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波
多
野
先
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

―
―　

波
多
野
先
生
、外
務
大
臣
表
彰
の
受
賞
、お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。日
頃
、

身
近
で
ご
指
導
を
い
た
だ
い
て
い
る
我
々
外
交
史
料
館
の
館
員
も
、
た
い
へ
ん

う
れ
し
く
感
じ
て
い
ま
す
。
今
回
の
受
賞
理
由
で
あ
る
「
日
本
と
諸
外
国
と
の

相
互
理
解
の
促
進
」
と
し
て
は
、ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、ア
ジ
歴
）

の
セ
ン
タ
ー
長
と
し
て
の
ご
活
動
が
高
く
評
価
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ア
ジ

歴
の
活
動
が
外
国
の
日
本
研
究
者
へ
与
え
た
影
響
を
ど
の
よ
う
に
見
て
お
ら
れ

ま
す
か
。

波
多
野　

ア
ジ
歴
は
、
今
年
で
設
立
か
ら
二
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
ご
承
知
の

よ
う
に
ア
ジ
歴
は
、国
立
公
文
書
館
、外
交
史
料
館
、防
衛
省
防
衛
研
究
所
（
主

要
三
館
）が
保
管
す
る
公
文
書
の
原
本
画
像
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
無
料
で
提
供
す
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
す
。
そ
の
設
置

に
関
す
る
平
成
一
一
（
一
九
九
九
）
年
の
閣
議
決
定
に
よ
れ
ば
、
国
が
保
管
す

る
歴
史
公
文
書
を
あ
ま
ね
く
内
外
に
公
開
し
、
近
隣
諸
国
と
の
「
相
互
理
解
の

促
進
に
資
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
施
設
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
戦
争

や
植
民
地
支
配
に
起
因
す
る
近
隣
諸
国
と
の
「
歴
史
問
題
」
が
顕
在
化
し
て
日

本
を
悩
ま
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
対
処
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。

少
な
く
と
も
明
治
初
年
か
ら
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
の
終
戦
ま
で
、
近
代

日
本
の
対
外
行
動
の
公
的
記
録
を
す
べ
て
公
開
す
る
こ
と
で
、
歴
史
に
関
す
る

近
隣
諸
国
と
の
間
に
相
互
理
解
や
相
互
信
頼
の
基
盤
を
築
こ
う
、
と
い
う
ね
ら

い
が
あ
り
ま
し
た
。

特
別
記
事波

多
野
澄
雄
『
日
本
外
交
文
書
』
編
纂
委
員
長
の
外
務
大
臣
表
彰
受
賞

『
日
本
外
交
文
書
』
編
纂
委
員
長
と
し
て
、
外
交
史
料
館
の
事
業
に
長
年
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
波
多
野
澄
雄
筑
波

大
学
名
誉
教
授
が
、
日
本
と
諸
外
国
と
の
相
互
理
解
の
促
進
に
お
け
る
多
大
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
令
和
三
年
度
の
外
務

大
臣
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
相
互
理
解
に
向
け
た
ご
自
身
の
活
動
や
ご
苦
労
の
ほ
ど
を
、
波
多
野
先
生
に
お

聞
き
し
ま
し
た

波
多
野
先
生
は
外
務
省
外
交
史
料
館
非
常
勤
職
員
、
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
（
現
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）
研
究
員
、
筑
波

大
学
教
授
、
同
図
書
館
長
、
副
学
長
等
を
歴
任
さ
れ
、
現
在
は
『
日
本
外
交
文
書
』
編
纂
委
員
長
の
他
、
独
立
行
政
法
人

国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
稿
で
は
波
多
野
先
生
の
表
彰
を
記
念
し
、
波
多
野
先
生
に
相
互
理
解
に
向
け
た
ご
自
身
の
活
動
や
ご
苦
労
の
ほ
ど
を

お
聞
き
し
た
受
賞
記
念
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
、
元
外
交
史
料
館
長
か
ら
の
お
祝
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掲
載
し
ま
す
。
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実
際
、
外
交
史
料
館
と
防
衛
研
究
所
の
所
蔵
資
料
の
う
ち
、
終
戦
ま
で
に
限

