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イ
ラ
ク
戦
争
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
一
日
の
読
売
新
聞
社
説
は
「
日
米
同
盟
が
国
益
」
で
あ
る
と
し
て
、
米
国
支
持
の
政

府
方
針
に
賛
意
を
示
し
た
。
同
じ
年
の
一
〇
月
一
八
日
、
同
紙
は
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
遣
に
関
連
し
て
「
イ
ラ
ク
復
興
・
安
定
は
日
本
の
国
益

だ
」
と
の
論
陣
を
張
っ
た
。
こ
れ
ら
は
日
米
同
盟
が
即
ち
日
本
の
国
益
で
あ
る
と
い
う
、
同
一
線
上
の
国
益
定
義
か
ら
派
生
し
て
い
て
相
互
に
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矛
盾
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

他
方
、
二
〇
〇
六
年
元
旦
の
読
売
新
聞
社
説
は
、
日
本
と
中
国
と
の
経
済
関
係
を
論
じ
る
中
で
「
環
境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
な
ど
を
含
む
幅

広
い
協
力
関
係
を
進
め
る
こ
と
は
日
本
自
身
の
国
益
で
も
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
中
国
と
の
良
好
な
協
力
関
係
は
、
経
済
的
な
利
益
か
ら
定

義
し
た
場
合
の
日
本
の
国
益
に
合
致
す
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
国
家
そ
の
も
の
が
複
合
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
安
全
保
障
的
側

面
か
ら
は
こ
れ
が
国
益
、
経
済
的
に
は
こ
れ
が
国
益
と
し
て
、
複
眼
的
に
国
益
を
捉
え
る
こ
と
に
も
、
特
に
問
題
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
国
益
と
は
異
な
っ
て
、
定
義
さ
れ
な
い
国
益
も
新
聞
社
説
に
頻
繁
に
登
場
す
る
。
前
後
す
る
が
、
例

え
ば
二
〇
〇
五
年
三
月
二
〇
日
の
読
売
新
聞
社
説
は
、「
米
大
統
領
は
、
北
京
に
九
日
間
も
滞
在
し
な
が
ら
東
京
に
も
ソ
ウ
ル
に
も
立
ち
寄
る

こ
と
を
拒
否
す
る
よ
う
な
こ
と
を
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
二
〇
〇
〇
年
の
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
に
掲
載
さ
れ
た
コ
ン
ド

リ
ー
ザ
・
ラ
イ
ス
国
務
長
官
の
言
葉
を
紹
介
し 

そ
こ
で
は
、「
ラ
イ
ス
長
官
の
見
解
は
無
論
、
米
国
の
国
益
に
立
っ
た
も
の
だ
。
だ
が
、

日
本
の
国
益
に
と
っ
て
も
中
国
問
題
や
北
朝
鮮
の
脅
威
に
対
処
す
る
上
で
米
国
、
韓
国
と
の
連
携
が
基
本 

と
続
け
て
い
る
。
穿
っ
た
見
方

を
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ラ
イ
ス
長
官
の
見
解
が
国
益
に
立
っ
て
い
る
と
す
る
解
釈
を
、
無
論
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
紹
介
さ

れ
て
い
る
長
官
の
論
文
そ
の
も
の
が
ア
メ
リ
カ
の
国
益
の
見
直
し
を
訴
え
て
い
る
論
文
で
あ
っ
て
、
論
な
く
国
益
が
定
ま
る
と
は
考
え
て
い
な

い
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
た
め
て
国
益
を
巡
る
議
論
を
喚
起
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
読
売
新
聞
の
論
説
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
に
続
く
日
本
の
国

益
に
つ
い
て
も
議
論
の
必
要
の
な
い
概
念
な
の
で
あ
ろ
う
。
全
文
を
読
ん
で
も
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
説
明
す
る
箇
所
は
な
い
。
国
益
は
所
与

の
概
念
で
議
論
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
憲
法
を
論
じ
る
中
で
長
谷
部
泰
男
は
「
議
会
制
民
主
主
義
の
枠
組
み
の
下
で
、
多
様
な
人
々
に
共
通
す
る
利
益
と
は
何
か
を
冷

静
に
議
論
し
、
合
意
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
で
国
家
像
や
国
家
の
役
割
を
追
求
す
べ
き
で
あ
ろ 

と
述
べ
た
。
新
聞
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
も
、

（
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た
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長
谷
部
の
い
う
議
論
を
促
す
こ
と
が
一
つ
の
使
命
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
た
か
も
議
論
を
必
要
と
し
な
い
国
益
が
所
与
に
存
在
し
、
そ
れ
を
振

り
か
ざ
し
て
外
交
を
巡
る
政
策
論
議
に
終
止
符
を
打
と
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
言
説
は
、
民
主
主
義
を
支
え
る
メ
デ
ィ
ア
が
発
す
べ
き
メ
ッ
セ
ー

ジ
で
は
な
い
。

　

公
共
の
利
益
を
巡
っ
て
は
、
政
治
学
に
も
同
類
の
議
論
が
存
在
す
る
。
足
立
幸
男
が
紹
介
す
る
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（W

olf-

 
    

ang
Friedm

ann

          
   
） 
の
見
解
を
引
用
し
た
い
。「
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
第
一
に
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
大
学
に
お
け
る
公

開
討
論
、
新
聞
や
そ
の
他
の
公
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
公
開
論
争
な
ど
、
様
々
な
回
路
を
経
て
不
断
に
進
展
す
る
（
意

見
）
再
調
整
の
プ
ロ
セ
ス
に
照
ら
し
て
…
…（
中
略
）…
…
公
共
の
利
益
を
不
断
に
再
規
定
・
再
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ 

。

　

憲
法
学
で
も
ま
た
政
治
学
に
お
い
て
も
、
何
が
利
益
か
を
見
定
め
て
い
く
過
程
に
お
い
て
は
議
論
、
討
論
が
欠
か
せ
な
い
と
す
る
認
識
が
提

起
さ
れ
て
い
る
。
君
主
の
意
向
が
利
益
の
す
べ
て
で
あ
る
よ
う
な
君
主
制
で
あ
る
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
国
民
主
権
の
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て

は
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
国
際
政
治
、
外
交
に
関
わ
る
国
益
に
つ
い
て
は
、
新
聞
社
説
を
見
る
限
り
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
国
民
の
間
の
討
議

を
必
要
と
し
な
い
か
の
よ
う
に
国
益
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
に
反
す
る
、
そ
れ
を
損
ね
る
、
と
い
っ
た
表
現
が
踊
る
。
論
な

く
国
益
は
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
と
や
か
く
言
う
な
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
あ
る
い
は
、
外
交
政
策
を
巡
る
議
論
を
封
殺
し
よ
う

と
す
る
か
の
よ
う
に
国
益
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
点
を
問
題
視
し
て
い
る
。

　

以
下
で
は
ま
ず
国
益
を
巡
る
学
説
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。
次
い
で
日
本
の
政
治
の
場
に
お
け
る
用
い
ら
れ
方
を
概
観
し
、
そ
の
上
で
主
題

で
あ
る
新
聞
社
説
の
国
益
を
分
析
し
、
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。
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２．　

国
際
政
治
学
理
論
の
中
の
国
益
を
巡
る
議
論

　

国
際
政
治
学
の
基
盤
を
確
立
し
た
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
（H

ans
J.M

orgenthau

 
        
         
）
は
、「
力
と
し
て
定
義
さ
れ
る
利
益
と
い
う
中
心
概

念
は
、
普
遍
的
な
妥
当
性
を
も
つ
客
観
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ 

と
考
え
た
。
そ
の
一
方
で
「
利
益
が
い
か
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
は
、

対
外
政
策
が
形
成
さ
れ
る
場
合
の
政
治
的
、
文
化
的
文
脈
に
左
右
さ
れ
…
…（
中
略
）…
力
の
内
容
と
そ
の
利
用
の
仕
方
は
、
政
治
的
、
文
化
的

環
境
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ 

と
述
べ
て
い
る
。

　

対
外
政
策
に
お
け
る
合
理
的
判
断
基
準
と
し
て
の
国
益
の
斟
酌
が
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
前
段
（
注
５
の
箇
所
）
に
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
国
益
の
誤
り
の
な
い
理
解
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
歴
史
や
、
文
化
、
さ
ら
に
は
政
治
的
環
境
を
知
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
後
段
（
注
６
の
箇
所
）
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
の
矛
盾
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
、
文
化
的
環
境
に
よ
る
相
違
を
認
識
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
力
と
し
て
定
義
さ
れ
る
利
益
は

普
遍
的
で
あ
る
と
捉
え
る
と
こ
ろ
に
露
呈
し
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
を
覚
悟
し
た
日
本
の
政
治
指
導
者
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
こ

