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

に
呼
び
戻
す
た
め
の
、
国
際
的
行
動
と
公
開
交
渉
を
行
な
う
。

(
4
)
L
`
C
uミ
re
d
e
 L
e
o
n
 B
l
u
m
 ̀
 to
m
e
 I
V
 -1, 
p
p
.
 357-364. 

(
5
)
「
平
和
の
擁
護
」
は
人
民
連
合
綱
領
の
政
治
的
要
求
の
二
番
目
に
あ
り
、
次
の
七
項
か
ら
な
っ
て
い
た
。

平
和
の
維
持
と
組
織
化
の
た
め
に
、
人
民
、

と
く
に
勤
労
大
衆
に
呼
び
か
け
る
。

侵
略
者
を
定
義
し
、
侵
略
が
行
な
わ
れ
た
場
合
は
、
連
帯
責
任
に
よ
る
自
動
的
制
裁
を
加
え
、
集
団
安
全
保
障
を
め
ざ
し
て
、
国
際
連
盟
の
枠
内

ま
ず
軍
備
制
限
協
定
、
つ
い
で
統
制
さ
れ
た
全
般
的
・
同
時
的
軍
備
縮
小
に
よ
り
、
武
装
平
和
か
ら
非
武
装
平
和
へ
と
移
行
す
る
た
め
、
不
断
の
努
力
を
す
る
。

秘
密
外
交
の
放
棄
。
集
団
安
全
保
障
と
個
別
的
平
和
と
い
う
国
際
連
盟
成
立
の
原
則
を
そ
こ
な
わ
ず
に
、
連
盟
を
脱
退
し
た
国
々
を
ジ
上
ネ
ー
ヴ

世
界
平
和
に
と
っ
て
危
険
な
協
定
を
調
整
す
る
た
め
に
、
国
際
連
盟
規
約
が
規
定
す
る
手
続
き
に
柔
軟
性
を
与
え
る
。

仏
ソ
協
定
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
、

一
九
七
三
年
、

で
国
際
的
に
協
力
す
る
。

と
く
に
東
部
お
よ
び
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
と
の
条
約
機
構
を
拡
大
し
て
ゆ
く
。

『
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
』
高
橋
治
男
訳
、
文
庫
ク

L
e
o
n
 B
l
u
m
,
 "
L
a
 r
e
f
o
r
m
e
 g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
a
l
e
 ̀`
 
,
 in 

L
'
(
E
u
v
,、t:?
d
e
 L
e
o
n
 B
l
u
m
,
 t
o
m
e
 IIIー

ル
ー
ル
占
領
事
の
プ
ル
ム
に
つ
い
て
は
W
e
r
t
h
,
T
h
e
 D
e
s
t
i
n
y
 
o
f
 F
r
a
n
c
e
,
 
op. 
cit., 
p. 
279. 
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四
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(14) 

(13) 

(
8
)
 

(12) 

(
9
)
 

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
、

に
首
相
に
伝
え
な
か
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

記
し
て
い
る
。

(
1
1
)
I
b
i
d
.」

p.
368. 

(10) 
Ibid., 
p. 3
5
8
 ̀

 
p
.
3
6
1
 

「
平
和
」
「
平
和
的
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
態
度
が
ど
う
で
あ
る
の
か
調
べ
る

七
月
一
八
日
、
午
後
二
時
二

0
分、

P
i
e
r
r
e
 R
e
n
o
u
v
i
n
,
 H
i
s
t
o
i
r
e
 d
e
s
 
relations 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
t
o
m
e
 VIIIー

2
D
e
 1
9
2
9
 
a
 19
4
5
,
 6e ed. 
(Paris, 
1976), 
p
p
.
 1
0
3ー

105.

ア
メ
リ
カ
ン
・
ク
ラ
プ
で
の
演
説
に
つ
い
て
は

W
e
r
t
h
,
op. 
cit., 
p
p
.
 2
8
4
ー285.
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、

2
3
4
ー
2
3
7
`
 
269, 
2
7
 4, 
3
6
4
ー370.
こ
れ
で
り
の
宰
印
説
に
は

L
G
S
uミ
re
d
e
 L
e
o
n
 B
l
u
m
 ̀

 
t
o
m
e
 I
V
ー2
1
9
3
7
ー
1
9
4
0
(Paris, 1965), p. 373. 
こ
の
罪
吐
言
は
一
ャ
～
四
ヤ

J

午
十
七
日
り
―
一
三
日
に
、
琉
哭
＝
の
調
査
委
員
会
で
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

モ
ロ
ッ
コ
で
の
軍
事
反
乱
に
関
す
る
マ
ド
リ
ッ
ド
駐
在
フ
ラ
ン
ス
大
使
か
ら
の
第
一
報
は
、

D
o
c
u
m
e
n
t
s
 D
i
p
l
o
m
a
t
i
q
u
e
s
 
F
r
a
n
r
a
i
s
 1932~1939, 

ze s
e
r
i
e
 1
9
3
6
ー
1
9
3
9
`
 
t
o
m
e
 II, 
N
o
.
 483, p. 736. ブ
ノ
ル
ム
が
牛
ー
銘
戊
下
＃
時
に
竿
R

―
却

t
#
J呼
又
け

と
っ
た
と
き
、
か
れ
は
小
学
校
教
職
員
組
合
の
代
表
と
会
見
し
て
い
た
。
代
表
の
一
人
で
あ
る
書
記
長
の
デ
ル
マ
ス
は
、
そ
の
と
き
の
ブ
ル
ム
の
驚
き
を

こ
と
な
く
、

A
n
d
r
e
 D
e
l
m
a
s
,
 M
e
m
o
i
r
e
s
 d
 ̀

 
u
n
 institztfeur syndicaliste (Paris, 
1
9
7
9
)疇

p.
292. 
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
が
な
ぜ
第
一
報
を
た
だ
ち

な
ぜ
ブ
ル
ム
が
七
月
二

0
日
に
予
じ
め
独
伊
の
反
応
が
ど
う
で
あ
り
、

ス
ペ
イ
ン
政
府
に
武
器
を
供
給
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
の
か
と
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
。
筆
者
は
ブ
ル
ム
が
当
初
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
い

し
感
情
的
に
反
応
し
た
の
は
本
文
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
予
期
せ
ぬ
事
件
に
狼
狽
し
た
こ
と
、
決
定
に
要
す
る
時
間
が
短
か
っ
た
こ
と
、
状
況
を
楽
観
的

に
評
価
し
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

P
i
e
r
r
e
 R
e
n
o
u
v
i
n
,
 
"
L
a
 p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
e
x
t
e
r
i
e
u
r
e
 
d
u
 p
r
e
m
i
e
r
 g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 L
e
 0n
 

B
l
u
m
"
,
 in L
e
o
n
 B
l
u
m
 c
h
e
f
 d
e
 g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 ̀

 
op. 
cit., 
p. 
341. 情
報
の
不
正
確
さ
や
混
沌
と
し
た
状
況
に
つ
い
て
は

L
e
T
e
m
p
s
 ̀

 
2
4
 juillet 

1
9
3
6
,
 
B
u
l
l
e
t
i
n
 d
u
 J
o
u
r
,
 p.l., 
2
7
 juillet, 
p. 
1. 

外
務
省
に
は
い
っ
た
。

L
u
)ミミ、
e
d
e
 L
e
o
n
 B
l
u
m
.
 t. 
I
V
 -1, 
p
p
.
 

一
四
四
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

ン
ソ
ワ
1
1

ポ
ン
セ
と
は
そ
の
後
の
政
治
的
軌
跡
を
異
に
す
る
が
、

マ
シ
グ
リ
と
は
思
想
的
に
近
か
っ
た
。

一
四
五

一
年
に

一
方
マ
シ
グ
リ
は
こ

三
六
年
に
デ
ル
ボ
ス
が
外
相
と

ル
ネ
・
マ
シ
グ
リ

R
e
n
e
M
a
s
s
i
g
l
i
ら
も
い
た
。

こ。t
 

2
 

戦
間
期
の
外
相
と
し
て
は
ア
リ
ス
テ
ィ
ド
・
ブ
リ
ア
ン

Aristide
B
r
i
a
n
d
に
次
い
で
在
職
期
間
の
長
い
イ
ヴ
ォ
ン
・
デ
ル
ボ
ス
は
、
人

た
。
従
っ
て
本
節
で
は
や
や
詳
し
く
か
れ
の
履
歴
、
価
値
、
外
交
目
標
、

こ
れ
ま
で
研
究
者
に
余
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ

(
1
)
 

か
れ
が
外
相
に
任
命
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
南
西
部
の
ペ
リ
ゴ
ー
ル

P
e
r
i
g
o
r
d
地
方
で
生
ま
れ
た
。
両
親
は
小
学
校
の
教
師
で
あ
っ

一
九

0
七
年
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
・
ス
ュ
ペ
リ
ュ
ー
ル
に
入
学
し
、

な
っ
た
と
き
、

も
か
れ
も
「
暫
壕
の
世
代
」
に
属
し
、

外
相
デ
ル
ボ
ス
は
一
八
八
五
年
、

民
戦
線
政
府
の
外
相
（
三
六
年
六
月
1

三
八
年
三
月
）

デ
ル
ボ
ス

フ
ラ

そ
の
陽
気
で
活
動
的
な
性
格
ゆ
え
に
多
く
の
友
人
を
得
た
。

ヽ

そ
の
中
に
は
ア
ン
ド
レ
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
1
1

ポ
ン
セ

A
n
d
r
eFran~ois 

,
 
P
o
n
c
e
t
 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
1
1

ポ
ン
セ
は
ベ
ル
リ
ン
駐
在
フ
ラ
ン
ス
大
使
で
あ
り
、
仏
独
接
近
の
旗
手
で
あ
っ
た
。

(
2
)
 

の
と
き
外
務
省
の
政
治
通
商
局
次
長
と
な
っ
て
お
り
、
外
務
省
内
の
有
力
な
仏
英
協
調
派
で
あ
っ
た
。
さ
て
デ
ル
ボ
ス
は
一
九
一

文
学
の
一
級
教
員
資
格

a
四
e
g
a
t
i
o
n
を
取
得
し
た
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
て
い
た
。
同
年
日
刊
『
急
進
派

L
e

R
a
d
i
c
a
l
』
の
主
筆
と
な
り
、
こ
の
活
動
を
通
じ
て
デ
ル
ボ
ス
は
カ
イ
ヨ
ー
、
エ
リ
オ
、
ジ
ョ
レ
ス
、
プ
ル
ム
ら
フ
ラ
ン
ス
政
界
の
重
鎮
と
接

触
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
こ
の
接
触
は
の
ち
の
か
れ
の
政
治
活
動
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
次
大
戦
で
は
出
征
し
て
重
傷

を
負
っ
た
。
こ
の
戦
争
体
験
が
デ
ル
ボ
ス
の
思
想
形
成
に
ど
う
作
用
し
た
の
か
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
く
と

共
和
的
で
平
和
主
義
的
な
在
郷
軍
人

a
n
c
i
e
n
c
o
m
b
a
t
t
a
n
t
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
か
れ
が
戦
争
中
に
公
表
し
た
論
説
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
デ
ル
ボ
ス
は
軍
に
対
す
る
議
会
の

(
3
)
 

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
増
大
と
、
戦
争
目
的
の
明
確
化
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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か
れ
は
そ
れ
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
対

一
九
一
九
年
に
こ
れ
も
急
進
党
系
の
『
新
時
代

l'Ere
n
o
u
v
e
l
l
e
』
の
創
刊
に
参
加
す
る
が
、
財
政
的
理
由
で
そ
こ
を
離
れ
る
。
次
い
で

急
進
党
紙
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

(
4
)
 

T
o
u
l
o
u
s
e
』
で
筆
陣
を
張
っ
た
。
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
通
信
』
の
編
集
長
は
モ
ー
リ
ス
・
サ
ロ
ー