れ
ば
、
大
半
の
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
提
供
を
終
え
て
い
ま
す
。

ア
ジ
歴
を
利
用
す
る
に
は
、
か
な
り
の
程
度
の
日
本
語
能
力
が
必
要
な
の
で

す
が
、
来
日
し
な
く
と
も
三
館
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
海
外
在

住
の
日
本
研
究
者
か
ら
は
、
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
と
く
に
コ
ロ
ナ
禍
の

前
と
比
べ
る
と
海
外
ユ
ー
ザ
ー
の
ア
ク
セ
ス
は
二
倍
近
く
に
増
え
て
い
ま
す
。

ア
ク
セ
ス
の
量
的
拡
大
だ
け
で
な
く
、
政
治
外
交
の
分
野
で
は
海
外
ユ
ー
ザ
ー

の
研
究
成
果
の
質
も
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

―
―　

ア
ジ
歴
の
活
動
を
諸
外
国
へ
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
実
際
に
様
々
な
国

を
往
訪
す
る
な
ど
、
ご
苦
労
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

波
多
野　

ア
ジ
歴
設
置
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
近
隣
諸
国
の
日
本
に
関
す
る
研
究

や
教
育
に
十
分
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
な
使
命
で
す
か
ら
、
私
の

着
任
前
か
ら
、
海
外
の
日
本
研
究
に
関
す
る
国
際
学
会
や
セ
ミ
ナ
ー
、
日
本
研

究
に
熱
心
な
大
学
等
を
訪
問
し
て
ア
ジ
歴
の
利
便
性
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し

て
き
ま
し
た
。

当
初
は
、
日
本
政
府
に
と
っ
て
不
都
合
な
史
料
を
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
っ
た
疑
い
の
目
も
向
け
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
、
そ
う
し
た
疑
念
に
応
え
る
の
も
一
つ
の
目
的
で
し
た
。
今
で
も
そ
う
し

た
疑
い
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
と
は
言
い
き
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
現
地
に
赴

い
て
実
演
し
て
見
せ
る
と
、
そ
れ
な
り
の
効
果
が
あ
る
こ
と
が
解
り
ま
し
た
。

―
―　

ア
ジ
歴
の
活
動
は
、
将
来
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
だ
と
お
考
え

で
す
か
。

波
多
野　

ア
ジ
歴
は
、
自
ら
資
料
を
収
集
し
た
り
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
り
す
る
機

能
を
持
ち
ま
せ
ん
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
三
館
か
ら
提
供
い
た
だ
い
た
デ
ジ
タ
ル
・

デ
ー
タ
を
い
か
に
利
用
し
易
い
形
で
提
供
す
る
か
、
つ
ま
り
、
い
か
に
検
索
機

能
を
充
実
さ
せ
る
か
に
注
力
し
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
一
つ
一
つ
の
資
料
の
先
頭
三
〇
〇
文
字
を
テ
キ
ス
ト
化
し
て
検

索
の
精
度
を
あ
げ
る
と
か
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
特
別
展
の
配
信
と
か
、こ
う
い
っ

た
地
味
な
工
夫
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
、
ま
ず
重
要
で
す
。

他
方
、
ア
ジ
歴
は
設
置
当
初
か
ら
い
く
つ
か
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
そ

の
一
つ
は
、
研
究
者
だ
け
で
な
く
高
校
や
中
学
の
歴
史
教
育
、
社
会
教
育
に
広

く
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
も
「
社
会
科
授
業
用
リ
ス

ト
」
と
か
、「
ア
ジ
歴
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
な
ど
を
配
信
し
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に

工
夫
が
必
要
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
は
、
対
象
時
期
の
戦
後
資
料
へ
の
延
伸
と
い
う
課
題
で
す
。
こ
れ

は
関
係
学
界
な
ど
か
ら
強
い
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
幸
い
、
外
務
省
と

国
立
公
文
書
館
の
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
、
平
成
二
九
（
二
〇
一
七
）
年
よ
り

戦
後
資
料
も
提
供
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
復
員
・
引
揚
げ
、
占
領
改