と
は
何
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
天
皇
制
の
護
持
、
つ
ま
り
国
体
こ
そ
が
最
も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
時
代
の
日
本
と
い

う
国
家
の
文
化
的
、
政
治
的
、
歴
史
的
経
緯
か
ら
規
定
さ
れ
る
最
優
先
事
項
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
の
知
日
派
が
理
解
し
て
い
た

か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
の
占
領
政
策
へ
の
利
用
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
対
日
戦
略
を
練
っ
て
行
っ
た
。

　

こ
の
例
が
示
し
て
い
る
の
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
後
段
の
指
摘
は
的
を
射
て
い
る
も
の
の
、
利
益
は
結
局
の
と
こ
ろ
力
だ
と
す
る
前
段
の
解

釈
と
の
不
一
致
で
あ
る
。
力
の
内
容
が
、
政
治
的
、
文
化
的
環
境
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
は
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、
何
を
利
益
と
捉
え
る
か
は
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
。
普
遍
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
的
に
生
み
出
さ
れ
て

（
５
）
る
」

（
６
）
る
」
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い
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
の
社
会
的
文
脈
を
無
視
す
れ
ば
、
力
は
単
に
現
実
を
照
射
し
な
い
観
念
上
の
概
念
と
な
り
か
ね
な
い
。

　

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
、
い
か
に
国
益
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
一
般
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
理

解
が
ど
の
よ
う
に
政
治
過
程
の
中
で
具
体
的
な
政
治
的
選
択
と
し
て
結
実
し
て
い
っ
た
か
に
注
目
す 

　

安
全
保
障
や
国
益
は
、
実
は
そ
の
時
代
的
文
脈
の
中
で
様
々
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ 

植
民
地
支
配
が
当
然
の
よ

う
に
行
わ
れ
て
い
た
時
代
の
国
益
は
、
植
民
地
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
重
要
な
国
益
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

に
突
入
す
る
日
本
に
と
っ
て
は
、
大
陸
の
権
益
が
生
命
線
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
現
在
の
日
本
人
の
一
体
誰
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
す
る

だ
ろ
う
か
。
国
益
が
人
為
的
概
念
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

国
益
は
国
際
政
治
学
理
論
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
主
張
す
る
よ
う
な
恒
常
的
概
念
で
は
な
く
、
大
き
な
揺
ら
ぎ
の
中
に
、
リ
ー
ダ
ー
層
の
言
説
を

核
と
し
て
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
国
務
省
副
長
官
ス
ト
ロ
ー
ブ
・
タ
ル
ボ
ッ
ト
（Strobe

       

Talbott

 
      
）
は
、
他
の
諸
国
が
民
主
的
政
体
か
ど
う
か
は
ア
メ
リ
カ
の
利
害
に
も
大
き
な
影
響
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
新
生
民
主
国
家
を

支
援
し
て
平
和
と
繁
栄
へ
と
導
く
こ
と
は
、
彼
ら
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
望
む
繁
栄
し
た
安
全
な
国
際
環
境
の
実
現
の
た
め
の
大

き
な
ス
テ
ッ
プ
だ
と
主
張
し 

ア
メ
リ
カ
の
国
益
が
、
世
界
の
諸
国
家
の
政
治
制
度
と
の
関
わ
り
の
中
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
国
際
的
な
規
範
を
取
り
込
ん
で
ア
メ
リ
カ
の
国
益
が
再
定
義
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
ク
ロ
ツ
（K

lotz

 
    
）

で
あ 

ア
メ
リ
カ
の
南
ア
フ
リ
カ
に
対
す
る
政
策
は
、
地
球
的
な
反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
規
範
生
成
の
中
で
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
経
緯

を
鋭
く
描
き
出
し
た
。「
国
益
は
物
質
的
能
力
の
配
分
か
ら
客
観
的
に
引
き
出
さ
れ
る
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
間
主
観
的
で
あ 

こ
と
、

そ
し
て
「
国
益
は
規
範
普
及
の
地
球
的
過
程
の
中
で
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ 

と
す
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
事
例
研
究
の
例
示

に
成
功
し
て
い
る
。

（
７
）
る
。

（
８
）
る
。

（
９
）
た
。
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）
１０る
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（　

）
１１る
」
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国
益
は
ま
た
、
国
際
社
会
と
の
関
係
性
の
中
で
、
自
己
を
ど
う
位
置
づ
け
認
識
す
る
か
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
と
も
密
接
に
関

わ 

養
老
孟
司
は
そ
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
書
『
バ
カ
の
壁
』
の
中
で
、「
自
己
実
現
は
常
に
周
囲
の
人
、
社
会
の
関
係
の
中
か
ら
生
ま
れ 

と
指
摘
し
た
が
、
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
国
際
社
会
と
の
関
係
性
の
中
で
構
築
さ
れ
る
と
言
っ
て
良
い
。
そ
し
て
国
家
が
自
ら
の
利
益

を
定
義
し
て
そ
の
実
現
を
図
っ
て
い
く
作
業
に
お
い
て
も
、
国
際
社
会
の
他
の
様
々
な
ア
ク
タ
ー
と
の
相
互
作
用
を
抜
き
に
進
展
さ
せ
て
い
く

こ
と
は
出
来
な
い
。

　

あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
国
益
と
言
う
概
念
は
不
変
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
国
際
情
勢
、
社
会
的
状
況
、
外
交
指
針
、
さ

ら
に
は
価
値
観
の
変
遷
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
時
々
の
国
家
の
価
値
を

政
策
と
い
う
形
で
具
体
化
す
る
政
府
に
は
、
そ
れ
を
国
民
に
説
明
す
る
義
務
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
説
明
に
よ
っ
て
透
明
性
が
高
ま
り
、

自
国
民
の
み
な
ら
ず
、
他
国
と
の
相
互
信
頼
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
結
び
つ
く
。
い
わ
ゆ
る
民
主
主
義
国
家
同
士
は
戦
争
し
な
い
と
い
う
、

民
主
主
義
平
和 

根
拠
の
一
つ
も
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
側
面
が
大
き
い
。

　

そ
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
政
府
に
そ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
よ
う
に
方
向
付
け
る
役
割
を
期
待
し
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
国
益
を
巡
っ

て
は
あ
た
か
も
定
義
の
必
要
の
な
い
国
家
の
所
与
の
利
益
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
議
論
が
跋
扈
し
て
い
る
。
政
府
に
国
益
の
定
義
を
促
す
ど

こ
ろ
か
、
新
聞
が
議
論
の
必
要
の
な
い
所
与
の
国
益
が
あ
た
か
も
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
言
説
を
広
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
概
念

と
し
て
国
益
を
再
定
義
・
再
検
討
す
る
こ
と
も
な
く
、
あ
る
政
策
を
支
持
す
る
た
め
に
「
国
益
に
反
す
る
」、「
国
益
を
損
ね
る
」
と
し
て
異
論

を
一
蹴
し
て
し
ま
う
言
説
は
、
健
全
な
民
主
主
義
社
会
に
欠
か
せ
な
い
建
設
的
な
討
議
を
封
殺
し
か
ね
な
い
。

（　

）
１３る
。

（　

）
１４る
」

（　

）
１５論
の

＜
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３．　

外
交
政
策
上
の
国
益
概
念

　

ノ
ー
セ
ッ
ジ
（N

orthedge
 
        
）
は
外
交
の
本
質
に
つ
い
て
論
ず
る
中
で
「
政
策
形
成
者
の
主
要
な
任
務
は
国
家
の
対
外
的
利
益
を
明
確
に
し
、

重
要
性
に
従
っ
て
序
列
を
つ
け
る
こ
と
で
あ 

と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
簡
単
な
作
業
で
は
な
い
。「
急
激
に
変
化
す
る
世

界
に
お
い
て
国
益
の
適
切
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
つ
く
る
際
に
、
閣
僚
が
直
面
す
る
困
難
な
問
題
は
、
新
た
に
生
じ
た
現
実
に
国
益
を
合
致
さ
せ

る
た
め
に
、
国
益
を
再
評
価
し
精
査
す
る
問
題
で
あ
る
。
常
に
あ
る
力
が
働
い
て
い
て
既
定
の
諸
利
益
を
侵
蝕
し
国
家
に
新
し
い
利
益
の
受
け

入
れ
を
求
め
て
い
る
。
世
界
的
広
が
り
を
も
つ
政
治
権
力
、
外
交
上
の
同
盟
や
結
合
の
絶
え
ざ
る
形
成
。
国
際
シ
ス
テ
ム
を
さ
ら
に
相
互
に
敵