M
a
u
r
i
c
e
S
a
r
r
a
u
t
で
あ
り
、
首
相
を
つ
と

め
た
ア
ル
ベ
ー
ル
・
サ
ロ
ー

A
l
b
e
r
t
S
a
r
r
a
u
t
の
兄
で
あ
る
。
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
通
信
』

は
三

0
万
部
の
発
行
部
数
を
も
ち
、

南
西
部
約
二

0
県
の
急
進
党
議
員
に
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
党
組
織
が
ル
ー
ズ
で
全
国
的
規
模
の
中
央
機
関
紙
を
も
た
な
い
急
進
党
に

つ
ま
り
議
員
政
党
た
る
急
進
党
の
唯
一
の
日
常
活
動
は
、
各
議
員
が
係
わ

り
を
も
つ
新
聞
活
動
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
新
聞
と
係
わ
り
、
急
進
党
内
の
一
大
派
閥
で
あ
る
サ
ロ
ー

か
れ
の
政
界
進
出
を
促
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
活
動
を
続
け
る
一

一
九
一
九
年
国
会
議
員
と
な
り
政
治
活
動
を
開
始
し
た
。
三
四
年
に
は
急
進
党
議
員
団
の
団
長
を
つ
と
め
、

に
は
下
院
副
議
長
で
も
あ
っ
た
。
政
治
家
と
し
て
の
か
れ
の
成
長
を
示
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス

ま
た
三
二
年
議
会
期

次
に
デ
ル
ボ
ス
の
政
治
的
価
値
、
外
交
目
標
を
検
討
し
よ
う
。
急
進
党
の
穏
健
左
派
に
位
置
す
る
デ
ル
ボ
ス
が
、
誠
実
な
共
和
主
義
者

で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

か
れ
の
外
交
政
策
を
考
え
る
う
え
で
第
一
に
抽
出
す
べ
き
こ
と
は
、

と
も
右
翼
の
よ
う
な
非
妥
協
的
な
反
共
産
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
が
、

二

0
年
の
社
会
党
の
分
裂
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
か
れ
の
共
産
主
義
へ
の
嫌
悪
が
記
さ
れ
て
お
り
、

(
5
)
 

共
産
主
義
の
悪
影
響
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」
の
ア
ル
ベ
ー
ル
・
サ
ロ
ー
が
ポ
ア
ン
カ
レ
内
閣
の
内
相
の
と
き

二
七
年
）
、
「
共
産
主
義
は
敵
」

方
で
、

フ
ラ
ン
ス
政
治
へ
の

で
あ
る
と
叫
ん
だ
が
、
デ
ル
ボ
ス
も
こ
の
見
解
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
。
ま
た
デ
ル
ボ
ス
は
ブ
リ
ア
ン
の
説
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
支
持
し
た
が
、

(
6
)
 

す
る
闘
い
の
道
具
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
三
四
年
七
月
の
社
共
行
動
統
一
協
定
を
批
判
し
、
社
会
党
は
共
産
党
の
細
胞
活
動
の
犠
牲
と

閥
と
関
係
を
も
っ
た
こ
と
は
一
層
、

こ
の
よ
う
な
地
方
紙
が
党
組
織
の
要
で
あ
っ
た
。

か
れ
が

（
一
九

『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
通
信
』

に
初
め
て
掲
載
し
た
論
説
は
、

か
れ
の
反
共
産
主
義
で
あ
る
。
も
っ

あ
っ
て
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
紙
の
中
で
も
最
強
で
影
響
力
も
大
き
い

『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
通
信

L
a

D
e
p
e
c
h
e
 

一
四
六

d
e
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

一
九
一
九
年
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
伝
統
か
ら
逸
脱
し
、
国
際
連
盟
の
未
来
、
全
般
的
平
和
、
フ
ラ
ン
ス
の
安
全

を
窮
地
に
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
首
相
が
仏
伊
友
好
を
守
り
紛
争
の
拡
大
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
の
は
結
構
で
あ
る
が
、

そ
の
た
め
の
努
力
は
侵
略
を
鼓
舞
し
た
り
集
団
安
全
保
障
の
原
理
を
犠
牲
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
デ

ル
ボ
ス
は
首
相
に
イ
タ
リ
ア
を
満
足
さ
せ
も
せ
ず
全
世
界
に
不
満
を
与
え
る
出
口
の
な
い
道
と
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
集
う
諸
国
民
と
の
協
定

を
維
持
し
連
盟
規
約
の
精
神
に
立
ち
返
る
道
と
の
間
で
、
選
択
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
迫
っ
た
の
で
あ
る
。

た
政
府
の
政
策
は
、

(
7
)
 

な
る
で
あ
ろ
う
と
断
言
し
て
も
い
た
。

か
か
る
態
度
は
人
民
戦
線
へ
の
か
れ
の
対
応
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

一
四
七

か
れ
は
「
二
月
六
日
事
件
」

(8) 

後
誕
生
し
た
ド
ゥ
ー
メ
ル
グ

G
a
s
t
o
n
D
o
u
m
e
f
£
u
e
政
府
の
政
党
休
戦
を
支
持
し
、
国
民
連
合
政
府
の
も
と
で
の
融
和
を
主
張
し
た
。
そ

し
て
自
己
が
主
要
な
大
臣
と
な
る
は
ず
の
人
民
戦
線
を
精
力
的
に
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
サ
ロ
ー
兄
弟
も
三
四
年
末
、
人
民
戦
線
を
フ
ァ

(
9
)
 

シ
ス
ト
に
対
す
る
反
撃
で
は
な
く
て
、
二
つ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
間
の
内
部
競
争
だ
と
考
え
て
い
た
。
デ
ル
ボ
ス
が
人
民
戦
線
の
支
持

(10) 

に
傾
く
の
は
、
三
五
年
五
月
の
市
町
村
会
議
員
選
挙
の
あ
と
で
し
か
な
い
。

さ
て
デ
ル
ボ
ス
が
国
際
政
治
の
分
野
で
主
張
す
る
こ
と
は
、
国
際
連
盟
を
中
心
と
し
た
集
団
安
全
保
障
で
あ
っ
た
。
連
盟
規
約
を
遵
守

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
が
そ
の
眼
目
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
平
和
の
確
保
と
い
う
基
本
的
な
考
え
に
お
い
て
は
、

ブ
ル
ム
と
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」

の
首
領
モ
ー
リ
ス
・
サ
ロ
ー
も
同
じ
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
デ

ル
ボ
ス
の
外
交
観
、
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」
の
国
際
政
治
観
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
が
、
三
五
年
―
二
月
二
七
日
の
下
院
に
お
け
る
外

交
政
策
の
審
議
で
あ
る
。
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」
が
ラ
ヴ
ァ
ル

Pierre
L
a
v
a
l
外
交
に
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
モ
ー
リ
ス
・
サ
ロ
ー

(12) 

が
ラ
ヴ
ァ
ル
首
相
の
連
盟
軽
視
に
憤
慨
し
て
い
た
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
急
進
党
議
員
団
の
団
長
で
あ
る
デ
ル
ボ
ス
は
、

(13) 

ラ
ヴ
ァ
ル
の
対
伊
政
策
を
「
裁
判
官
の
よ
う
な
口
調
」
で
激
し
く
告
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
演
説
が
デ
ル
ボ
ス
に
外
相
を
約
束
し
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
デ
ル
ボ
ス
の
批
判
は
ラ
ヴ
ァ
ル
1
1

ホ
ー
ア
案
に
集
中
し
た
。
デ
ル
ボ
ス
は
こ
れ
ま
で
わ
た
し
が
支
持
し
て
き
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こ
の
演
説
の
中
か
ら
デ
ル
ボ
ス
の
外
交
問
題
へ
の
接
近
方
法
の
特
徴
を
、

い
く
つ
か
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
の
語
る
フ
ラ
ン

(14) 

ス
外
交
の
伝
統
と
は
、
条
約
の
遵
守
と
侵
略
戦
争
の
否
定
を
柱
と
す
る
ブ
リ
ア
ン
外
交
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
思
考
の
枠
組
は
ブ
リ

ア
ン
外
交
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
と
平
和
の
維
持
を
、
友
好
国
と
同
盟
国
と
強
力
で
活
動
的
な

(15) 

国
際
連
盟
の
力
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
い
う
の
が
デ
ル
ボ
ス
の
考
え
で
あ
っ
た
。
国
際
連
盟
が
仲
裁
機
能
を
低
下
さ
せ
た
と
き
、
友
好

国
と
同
盟
国
の
比
重
が
高
ま
る
の
は
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
は
デ
ル
ボ
ス
が
「
外
交
政
策
に
つ
い
て
は
外
国
の
意
見
を
配
慮
す
る
こ

と
は
十
分
正
当
」
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
を
保
証
す
る
た
め
に
は
第
一
次
大
戦
の
と
き
の
よ
う
に
、
な
お
フ
ラ
ン
ス
は
「
諸
国
民
の

(16) 

援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
重
要
な
同
盟
国
と
し
て
デ
ル
ボ
ス
の
念
頭
に
あ
る
の
は
勿
論

イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
仏
英
友
好
を
強
化
」
す
る
こ
と
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
フ
ラ
ン
ス
に
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
最
良
の
方
法
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
が
連
盟
規
約
を
破
棄
す
る
な
ら
フ
ラ
ン
ス
国
境
を
防
衛
す
る
の
に
、
も
は
や
イ
ギ
リ
ス
を
あ
て
に
し
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ

(17) 

と
か
ら
も
諒
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
七

0
日
後
、
デ
ル
ボ
ス
は
仏
英
友
好
の
必
要
性
を
一
層
痛
感
す
る
で
あ
ろ
う
。

ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
事
件
が
勃
発
し
た
と
き
デ
ル
ボ
ス
は
副
首
相
兼
法
相
で
あ
っ
た
。

で
い
た
の
で
、

の
反
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
当
初
デ
ル
ボ
ス
は
ア
ル
ベ
ー
ル
・
サ
ロ
ー
首
相
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
「
精
力
的

(19) 

行
動
」
を
支
持
し
、
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」
と
し
て
の
連
帯
を
示
し
た
。
し
か
し
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」
の
首
領
モ
ー
リ
ス
・
サ
ロ
ー
は
、

主
張
し
、

か
れ
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
平
和
的
進
展
を
望
ん

(18) 

ヒ
ト
ラ
ー
・
ド
イ
ツ
に
反
感
を
抱
き
ヒ
ト
ラ
ー
の
野
心
に
警
戒
を
発
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
事
件
は
か
れ

フ
ラ
ン
ス
は
単
独
で
行
動
し
え
ず
仏
英
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
既
成
事
実
に
屈
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
ト
ゥ
ー
ル

ー
ズ
通
信
』
の
ロ
ン
ド
ン
特
派
員
も
、
ド
イ
ツ
が
仏
英
連
帯
に
打
撃
を
与
え
ら
れ
な
い
な
ら
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
失
敗
を
意
味
す
る
と
す
ら

(20) 

イ
ギ
リ
ス
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
結
局
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」
の
一
員
た
る
デ
ル
ボ
ス
も
サ
ロ
ー
兄
弟

と
行
動
を
と
も
に
し
た
の
で
あ
る
。
デ
ル
ボ
ス
は
こ
の
事
件
で
、
連
盟
精
神
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
イ
ギ
リ
ス
と
の
協
調
を
第
一
と
す
る
原

一
四
八
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

首
相
の
地
位
を
強
化
す
る
た
め
に
、

(24) 

た
か
ら
で
あ
る
。

を
高
め
、

そ
れ
で
は
デ
ル
ボ
ス
が
外
相
に
任
命
さ
れ
る
の
に
、

一
四
九

理
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
仏
英
友
好
は
、
条
約
の
遵
守
を
第
一
義
と
す
る
デ
ル
ボ
ス
の
外
交
観
の
挫
折
と
い
う
代
償
を
支
払
っ
て
実