革
、
東
京
裁
判
、
対
日
平
和
条
約
、
国
連
加
盟
等
の
外
務
省
記
録
、
経
済
企
画

庁
文
書
な
ど
大
体
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
資
料
提
供
機
関
の
拡
大
も
大
き
な
課
題
で
す
。
現
在
の
外
務
省
、

防
衛
省
、
内
閣
府
（
旧
経
済
企
画
庁
等
）
か
ら
財
務
省
（
旧
大
蔵
省
）
な
ど
他

省
庁
に
も
広
げ
る
こ
と
で
す
。
た
だ
、
他
省
庁
の
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
必
ず

し
も
進
ま
ず
、
継
続
的
な
事
業
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

日
本
関
係
の
公
文
書
を
含
む
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
を
公
開
し
て
い
る
内
外
機
関
と

の
「
リ
ン
ク
提
携
」（
目
録
情
報
の
共
有
）
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
ま
す
。
た
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と
え
ば
、
北
海
道
立
文
書
館
、
沖
縄
県
立
文
書
館
、
海
外
で
は
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
大
学
フ
ー
バ
ー
研
究
所
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。

ア
ジ
歴
は
現
在
で
も
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
能
力
、
使
い
や
す
さ
な
ど
で

世
界
の
最
先
端
に
あ
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
ア
ジ
歴
の
開
設
を
先
導
し
た
有

識
者
会
議
の
提
言
（
一
九
九
五
年
）
に
は
、
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
関
係
諸
施

設
の
「
ハ
ブ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
」
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

最
近
で
は
、
東
ア
ジ
ア
地
域
で
も
充
実
し
た
近
代
史
関
係
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
が
各
地
に
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
や
が
て
言
語
の
壁
を
越
え
て
歴
史
研
究
の

た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
進
む
で
し
ょ
う
。
ア
ジ
歴
と
し
て
は「
ハ
ブ
」

を
め
ざ
す
よ
り
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
貢
献
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

と
も
か
く
、
内
外
の
ユ
ー
ザ
ー
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
ユ
ー
ザ
ー
と
共

に
成
長
す
る
道
を
探
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
は
セ
ン
タ
ー
長
在
任
中
に
、た
ま
た
ま
二
〇
周
年
に
あ
た
っ
た
の
で
す
が
、

二
〇
周
年
に
あ
た
っ
て
思
う
の
は
、
急
速
な
情
報
技
術
の
進
歩
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
二
〇
年
前
に
ア
ジ
歴
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
た
と
き
の
考
え
方
、
た
と
え

ば
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
検
索
機
能
に
対
す
る
考
え
方
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な

い
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
ま
だ
デ
ジ
タ
ル
化

の
時
代
が
ど
う
い
う
も
の
に
な
る
か
見
通
せ

な
い
と
き
に
、
今
日
で
も
通
用
す
る
よ
う
な

基
盤
的
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
た
方
々
の
功

績
は
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―　

先
生
は
平
成
一
四
（
二
〇
〇
二
）
年

　

に
『
日
本
外
交
文
書
』
の
編
纂
委
員
に
就

任
さ
れ
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
か
ら
は
委
員
長
と
し
て
、
当
館
の
編
纂
・

刊
行
事
業
を
ご
指
導
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。『
日
本
外
交
文
書
』
は
世
界
各
国

に
お
い
て
日
本
研
究
の
一
助
と
な
り
、
各
国
の
日
本
理
解
を
高
め
る
こ
と
も
重

要
な
使
命
で
す
の
で
、
今
回
の
受
賞
理
由
に
は
、
編
纂
・
刊
行
事
業
に
対
す
る

長
年
の
ご
貢
献
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
委
員
長
と
し
て
こ
の
点
を
ど

の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

波
多
野　

外
務
省
は
戦
前
か
ら
、
記
録
の
公
開
と
い
う
事
業
に
最
も
熱
心
に
取
り

組
ん
で
き
た
官
庁
で
す
が
、
そ
の
柱
の
一
つ
が
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
か