対
す
る
シ
ス
テ
ム
に
分
割
す
る
緊
張
関
係
の
推
移
。
防
衛
、
戦
争
、
国
際
貿
易
や
投
資
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
伴
う
技
術
的
進
歩
の
効
果
。
政
府

が
国
内
政
策
と
同
様
に
対
外
政
策
に
お
い
て
も
何
と
か
反
映
さ
せ
る
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
論
お
よ
び
考
え
方
の
動
向
。
そ
し
て
国

内
に
お
け
る
社
会
構
造
、
習
慣
お
よ
び
心
理
上
の
変
化
。
す
べ
て
こ
れ
ら
は
政
府
が
そ
の
外
交
に
お
い
て
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
価
値
の
序
列
に
影
響
力
を
も 

。

　

国
益
は
ノ
ー
セ
ッ
ジ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
政
府
に
と
っ
て
常
に
注
意
深
く
検
討
を
要
す
る
外
交
政
策
の
最
重
要
概
念
で
あ
る
。
結
果
と
し

て
安
全
保
障
と
同
義
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
ま
ま
起
こ
る
。
そ
れ
で
も
実
際
の
外
交
政
策
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
国
家
の
安
全
を
ど
の

よ
う
に
守
る
の
か
と
い
う
政
策
自
体
、
多
く
の
選
択
肢
の
中
か
ら
国
民
の
理
解
を
得
て
確
定
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
妥
当
な
政
策
の
検
討
、

国
民
の
理
解
を
求
め
る
行
動
、
ど
ち
ら
も
政
策
担
当
者
に
と
っ
て
重
要
な
責
務
と
な
る
。

　

外
務
省
の
不
祥
事
が
頻
発
し
た
後
、
二
〇
〇
二
年
の
四
月
一
日
の
外
務
省
入
省
式
の
日
に
川
口
順
子
外
相
は
初
々
し
い
外
務
省
職
員
の
新
人

を
前
に
「
常
に
国
益
を
考
え
て
行
動
せ
よ
」
と
訓
辞
を
述
べ 

外
相
に
よ
る
国
益
の
定
義
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
新
人
の
外
務
省
職
員
自
ら

（　

）
１６る
」

（　

）
１７つ
」

（　

）
１８た
。

『
朝
日
』『
読
売
』
社
説
の
中
の
国
益
概
念
（
三
上
） 

三
六
一
（　
　
　

）

二
九



が
依
拠
す
る
規
範
と
し
て
、
国
益
は
そ
こ
に
自
明
か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
概
念
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

外
務
省
に
よ
る
『
外
交
青
書
』
を
そ
の
第
一
号
か
ら
紐
解
い
て
み 

特
に
外
交
指
針
と
目
標
を
説
明
す
る
項
目
に
限
定
し
て
国
益
と
い
う

言
葉
の
有
無
を
調
べ
た
。
一
九
六
九
年
版
に
は
じ
め
て
こ
の
言
葉
が
登
場
す
る
。
ど
の
よ
う
に
そ
れ
が
定
義
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
と
「
国
の

利
益
・
権
利
の
擁
護
と
伸
張
」
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
た
。
一
九
七
一
年
版
に
お
い
て
は
「
国
の
安
全
と
繁
栄
」
と
い
う
定
義
が
登
場
す
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
七
四
年
版
に
な
る
と
、「
世
界
各
国
と
の
調
和
あ
る
共
通
利
益
を
求
め
て
協
力
」
す
る
こ
と
が
即
ち
国
益
と
な
る
。
一
九
七
六

年
版
で
は
「
世
界
平
和
イ
コ
ー
ル
国
益
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
九
八
四
年
版
の
用
法
で
は
あ
た
か
も
所
与
に
国
益
が
定
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う

に
な
り
、
明
確
な
定
義
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
外
務
省
に
よ
る
『
外
交
青
書
』
を
辿
る
だ
け
で
も
、
国
益
が
決
し
て
意
味
内
容
に
お
い
て
同
一

で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
と
っ
て
の
国
益
は
、
す
べ
て
の
非
共
産
主
義
国
家
を
守
る
こ
と
で
そ
れ
が
ド
ク
ト
リ
ン
と
な
っ
た
。
他

方
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
懲
り
て
も
う
小
国
の
安
全
保
障
の
た
め
に
介
入
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
中
国
と
の
関
係
改
善
を
図

る
こ
と
が
国
益
に
合
致
す
る
と
捉
え
ら
れ 

自
由
、
民
主
主
義
、
安
全
保
障
を
重
視
す
る
根
本
原
則
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ー
ダ
ー

に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
国
益
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
さ
ら
に
国
益
に
基
づ
く
具
体
的
な
外
交
政
策
に
至
っ
て
は
、
多
種
多
様
と
さ
え
言

い
得
る
。

　

そ
れ
に
比
し
て
、
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
が
国
益
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
の
か
は
捉
え
難
い
。
国
益
は
明
示
さ
れ
ず
、
外
交
政
策
と
国
益

の
関
係
も
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
一
月
二
八
日
の
小
渕
恵
三
首
相
に
よ
る
第
一
四
七
回
国
会
に
お
け
る
施
政
方
針
演
説
で
も

国
益
の
定
義
は
見
当
た
ら
な
い
。
外
交
政
策
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
箇
所
は
、「
二
十
一
世
紀
の
外
交
は
、
国
と
国
と
の
関
係
ば
か
り
で
な
く
、

国
家
を
構
成
す
る
一
人
一
人
の
個
人
に
も
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。

（　

）
１９た
。

（　

）
２０た
。
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こ
の
施
政
方
針
演
説
の
中
に
は
、
小
渕
首
相
自
身
が
設
置
し
た
懇
談
会
の
報
告
書
へ
の
言
及
が
あ
る
。「
二
一
世
紀
の
日
本
の
構
想
」
懇
談

会
が
そ
れ
で
、
そ
の
報
告
書
は
骨
太
の
国
家
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
指
針
を
提
示
し
、
国
益
に
も
触
れ
て
い
る
。
日
本
は
「
開
か
れ
た
」
国
益

を
求
め
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
自
国
の
国
益
の
追
求
が
世
界
の
公
益
の
追
求
と
響
き
あ
い
、
世
界
の
公
益
の
実
現
が
自
国
の
国
益
に
重
な

る
と
い
う
の
が
「
開
か
れ
た
国
益
」
だ
と
さ
れ 

ま
た
そ
れ
は
国
民
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
国
益
を
定
義
す
る
際

に
は
国
民
と
の
間
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
も
謳
っ
て
い 

排
他
的
に
自
国
の
利
益
の
み
を
汲
々
と
追
求
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
と
の
認
識
は
、
日
本
の
中
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

小
渕
首
相
の
施
政
方
針
演
説
に
戻
る
と
、
上
の
報
告
書
が
出
さ
れ
た
後
の
演
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
斟
酌
す
れ
ば
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
よ
り
明

確
な
国
益
の
定
義
が
示
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
。
国
民
と
の
間
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
う
に
も
、
ま
ず
指
導
者
か
ら
の
定
義
が
な
け
れ

ば
そ
れ
は
難
し
い
。
首
相
に
よ
る
所
信
表
明
や
施
政
方
針
演
説
こ
そ
は
、
そ
の
定
義
を
披
瀝
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
て
、
ま
た
国
民
と
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
可
能
と
す
る
た
め
の
前
提
と
も
な
る
。
そ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
結
局
こ
の
「
日
本
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
日

本
の
中
に
あ
る
」
と
の
提
言
が
、
そ
の
後
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
表
舞
台
か
ら
去
っ
て
い
っ
た
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

何
の
戸
惑
い
も
な
く
、
意
味
内
容
に
触
れ
る
こ
と
な
く
国
益
を
用
い
る
政
治
家
は
、
果
た
し
て
そ
の
概
念
を
十
分
に
咀
嚼
し
て
い
る
と
言
え

る
状
況
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
二
年
三
月
に
国
民
的
関
心
を
呼
ん
だ
鈴
木
宗
男
議
員
証
人
喚
問
に
お
い
て
、
民
主
党
議
員
の
上
田
清
司

は
五
指
に
あ
ま
る
程
国
益
と
い
う
言
葉
を
用
い 

北
方
領
土
問
題
を
巡
っ
て
「
明
ら
か
に
国
益
に
反
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
こ
の
外
交
文

書
の
中
で
き
ち
っ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
っ
た
厳
し
い
口
調
の
質
問
が
鈴
木
議
員
に
浴
び
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が

ら
こ
こ
で
も
そ
の
国
益
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
明
確
な
概
念
規
定
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
質
問
の
趣
旨
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
北
方
領
土
と
い