現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
春
の
総
選
挙
で
は
デ
ル
ボ
ス
は
平
和
主
義
を
さ
ら
に
鮮
明
に
し
た
。
か
れ
は
「
わ
た
し
は
決
し
て
国
民
を
冒

(21) 

険
に
投
げ
い
れ
る
決
心
を
し
な
い
」
と
戦
争
の
否
定
を
有
権
者
に
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
内
戦
は
三
カ
月
後
に
勃
発
す
る
。

『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
通
信
』

の
編
集
長
の
そ
れ
と
並
行
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

南
フ
ラ
ン
ス
の
典
型
的
な
急
進
主
義
者
と
し
て
、
両
者
は
政
治
的
価
値
も
共
有
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
デ
ル
ボ
ス
は
い
わ
ば
モ
ー
リ
ス
・

サ
ロ
ー
の
忠
実
な
代
弁
者
、
解
説
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
デ
ル
ボ
ス
外
交
を
考
え
る
う
え
で
も
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
通
信
』
が
何

を
主
張
す
る
か
を
知
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
通
信
』
が
ス
ペ
イ
ン
内
戦
の
報
道
で
は
、

し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
聞
の
中
で
も
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、

さ
て
外
相
に
就
任
す
る
ま
で
の
デ
ル
ボ
ス
は
、

そ
の
質
と
量
と
で
他
紙
を
凌
駕

(22) 

一
層
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

二
五
年
モ
ー
リ
ス
・
サ
ロ
ー
と
の
関
係
ゆ
え
に
パ
ン
ル
ヴ
ェ
内
閣
に
公
教
育
お
よ
び
芸

術

!'Instruction
p
u
b
l
i
q
u
e
 et B
e
a
u
x
 ,
 
A
r
t
s
次
官
と
し
て
初
入
閣
し
た
。
次
い
で
三
六
年
一
月
に
は
ア
ル
ベ
ー
ル
・
サ
ロ
ー
内
閣
の
法

相
を
つ
と
め
た
。

サ
ロ
ー
閥
と
の
つ
な
が
り
を
窺
わ
せ
る
人
事
で
あ
る
が
、
常
連
の
閣
僚
経
験
者
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
人
民
戦
線
内

閣
で
外
務
大
臣
と
い
う
重
要
ポ
ス
ト
に
就
任
し
た
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
外
相
は
通
常
外
交
問
題
に
明
る
い
首
相
経
験
者
が
つ
と
め
て

い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
デ
ル
ボ
ス
の
外
相
任
命
は
意
外
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
デ
ル
ボ
ス
は
三
六
年
の
総
選
挙
を
、
人
民
戦
線
に
反
対
す

(23) 

る
右
翼
の
支
持
を
得
て
第
二
次
投
票
を
勝
ち
残
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
首
相
が
外
相
を
兼
任
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は

弱
い
首
相
の
地
位
を
強
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
第
三
共
和
政
の
首
相
は
議
長

president
d
u
 conseil
で
あ
っ
て
首
席
大
臣

p
r
e
m
i
e
r

m
i
n
i
s
t
r
e
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ム
が
外
相
を
兼
任
し
な
か
っ
た
の
は
、

如
上
の
デ
ル
ボ
ス
の
政
治
的
軌
跡
は

か
れ
の
行
政
機
構
改
革
の
理
念
に
よ
る
。
行
政
能
率

か
れ
は
首
相
の
役
割
を
内
閣
全
般
を
監
督
し
、
調
整
し
、
政
策
を
導
く
こ
と
に
お
い
て
い

(25) 

い
か
な
る
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
問
題
を
検
討
し
た
ド
ラ
イ
フ
ォ
ー
ト
は
二
つ
の
問
題
を
提
出
し
、

答
と
し
て
、

そ
れ
へ
の
回
答
を
試
み
て
い
る
。
第
一
に
な
ぜ
ブ
ル
ム
は
自
党

か
ら
で
は
な
く
て
、
急
進
党
か
ら
外
相
を
選
ん
だ
の
か
。
第
二
に
な
ぜ
ブ
ル
ム
は
デ
ル
ボ
ス
を
外
相
に
選
ん
だ
の
か
。
第
一
の
問
題
の
回

か
れ
は
次
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
共
産
党
が
入
閣
を
拒
否
し
た
こ
と
、
政
権
を
維
持
す
る
に
は
急
進
党
の
支
持
を
必
要
と

し
た
こ
と
、
社
会
党
は
フ
ラ
ン
ス
・
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
を
実
行
す
る
た
め
社
会
経
済
関
係
の
省
庁
を
占
め
た
こ
と
。
以
上
の
理
由
に
よ

っ
て
外
相
の
ポ
ス
ト
は
急
進
党
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
第
二
の
回
答
は
デ
ル
ボ
ス
の
外
相
任
命
は
次
善
の
策
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め

ら
れ
る
。
ブ
ル
ム
は
初
め
エ
リ
オ
に
外
相
就
任
を
要
請
し
た
。
五
月
一
九
日
、
両
者
は
国
際
状
況
に
つ
い
て
語
り
あ
っ
た
。
そ
の
場
で
ブ

ル
ム
は
エ
リ
オ
に
外
交
問
題
を
処
理
す
る
最
大
限
の
権
威
と
行
動
の
自
由
を
与
え
る
と
約
束
し
た
が
、

エ
リ
オ
は
入
閣
を
拒
ん
だ
。
そ
こ

(26) 

で
五
月
二
五
日
、
ブ
ル
ム
は
デ
ル
ボ
ス
に
外
相
の
ポ
ス
ト
を
提
示
し
た
。
デ
ル
ボ
ス
は
躊
躇
し
た
末
、
外
相
を
受
諾
し
た
。
お
そ
ら
く
モ

(27) 

ー
リ
ス
・
サ
ロ
ー
の
支
持
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ム
は
自
己
の
外
交
方
針
と
一
致
し
う
る
急
進
党
リ
ー
ダ
ー
を
、
消
去
法
に
よ
っ

て
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
ダ
ラ
デ
ィ
エ
は
外
交
面
で
は
、

(28) 

去
の
関
係
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ボ
ネ

G
e
o
r
g
e
s
B
o
n
n
e
t
は
問
題
外
で
あ
り
、

た
ほ
ど
で
あ
る
。
従
っ
て
エ
リ
オ
に
も
近
く
、

あ
る
。

エ
チ
オ
ピ
ア
問
題
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
宥
和
的
で
あ
っ
た
し
、

ブ
ル
ム
と
の
過

か
つ
党
内
の
一
大
派
閥
た
る
サ
ロ
ー
閥
と
も
係
わ
り
が
深
い
デ
ル
ボ
ス
が
浮
上
し
た
の
で

そ
れ
に
デ
ル
ボ
ス
が
三
五
年
―
二
月
、
ラ
ヴ
ァ
ル
外
交
を
批
判
す
る
雄
弁
を
ふ
る
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
か
っ
た
。
さ
ら
に
デ

調
査
委
員
会
で
「
外
相
イ
ヴ
ォ
ン
・
デ
ル
ボ
ス
氏
は
わ
た
し
の
友
で
あ
っ
た
。

ル
ボ
ス
の
人
格
の
誠
実
さ
、
潔
癖
さ
は
ブ
ル
ム
に
共
感
を
覚
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ブ
ル
ム
が
第
二
次
大
戦
後
の
議
会

(29) 

わ
れ
わ
れ
二
人
の
間
に
は
大
き
な
信
頼
が
あ
っ
た
」
と
証

言
し
た
こ
と
は
こ
れ
を
例
証
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
デ
ル
ボ
ス
外
相
誕
生
の
謎
も
諒
解
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
節
の
最
後
に
首
相
と
外
相
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
前
述
の
議
会
証
言
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
者
の
関
係
は
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
。
そ
の
う
え
ブ
ル
ム
と
デ
ル
ボ
ス
は
同
じ
ア
パ
ル
ト
マ
ン
に
住
み
、

日
昼
に
情
報
や
印
象
を
交
換
す
る
余

ワ
シ
ン
ト
ン
大
使
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ

一
五
〇
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根
本
的
な
と
こ
ろ
で
は
合
意
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

や
外
務
省
の
主
張
に
ブ
ル
ム
が
歩
み
寄
る
こ
と
で
造
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

ス
ペ
イ
ン
問
題
で
も
四
囲
の
反
対
を
押
し
て
独
自
の
政
策
を
主
導
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
1
1

ポ
ン
セ
に
つ
い
て
は

A
d
a
m
t
h
w
a
i
t
e
,
F
r
a
n
c
e
 
a
n
d
 

お
イ
ー
デ
ン
は
マ
シ
グ
リ
と
個
人
的
友
情
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
が
マ
シ
グ
リ
を
信
頼
し
て
い
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。

t
h
o
n
y
 E
d
e
n
,
 
T
h
e
 E
d
e
n
 M
e
m
o
i
r
s
 :
 F
a
c
i
n
g
 the 
Dictators 

（
み
す
ず
書
房
、

『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
通
信
』

(
K
a
n
s
a
s
 ̀
 1973), p
p
.
 1ー

30.
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

(
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
6
2
)
 ,
 p. 

43. ~
＃
慮
竺
一
訳
『
イ
ー
デ
ン
回
顧
録
1
1
1独
裁
者
と
の
出

(
3
)
 
C
l
a
u
d
e
 B
e
l
l
a
n
g
e
r
,
 J
a
c
q
u
e
s
 G
o
d
e
c
h
o
t
 et 
al., 
H
i
s
t
o
i
r
e
 g
e
n
e
,、ale
d
e
 la 
p
r
e
s
s
e
 f
r
a
n
r
a
i
s
e
,
 t
o
m
e
 
III 
(Paris, 
1972) ｀
 
p. 
441. 

お
よ
び
急
進
党
内
に
占
め
る
新
聞
の
役
割
に
つ
い
て
は

P
e
t
e
r
]. 
L
a
r
m
o
u
r
,
 T
h
e
 F
r
e
箋
h

Kミ
d
i
c
d
l
pミ
1
y
i
n
i
h
e
I
9
3
0
9

s
 (
S
t
a
n
f
o
r
d
,
 1964), p
p
.
 41, 5
4
-
5
7
 

• 
.(_-Ii
お
早
取
j
r
r
『
ト
_
ゥ
ー
ル
ー
ブ
ヘ
涌
笠
信
i

』

実
的
な
傾
向
を
も
つ
と
い
う
違
い
は
あ
る
の
で
あ
る
が
。

の
歴
史
に
関
す
る
浩
涌
な
研
究
書
が
出
版
さ
れ
た
。
本
稿
も
こ
の
研
究
書

と
も
あ
れ
「
視
野
が
狭
く
て
自
信
に
欠
け
る
人
物
」

A
n
 ,
 

(
l
)
デ
ル
ボ
ス
の
履
歴
に
つ
い
て
は

J
o
h
n
E. Dreifort, 
Y
v
o
n
 D
e
l
b
o
s
 
at 
the 
Q
u
a
i
 d
'
O
r
s
a
y
 ̀
F
r
eミ
d
h
F
o
r
e
芯
n
P
o
h
.
C
y
d
u
nミ
g
t
h
e
p
o
p
u
lミ、

F
r
a
n
k
l
i
n
 L. F
o
r
d
,
 "
T
h
r
e
e
 O
b
s
e
r
v
e
r
s
 in B
e
r
l
i
n
 :
 R
u
m
b
o
l
d
,
 D
o
d
d
 a
n
d
 