ら
続
く
『
日
本
外
交
文
書
』
の
編
纂
・
刊
行
で
す
。
こ
の
事
業
が
戦
時
に
一
時

期
を
除
き
、
今
日
ま
で
継
続
し
て
い
る
の
は
、
編
纂
方
針
と
編
纂
内
容
の
政
治

的
中
立
性
（
非
政
治
性
）
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
欧
米
の
よ
う
に
、
戦
争
の
原

因
や
責
任
に
つ
い
て
自
国
の
立
場
を
主
張
す
る
た
め
、
と
い
っ
た
編
纂
方
針
が

採
用
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
政
権
政
党
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
政
治
的
中
立
性
に
対
す
る
敏
感
な
姿
勢
は
、
戦
後
の
外
交

文
書
の
編
纂
事
業
や
日
本
外
交
史
研
究
に
も
貫
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

も
と
よ
り
、
実
質
的
に
選
文
や
編
纂
に
た
ず
さ
わ
る
の
は
外
交
史
料
館
の
編

纂
室
の
方
々
で
、
今
回
の
授
賞
を
き
っ
か
け
に
編
纂
室
を
含
め
た
編
纂
事
業
全

体
に
省
内
外
の
関
心
が
高
ま
れ
ば
良
い
の
で
す
が
。

将
来
的
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
戦
後
記
録
の
編
纂
が
進
み
、
一
九
七
〇
年

代
以
降
に
な
る
と
、
日
本
は
二
国
間
外
交
に
加
え
多
角
的
な
外
交
を
展
開
す
る

よ
う
に
な
り
文
書
量
も
増
え
る
な
か
で
、
い
か
に
系
統
的
で
説
得
的
な
外
交
文

書
を
刊
行
で
き
る
か
、
評
価
、
選
別
、
編
纂
、
刊
行
の
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
化
、

波多野 澄雄 委員長



－ 106 －

『外交史料館報』第 35 号（2022 年 3 月）

本
格
的
な
「
デ
ジ
タ
ル
革
命
」
の
時
代
に
ど
う
対
応
す
る
か
、
国
民
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
の
に
紙
媒
体
の
ま
ま
で
い
い
の
か
、
こ
う
い
っ
た
難
題
が
待
ち
受
け

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
編
纂
環
境
が
ど
う
変
わ
ろ
う
と
、
日
本
外
交
を
歴
史
的

に
展
望
し
、
国
際
社
会
に
お
け
る
位
置
や
基
本
的
な
外
交
姿
勢
を
内
外
に
示
す

た
め
の
手
段
と
し
て
『
日
本
外
交
文
書
』
の
編
纂
事
業
は
そ
の
価
値
を
失
う
こ

と
は
な
い
、
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

―
―　
『
日
本
外
交
文
書
』
に
対
す
る
外
国
人
研
究
者
の
評
価
な
ど
、
ご
自
身
が

お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
れ
ば
、
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

波
多
野　

私
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
、
日
本
近
代
史
担
当
の

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
モ
ー
レ
イ
（Jam

es W
. M

orley

）
教
授
は
、『
日
本
外
交
文
書
』

の
優
れ
た
点
は
、
編
纂
者
の
恣
意
的
な
解
釈
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る

点
、
そ
れ
に
、
あ
る
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
異
論
や
反
論
を
そ
の
ま

ま
採
録
し
て
い
る
点
だ
、
と
話
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
評
価

は
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
マ
ー
ク
・
ピ
ー
テ
ィ
（M

ark R. Peattie

）
教

授
か
ら
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
た
と
え
、
組
織
内
の
少
数
意
見
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
、
異
な
る

選
択
の
可
能
性
も
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
く
、
と
い
う
編
纂
方
針
は
『
日

本
外
交
文
書
』
の
非
政
治
性
に
つ
な
が
る
優
れ
た
特
徴
と
思
い
ま
す
。

―
―　

ア
ジ
歴
や
『
日
本
外
交
文
書
』
の
ほ
か
、
先
生
ご
自
身
の
研
究
活
動
に
お

い
て
も
、「
日
本
と
諸
外
国
と
の
相
互
理
解
の
促
進
」
の
面
で
、
多
大
の
ご
貢

献
を
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
と
存
じ
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な