（　

）
２１る
。

（　

）
２２た
。

（　

）
２３た
。
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う
領
土
そ
の
も
の
が
国
益
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
北
方
領
土
を
巡
る
政
策
に
お
い
て
、
国
益
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
行
き
詰
ま
り
状
況
を
打
開
す
る
た
め
の
二

島
先
行
返
還
と
い
う
政
策
が
検
討
に
値
し
な
い
ほ
ど
に
突
拍
子
も
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
領
土
問
題
よ
り
も
漁
業
権
益
を

優
先
さ
せ
る
政
策
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は
検
討
の
余
地
も
な
い
ほ
ど
の
愚
策
で
あ
り
、
ま
た
国
益
を
損
ね
る
も
の
と
断
定
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

ウ
ェ
ン
ト
（A

lexander
W

endt

 
          
    
）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
国
際
政
治
の
毎
日
の
暮
ら
し
は
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
育
て
る
国
家
の
継
続
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
随
伴
的
対
抗
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
そ
れ
ら
を
投
影
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
を
織
り
上
げ
る
こ

と
で
あ 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
限
ら
ず
国
益
も
、
た
と
え
そ
れ
が
領
土
を
巡
る
議
論
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、
他
者
と
の
関
係
が
全
く
考

慮
さ
れ
ず
に
済
む
も
の
で
は
な
い
。
特
に
そ
れ
が
北
方
領
土
問
題
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
の
国
内
状
況
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
解
決
が
望
め
な
い

争
点
の
時
、
そ
こ
で
の
国
益
は
政
策
決
定
者
に
よ
る
緻
密
な
分
析
に
基
づ
く
定
義
と
、
そ
れ
を
巡
る
建
設
的
議
論
を
抜
き
に
し
て
自
明
に
存
在

す
る
も
の
で
は
な
い
。
証
人
喚
問
で
飛
び
か
っ
た
定
義
さ
れ
な
い
国
益
は
、
決
し
て
そ
れ
で
済
む
自
明
の
概
念
で
は
な
い
。

　

小
泉
純
一
郎
首
相
は
、
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
は
一
度
（
正
確
に
は
同
じ
演
説
の
中
で
二
度
）
国
益
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。「『
他

策
な
か
り
し
を
信
ぜ
む
と
欲
す
。』
こ
れ
は
、
内
閣
制
度
草
創
期
、
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
に
お
い
て
外
務
大
臣
を
務
め
た
陸
奥
宗
光
の
言
葉

で
す
。『
他
の
誰
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
以
外
の
策
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。』
真
の
国
益
と
は
何
か
、
考
え
に
考
え
抜
い
た
末
の
結
論
で
あ
る

と
の
確
信
を
込
め
た
こ
の
言
葉
は
、
私
自
身
の
思
い
で
も
あ
り
ま 

。

　

真
の
国
益
と
は
何
か
。
そ
の
結
論
に
至
る
た
め
に
は
、
考
え
に
考
え
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
考
え

抜
い
た
結
論
を
国
民
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
責
任
と
応
答
責
任
が
首
相
に
は
あ
る
。

（　

）
２４た
。

（　

）
２５す
」
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
ま
た
外
交
青
書
に
お
い
て
、
国
益
は
多
く
の
場
面
で
必
ず
し
も
明
示
的
に
定
義
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
民
主
主
義
国
家
と
し
て
の
外
交
の
あ
り
様
を
考
え
る
時
に
極
め
て
本
質
的
な
問
題
を
惹
起
し
て
い
る
。
外
交

政
策
の
根
本
が
何
ら
国
民
的
議
論
を
必
要
と
せ
ず
に
決
ま
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
考
え
ら
れ
る
原
因
は
二
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
そ

の
国
家
が
民
主
主
義
と
は
名
ば
か
り
で
、
国
益
な
ど
議
論
す
る
必
要
も
な
く
誰
か
が
、
あ
る
い
は
あ
る
機
関
が
独
断
的
に
決
定
し
て
い
る
場
合

で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
そ
も
そ
も
そ
の
国
家
に
と
っ
て
の
本
当
の
意
味
で
の
自
律
的
な
外
交
政
策
な
ど
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
日

本
は
自
由
選
挙
が
行
わ
れ
て
き
た
点
、
ま
た
言
論
の
自
由
が
存
在
し
て
い
る
点
等
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
民
主
主
義
国
家
と
見
な
す
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
該
当
す
る
の
は
二
つ
目
で
、
日
本
は
戦
後
、
自
律
的
な
外
交
を
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
必
要
が
な

か
っ
た
と
言
え
る
。

　

ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
（Joseph

S.N
ye,Jr.

           
       
）
は
、「
民
主
主
義
に
お
い
て
、
国
益
の
正
確
な
定
義
―
―
ま
た
い
か
に
そ
れ
ら
を
追
求
す
る
か
―
―

を
巡
る
政
治
的
論
争
は
不
可
欠
で
あ
る
と
同
時
に
健
全
な
こ
と
で
あ
る
。
外
交
政
策
の
専
門
家
は
特
定
の
事
例
に
お
い
て
何
が
も
た
ら
さ
れ
る

か
、
ま
た
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
力
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
専
門
家
だ
け
で
決
定
は
出
来
な
い
。
ま
た
そ
う
す
べ
き
で

も
な
い
。
国
益
は
あ
ま
り
に
も
重
要
で
単
純
に
地
政
学
者
に
ま
か
せ
て
お
く
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
選
挙
で
選
ば
れ
た
政
治
家
が
鍵
と

な
る
役
割
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
国
益
の
決
定
は
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
通
し
て
常
に
議
論
を
呼
ん
で
き
た
。

そ
れ
は
健
全
な
民
主
主
義
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ 

と
記
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
ナ
イ
は
朝
日
新
聞
記
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
が
力
を
持
ち
続
け
る
た
め
に
は
、
地
球
的
な
利
益
を
含
む
形
で

ア
メ
リ
カ
の
国
益
を
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
と
語
り
、
単
独
主
義
で
は
な
く
、
多
国
間
主
義
を
取
る
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
の
国
益
で
あ
る
と
主
張

し
て
い 

（　

）
２６い
」

（　

）
２７る
」

（　

）
２８る
。

『
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読
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』
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概
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三
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４．　

新
聞
社
説
の
中
の
国
益

　

新
聞
は
特
に
そ
の
定
義
に
特
段
の
注
意
を
払
う
こ
と
な
く
国
益
を
多
用
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
朝
日
読
売
両
紙
の
社
説
を
素
材
に
、
国
益
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
第
四
権
力
と
い
わ
れ
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
は
、
民

主
主
義
社
会
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
大
き
く
、
時
に
外
交
政
策
の
形
成
過
程
に
決
定

的
な
要
因
と
す
ら
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ 

実
際
官
庁
の
政
策
立
案
や
不
服
審
査

な
ど
の
際
に
法
律
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
審
議
会
に
は
少
な
か
ら
ぬ
新
聞
社
関
係

者
が
参
加
し
て
い
る
（
図
表
１
を
参 

。
審
議
会
に
お
い
て
は
読
売
新
聞
関
係
者

の
多
さ
が
目
に
付
く
。
読
売
新
聞
自
身
も
、「
読
売
新
聞
社
の
提
言
は
、
政
府
の
政
策

や
国
会
論
議
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き 

と
自
負
し
て
い
る
。

　

影
響
力
あ
る
両
紙
の
社
説
が
国
益
を
明
確
に
定
義
し
な
い
の
は
、
一
般
的
な
用
語

と
し
て
既
に
定
着
し
て
い
る
と
の
認
識
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
慎
重

に
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
み
る
な
ら
、
国
益
が
実
に
あ
い
ま
い
な
概
念
で
あ
る
こ
と

に
は
す
ぐ
に
気
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
曖
昧
さ
の
ゆ
え
に
国
際
政
治
学
は
国
益

を
巡
る
多
く
の
論
争
を
展
開
し
て
き
た
の
で
あ 

　

新
聞
の
国
益
の
用
い
方
は
、
国
内
的
な
こ
と
が
ら
に
関
し
て
で
は
な
く
、
主
に
外

（　

）
２９る
。

（　

）
３０照
）

（　

）
３１た
」

（　

）
３２る
。
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＊ 『朝日新聞』２００５年２月２７日「審議会　見えぬ人選」に基づいて
筆者作成。

図表１



交
政
策
に
つ
い
て
用
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
多
分
に
国
益
が
国
際
政
治
や
外
交
政
策
に
密
接
に
関
連
す
る
語
句
で
あ
る
と
認
識
し
て
の
こ

と
だ
ろ
う
。
国
際
政
治
学
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
領
域
を
学
問
的
に
考
察
す
る
分
野
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
国
益
こ
そ
は
鍵
概
念
と
な
っ
て
い