Fran~ois 

,
 
Poncet'', in G
o
r
d
o
n
 A
.
 C
r
a
i
g
 a
n
d
 F
e
l
i
x
 G
i
l
b
e
r
t
 

色
s.,
T
h
e
 D
i
p
l
o
m
a
t
s
 
1
9
1
9
-
1
9
3
9
 
(
P
r
i
n
c
e
t
o
n
,
 
1953), 4
6
0ー

474.
マ
シ
グ
リ
に
つ
い
て
は

A
d
a
m
t
h
w
a
i
t
e
`
 op. 
cit 

•• 

p. 
25, p. 
30, p. 
150. 
な

（
レ
ジ
ェ
）
と
評
さ
れ
た
デ

で
デ
ル
ボ
ス
が
よ
り
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
傾
向
を
も
ち
、

ス
ペ
イ
ン
共
和
派
へ
の
共
感
の
点
で
ブ
ル
ム
が
よ
り
感
傷
的
で
デ
ル
ボ
ス
が
よ
り
現

両
者
は
発
想
の
点
で
プ
ル
ム
が
よ
り
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

表
面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

も
っ
と
も
そ
の
合
意
は
デ
ル
ボ
ス

裕
が
な
い
と
き
に
は
、

(30) 

深
夜
や
早
朝
に
ア
パ
ル
ト
マ
ン
で
交
換
し
あ
っ
た
と
い
う
。

従
っ
て
ス
ペ
イ
ン
内
戦
へ
の
両
者
の
対
応
の
差
違
は

3-1-151 (香法'83)
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ボ
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仇
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れ
は
ジ
ョ
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郵
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控
え
目
な
も
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で
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n
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I
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p.
8
9
7
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#
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E
西
部
の
諸
県
か
ら
急
進
党
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三
二
年
に
四
五
名
の
下
院
議
員
を
選
出
し
て
い
た
が
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三
六
年
八
月
二
日
、
故
郷
で
の
演
説
の
中
で
、
デ
ル
ボ
ス
は
外
相
に
任
命
さ
れ
た
と
き
の
懸
念
や
た
め
ら
い
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
か
れ
は
外

相
を
受
諾
し
た
の
は
世
界
平
和
と
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
を
守
る
と
い
う
達
成
す
べ
き
仕
事
の
高
貴
さ
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。

Ibid., 
p. 2
8
1
1
 

(Paris, 1
9
8
2
)
,
 
p. 4
3
3
.
 

せ
い
ぜ
い

「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」

一
五
三

(Paris, 1
9
6
2
)
,
 
p. 4
8
0
.
 

三
六
年
に
は
二
五
名
と
激
減
し
た
。

の
一
致
し
た
行
動
を
示
す
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と

反
フ
ァ
シ
ス
ト
十
字
軍
も
欲
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
が
、

L
e
 

そ

不
干
渉
は
ま
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て
三
点
指
摘
し
た
い
。
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ト
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ー
ル
ー
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通
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は
新
外
務
大
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、
イ
ヴ
ォ
ン
・
デ
ル
ボ
ス
と
自
己
を
結
ぶ
特
別
の
友
好
関
係
を
強
調
し
て
い
た
。

p. 9
0
1
.
 

閣

L
e
r
n
e
r
,
 op. 
cit., 
t
o
m
e
 II, 

(28)

エ
チ
オ
ピ
ア
問
題
で
は
ラ
ヴ
ァ
ル
外
交
に
共
鳴
し
て
い
た
し
、
三
三
年
一

0
月
か
ら
三
四
年
二
月
に
か
け
て
両
者
は
「
悪
い
関
係
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

L
a
r
m
o
u
r
,
 op. 
cit. ̀

 p. 1
8
5
,
 
p. 1
8
9
.
 

L`
`
 CE
u
v
r
e
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e
 L
e
o
n
 B
l
u
m
,
 t
o
m
e
 I
Vー

2
,

p. 3
6
1
.
 

外
交
政
策
の
実
質
的
最
高
決
定
機
関
は
内
閣
で
あ
る
。
内
閣
は
集
合
的
に
、
大
臣
は
個
人
的
に
政
府
の
外
交
政
策
に
責
任
を
負
う
の
で

あ
る
。
首
相
と
外
相
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
本
節
で
は
内
閣
の
意
思
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
す
る
う
え
で
、
無
視

し
え
な
い
機
構
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
問
題
も
、
政
策
決
定
に
お
け
る
拘
束
要
因
と
し
て
機
能
す
る
か

ら
で
あ
る
。

ブ
ル
ム
が
内
閣
制
度
の
改
革
に
情
熱
を
燃
や
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
内
閣
組
織
は
行
政
的
非
能
率
と
組
織
間
の
権

限
の
不
明
確
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
第
三
共
和
政
の
内
閣
制
度
が
第
五
共
和
政
の
そ
れ
と
著
し
く
異
な
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

形
式
的
に
は
大
統
領
制
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
議
院
内
閣
制
で
あ
っ
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
議
院
内
閣
制
と
似
て
非
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
す
べ
て
は
強
大
な
執
行
権
を
嫌
う
立
法
権
優
位
の
共
和
政
に
淵
源
す
る
の
で
あ
る
が
、
外
交
と
の
関
係
で
注
意
す
べ
き
行
政
慣
行

第
一
に
内
閣
委
員
会
の
欠
如
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
た
よ
う
な
常
設
の
外
交
政
策
委
員
会
が
、
閣
内
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
五
四

3 -1-154 (香法'83)
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一
五
五

従
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
外
交
問
題
が
生
じ
る
ご
と
に
、
非
公
式
に
協
議
が
な
さ
れ
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
内
閣
が
緊
急
問

題
に
敏
速
に
し
か
も
継
続
的
に
対
処
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
関
係
閣
僚
間
の
意
見
の
交
換
も
十
分
な
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
内
閣

の
意
思
を
先
議
し
基
本
方
向
を
定
め
る
非
公
式
協
議
が
行
な
わ
れ
て
も
、
こ
こ
で
の
決
定
が
閣
議
で
覆
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
非
公
式
協

議
は
重
要
な
意
思
決
定
組
織
と
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
閣
内
に
外
交
政
策
を
検
討
す
る
小
委
員
会
が
な
い
以
上
、
政
府
は
専
門
官

僚
を
擁
す
る
外
務
省
の
主
張
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
て
外
務
省
の
方
針
が
内
閣
の
意
思
を
決
定
す
る
準
拠
枠
と
な
る
の
で
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
共
和
国
か
ら
武
器
の
援
助
が
要
請
さ
れ
た
と
き
、

会
議
で
ス
ペ
イ
ン
の
要
求
に
応
諾
す
る
決
定
が
な
さ
れ
た
が
、
翌
日
の
閣
議
で
こ
の
決
定
は
覆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
度
だ
け
非
公
式
協
議
が
な
さ
れ
た
。
七
月
二
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

第
二
に
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
問
題
で
あ
る
。
六
月
に
成
立
し
た
ブ
ル
ム
内
閣
は
、
社
会
・
経
済
関
係
の
省
庁
を
社
会
党
が
占
め
、

外
交
・
軍
事
関
係
の
省
庁
を
急
進
党
が
占
め
る
構
成
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
構
成
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
内
閣
は
内
政
優
先
の
政
治
を

め
ざ
し
た
。
恐
慌
か
ら
の
脱
出
が
優
先
課
題
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
っ
た
。
早
急
に
対
策
を
構
ず
べ
き
外
交
懸
案
が
対
伊
制
裁

の
撤
回
で
あ
っ
た
時
期
（
三
六
年
六
月
）
に
は
、
こ
の
陣
容
で
も
問
題
が
な
か
っ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
と
い
う
重
大
問
題
が
浮
上
し
た

と
き
に
は
、
こ
の
内
閣
の
構
成
は
ブ
ル
ム
に
と
っ
て
弱
点
と
な
っ
た
と

い
う
る
。

つ
ま
り
首
相
と
外
相
の
間
に
意
見
の
不
一
致
が
存
在

し
た
と
き
に
は
、
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
首
相
が
官
僚
行
政
に
行
使
し
う
る
影
響
力
に
も
お
の
ず
と
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
第
三
共
和
政
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
首
相
と
関
係
な
く
各
大
臣
が
自
律
的
権
威
を
も
っ
て
自
己
の
省
庁
を
指
導
す
る
こ
と
が
多
く
、

(
2
)
 

各
省
庁
の
独
立
傾
向
が
大
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
外
相
は
他
の
大
臣
よ
り
首
相
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
自
由
で
あ
る
度
合
が
高

か
っ
た
。
し
か
も
初
め
て
外
相
と
な
っ
た
デ
ル
ボ
ス
が
、
重
要
な
外
交
問
題
に
つ
い
て
外
務
省
の
上
級
官
僚
の
意
見
を
重
視
し
た
だ
け
に

な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
首
相
と
外
相
が
同
一
政
党
の
出
身
の
場
合
よ
り
、
ブ
ル
ム
は
外
務
行
政
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぽ
せ

な
か
っ
た
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
慣
行
か
ら
も
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ム
内
閣
は
社
会
党
が
史
上
初
め
て
政
権
に
参
加
し
た
連
立
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れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
次
節
で
外
務
省
を
分
析
し
よ
う
。

が
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
。

に
よ
る
採
決
で
も
頭
数
を
数
え
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。

C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 c
a
b
i
n
e
t
は
一
回
開
か
れ
て
い
る
。

第
三
に
閣
議
の
実
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
内
閣
の
意
思
は
閣
僚
会
議
の
場
で
決
定
さ
れ
た
。

っ
た
七
月
二

0
日
か
ら
一
方
的
不
干
渉
に
踏
み
切
っ
た
八
月
八
日
の
間
に
、
閣
僚
会
議
C
o
n
s
e
i
l

d
e
s
 
m
i
n
i
s
t
r
e
s
は
四
回
、
内
閣
会
議

で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
会
議
で
は
公
式
議
事
録
は
と
ら
れ
ず
、
討
議
は
秘
密
で
あ
り
、
決
定
は
投
票

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
ま
で
徹
底
し
て
議
論
し
た
末
に
、
決
定
を
下
す
の

つ
ま
り
決
定
は
常
に
満
場
一
致
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
各
大
臣
が
平
等
の
発
言
力
を
も
つ
の
で
は
な

(
4
)
 

く
、
所
管
大
臣
の
見
解
が
重
視
さ
れ
た
。
外
交
問
題
で
は
外
務
大
臣
の
主
張
が
優
位
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
外
相
が
主
張
す
る
政
策
は
、

巨
額
の
出
費
を
伴
っ
た
り
外
交
上
の
危
機
を
も
た
ら
す
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
、
同
僚
の
批
判
に
晒
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ス
ペ
イ

ン
内
戦
の
際
に
は
デ
ル
ボ
ス
外
相
の
見
解
が
、
即
ち
外
務
省
の
見
解
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
閣
議
の
実
態

以
上
の
こ
と
か
ら
内
閣
が
外
交
政
策
の
最
高
決
定
機
関
と
は
言
う
も
の
の
、
各
省
庁
の
自
立
傾
向
や
デ
ル
ボ
ス
外
相
が
外
務
行
政
に
つ

い
て
は
素
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
加
わ
り
、
外
交
問
題
で
は
外
務
省
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
発
揮
し
う
る
構
図
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ

(
l
)
 
A
d
a
m
t
h
w
a
i
t
e
,
 F
r
a
n
c
e
 a
n
d
 the 
C
o
m
i
n
g
 o
f
 the 
S
e
c
o
n
d
 
W
o
r
l
d
 
W. ミ
‘.0p.cit.」

p.

114. 

(
2
)
 
Ibid. ̀

 
p. 
111. 従
っ
て
ブ
ル
ム
の
行
政
機
構
改
革
も
余
り
効
果
は
な
か
っ
た
。

(
3
)
 
F.L. S
c
h
u
m
a
n
,
 
W
a
r
 a
n
d
 D
i
p
l
o
m
a
c
y、
0p. 
cit., 
p. 2
0
.
 