思
い
が
お
あ
り
で
す
か
。

波
多
野　

私
の
研
究
活
動
は
、
防
衛
研
修
所
戦
史
部
（
現
在
の
防
衛
研
究
所
戦
史

研
究
セ
ン
タ
ー
）
や
外
交
史
料
館
と
の
関
わ
り
を
抜
き
に
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
で
し
ょ
う
か
、多
く
の
政
府
の
歴
史
事
業
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

戦
没
者
遺
児
記
念
館
（
現
在
の
昭
和
館
）
や
ア
ジ
歴
の
設
立
、
ア
ジ
ア
女
性
基

金
の
立
ち
上
げ
、
教
科
書
検
定
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
記
憶
遺
産
の
選
定
、
鳩
山

内
閣
時
の
日
米
「
密
約
」
調
査
な
ど
で
す
。
い
ず
れ
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
諸
外
国
と
の
相
互
理
解
の
促
進
」
と
い
う
意

味
で
は
、
両
国
政
府
支
援
の
「
日
中
歴
史
共
同
研
究
」（
二
〇
〇
六
～
二
〇
〇 

九
年
）
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
共
同
研
究
で
私
は
日
中
戦
争
期
（
一
九
三
七
―
一
九
四
五
年
）
を
担
当

し
ま
し
た
が
、
中
国
側
の
研
究
動
向
と
し
て
い
く
つ
か
再
確
認
で
き
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
は
、
中
国
人
民
が
日
本
の｢

侵
略｣

に
抗
し
て｢

抵
抗｣

を
貫
い

た
か
ら
こ
そ
、現
在
の
国
家
の
基
盤
が
築
か
れ
国
民
統
合
が
進
ん
だ
と
い
う「
抗

日
戦
争
史
観
」
は
動
か
し
難
い
こ
と
、
二
つ
目
は
、「
愛
国
主
義
教
育
」
の
柱

と
も
言
う
べ
き
南
京
事
件
の
中
国
に
と
っ
て
の
重
大
な
意
味
で
す
。
と
く
に

「
三
〇
万
人
」
と
い
う
犠
牲
者
数
は
い
わ
ば
「
象
徴
犠
牲
」
で
あ
り
、
数
の
当

否
を
争
う
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、日
本
側
と
し
て
は
、

な
ぜ
、
そ
う
し
た
事
件
が
起
こ
っ
た
の
か
、
そ
の
背
景
や
原
因
の
議
論
に
重
き

を
置
き
ま
し
た
。
三
つ
目
は
、
中
国
の
日
中
戦
争
解
釈
は
、
日
本
に
よ
る
侵
略

的
意
図
の
一
貫
性
・
計
画
性
、
責
任
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る

こ
と
、
な
ど
で
す
。

他
方
、
日
本
側
は
、
個
々
の
事
件
や
出
来
事
に
お
け
る
政
策
決
定
過
程
を
重

視
し
、
多
様
な
選
択
肢
・
可
能
性
を
重
視
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
も
確
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認
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
一
方
、
論
争
点
は
あ
る
も
の
の
、
戦
争
の
個
々
の
局
面
の
理
解
や
事
実

関
係
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
予
想
よ
り
も
は
る
か
に
合
意
で
き
る
点
が
多
か
っ

た
こ
と
も
事
実
で
す
。
か
つ
て
参
加
し
た
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
の
「
盧

溝
橋
事
件
五
〇
周
年
国
際
会
議
」
に
比
べ
て
も
、
学
術
的
に
共
有
で
き
る
範
囲

が
格
段
に
広
が
っ
て
い
る
印
象
で
し
た
。

中
国
側
の
研
究
動
向
は
、
著
作
や
論
文
を
通
し
て
あ
る
程
度
把
握
し
て
い
ま

し
た
が
、
実
際
に
中
国
側
の
研
究
者
と
顔
を
合
わ
せ
て
長
時
間
議
論
す
る
こ
と

で
、
日
本
側
が
得
る
も
の
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
歴
史
解
釈
や
歴

史
認
識
の
方
法
や
理
解
の
仕
方
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
う
し