る
。

　

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
国
際
政
治
学
理
論
の
主
流
で
あ
る
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
代
表
さ
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
は
国
益
を
パ
ワ
ー
の
増
大
と

捉
え
、
そ
れ
が
安
全
保
障
の
強
化
に
結
び
つ
く
も
の
と
想
定
す
る
。
も
し
日
本
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
、
国
益
と
い
う
言
葉
を
特
に
定
義
せ
ず
、

あ
る
い
は
特
段
の
注
意
を
払
わ
ず
そ
れ
を
用
い
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
議
論
に
精
通
し
た
内
外
の
国
際
政
治
学
者
は
そ
れ
を
パ
ワ
ー
の

増
大
を
意
味
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
る
だ
ろ
う
。
パ
ワ
ー
の
増
大
は
、
ナ
イ
な
ど
に
よ
る
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
含
め
る
議
論
も
登
場
し
て
は
い
る

が
、
一
般
的
に
は
軍
事
的
影
響
力
の
増
大
を
意
味
す
る
。
朝
日
読
売
の
両
紙
が
、
無
定
義
に
国
益
を
用
い
る
と
き
、
そ
れ
は
日
本
の
軍
事
的
影

響
力
に
と
っ
て
、
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
と
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
か
ね
な
い
。

『
朝
日
』『
読
売
』
社
説
の
中
の
国
益
概
念
（
三
上
） 

三
六
七
（　
　
　

）

三
五

図
表
２　

国
益
に
言
及
し
た
二
〇
〇
五
年
の
社
説
の
一
節

【
朝
日
新
聞
】

　

三
月　

九
日：

　

四
月
一
二
日：

　

四
月
一
九
日：

　

五
月
一
八
日：

　

五
月
二
一
日：

　

六
月　

三
日：

　

八
月　

五
日：

日
本
が
国
際
的
な
協
調
を
ま
す
ま
す
必
要
と
し
て
い
る
と
き
に
、
国
益
に
も
反
す
る
。

し
か
し
、
首
相
に
は
大
き
な
国
益
を
考
え
て
も
も
ら
い
た
い
。

靖
国
神
社
に
参
拝
し
続
け
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
国
益
が
か
か
っ
て
い
る
の
か
。

そ
ん
な
国
益
を
害
す
る
行
為
は
何
と
し
て
も
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
参
拝
を
続
け
る
こ
と
で
失
わ
れ
る
国
益
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

外
国
か
ら
投
資
を
呼
び
込
み
、
経
済
を
拡
大
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
優
先
す
べ
き
イ
ラ
ン
の
国
益
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
信
条
は
別
に
し
て
、
日
本
の
国
益
が
損
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
の
思
い
が
六
人
を
突
き
動
か
し
た
に
違
い
な
い
。

米
国
の
主
張
や
国
益
ば
か
り
を
押
し
通
そ
う
と
す
れ
ば
、
国
連
は
機
能
不
全
に
陥
り
ま
す
。
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八
月
二
七
日：

　

八
月
二
九
日：

一
〇
月
三
一
日：

一
一
月　

六
日：

【
読
売
新
聞
】

　

一
月　

三
日：

　

一
月　

九
日：

　

一
月
一
二
日：

　

二
月　

六
日：

　

二
月
二
一
日：

　

三
月　

八
日：

　

三
月
二
〇
日：

　

四
月
一
一
日：

　

四
月
一
七
日：

　

四
月
二
七
日：

　

四
月
二
八
日：

　

五
月
一
二
日：

　

六
月
一
八
日：

と
こ
ろ
が
、
自
民
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
は
「
自
衛
隊
の
海
外
派
遣
は
、
今
後
と
も
、
国
際
協
調
と
国
益
を
考
え
て
推
進
す
る
」
と
抽
象
的
な

言
葉
が
並
ぶ
だ
け
だ
。

だ
が
、
手
書
き
の
メ
モ
な
ど
も
含
む
文
書
か
ら
は
、
両
国
が
国
益
と
大
義
を
か
け
て
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
い
、
妥
協
を
探
っ
て
い
っ
た
過
程
が

生
々
し
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

米
戦
略
に
付
き
合
う
に
し
て
も
、
お
の
ず
か
ら
限
度
や
制
約
、
そ
し
て
日
本
独
自
の
国
益
が
あ
る
は
ず
だ
。

「
省
益
」
よ
り
も
「
国
益
」
に
つ
な
が
る
体
制
を
築
く
べ
き
だ
。

大
事
な
の
は
、
経
済
関
係
の
発
展
と
、
国
益
を
守
る
政
治
・
安
全
保
障
政
策
の
両
立
だ
。
だ
が
、
各
国
の
立
場
の
違
い
や
利
害
が
錯
綜
す
る
中

で
、
日
本
も
国
益
に
か
な
っ
た
新
秩
序
の
形
成
を
目
指
す
外
交
努
力
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
の
安
全
と
繁
栄
と
い
う
国
益
も
脅
か
さ
れ
る
。

真
剣
な
関
与
を
続
け
、
中
東
の
安
定
と
い
う
日
本
の
国
益
に
寄
与
し
た
い
。

こ
れ
で
は
、
年
功
序
列
、
横
並
び
、「
国
益
よ
り
省
益
優
先
」、
縦
割
り
で
硬
直
的
・
非
効
率
な
ど
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
官
僚
社
会
の
長

年
の
弊
は
改
ま
ら
な
い
。

世
界
の
中
の
日
米
同
盟
を
拡
充
、
強
化
し
て
い
く
の
は
、
日
本
の
国
益
と
い
う
観
点
か
ら
も
最
優
先
の
課
題
だ
。

ゆ
と
り
が
で
き
た
分
は
、
イ
ラ
ク
復
興
な
ど
円
借
款
を
必
要
と
す
る
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
振
り
向
け
、
国
益
に
沿
っ
た
有
効
活
用
を
図
る
べ

き
だ
。

ラ
イ
ス
長
官
の
見
解
は
無
論
、
米
国
の
国
益
に
立
っ
た
も
の
だ
。

だ
が
、
日
本
の
国
益
に
と
っ
て
も
中
国
問
題
や
北
朝
鮮
の
脅
威
に
対
処
す
る
上
で
米
国
、
韓
国
と
の
連
携
が
基
本
だ
。

目
先
の
ビ
ジ
ネ
ス
利
益
の
た
め
に
中
国
側
に
お
も
ね
る
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
長
期
的
な
国
益
を
損
ね
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
北
方
領
土
問
題
は
日
露
双
方
の
国
益
を
踏
ま
え
て
解
決
す
べ
き
だ
、
と
も
強
調
し
て
い
る
。

日
露
の
戦
略
的
関
係
は
、
日
本
の
国
益
に
も
か
な
う
。

日
本
の
安
全
と
繁
栄
と
い
う
国
益
を
見
据
え
て
、
日
米
同
盟
を
基
盤
と
し
た
外
交
・
安
全
保
障
政
策
を
強
力
に
推
進
し
、
局
面
を
打
開
す
る
こ

と
も
、
極
め
て
重
要
な
課
題
だ
。
内
外
と
も
に
困
難
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
時
、
政
治
が
適
切
な
対
応
を
迅
速
に
取
れ
な
い
事
態
が
あ
っ
て

は
、
国
益
を
損
な
う
。

そ
れ
と
も
、
望
ま
し
い
国
の
将
来
像
と
い
う
国
益
を
重
視
す
る
の
か
。

閣
僚
級
会
合
に
向
け
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
国
益
を
守
る
こ
と
が
大
切
だ
。

米
国
の
外
交
・
安
全
保
障
政
策
に
反
対
す
る
国
が
常
任
理
事
国
に
な
れ
ば
、
国
益
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
。



　

紙
幅
の
都
合
で
、
社
説
上
の
国
益
の
使
用
例
に
つ
い
て
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
二
〇
〇
五
年
の
一
年
間
に
限
定
し
た
。

図
表
２
に
列
挙
し
た
の
が
そ
の
す
べ
て
で
あ
る
。
国
益
と
い
う
言
葉
を
含
む
一
文
を
す
べ
て
抜
き
出
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
内
の
い
く
つ
か

に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
い
。
朝
日
新
聞
三
月
九
日
は
、
教
科
書
検
定
の
近
隣
諸
国
条
項
に
つ
い
て
の
社
説
で
あ
る
。
こ
の
条
項

を
否
定
す
る
こ
と
が
「
国
益
に
も
反
す
る
」（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）
と
の
主
張
で
あ
る
。
国
際
協
調
を
国
益
で
あ
る
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
う
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
四
月
一
二
日
は
、
小
泉
首
相
の
靖
国
参
拝
に
関
連
し
て
国
益
を
用
い
て
い
る
。「
首
相
に
は
大
き
な
国
益
を
考