ス
ペ
イ
ン
共
和
国
か
ら
援
助
の
要
請
が
あ

(
4
)
あ
る
大
臣
が
他
の
大
臣
の
管
轄
事
項
に
容
暖
し
な
い
態
度
は
次
の
事
実
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
・
ゼ
ー
は
一
九
三
八
ー
九
年
の
閣
議
を
回
想
し
て
、

政
府
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

一
五
六
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

不
干
渉
政
策
は
ブ
ル
ム
内
閣
の
負
の
遺
産
と
し
て
今
日
ま
で
語
り
つ
が
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
外
務
省
サ
イ
ド
か
ら
眺
め
る
と
、

(
l
)
 

ス
ペ
イ
ン
内
戦
は
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
が
な
お
自
主
的
に
外
交
に
関
与
し
え
た
こ
と
を
示
す
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
不
干
渉

政
策
は
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
主
導
の
も
と
に
策
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
の
は
、
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
の

上
級
官
僚
、

官
僚
で
あ
っ
た
。

影
響
力
を
行
使
し
た
の
で
あ
る
。
外
交
政
策
の
立
案
に
当
る
の
は
こ
れ
ら
官
僚
集
団
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
き
の
事
務
総
長
は
ア
レ
ク
シ
ス
・
サ
ン
1
1

レ
ジ
ェ
・
レ
ジ
ェ

A
l
e
x
i
s
S
a
i
n
t
 ,
 
L
e
g
e
r
 L
e
g
e
r
で
あ
り
、
政
治
通
商
局
長
は
ポ
ー
ル
・
バ

ル
ジ
ュ
ト
ン

P
a
u
l
B
a
r
g
e
t
o
n
、
政
治
通
商
局
次
長
は
ル
ネ
・
マ
シ
グ
リ
で
あ
っ
た
。
翌
年
、

し
て
転
出
し
マ
シ
グ
リ
が
局
長
に
昇
進
す
る
。

事
務
総
長
の
職
は
一
九
二

0
年
一
月
に
、
外
交
政
策
の
統
一
性
と
持
続
性
を
確
保
し
、
外
交
全
般
を
調
整
し
統
轄
す
る
た
め
に
設
け
ら

シ
エ
フ

れ
て
い
た
。
事
務
総
長
は
外
務
省
の
長
で
あ
り
大
臣
の
常
任
顧
問
で
あ
っ
て
、
省
と
内
閣
、
省
と
議
会
の
間
を
往
復
す
る
連
絡
係
で
は
な

か
っ
た
。
戦
間
期
に
こ
の
地
位
を
占
め
た
の
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ベ
ル
ト
ロ

P
h
i
l
i
p
p
e
B
e
r
t
h
e
l
o
t
 
(
一
九
二
O
I
二
二
、
二
五
—
三
二
年
）

と
ア
レ
ク
シ
ス
・
レ
ジ
ェ

の
二
名
で
あ
っ
た
。

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
両
者
の
在
職
期
間
の
長
さ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
治
的
に
任
命
さ
れ
頻
繁
に
交
替
す
る
不
連
続
な
外
務

（三）

外了． 
務，t

省f

し
ば
し
ば
何
が
決
議
さ
れ
た
の
か
も
知
ら
ず
に
大
臣
が
散
会
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

A
d
a
m
t
h
w
a
i
t
e
,
op. 
cit., 
p. 
1
1
1
.
 

(
5
)
以
上
、

F.L.
S
c
h
u
m
a
n
,
 
W
m、ミミ
d
D
S
l
o
m
a
c
y、
p
p
.
20

ー

21.

と
り
わ
け
事
務
総
長

S
e
c
r
e
t
a
i
r
e
g
e
n
e
r
a
l
と
政
治
通
商
局

D
i
r
e
c
t
i
o
n
d
e
s
 affaires politiques et c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
の

こ
れ
ら
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
の
首
脳
は
豊
富
な
外
交
経
験
と
専
門
的
知
識
を
持
つ
点
で
大
臣
を
凌
駕
し
、
政
策
形
成
に
も

（
一
九
三
三
ー
四

0
年）

一
五
七

こ
の
地
位
が
威
信
あ
る
ポ
ス
ト
と
な
っ
た
の
は
、
両
名
の
才
能

バ
ル
ジ
ュ
ト
ン
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
大
使
と

ス
ペ
イ
ン
内
戦
が
勃
発
し
た
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で
あ
る
。

大
臣
と
比
べ
て
、
事
務
総
長
こ
そ
外
交
政
策
の
一
貫
性
、
継
続
性
を
保
証
し
て
い
た
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

(
3
)
 

「
真
の
大
臣
は
事
務
総
長
で
あ
る
」
と
記
し
た
が
、
そ
れ
を
前
述
の
内
容
を
包
含
す
る
と
理
解
す
る
な
ら
必
ず
し
も
誇
張
と
は
言
え
な
い
の

そ
れ
で
は
こ
の
顕
職
に
あ
っ
た
ア
レ
ク
シ
ス
・
レ
ジ
ェ
の
外
交
観
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
レ
ジ
ェ
は
一
八
八
七
年
、
カ
リ
ブ
海
に
浮
か

(
4
)
 

ぶ
フ
ラ
ン
ス
海
外
県
グ
ア
ド
ル
ー
プ

G
u
a
d
e
l
o
u
p
e
島
に
生
ま
れ
た
。
十
一
歳
か
ら
フ
ラ
ン
ス
本
国
で
学
び
、
外
交
官
と
し
て
の
経
歴
は
一

九
一
四
年
か
ら
刻
ま
れ
て
い
る
。
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
の
エ
リ
ー
ト
に
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
か
れ
は
五
年
間
（
一
九
一
六
ー
ニ
―
年
）

国
勤
務
（
中
国
）
を
し
た
だ
け
で
、
あ
と
は
ず
っ
と
パ
リ
の
本
省
に
勤
務
し
た
。
こ
の
本
省
勤
め
を
通
じ
て
か
れ
は
外
交
政
策
策
定
上
の

諸
原
理
、
諸
技
術
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。
ニ
―
年
、

商
局
次
長
、

で
あ
る
。

四
年
後
に
は
局
長
に
昇
進
し
た
。

ロ
カ
ル
ノ
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、

、、

ヽ
ー
ク

J
 

マ

レ
ジ
ェ
は
二
五
年

一
九
ニ
―
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
軍
縮
会
議
に

ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
課
を
か
わ
き
り
に
、

そ
し
て
三
三
年
に
は
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
の
最
高
ポ
ス
ト
た
る
事
務
総
長
に
補
任
さ
れ
た
の

さ
て
レ
ジ
ェ
の
外
交
観
を
探
る
う
え
で
看
過
し
え
な
い
の
は
、
ブ
リ
ア
ン
の
影
響
で
あ
る
。

極
東
専
門
家
と
し
て
出
席
し
て
い
た
レ
ジ
ェ
は
、

そ
の
冷
徹
な
頭
脳
ゆ
え
に
ブ
リ
ア
ン
の
属
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
レ
ジ
ェ

が
ブ
リ
ア
ン
か
ら
個
人
秘
書
に
な
る
こ
と
を
請
わ
れ
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
個
人
秘
書
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、

に
ブ
リ
ア
ン
の
官
房
長
と
な
り
、

ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
締
結
に
挺
身
し
た
。
大
臣
官
房
は
政
治
的
任
命
で
あ
っ
た
の
で
、

(
5
)
 

就
任
は
ブ
リ
ア
ン
が
依
然
と
し
て
レ
ジ
ェ
の
能
力
を
買
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
後
七
年
間
レ
ジ
ェ
は
ブ
リ
ア
ン
と
行
動
を

と
も
に
し
、
ブ
リ
ア
ン
外
交
の
裏
方
と
し
て
精
力
的
に
活
動
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
、

ド
リ
ッ
ド
、
ベ
ル
リ
ン
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
と
あ
ら
ゆ
る
国
際
会
議
に
レ
ジ
ェ
の
足
跡
が
印
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
七
年
間
は
レ
ジ
ェ
に
と
っ
て
、

ブ
リ
ア
ン
外
交
を
体
得
す
る
徒
弟
期
間
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ア
ン
に
仕
え
た
七
年
間
（
二
五
ー
三
二
年
）

レ
ジ
ェ
の
宣
房
長

は
、
事
務
総
長
の
七
年
間
（
三
三

二
六
年
に
は
課
長
、

二
七
年
に
は
政
治
通

の
外

一
五
八
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

一
五
九

(
6
)
 

レ
ジ
ェ
自
身
一
九
四
二
年
の
ブ
リ
ア
ン
生
誕
八

0
周
年
記
念
演
説
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
ブ
リ
ア
ン
外
交
の
神
髄
を
要
約
し
て
い
る
。

一
に
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
、
第
二
に
こ
の
目
的
の
た
め
に
世
界
平
和
の
基
礎
と
も
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
の
土
台

les

assises
を
探
求
す
る
こ
と
、
第
三
に
戦
争
に
反
対
す
る
有
効
な
連
帯
の
輪
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
に
拡
大
す
る
こ
と
、
第
四
に
危
急
の
際
に
は

集
合
的
権
力

l'autorite
collective
の
予
防
的
行
使
に
必
要
な
全
勢
力
を
糾
合
す
る
こ
と
に
専
念
す
る
こ
と
の
四
つ
で
あ
っ
た
。
具
体
的

政
策
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
帯
の
探
求
、
中
欧
・
東
欧
諸
国
と
の
協
定
締
結
、
地
域
条
約
、
仏
独
接
近
、

を
採
択
す
る
こ
と
な
ど
が
定
式
化
さ
れ
た
。
仏
英
連
帯
が
最
優
先
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
方
針
は
ブ
リ
ア
ン
亡
き

あ
と
も
レ
ジ
ェ
の
、
即
ち
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
の
外
交
方
針
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
っ
た
。
国
際
連
盟
の
調
停
機
能
、
制
裁
機
能
の
低
下
を

見
た
ア
ビ
シ
ニ
ア
戦
争
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
事
件
後
に
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
の
は
、
第
一
と
第
二
の
行
動
指
針
で
あ
り
、
具
体
的
な
政
策

と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
の
は
①
仏
英
連
帯
、
②
仏
独
接
近
、
③
東
欧
諸
国
と
の
関
係
強
化
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
鼎
立
し
か
ね
な
い

三
つ
の
政
策
は
一
九
三
六
年
八
月
に
は
同
時
に
遂
行
さ
れ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
問
題
で
は
仏
英
連
帯
が
他
の
政
策
を
制
し
た
の
で
あ
る
。

レ
ジ
ェ
は
以
上
の
よ
う
な
外
交
観
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

か
れ
が
政
治
家
で
は
な
く
て
あ
く
ま
で
官
僚
で
あ
っ
た
こ
と
に
留

か
れ
は
政
治
家
の
資
質
で
あ
る
性
格
の
強
さ
、
押
し
の
強
さ
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
イ
ー
デ
ン
外
相
は

レ
ジ
ェ
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
「
レ
ジ
ェ
は
も
の
静
か
な
魅
力
と
上
品
な
作
法
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
わ
た
し
は
か
れ
と
は
気
が
あ

う
と
見
て
と
っ
た
。
け
れ
ど
も
か
れ
に
は
そ
の
先
任
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ベ
ル
ト
ロ
の
持
っ
て
い
た
性
格
の
力
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
。

ラ
ヴ
ァ
ル
や
フ
ラ
ン
ダ
ン
の
よ
う
な
男
た
ち
に
、
自
分
の
判
断
を
お
し
つ
け
る
こ
と
な
ん
か
、
た
と
え
そ
う
す
る
の
が
適
当
な
場
合
で
さ

(
8
)
 