た
相
違
は
何
に
由
来
す
る
の
か
、
共
有
で
き
る
部
分
は
何
か
、
誤
解
や
偏
見
に

基
づ
く
誤
り
は
何
か
、と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
理
解
が
進
ん
だ
と
い
え
ま
す
。

共
同
研
究
が
継
続
さ
れ
れ
ば
、双
方
の
理
解
が
さ
ら
に
深
ま
っ
た
で
し
ょ
う
が
、

残
念
な
が
ら
中
断
し
て
一
〇
年
を
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
実
感
し
た
こ
と
は
、
学
術
レ
ベ
ル
の
議
論
の
深
ま
り
が
、
国
民
レ

ベ
ル
の
議
論
に
も
反
映
さ
れ
、共
有
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
中
双
方
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
味
で
「
国
内
問
題
」
と
し
て
の
歴
史
問

題
を
か
か
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―　

日
本
は
今
後
、
歴
史
学
研
究
の
分
野
で
は
「
日
本
と
諸
外
国
と
の
相
互
理

解
の
促
進
」に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
べ
き
だ
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

波
多
野　
「
歴
史
認
識
」と
い
う
問
題
に
限
れ
ば
、
歴
史
資
料
を
各
国
の
研
究
者
な

ど
と
共
有
す
る
こ
と
は
相
互
理
解
の
た
め
の
一
つ
の
基
本
的
条
件
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
だ
け
で
は
溝
は
埋
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
日
中
歴
史
共
同
研
究

や
海
外
に
お
け
る
ア
ジ
歴
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
た
得
た
実

感
で
す
。
資
料
の
共
有
に
せ
よ
、
学
術
交
流
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
努
力
が
国
民

間
の
相
互
理
解
を
深
め
る
か
、と
い
え
ば
や
は
り
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
場
合
、「
侵
略
と
抵
抗
」、「
支
配

と
従
属
」
と
い
う
過
去
の
国
民
的
経
験
の
相
違
と
い
う
よ
り
も
、
歴
史
意
識
の

違
い
に
由
来
す
る
部
分
が
大
き
い
と
思
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
、

日
本
で
は
、
歴
史
は
歴
史
家
に
ま
か
せ
よ
う
、
と
い
っ
た
態
度
で
突
き
放
す
こ

と
が
可
能
で
す
。
し
か
し
、
儒
教
文
化
圏
で
あ
る
中
国
や
韓
国
の
一
般
的
な
歴

史
意
識
は
、「
歴
史
」
と
い
う
も
の
を
道
義
や
道
徳
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る

傾
向
が
顕
著
で
す
。
そ
れ
は
研
究
者
に
よ
る
歴
史
的
事
実
の
解
釈
に
も
反
映
し

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
相
互
理
解
・
相
互
信
頼
の
た
め
の
壁
は
高
い
の
で
す
が
、
日
本

に
で
き
る
こ
と
は
、
ま
ず
は
、
地
味
な
が
ら
歴
史
資
料
の
共
有
と
学
術
交
流
の

努
力
を
続
け
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
東
ア
ジ
ア
各
国
が
「
一
国
史
観
」
を
脱

し
て
「
東
ア
ジ
ア
史
」
と
い
う
地
域
的
枠
組
み
を
設
定
し
て
み
る
こ
と
も
効
果

的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
か
つ
て
、
Ｅ
Ｕ
に
習
っ
た
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
構
想

が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
歴
史
学
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
東
ア
ジ
ア
地
域
が
、
こ
う
し
た
「
共
同
体
」
の
形
成
に
向

け
、
と
も
に
共
有
で
き
る
未
来
を
築
く
と
い
う
強
い
政
治
の
意
思
が
何
よ
り
重

要
で
し
ょ
う
。

―
―　

お
忙
し
い
と
こ
ろ
お
話
し
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
引

き
続
き
、
当
館
の
事
業
に
ご
支
援
、
ご
指
導
を
た
ま
わ
り
ま
す
よ
う
、
何
と
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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お
祝
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