『
朝
日
』『
読
売
』
社
説
の
中
の
国
益
概
念
（
三
上
） 
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六
月
二
六
日：

　

七
月
一
四
日：

　

八
月　

六
日：

　

八
月　

七
日：

　

八
月
一
四
日：

　

八
月
二
三
日：

　

八
月
二
九
日：

　

九
月
一
七
日：

一
〇
月
一
九
日：

一
一
月　

一
日：

一
一
月
一
三
日：

一
一
月
二
二
日：

一
一
月
二
三
日：

一
二
月
一
四
日：

一
二
月
一
五
日：

＊
（
国
益
を
太
字
に
し
た
の
は
筆
者
）

イ
ラ
ン
、
ひ
い
て
は
中
東
地
域
全
体
が
不
安
定
化
す
れ
ば
、
日
本
の
国
益
に
も
重
大
な
影
響
が
及
ぶ
。

関
係
国
の
利
害
が
錯
綜
し
て
い
る
が
、
国
連
は
、
元
来
、
国
益
と
国
益
が
ぶ
つ
か
り
合
う
場
だ
。

日
本
の
国
益
や
、
国
民
生
活
の
安
定
の
た
め
に
不
可
欠
な
重
要
課
題
が
、
ほ
と
ん
ど
放
置
さ
れ
て
い
る
に
等
し
い
。

こ
れ
が
、
自
国
資
源
を
守
ろ
う
と
す
る
米
国
の
国
益
と
衝
突
し
た
。

国
連
は
、
各
国
が
国
益
の
主
張
を
ぶ
つ
け
あ
る
闘
争
の
場
だ
。

日
本
の
国
益
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
中
韓
露
に
注
文
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

日
本
と
中
国
と
の
協
力
関
係
の
構
築
は
、
両
国
の
国
益
に
適
う
。

各
党
に
は
、
国
益
に
即
し
た
戦
略
的
な
対
中
政
策
を
示
し
て
も
ら
い
た
い
。

国
連
は
国
益
の
主
張
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
闘
争
の
場
だ
。

何
が
国
益
か
、
日
米
同
盟
強
化
に
つ
な
が
る
の
か
ど
う
か
を
見
据
え
、
内
閣
が
指
導
力
を
発
揮
し
て
問
題
解
決
を
図
る
べ
き
だ
。

日
米
同
盟
関
係
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
益
に
立
っ
た
戦
略
的
な
外
交
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

民
主
化
の
動
き
を
ア
ラ
ブ
諸
国
へ
と
拡
大
し
て
そ
の
穏
健
化
を
図
り
、
米
国
の
国
益
と
同
盟
国
イ
ス
ラ
エ
ル
の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
日
本
側
が
領
土
問
題
で
焦
っ
て
動
け
ば
、
む
し
ろ
国
益
を
害
す
る
。

国
益
に
沿
っ
た
望
ま
し
い
実
施
体
制
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
権
を
目
指
す
責
任
政
党
を
自
任
す
る
な
ら
、
野
党
外
交
も
日
本
の
国
益
を
踏
ま
え
る
の
は
当
然
だ
。

国
益
を
守
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
毅
然
と
し
た
姿
勢
を
示
す
こ
と
は
極
め
て
重
要
だ
。

日
本
は
こ
う
し
た
国
々
と
連
携
し
つ
つ
、
国
益
に
立
っ
た
戦
略
的
外
交
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
。



え
て
も
ら
い
た
い
」
と
記
し
て
い
る
が
、
大
き
な
国
益
、
小
さ
な
国
益
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
と
も
か
く
も
内
容
の
定
義
は
な
い
。
四

月
一
九
日
の
社
説
は
、
反
日
デ
モ
に
端
を
発
し
て
い
る
と
類
推
さ
れ
る
在
日
中
国
公
館
な
ど
へ
の
悪
質
な
嫌
が
ら
せ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

「
国
益
を
害
す
る
行
為
」
と
し
て
社
説
を
結
ん
で
い
る
。
も
と
よ
り
こ
う
い
っ
た
行
為
は
国
益
と
無
関
係
に
社
会
と
し
て
恥
ず
べ
き
で
あ
る
。

い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
行
為
を
、
い
た
ず
ら
に
国
益
と
結
び
付
け
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
。
五
月
一
八
日
の
社
説
も
再
び
首

相
の
靖
国
参
拝
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
参
拝
を
続
け
る
こ
と
で
失
わ
れ
る
国
益
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
」
と
し
て
小
泉
首
相
を
批
判

し
て
い
る
が
、
こ
の
論
説
そ
れ
自
体
も
国
益
を
何
ら
明
示
し
て
い
な 

五
月
二
一
日
は
イ
ラ
ン
の
国
益
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

外
国
投
資
に
よ
る
経
済
拡
大
が
国
益
に
結
び
つ
く
と
の
主
張
で
、
経
済
的
利
益
を
国
益
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
六
月
三
日
は
再
々
度
靖
国
を
扱
っ

て
い
る
。「
日
本
の
国
益
が
損
な
わ
れ
て
い
る
」
と
の
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
や
は
り
そ
の
意
味
内
容
は
明
確
と
は
言
え
な
い
。
八
月
五
日

の
社
説
は
米
国
の
国
連
政
策
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。
何
を
指
し
て
い
る
の
か
そ
の
定
義
は
な
い
。
八
月
二
九
日
は
日
韓
国
交
正
常
化
を
巡

る
歴
史
的
議
論
を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
両
国
が
国
益
と
大
義
を
か
け
て
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
い
」
と
記
す
が
、
国
益
は
や
は
り
漠
然
と
し
て

い
て
、
定
義
は
つ
か
み
取
れ
な
い
。

　

続
け
て
読
売
新
聞
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
特
に
留
意
し
た
い
用
法
と
し
て
、
一
月
三
日
、
四
月
一
一
日
、
五
月
一
二
日
、
一
一
月
二
二
日
、

一
二
月
一
四
日
の
社
説
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
一
月
三
日
の
社
説
は
、
新
年
を
迎
え
て
外
交
政
策
の
戦
略
的
展
望
を
描
い
て
い
る
。「
経

済
関
係
の
発
展
と
、
国
益
を
守
る
政
治
・
安
全
保
障
の
両
立
」
を
謳
っ
て
い
る
。
時
に
経
済
的
利
益
も
国
益
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
。
四
月
一
一
日
は
中
国
に
お
け
る
反
日
デ
モ
を
扱
っ
た
社
説
で
あ
る
。「
中
国
側
に
お
も
ね
る
よ

う
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
長
期
的
な
国
益
を
損
な
う
」
と
す
る
。
長
期
的
国
益
と
、
具
体
的
に
い
か
な
る
利
益
な
の
か
。
五
月
一
二
日
は
国

際
熱
核
融
合
実
験
炉
を
中
心
に
、
原
子
力
政
策
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
国
益
を
守
る
こ
と
が
大
切
だ
」
と
主
張
す
る
。

（　

）
３３い
。
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エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
お
い
て
何
が
最
も
良
い
政
策
な
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
存
在
す
る
。
自
ら
の
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
そ
の
手

段
と
し
て
定
義
も
定
ま
ら
な
い
国
益
を
持
ち
出
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
一
月
二
二
日
は
日
露
首
脳
会
談
に
つ
い
て
論
じ
た
社
説
で
あ
る
。

「
中
国
と
の
関
係
を
深
め
る
ロ
シ
ア
が
、
米
国
と
同
盟
関
係
に
あ
る
日
本
と
の
関
係
改
善
の
優
先
度
を
低
く
置
く
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
状
況
の
下
で
日
本
側
が
領
土
問
題
で
焦
っ
て
動
け
ば
、
む
し
ろ
国
益
を
害
す
る
」
と
し
て
い
る
。
一
般
的
に
は
領
土
を
国
益
の
最
も
重
要

な
構
成
要
素
と
す
る
解
釈
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
社
説
の
国
益
と
は
領
土
以
外
の
何
か
な
の
だ
ろ
う
か
。
は
っ
き
り
と
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
一
二
月
一
四
日
は
民
主
党
の
前
原
代
表
の
米
中
訪
問
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
東
シ
ナ
海
の
ガ
ス
田
開
発
と
の
関
連
で
、
野
党
党

首
も
中
国
に
対
し
て
「
国
益
を
守
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
毅
然
と
し
た
姿
勢
を
示
す
こ
と
は
極
め
て
重
要
だ
」
と
の
主
張
で
あ
る
。
ガ
ス
田
に