え
も
か
れ
に
は
で
き
な
い
性
分
だ
っ
た
。
」
確
か
に
レ
ジ
ェ
は
新
た
な
外
交
政
策
を
進
言
し
促
進
す
る
タ
イ
プ
の
官
僚
で
は
な
く
て
、
先
縦

こ
の
要
約
は
と
り
も
な
お
さ
ず
レ
ジ
ェ
の
外
交
観
の
表
白
で
も
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
規
約

レ
ジ
ェ
は
ブ
リ
ア
ン
の
行
動
指
針
は
四
つ
あ
っ
た
と
い
う
。
第

ー
四

0
年
）
を
方
向
づ
け
た
の
で
あ
る
。

3 -1 --159 (香法'83)



る
ま
で
、

一
九
一

0
年
代
に
は
ブ
ル
ム
は
文
芸
批
評
家
と
し
て

れ
る
。

一
九
四
五
年
九
月
に
、

も
の
で
あ
っ
た
が
。

平
和
の
理
想
を
誠
実
に
希
求
し
た
の
で
あ
る
が
、

さ
れ
た
平
和
で
あ
っ
た
。

し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
伝
統
の
守
護
者
で
あ
っ
た
。

(
9
)
 

か
れ
は
大
臣
と
レ
ジ
ー
ム
ヘ
の
絶
対
的
忠
誠
を
第
一
の
義
務
と
考
え
る
官
僚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ラ
ヴ
ァ

ル
や
フ
ラ
ン
ダ
ン
と
い
っ
た
個
性
の
強
い
大
臣
の
前
で
は
イ
ー
デ
ン
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
外
相
経
験
の
な
い
デ
ル
ボ

ス
に
対
し
て
は
「
真
の
大
臣
」
（
ア
ラ
ー
ル
）

と
言
う
の
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
レ
ジ
ェ
が
理
解
す
る
ブ
リ
ア
ン
は
世
人
が
言
う
よ
う
な
「
平
和
の
使
徒
」
で
も
「
理
想
家

a
s
s
e
m
b
l
e
u
r
d
e
 n
u
e
e
s
」
で
も

(10) 

な
く
、
経
験
主
義
者
、
現
実
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
の
確
保
が
第
一
の
行
動
指
針
と

つ
ま
り
ブ
リ
ア
ン
の
説
く
平
和
は
理
想
主
義
で
は
な
く
て
、
現
実
主
義
に
裏
打
ち

こ
の
点
で
ブ
ル
ム
の
説
く
平
和
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ム
は
軍
縮
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た

レ
ジ
ェ
は
現
実
的
平
和
を
模
索
し
た
。
そ
れ
は
後
年
、
宥
和
政
策
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く

こ
の
よ
う
に
平
和
に
つ
い
て
の
考
え
を
多
少
異
に
す
る
と
は
い
え
、

ブ
ル
ム
と
レ
ジ
ェ
の
間
に
は
友
好
的
雰
囲
気
が
あ
っ
た
と
想
像
さ

(11) 

レ
ジ
ェ
は
亡
命
先
の
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
ブ
ル
ム
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
ブ
ル
ム
ヘ
の
友
愛
の

情
が
あ
ふ
れ
、
レ
ジ
ェ
は
四

0
年
春
の
パ
リ
生
活
最
後
の
夜
を
ブ
ル
ム
と
語
り
あ
っ
た
こ
と
を
幸
せ
に
思
う
と
述
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
書
簡
は
人
民
戦
線
政
府
期
の
両
者
の
関
係
が
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
不
干
渉
政
策
を
め
ぐ
っ
て
両

者
が
激
し
く
対
立
し
、
ブ
ル
ム
が
外
務
官
僚
に
屈
服
を
強
い
ら
れ
た
経
緯
が
あ
っ
た
な
ら
、
如
上
の
書
簡
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
レ
ジ
ェ
と
ブ
ル
ム
を
結
び
つ
け
て
い
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
と
政
治
へ
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
。
こ
れ
こ
そ
が

両
者
を
牽
引
し
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
両
者
は
こ
の
二
つ
の
世
界
と
真
剣
に
格
闘
し
た
知
識
人
で
あ
っ
た
。
政
治
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ

一
方
は
文
芸
批
評
に
、
他
方
は
韻
文
学
に
生
活
の
拠
点
を
置
い
て
い
た
。

も
名
声
を
博
し
て
い
た
し
、
レ
ジ
ェ
は
二

0
年
代
前
半
ま
で
に
詩
人
と
し
て
名
を
な
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ブ
ル
ム
は
一
九
一
九
年
よ
り
、

一
六

0

3 - 1-160 (香法'83)



不干渉政策の決定過程（渡邊）

一
六

一
九
三
五
年
九
月
五
日
デ
ク
レ
は
、

そ
れ
ま
で
慣
習
的
黙

次
に
政
治
通
商
局
の
も
つ
重
大
な
権
限
に
つ
い
て
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
局
は
省
内
で
最
大
か
つ
最
重
要
な
組
織
で
あ
り
、

の
局
長
は
事
務
総
長
に
次
い
で
影
響
力
と
威
信
が
高
か
っ
た
。
本
来
、
政
治
通
商
局
は
送
ら
れ
て
き
た
情
報
を
分
析
し
た
り
、
政
策
立
案

に
当
っ
た
り
、
政
治
経
済
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
大
局
的
見
地
か
ら
調
整
す
る
任
務
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
局
が
機
構
を
拡
大
し
て
ゆ
く

中
で
、
自
己
の
内
に
取
り
こ
ん
だ
重
大
な
権
限
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
お
い
て
も
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
。
政
治
通
商
局

は
、
軍
需
品
の
輪
出
に
つ
い
て
の
諾
否
を
決
す
る
権
限
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

示
的
に
存
在
し
た
こ
の
権
限
を
、
明
示
的
に
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
に
帰
属
せ
し
め
た
。
武
器
・
弾
薬
・
航
空
機
の
輸
出
に
は
、

ケ
ー
・
ド
ル

セ
ー
の
好
意
的
助
言

l'avis
f
a
v
o
r
a
b
l
e
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
局
長
の
バ
ル
ジ
ュ
ト
ン
は
「
わ
れ
わ
れ
は
軍
需
品
が
わ
が
国
境
を
越

(16) 

え
て
輸
出
さ
れ
る
た
び
に
介
入
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
通
商
の
自
由
」
は
政
治
の
介
入
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ス
ペ
イ

ン
共
和
国
か
ら
武
器
購
入
の
要
求
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
、

い
る
。
従
っ
て
首
相
と
事
務
総
長
の
間
に
は
、

(14) 

い
て
を
や
。

ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
の
反
応
は
如
上
の
行
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ

ァ

)

}

）

外
交
政
策
に
つ
い
て
根
本
的
不
和
は
な
か
っ
た

3

い
わ
ん
や
外
相
と
事
務
総
長
の
間
に
お

か
で
あ
る
。
両
者
の
文
学
活
動
期
が
重
な
る
こ
と
か
ら
、

ア
レ
リ
ィ
、
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル

P
a
u
l
C
l
a
u
d
e
!
 ら
が
い
た
。
従
っ
て
両
者
が
直
接
、
対
面
し
た
可
能
性
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
以

上
の
よ
う
な
経
歴
が
両
者
に
好
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
に
何
と
い
っ
て
も
親
英
派
で
ブ
リ
ア
ン
精
神
の

継
承
者
で
あ
る
レ
ジ
ェ
の
外
交
観
は
、

ブ
ル
ム
に
も
異
論
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
政
権
に
就
任
す
る
と
き
に
は
ブ
ル
ム
も
ケ
ー
・
ド

ル
セ
ー
の
外
交
方
針
の
大
枠
に
同
調
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
六
月
二
三
日
の
首
相
演
説
は
、

ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、

(12) 

レ
ジ
ェ
は
一
九
二
五
年
よ
り
文
学
の
筆
を
捨
て
政
治
に
専
念
し
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
レ
ジ
ェ
の
詩
オ
の
ほ
ど
は
、

か
れ
の
文
学
的
才
能
が
ブ
ル
ム
の
尊
敬
を
勝
ち
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

共
通
の
友
人
も
多
か
っ
た
。

そ
の
中
に
は
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
、
ポ
ー
ル
・
ヴ

そ
の
こ
と
を
示
し
て

一
九
六

0
年
に
ノ

3
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ル
・
コ
ル
バ
ン

C
h
a
r
l
e
s
C
o
r
b
i
n
の
報
告
は
、

ら
駐
独
大
使
フ
ラ
ン
ソ
ワ
1

1

ポ
ン
セ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、

セ
ー
の
薬
務
遂
行
上
、

ょ、
,
1
 

た
。
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
は
確
立
さ
れ
た
ル
ー
テ
ィ
ン
、
標
準
作
業
手
続
に
従
っ
て
対
処
し
た
の
で
あ
る
。

レ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
、

ロ
ン
ド
ン
、

翌
日
の
政
治
通
商
局
の
覚
書
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。

本
節
の
最
後
に
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
と
出
先
機
関
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
し
よ
う
。

使
が
直
接
参
与
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
決
定
に
参
加
し
て
い
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
情
報
が
事
実
の
選
択
で
あ
り
、
個
人
の
知
覚
を
経
由
し
た
状
況
の
評
価
で
あ
る
以
上
、
情
報
に
大
使

の
主
観
が
混
入
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
議
会
調
査
委
員
会
の
場
で
三
六
年
当
時
の
ケ
ル
ン
総
領
事

ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
の
官
僚
が
自
分
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
に
関
す
る
報
告
を
正
当
に
評
価
し
な
か
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
。
ケ
ー
・
ド
ル

か
か
る
非
能
率
や
不
作
為
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、

ヽ

マ
ド
リ
ッ
ド

ロ
ー
マ
に
駐
在
す
る
各
大
使
の
報
告
は
、

ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
の
政
策
立
案
に
外
国
勤
務
の
大

正
当
に
処
理
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ド
ル
セ
ー
首
脳
が
状
況
を
評
価
す
る
際
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
れ
ら
の
情
報
は
、

と
い
う
の
は
ス
ペ
イ
ン
内
戦
へ
の
ド
イ
ツ
の
反
応
は
、
専

か
れ
の
情
報
は
ド
イ
ツ
の
行
動
を
予
測
す
る
う
え
で
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
政
治
通
商
局
次
長
マ
シ
グ
リ
が
フ
ラ
ン
ソ
ワ
1

1

ポ
ン
セ
と
の
友
情
を
表
明
し
て
い
る
だ
け
に
、

(19) 

ソ
ワ
1

1

ポ
ン
セ
の
報
告
が
無
視
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
「
ロ
ン
ド
ン
の
英
国
大
使
」
と
椰
楡
さ
れ
た
駐
英
大
使
シ
ャ
ル

レ
ジ
ェ
ら
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
首
脳
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
反
応
や
イ
ギ
リ
ス
世
論
の
動
向
に

つ
い
て
の
知
識
を
何
よ
り
も
欲
し
て
い
た
だ
け
に
重
き
を
な
し
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
駐
西
大
使
ジ
ャ
ン
・
エ
ル
ベ
ッ
ト

J
e
a
n

H
e
r
b
e
t
t
e
は
フ
ラ
ン
コ
派
に
好
意
を
寄
せ
る
人
物
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
の
情
報
は
ス
ペ
イ
ン
の
状
況
を
認
識
す
る
際
の
重
要
な
参
考
資
料

(20) 

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

の
う
け
が
よ
か
っ
た
駐
伊
大
使
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
シ
ャ
ン
ブ
ラ

(21) 

ン
C
h
a
r
l
e
s
d
e
 C
h
a
m
b
r
u
n
の
報
告
も
、
イ
タ
リ
ア
政
府
の
動
向
を
知
る
手
が
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
総
じ
て
保
守
的
な
大
使
の
情
報

ク
イ
リ
ナ
ル

Q
u
i
r
i
n
a
l

(
イ
タ
リ
ア
外
務
省
）

フ
ラ
ン

ケ
ー
・

ス
ペ
イ
ン
問
題
に
関
し
て
は
少
く
と
も
ベ
ル
リ
ン
、

こ
の
こ
と
は
七
月
二
四
日
の
プ

一
六
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(
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9
)
 

A
l
l
a
r
d
.
 
op. 
cit., 
p. 4
7
 

レ
ジ
ェ
は
デ
ル
ボ
ス
は
視
野
か
狭
く
て
自
信
の
な
い
人
間
で
あ
る
と
見
て
い
た
。

(15)
政
治
通
商
局
に
つ
い
て
は

A
l
l
a
r
d
,
op. 
cit., 
pp. 4
6
-
4
8
.
,
 

F.L. S
c
h
u
m
a
n
,
 
W
a
r
 a
n
d
 D
i
p
!
 ミ
ミ
zcy,
pp. 3
6
-
3
7
.
 