波
多
野
先
生

此
の
度
は
外
務
大
臣
表
彰
の
ご
受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

小
官
が
外
交
史
料
館
で
波
多
野
先
生
と
ご
一
緒
さ
せ
て
頂
い
た
の
は
、
外
史
が
波

多
野
先
生
に
お
世
話
に
な
っ
た
長
い
年
月
の
う
ち
の
短
い
期
間
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
波
多
野
先
生
か
ら
非
常
に
中
身
の
濃
い
大
き
な
お
力
添
え
を
賜
り
ま
し
た
こ

と
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

小
官
が
外
史
に
お
り
ま
し
た
時
、
戦
後
の
占
領
期
と
国
際
連
合
へ
の
加
盟
を

テ
ー
マ
に
『
日
本
外
交
文
書
』
の
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
頃
は
編
纂
室

の
室
員
が
直
接
編
纂
委
員
の
先
生
方
の
ご
指
導
を
仰
ぐ
こ
と
が
多
か
っ
た
中
で
、

小
官
も
時
折
会
議
に
出
席
さ
せ
て
頂
き
、
波
多
野
先
生
及
び
委
員
の
先
生
方
の
ご

意
見
を
伺
い
、
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
波
多
野
先
生
の
議
事
進

行
の
お
陰
で
な
ご
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
、
最
後
に

は
意
見
が
う
ま
く
ま
と
ま
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
、
こ
の
会
議
に
参
加
さ
せ
て

頂
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
波
多
野
先
生
に
は
外
史
の
編
纂
室
に
お

け
る
編
纂
の
専
門
家
の
育
成
に
も
貴
重
な
お
力
添
え
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
、
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
小
官
が
外
史
に
着
任
し
た
頃
は
、
波
多
野
先
生
が
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め

ら
れ
て
い
る
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
へ
の
外
史
の
史
料
画
像
の
提
供
が
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
外
史
も
そ
の
後
独
自
の
シ
ス
テ
ム
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
が
、
ア
ジ
歴
に
お
い
て
史
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
い
ち
早
く
進
め
ら
れ
た
波

多
野
先
生
の
先
駆
者
的
な
ご
功
績
に
敬
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
こ
の
分
野
に

お
い
て
も
緊
密
に
ご
指
導
・
ご
協
力
頂
い
た
こ
と
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

更
に
、
国
立
公
文
書
館
と
外
史
と
の
連
携
を
含
め
、
外
史
が
抱
え
る
重
要
課
題

に
つ
い
て
節
目
節
目
で
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
深
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

今
後
も
引
き
続
き
ご
指
導
賜
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。
末
筆
な
が
ら
、
波
多
野
先
生

の
ご
健
勝
並
び
に
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

前
在
ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル
日
本
国
総
領
事
（
元
外
交
史
料
館
長
）

福
嶌　

香
代
子

波
多
野
先
生

今
回
の
外
務
大
臣
表
彰
を
、
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

外
交
史
料
館
や
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
先
生
の
ご
貢
献
が
、
外

務
省
に
と
っ
て
と
て
も
貴
重
で
あ
っ
た
こ
と
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
多
く
の
素
晴
ら
し
い
著
作
や
論
文
、
投
稿
に
よ
る
日
本
近
代
史
研
究
へ
の
学

術
的
功
績
は
、
日
本
外
交
の
み
な
ら
ず
日
本
国
全
体
の
宝
で
す
。

外
務
省
に
と
っ
て
耳
の
痛
い
ご
指
摘
も
少
な
か
ら
ず
頂
き
ま
し
た
が
、
学
術
視

点
か
ら
の
冷
静
な
評
価
は
日
本
外
交
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
と
も

波
多
野
先
生
の
御
知
見
及
び
ご
活
躍
に
よ
り
、
日
本
外
交
が
強
く
支
え
ら
れ
続
け

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

末
筆
に
な
り
ま
す
が
、
波
多
野
先
生
が
こ
れ
か
ら
も
長
く
ご
健
康
で
ご
活
躍
さ

れ
、
お
幸
せ
な
日
々
を
送
ら
れ
る
こ
と
を
、
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

在
ム
ン
バ
イ
日
本
国
総
領
事
（
前
外
交
史
料
館
長
）

深
堀　

裕
賢