つ
い
て
は
、
日
中
で
の
共
同
開
発
を
良
し
と
す
る
主
張
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
毅
然
と
し
た
姿
勢
は
、
い
か
な
る
国
益
を
守
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

説
明
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　

民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
大
切
な
役
割
の
一
つ
は
、
広
く
国
民
各
層
に
国
家
の
経
綸
に
関
わ
る
事
柄
の
理
解
を
促
す
こ

と
で
あ
ろ
う
。
国
民
が
政
治
に
つ
い
て
、
思
考
停
止
す
る
こ
と
ほ
ど
民
主
主
義
社
会
に
と
っ
て
危
険
な
こ
と
は
な
い
。
政
治
的
争
点
を
認
識
し
、

自
ら
の
問
題
と
し
て
考
え
、
そ
れ
に
つ
い
て
声
を
発
す
る
こ
と
が
民
主
主
義
社
会
の
構
成
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
媒
体

こ
そ
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
特
に
浅
慮
に
陥
ら
ず
に
慎
重
な
判
断
を
可
能
と
す
る
情
報
提
供
は
新
聞
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
社
説

に
は
諸
問
題
を
多
面
的
に
分
析
し
、
選
択
肢
を
的
確
に
わ
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
社
説
が
用
い
る
国
益
は
、
政
治
家
が

自
分
の
政
策
の
正
当
化
の
た
め
に
振
り
か
ざ
し
て
多
用
す
る
国
益
と
は
根
本
的
に
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
政
治
家
の
曖
昧
な
国
益
の
問
題
点
を

抉
り
出
し
、
国
際
情
勢
を
踏
ま
え
て
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
機
能
こ
そ
新
聞
に
は
期
待
し
た
い
。
朝
日
新
聞
綱
領
は
「
不
偏
不
党
の
地
に
立
っ

て
言
論
の
自
由
を
貫
き
、
民
主
国
家
の
完
成
と
世
界
平
和
の
確
立
に
寄
与
す
」
と
高
ら
か
に
謳
っ
て
い
る
。
そ
の
国
益
を
め
ぐ
る
論
調
は
、
果

『
朝
日
』『
読
売
』
社
説
の
中
の
国
益
概
念
（
三
上
） 

三
七
一
（　
　
　

）

三
九



た
し
て
言
論
の
自
由
と
、
民
主
国
家
の
完
成
に
寄
与
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
読
売
新
聞
の
読
売
信
条
に
は
「
読
売
新
聞
は
責
任
あ
る
自
由
を
追

求
す
る
。
個
人
の
尊
厳
と
基
本
的
人
権
に
基
づ
く
人
間
主
義
を
め
ざ
す
。
国
際
主
義
に
立
ち
、
日
本
と
世
界
の
平
和
、
繁
栄
に
貢
献
す
る
」
と

あ
る
。
読
売
が
頻
繁
に
用
い
る
国
益
を
損
ね
る
と
い
う
言
説
は
、
自
由
を
追
求
し
国
際
主
義
を
標
榜
す
る
信
条
に
合
致
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

「
市
民
社
会
の
討
議
に
裏
付
け
ら
れ
な
い
限
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
安
定
と
発
展
は
な 

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
中
で
、
両
紙

の
社
説
は
、
少
な
く
と
も
国
益
概
念
に
関
し
て
は
、
討
議
を
封
殺
す
る
側
に
与
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
政
治
家
や
外
務
省
の
曖
昧
な
国
益
に
つ

い
て
、
内
容
を
明
解
に
す
べ
く
、
説
明
責
任
を
求
め
て
ゆ
く
こ
と
が
肝
要
で
は
な
い
か
。

５．　

お　

わ　

り　

に

　

国
益
と
い
う
言
葉
が
政
治
の
場
で
踊
っ
て
い 

し
か
し
な
が
ら
必
ず
し
も
そ
の
内
容
が
議
論
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
戦
前
の
「
国

体
」
の
如
く
神
格
化
さ
れ
、「
損
な
わ
れ
る
」、「
害
す
る
」、「
傷
つ
け
る
」
と
い
う
表
現
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
定

義
に
頓
着
し
な
い
国
益
が
日
本
の
中
で
多
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
要
因
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
日
本
の
外
交
が
国
民
不

在
で
あ
っ
た
事
、
第
二
に
一
九
八
〇
年
代
初
頭
か
ら
日
米
同
盟
の
絶
対
化
が
進
展
し
、
ア
メ
リ
カ
と
の
良
好
な
関
係
の
み
を
国
益
と
同
一
視
し

て
、
そ
の
後
外
交
に
つ
い
て
は
思
考
停
止
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
広
く
国
民
各
層
の
声
を
聴
い
て
、
十

分
な
説
明
と
対
話
に
よ
っ
て
外
交
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
欠
い
た
こ
と
か
ら
、
討
議
な
き
国
益
に
違
和
感
が
持
た
れ
な
か
っ
た
。
第
二

の
点
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
冷
戦
構
造
の
終
焉
、E

U

 
 

の
拡
大
、
中
国
の
台
頭
に
伴
う
、
国
際
社
会
、
東
ア
ジ
ア
の
大
き
な
変
容
を
目
の
当
た

り
に
す
れ
ば
、
国
益
を
ど
う
捉
え
る
か
厳
し
く
精
査
し
、
再
定
義
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
依
存

し
な
が
ら
の
経
済
的
成
功
の
経
験
が
変
化
を
拒
む
傾
向
を
生
み
、
ま
た
戦
前
の
日
英
同
盟
解
消
後
の
歴
史
の
教
訓
を
呪
縛
的
に
内
在
化
さ
せ
る

（　

）
３４い
」

（　

）
３５る
。

＜

研
究
ノ
ー
ト＞

修
道
法
学　

二
九
巻　

二
号 

三
七
二
（　
　
　

）

四
〇



中
で
、
次
第
に
議
論
の
余
地
な
く
日
米
同
盟
と
同
一
視
す
る
国
益
を
奉
る
状
況
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
国
益
は
、
政
策
決
定
者
が
ま
ず
そ
れ
を
定
義
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
国
民
と
の
直
接
間
接
の
討
議
と
い
う
相
互
作
用

に
よ
っ
て
不
断
に
再
定
義
さ
れ 

そ
の
相
互
作
用
の
触
媒
を
新
聞
が
果
た
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
外
交
を
担
う
政
策
決
定
者
に
は
、
国
益

を
定
義
し
て
そ
れ
を
国
民
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
説
明
を
吟
味
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
補
足
を
促
す
存
在
で
は
な

い
の
か
。
む
し
ろ
議
論
を
尽
く
す
こ
と
を
阻
む
よ
う
な
、
問
答
無
用
と
切
り
捨
て
る
た
め
の
切
り
札
と
し
て
「
そ
れ
は
国
益
を
損
ね
る
」
と
結

論
付
け
る
社
説
の
物
言
い
は
、
自
己
の
国
益
観
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
響
き
が
あ
っ
て
、
民
主
主
義
的
討
議
を
阻
む
恐
れ
が
あ
る
。

（
１
）　

二
〇
〇
五
年
三
月
二
〇
日
『
読
売
新
聞
』
社
説
。
そ
の
原
典
はR

ice,C
ondoleezza

 
      
           
（2000

    
）“Prom

oting
the

N
ationalInterest,”

      
           
                   Foreign

         

A
ffairs

 
      ,   79   
（1  
）。

（
２
）　

同
上
。

（
３
）　

長
谷
部
恭
男
「
経
済
教
室
（
憲
法
一
）
二
一
世
紀
の
国
家
像
を
礎
に
」『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
四
月
二
六
日
。

（
４
）　

足
立
幸
男
（
一
九
九
一
）『
政
策
と
価
値
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
―
二
一
頁
。

（
５
）　M

orgenthau,H
ans.J.

 
            
        
（1978

    
） Politics

am
ong

N
ations:the

Struggle

           
     
                    

for
Pow

er
and

Peace

        
            ,Fifth

E
dition,R

evised,A
lfred

A
.

         
         
         
       
  K

nopf,

 
      

Inc..

      
現
代
平
和
研
究
会
訳
（
一
九
八
六
）『
国
際
政
治
』
福
村
出
版
、
八
頁
。

（
６
）　

同
上
、
九
頁
。

（
７
）　A

dler,E
m

annuel

 
       
 
       
（1997

    
）“C

onstructivism
in

W
orld

Politics,”

 
 
             
     
                E

uropean
JournalofInternationalR

e
 
                                  
 lations

       ,3    
（3  
）,p.337.