(
7
)
 

は
ガ
ム
ラ
ン
将
軍
に

「
仏
英
の
緊
密
な
協
調
の
み
が
今
後
平
和
を
確
保
し
う
る
」

レ
ジ
ェ
は
イ
ギ
リ
ス
の
立
場
は
考
慮
さ
れ

in 
P
e
r
s
e
,
 <
E
u
 ~
 
1res 
c
o
m
p
翌
es,
pp. 6
0
5
 ,
 6
1
4
.
 
レ
ジ
ェ
は
メ
モ
ワ
ー
ル
を
残
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
演
説
か
ら
し
か
、

A
n
t
h
o
n
y
 E
d
e
n
,
 
T
h
e
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n
 M
e
m
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i
r
s
 :
 F
a
c
i
n
g
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op. 
c‘it.
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3
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邦
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前
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 L
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r
 
`
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ナ
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 un
e
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n
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e
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e
 p
r
e
s
s
e
 s
u
r
 
(
L
e
s
 m
e
n
e
u
r
s
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'
h
o
m
m
e
s》

pp. 5
9
8
-
5
9
9
.
 

ど
の
組
合
せ
を
と
っ
て
も
ー
ー
ー

(
l
.
2
)

L
e
g
e
r
,
 •• 

B
r
i
a
n
d
,
"
 
op. 
cit., 
p. 6
0
9
.
 

唯
一
成
功
し
た
政
策
が

l
の
仏
英
連
帯
て
あ
っ
た
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

L
怠
er,
"
L
e
t
t
r
e
 a
 L
e
 0 n
 B
l
u
m
 ̀9̀ 
in 
P
e
r
s
e
,
 
C
E
u
v
r
c
s
 
c
o
m
p
l
e
t
e
s
 ̀

 
pp. 6
2
7
-
6
2
9
.
 

(12)
ブ
ル
ム
は
こ
い
後
文
学
に
房
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

cit.，
3
7
8
 

な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
三
つ
の
政
策
は
、

と
語
っ
て
い
た

四
つ
の
行
動
指
針
に
つ
い
て
は
、

I
b
i
d
;
pp. 6
0
9
-
6
1
0
.
 

(
2
.
3
)
 

二―

1
0頁。

レ
ジ
ェ
は
一
九
四

0
年
後
、
政
治
の
世
界
を
去
り
再
び
詩
作
に
耽
る
よ
う
に
な
る
。
か
れ
が
巾
務

総
長
時
代
の
メ
モ
ワ
ー
ル
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
四

0
年
の
政
治
の
世
界
か
ら
の
退
場
が
あ
と
味
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
政
治
へ
の
嫌
悪

を
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
外
交
官
の
役
割
は
困
名
性
に
あ
る
と
い
う
か
れ
の
信
念
を
実
行
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

C
a
m
e
r
o
n
,
op. 

イ
ギ
リ
ス
の
信
頼
は
保
た
れ
ね
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た

(Ibid.、
3
8
3
.
)

。
ま
た
一
九
三
五
年
に
レ
ジ
ェ

ら
三
つ
を
遂
行
し
た
ブ
ル
ム
内
閣
に
と
っ
て
、

の
外
交
観
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(
G
a
m
e
l
i
n
,
 S
e
n
,
i
r
 
II, 
P
a
r
i
s
 ̀

 
1
9
4
6
,
 
p. 1
7
7
.
)

。

C
a
m
e
r
o
n
,
 op. 
cit., 
3
8
2
.
 

(
9
 j
a
n
v
i
e
r
 1
9
3
6
)
 

、

in
P
e
r
s
e
,
 
Cf.,zt ~）r
C
S
(．o
m
p
l
ざ心

i

(
3
.
1
)
|
|—
両
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
六
四

そ
れ
は
こ
れ

わ
れ
わ
れ
は
か
れ
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J
．
フ
ラ
ン
ケ
ル
は
議
会
が
外
交
政
策
に
お
い
て
演
ず
る
役
割
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
議
会
は
外
交
政
策
を
主
導
す
る
の
で
は

「
助
言
」
機
能
は
政
治
的
圧
力
と
し
て
行
使
さ
れ
る
と
。
確
か
に
議
会
が
外

交
政
策
の
決
定
過
程
で
果
た
す
役
割
は
、

策
に
押
印
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
生
じ
た
国
際
社
会
の
変
容
例
え
ば
国
際
連
盟
の
誕
生
、
軍
縮
会

そ
の
結
果
、
戦
前
よ
り
議
会
の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
る
に

二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
前
の
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
役
割
は
、
政
府
が
決
定
し
た
政

議
の
開
催
、
公
開
外
交
の
要
求
は
議
会
の
外
交
問
題
へ
の
関
心
を
高
め
、

い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
議
会
が
外
交
政
策
に
つ
い
て
政
府
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
段
は
三
つ
あ
っ
た
。
財
政
委
員
会
に
よ
る
外
交
予
算

の
チ
ェ
ッ
ク
、
大
臣
糾
問

Interpellation
、
外
交
委
員
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
三
つ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
三
つ
の
手
段
と
い
え

ど
も
、
間
接
的
に
政
策
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、

午
前
に
、
下
院
外
交
委
員
会
は
午
後
に
そ
れ
ぞ
れ
開
か
れ
、
首
相
や
外
相
か
ら
政
府
の
意
見
を
聴
取
す
る
と
同
時
に
、

い
わ
ば
下
院
の
ミ

点
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
大
臣
糾
問
と
外
交
委
員
会
と
が
政
府
へ
の
圧
力
手
段
と
し
て
機
能
し
た
。
上
院
外
交
委
員
会
は
七
月
三

0
日
の

対
す
る
議
会
の
慎
重
な
態
度
を
政
府
に
知
ら
せ
る
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
大
臣
糾
問
は
七
月
三
一
日
午
後
に
下
院
で
な
さ
れ
、
政

三
つ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
の
う
ち
、
外
交
委
員
会
は
恒
常
的
に
外
相
や
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
と
の
接
触
を
保
っ
て
い
る
の
で
最
も
重
要

(
3
)
 

で
あ
っ
た
。

レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
は
外
交
委
員
会
を
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
不
可
欠
の
機
関
」
で
あ
り
、
「
主
権
の
真
の
受
託
者
」
で
あ
る
と
す

(
4
)
 

ら
位
置
づ
け
て
い
る
。
下
院
外
交
委
員
会
は
四
四
名
の
委
員
か
ら
な
り
、
各
政
党
の
議
員
数
に
比
例
し
て
選
出
さ
れ
、

ニ
チ
ュ
ア
で
あ
っ
た
。

し
か
も
こ
の
委
員
会
は
元
首
相
、
元
外
相
と
い
っ
た
有
力
議
員
を
多
く
含
み
、
議
会
委
員
会
の
中
で
は
最
も
重
要

と
考
え
ら
れ
る
委
員
会
で
あ
っ
た
。
外
交
委
員
会
の
任
務
は
外
交
問
題
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
政
府
の
政
策
を
監
視
す
る
こ
と
で
あ

府
の
不
干
渉
方
針
は
信
任
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

な
く
確
認
す
る
に
と
ど
ま
り
、
決
定
前
の
段
階
で
は
議
会
の

四

議

会

ス
ペ
イ
ン
問
題
に

ス
ペ
イ
ン
問
題
で
は
効
果
的
に
作
動
し
た
。
武
器
援
助
問
題
が
争

一
六
六

3 --1 -166 (香法'83)



不干渉政策の決定過程（渡邊）

ス
ト
レ
は
出
身
県
が

告
を
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
手
段
は
憲
法
的
規
定
を
欠
訣
し
、
外
相
は
出
席
を
拒
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
他
の
―
つ
は

委
員
長
が
外
務
省
の
公
文
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
委
員
長
に
の
み
認
め
ら
れ
た
権
限
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
委
員
も
外

相
か
ら
公
文
書
の
抜
粋
の
報
告
を
聞
く
こ
と
で
、
他
の
議
員
よ
り
は
詳
し
い
情
報
を
手
に
し
え
た
の
で
あ
る
。
外
相
と
い
つ
で
も
会
う
こ

と
が
で
き
る
の
も
委
員
長
の
特
権
で
あ
っ
た
。
グ
ロ
ッ
セ
ー
ル
は
委
員
長
は
し
ば
し
ば
、

こ
の
よ
う
に
外
交
委
員
会
は
威
信
の
あ
る
委
員
会
で
、
委
員
の
個
人
的
発
言
も
外
国
か
ら
は
政
府
の
立
場
を
代
弁
す
る
発
言

と
見
な
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
政
府
は
下
院
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
あ
る
外
交
委
員
会
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
外
交
政
策
を
決
定
し

ブ
ル
ム
内
閣
の
と
き
の
下
院
外
交
委
員
長
は
ジ
ャ
ン
・
ミ
ス
ト
レ
、
上
院
外
交
委
員
長
は
ア
ン
リ
・
ベ
ラ
ン
ジ
ェ

(
6
)
 

で
あ
っ
た
。
両
者
は
と
も
に
急
進
党
に
所
属
し
て
い
た
。
ミ
ス
ト
レ
は
サ
ロ
ー
兄
弟
と
同
じ
南
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ー
ド

A
u
d
e
県
出
身
で
「
ト

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
ケ
ー
・
ド
ル
セ
ー
の
事
務
総
長
と
同
郷
の
グ
ア
ド
ル
ー
プ
島
出
身
で
あ
っ
た
。
ミ
ス
ト
レ

ン
問
題
で
は
共
和
国
の
立
場

cause
に
敵
対
的
で
あ
っ
た
。

は
急
進
党
右
派
に
位
置
し
、
政
治
的
に
は
保
守
で
あ
る
。
三
六
年
春
の
総
選
挙
で
は
反
人
民
戦
線
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
繰
り
広
げ
、

の
ち
に
は
「
最
も
活
発
な
平
和
主
義
者
の
一
人
」
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ミ

も
サ
ロ
ー
閥
に
属
す
る
こ
と
は
か
れ
の
野
心
を
満
た
し
も
し
た
。
三
二
年
議
会
期
に
か
れ
が
国
民
教
育
次
官
、
郵
政
大
臣
、
商
務
大
臣
を

歴
任
し
え
た
の
は
、

し
た
の
で
あ
る
。

「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」

ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」
に
属
し
た
。

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
て
い
る
。

一
六
七

―
つ
は
委
員
会
が
外
相
な
い
し
そ
の
下
僚
を
喚
問
し
、
政
策
に
つ
い
て
報

ま
る
で
第
ご
外
務
大
臣
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
記

の
拠
点
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
サ
ロ
ー
閥
に
属
し
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
も
っ
と

ト
レ
は
共
和
派
に
好
意
的
な
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
」

る
。
外
交
委
員
会
が
情
報
を
入
手
す
る
方
法
は
二
つ
あ
っ
た
。

一
匹
狼
的
気
質
の
ミ
ス

サ
ロ
ー
閥
と
の
つ
な
が
り
に
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
ス
ペ
イ
ン
問
題
で
は
、

(
8
)
 

の
首
領
の
ス
ペ
イ
ン
観
に
特
に
注
意
を
払
う
こ
と
も
な
く
、
自
己
の
考
え
を
押
し
通

ス
ペ
イ

H
e
n
r
y
 B
e
r
e
n
g
e
r
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―-

ィ
ン
問
題
で
は
、

不
干
渉
を
外
相
に
進
言
す
る
で
あ
ろ
う
。

ジ
ェ
は
一
九
二
六
年
に
は
駐
米
大
使
で
あ
り
、

あ
る
し
、

親
伊
的
な
経
済
紙
『
現
実

l'ActualiteJ

続
い
た
。
今
世
紀
の
初
め
に
は
反
教
権
闘
争
の
戦
士
で
あ
っ
た
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
も
、

『
両
世
界
評
論

R
e
v
u
e
d
e
s
 D
e
u
x
 M
o
n
d
e
s
』

に
も
現
れ
て
い
る
。
外
交
の
う
え
で
は
仏
伊
友
好
の
提
唱
者
で
あ
っ
た
。

か
れ
は
三
二
年
に
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
歓
待
を
受
け
た
こ
と
も

(
9
)
 

の
定
期
投
稿
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
両
院
の
外
交
委
員
長
は
直
接
な
い
し
サ
ロ
ー
兄
弟
を
介
し
て
間
接
的
に
デ
ル
ボ
ス
外
相
を
知
っ
て
お
り
、

は
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
委
員
長
の
圧
力
が
外
相
に
浸
透
す
る
度
合
は
、
他
政
党
の
委
員
長
の
場
合
よ
り
も
大
き
か
っ
た
と
言

い
う
る
。
な
ぜ
な
ら
外
交
経
験
と
い
う
点
で
は
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
デ
ル
ボ
ス
を
凌
ぎ
、

議
会
で
名
声
を
博
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

三
一
年
か
ら
上
院
外
交
委
員
長
を
勤
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
院
の
外
交
委
員
長
は
ス
ペ

や

『
パ
リ
評
論

R
e
v
u
e
d
e
 Paris
』

ベ
ラ
ン

い
わ
ば
一
予
一
人

と
い
っ
た
保
守
的
雑
誌
の
協
力
者
で
あ
っ
た
こ
と

三

0
年
代
に
は
党
内
右
派
に
属
し
た
。

そ
れ
は
か
れ
が

紀

le
Siecle
』
『
パ
リ
1
1

ミ
デ
ィ

P
a
r
i
s
-
M
i
d
i
』
な
ど
の
新
聞
の
編
集
に
携
わ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
サ
ロ
ー
兄
弟
と
の
関
係
は

て
『
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
通
信
』
の
協
力
者
で
あ
り
、

月
に
二
回
、

論
説
を
寄
稿
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
後
も
『
行
動

l'Action
』
『
世

一
八
九
八
年
か
ら
一
九

0
二
年
に
か
け

ミ
ス
ト
レ
が
サ
ロ
ー
兄
弟
と
つ
な
が
り
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

単
に
ア
ル
ベ
ー
ル
・
サ
ロ
ー
と
同
じ
急
進
党
の
上
院
議
員
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
も
サ
ロ
ー
兄
弟
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
。

一
六
八

か
れ
が
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内
戦
勃
発
時
の
三
名
の
役
職
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ガ
ム
ラ
ン
は
陸
軍
最
高
司
令
官
か
つ
参
謀
総
長
で
あ
り
、

会
議

Conseil
superieur d
e
 la 
g
u
e
r
r
e
の
副
議
長
か
つ
陸
軍
監
察
長
官
で
あ
り
、

ヴ
ェ
ル
ダ
ン
の
英
雄
は
三
一
年
に
陸
軍
最
高
司
令
官
の
地
位
を
ウ
ェ
イ
ガ
ン
に
譲
っ
た
の
ち
、
三
四
年
に
は
陸
相
を
つ
と
め
、

威
は
依
然
と
し
て
大
き
か
っ
た
。
三
六
年
の
時
点
で
ガ
ム
ラ
ン
は
六
四
歳
、

れ
ら
は
新
兵
器
の
開
発
や
新
戦
略
思
想
の
導
入
に
否
定
的
で
あ
り
、
戦
車
や
機
甲
化
部
隊
の
重
要
性
を
説
く
エ
ス
チ
ェ
ン
ヌ

E
s
t
i
e
n
n
e
将

軍
や
ド
・
ゴ
ー
ル
中
佐
の
意
見
を
軽
視
し
た
。
軍
部
も
老
人
政
治

g
e
r
o
n
t
o
c
r
a
t
i
e
の
旧
套
を
蝉
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

(
3
)
 

る
。
最
高
司
令
部
が
考
え
る
戦
略
は
マ
ジ
ノ
線
に
象
徴
さ
れ
る
守
勢
戦
略
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
の
側
か
ら
戦
端
を
開
く
意
思
は
な
か

(
4
)
 

っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ス
ペ
イ
ン
共
和
派
へ
の
武
器
援
助
が
仏
独
開
戦
へ
の
導
火
線
と
な
る
な
ら
、
最
高
司
令
部
は
当
然
ス
ペ
イ
ン
内

軍、

マ
ク
シ
ム
・
ウ
ェ
イ
ガ
ン

M
a
x
i
m
e

W
 
e
y
g
a
n
d
将
軍
、

略
的
性
格
を
も
つ
と
き
に
限
ら
れ
る
。

ウ
ェ
イ
ガ
ン
は
六
九
歳
、

ペ
タ
ン
は
八
二
歳
で
あ
っ
た
。

か

か
れ
の
勢

ペ
タ
ン
は
軍
事
最
高
会
議
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。

ウ
ェ
イ
ガ
ン
は
軍
事
最
高

フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
民
主
主
義
国
に
お
い
て
は
、
軍
部
が
外
交
政
策
の
決
定
に
関
与
す
る
の
は
戦
争
決
定
な
ど
問
題
が
優
れ
て
軍
事
戦

ス
ペ
イ
ン
問
題
は
武
器
輸
出
問
題
の
形
を
と
っ
た
が
、
実
質
は
政
治
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
軍
部

が
果
た
し
た
役
割
は
二
次
的
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
内
戦
か
ら
航
空
機
や
戦
車
と
い
っ
た
新
兵
器
の
軍
事
技
術
や
戦
術
上
の
教
訓
を
引
き

出
そ
う
と
い
う
姿
勢
は
軍
の
一
部
に
見
ら
れ
る
が
、
ピ
レ
ネ
ー
の
彼
方
に
フ
ラ
ン
ス
の
友
好
国
を
も
つ
こ
と
の
国
家
的
戦
略
利
益
を
議
論

し
た
様
子
は
な
い
。
三
六
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、

国

軍

部

こ
れ
を
議
論
し
た
の
は
軍
人
で
は
な
く
て
政
治
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
軍
部
は
反
共
和
勢
力
の
代
表
で
あ
っ
た
が
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
後
は
一
層
、
政
治
的
中
立

la
g
r
a
n
d
e
 m
u
e
t
t
e
を
保
ち
文
民
統
制

ウ
ェ
イ
ガ
ン
将
軍
の
よ
う
に
ス
ペ
イ
ン
の
軍
人
を
讃
え
、
共
和
政
に

に
服
し
た
。
も
っ
と
も
軍
事
最
高
司
令
部
の
メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
、

批
判
的
見
解
の
持
主
も
い
た
。
三

0
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
陸
軍
の
指
揮
を
と
っ
て
い
た
の
は
モ
ー
リ
ス
・
ガ
ム
ラ
ン

M
a
u
r
i
c
e
G
a
m
e
l
i
n
将

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ペ
タ
ン

Philippe
P
e
t
a
i
n
元
帥
で
あ
っ
た
。

一
七
〇

ス
ペ
イ
ン
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不干渉政策の決定過程（渡邊）

は
こ
の
と
き
初
め
て
、

に
異
存
は
な
か
っ
た
。

七
月
下
旬
か
ら
八
月
上
旬
に
か
け
て
、

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
参
謀
本
部
は
武
器
援
助
問
題
に
つ
い
て
見
解
を
明
ら
か
に
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
参
謀
が
軍
の
政
治

的
中
立
を
貫
い
た
こ
と
の
ほ
か
、
政
府
が
早
々
と
不
干
渉
を
打
ち
出
し
た
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
七
月
二
二
日
、
陸
相
や
空
相
は
供
給
可

能
な
武
器
の
調
査
を
命
じ
て
い
た
が
、
三
日
後
に
は
不
干
渉
が
決
議
さ
れ
た
た
め
に
、
参
謀
は
会
議
を
開
く
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
フ
ラ
ン
コ
将
軍
が
リ
3

ー
テ
ィ

L
y
a
u
t
e
y
将
軍
の
生
徒
で
あ
り
か
れ
の
賛
美
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
陸
軍
に
影
響
を
与

ス
ペ
イ
ン
共
和
派
へ
の
援
助
に
反
対
で
あ
り
、
政
府

え
た
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
コ
派
に
同
情
を
寄
せ
る
将
校
が
多
い
陸
軍
に
あ
っ
て
は
、

の
不
干
渉
に
異
議
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
ガ
ム
ラ
ン
将
軍
個
人
に
と
っ
て
も
、

一
七

八
月
―
二
日
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
る
同
盟
強
化
を
目
的
と
し
た
か
れ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
訪
問
を
も
危
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
の
不
干
渉

ス
ペ
イ
ン
問
題
が
参
謀
本
部
の
会
議
の
議
題
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、

(
5
)
 

ガ
ム
ラ
ン
と
ウ
ェ
イ
ガ
ン
の
両
将
軍
が
回
想
録
の
中
で
一
行
も
触
れ
て
い
な
い
こ
と
に
傍
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ガ
ム
ラ
ン
将
軍
が
回
想

(
6
)
 

録
の
中
で
ス
ペ
イ
ン
問
題
に
触
れ
る
の
は
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
後
の
三
八
年
三
月
一
五
日
で
あ
る
。
参
謀
本
部
は
こ
の
日
ま
で
独
伊
と
結
ん

だ
フ
ラ
ン
コ
の
勝
利
が
フ
―
フ
ン
ス
の
安
全
保
障
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
真
剣
に
考
慮
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ガ
ム
ラ
ン

フ
ラ
ン
コ
が
海
軍
基
地
を
フ
ラ
ン
ス
の
敵
に
提
供
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
上
の
脅
威
を
述

べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
は
三
六
年
七
月
に
、
援
助
派
が
展
開
し
た
論
理
で
あ
っ
た
。

も
決
定
的
な
三
週
間
に
、

と
も
あ
れ
軍
部
は
内
心
で
は
不
干
渉
の
立
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
不
干
渉
政
策
の
決
定
に
殆
ど
役
割
を
演
じ
な
か
っ
た
。
政
府

ス
ペ
イ
ン
内
戦
が
卒
む
戦
略
的
脅
威
に
つ
い
て
な
ぜ
か
参
謀
と
協
議
し
な
か
っ
た
。
軍
の
態
度
は
既
に
四
カ
月

前
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
事
件
の
中
で
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
立
場
は
純
粋
に
防
衛
部
隊
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
陸
軍
は
攻
勢
を
と
る
準

(
8
)
 

イ
ギ
リ
ス
の
支
援
が
な
い
限
り
対
独
戦
を
回
避
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
は
武
器
援

備
が
で
き
て
お
ら
ず
、

戦
へ
の
介
入
に
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
。

ス
ペ
イ
ン
問
題
で
紛
糾
が
も
ち
あ
が
る
こ
と
は
、

3-1-171 (香法'83)
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