         

（
８
）　

こ
の
よ
う
な
視
座
はC

linton,W
.D

avid

 
         
   
    
（1986

    
）“T

he
N

ationalInterest:N
orm

ative
F

   
    
                   
   
       oundations,”

             T
he

R
eview

ofPolitics

 
    
     
            ,   48,

   p.516

       

に
触
発
さ
れ
た
。

（
９
）　T

albott,Strobe

 
               
（1996

    
）“D

em
ocracy

and
the

N
ationalInteres

   
  
                
               t,”     Foreign

A
ffairs

         
      ,   75   
（6  
）.   
ス
ト
ロ
ー
ブ
・
タ
ル
ボ
ッ
ト
（
一
九
九
六
）「
民

主
主
義
の
本
質
と
米
国
外
交
」『
中
央
公
論
』
一
二
月
号
。

（　

）
３６る
。

『
朝
日
』『
読
売
』
社
説
の
中
の
国
益
概
念
（
三
上
） 

三
七
三
（　
　
　

）

四
一



（　

）　K
lotz,A

udie

 
       
     
（1995

    
）“N

orm
s

reconstituting
interests:gl

   
   
                              obalracialequality

and
U

.S.sancti

                          
          ons

againstSouth
A

frica,”

                   
        International

              

１０
O

rganization
 
           ,   49   
（3  
）.  

（　

）　

Ibid
    .,p.454.
          

１１
（　

）　

Ibid

    .,p.477.
          

１２
（　

）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
大
庭
三
枝
（
二
〇
〇
〇
）「
国
際
関
係
論
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
一
二
四
号
＝
国

１３
際
政
治
理
論
の
再
構
築
』、
ま
た
西
村
め
ぐ
み
（
一
九
九
六
）「
規
範
と
国
家
行
動
―
―
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
理
論
的
一
考
察
」
一

橋
大
学
一
橋
学
会
編
集
『
一
橋
論
叢
』
第
一
一
六
巻
第
一
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（　

）　

養
老
孟
司
（
二
〇
〇
三
）『
バ
カ
の
壁
』
新
潮
新
書
、
一
〇
九
頁
。

１４
（　

）　

民
主
主
義
平
和
論
の
研
究
は
着
実
に
蓄
積
が
進
ん
で
い
る
。
代
表
的
な
著
作
の
一
つ
に
、R

ussett,B
ruce

 
         
     
（1993

    
） G

rasping
the

D
em

ocratic

 
             
  
        

１５

Peace:Principles
for

a
Post-C

old
W

a

                              
     
 r

W
orld

   
    ,Princeton

U
niversity

Press.

             
                 
鴨
武
彦
訳
（
一
九
九
六
）『
パ
ク
ス
・
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
』
東
京
大

学
出
版
会
。

（　

）　N
orthedge,F.S.

 
                
（1974

    
） The

Foreign
Policies

ofthe
Pow

ers

 
                              
   ,N

ew
and

revised
edition,Faber

and

   
  
                               

Faber.

        
高
橋
道
敏
訳
（
一
九
七
五
）

１６
『
現
代
国
家
と
外
交
政
策
』
有
信
堂
、
一
八
頁
。

（　

）　

同
上
、
二
一
頁
。

１７
（　

）　

二
〇
〇
二
年
四
月
一
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
が
そ
の
模
様
を
報
道
し
た
。

１８
（　

）　

第
一
号
か
ら
第
三
〇
号
ま
で
は
『
わ
が
外
交
の
近
況
』。
第
三
一
号
か
ら
『
外
交
青
書
』
に
名
称
変
更
さ
れ
た
。
通
読
し
た
各
巻
の
該
当
箇
所
は
、

１９
た
と
え
ば
一
九
六
九
年
版
に
つ
い
て
は
「
わ
が
外
交
の
基
本
方
針
」（
第
一
部
八
八
頁
）
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
見
た
。
外
務
大
臣
の
巻
頭
言
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
号
は
そ
れ
を
含
め
た
日
本
外
交
の
全
般
的
基
本
方
針
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
調
べ
た
。

（　

）　H
.W

.B
rands

 
   
   
     
（1999

    
）“T

he
Idea

ofthe
N

ationalInterest,

   
                
                 ”   D

iplom
atic

H
istory

 
     
      
      ,   23   
（2  
）,pp.255

         

_  258.

    

２０
（　

）　
『
二
一
世
紀
日
本
の
構
想
懇
談
会
最
終
報
告
書
』、
第
一
章
の
四
。

２１
（　

）　

同
上
、
第
六
章
、
�
の
一
の
（
二
）。

２２
（　

）　

二
〇
〇
二
年
三
月
一
一
日
、
鈴
木
宗
男
議
員
証
人
喚
問
。

２３

＜

研
究
ノ
ー
ト＞

修
道
法
学　

二
九
巻　

二
号 

三
七
四
（　
　
　

）

四
二



（　

）　W
endt,A

lexander

 
       
         
（1999

    
）,   SocialT

heory
ofInternationalPolit

        
                            ics

   ,C
am

bridge
U

niversity
Press,p.

   
  
        
                    21   .  

２４
（　

）　

第
一
五
五
回
国
会
に
お
け
る
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
所
信
表
明
演
説
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
八
日
）。

２５
（　

）　Joseph
S.N

ye,Jr.
           
       
（1999

    
）,“R

edefining
the

N
ationalInterest,

    
               
                 ”   Foreign

A
ffairs

         
      ,   78   
（4  
）,p.

     23   .   
ま
た
民
主
的
外
交
政
策
決
定
過
程
と
国
益

２６
の
関
連
を
論
じ
た
ニ
ン
シ
ッ
ク
も
参
照
さ
れ
た
い
。N

incic,M
iroslav

 
        
        
（1999

    
）,“T

he
N

ationalInterest
and

Its
Int

    
    
                            erpretation,”

              T
he

R
eview

 
    
     
 

ofPolitics

           ,   61   .  

（　

）　

Ibid

    .,p.

      35   .  

２７
（　

）　
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
三
月
六
日
朝
刊
。

２８
（　

）　

武
田
龍
夫
（
一
九
九
四
）『
世
界
の
外
交
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
三
頁
。

２９
（　

）　
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
二
月
二
七
日
「
審
議
会　

見
え
ぬ
人
選
」
よ
り
筆
者
作
成
。

３０
（　

）　
『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
四
年
一
一
月
二
日
「
読
売
新
聞
創
刊
一
三
〇
周
年
特
集　

社
説
と
提
言　

時
代
を
動
か
す
論
調
」。

３１
（　

）　

国
益
概
念
の
解
釈
を
巡
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
リ
ア
リ
ズ
ム
的
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
的
解
釈
の
三
つ
が
存
在
し
て

３２
い
る
。

（　

）　

靖
国
参
拝
と
国
益
に
つ
い
て
は
、
自
民
党
若
手
議
員
が
「
平
和
を
願
い
真
の
国
益
を
考
え
靖
国
参
拝
を
支
持
す
る
若
手
国
会
議
員
の
会
」
を
結
成
し
、

３３
靖
国
参
拝
こ
そ
が
国
益
に
結
び
つ
く
と
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
二
〇
〇
六
年
に
な
っ
て
顕
在
化
し
た
動
き
で
あ
る
が
、
単
に
参
拝
が
国
益

に
反
す
る
と
い
う
議
論
が
、
国
益
の
内
容
を
精
査
す
る
こ
と
な
く
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
説
得
力
を
持
た
な
い
こ
と
の
証
左
と
言
え
よ
う
。

（　

）　

篠
原
一
（
二
〇
〇
四
）『
市
民
の
政
治
学
―
―
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か
―
―
』
岩
波
新
書
、
一
五
六
頁
。

３４
（　

）　

国
会
審
議
の
場
に
お
け
る
国
益
に
つ
い
て
は
、M

ikam
i,T

akanori

 
    
    
        
（2004

    
）“N

on-D
eliberative

N
otion

of
N

ationa

   
    
             
          
      lInterest

in
Japanese

                       

３５Politics,”A
m

itav,A
charya

&
Lee,Lay

           
 
       
        
         

To
eds.,

  
        A

sia
in

the
N

ew
M

ellinnium
:A

PISA
Fi

 
            
  
  
         
   
    
   rst

C
ongress

Proceedings

     
                   ,M

arshallC
avendish

   
         
        
。

（　

）　

こ
の
点
に
関
す
る
有
益
議
論
と
し
て
、W

eldes,Jutta

 
            
（1996

    
）“C

onstructing
N

ationalInterests,”

   
             
                    E

uropean
Journal

ofInternational

 
                                 

３６

R
elations,2

  
           
（3  
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
朝
日
』『
読
売
』
社
説
の
中
の
国
益
概
念
（
三
上
） 

三
七
五
（　
　
　

）

四
三


