
外
交
論
議
の
再
活
性
化
を

　

本
誌
の
発
行
に
あ
た
っ
て
、
私
た
ち
の
意
図
す
る
こ
と
は
、
一

人
で
も
多
く
の
人
が
日
本
外
交
の
現
実
を
理
解
し
、真し

ん

摯し

な
議
論

を
発
展
さ
せ
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
ま
で
に
も
わ
れ
わ
れ
は
外
交
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を

語
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
先
ご
ろ
の
普
天
間
基
地
機
能
移
設
の
議

論
は
、
結
局
は
鳩
山
前
首
相
の
政
治
手
腕
が
問
わ
れ
た
だ
け
で
、

本
質
的
な
議
論
は
政
局
論
争
の
中
に
霧
散
し
て
い
っ
た
。
お
そ
ら

く
は
、
多
く
の
国
民
に
と
っ
て
日
本
外
交
が
日
米
関
係
を
中
心
に

し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
真
の
意
味
で
主
体
性
を
持
っ
た
外
交
が

難
し
い
と
い
う
「
諦
め
」
が
こ
の
問
題
に
は
潜
ん
で
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
多
く
の
外
交
論
議
の
背
景
で
も
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
こ
と
を
あ
え
て
言
わ
な
い
こ
と
を
不
文
律
と
す

る
こ
と
が
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
私
た
ち
の
間
で
定
着
し
た
。
そ

し
て
、
外
交
論
議
は
局
面
局
面
で
の
限
ら
れ
た
選
択
肢
を
め
ぐ
る

是
々
非
々
論
か
、
技
術
や
手
続
き
レ
ベ
ル
で
の
議
論
に
終
始
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
や
り
方
は
一
見
実
践
的
な
議
論
の
よ
う
に
見
え
る
。

偏
っ
た
固
定
観
念
か
ら
な
さ
れ
る
議
論
よ
り
は
ず
っ
と
リ
ア
ル

で
実
の
あ
る
議
論
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
真
の
現
実
主
義
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
現
場
主
義
」
と
言
っ
た

方
が
よ
い
。
そ
こ
に
は
問
題
を
取
り
巻
く
環
境
を
、
広
い
視
野
か

『
外
交
』
創
刊
に
あ
た
っ
て

動
け
、日
本
外
交——

新
し
い
現
実
主
義
へ
の
挑
戦東京

外
国
語
大
学
教
授
　

渡
邊
啓
貴

外交 Vol. 1｜ 4
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ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
発
想
と
判
断
で
対
処
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が

不
問
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
外
交
論
議
は
い
ず

れ
停
滞
し
、
閉
塞
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
や
む
を
得
な
い

こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
に
は
日
米
関
係
が
日
本
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
多

く
の
利
益
を
も
た
ら
し
て
き
た
こ
と
か
。
日
米
同
盟
が
日
本
外
交

の
基
軸
で
あ
る
こ
と
は
内
外
に
お
い
て
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
国

民
の
合
意
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は「
蛮
勇
」

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
戦
後
日
本
外
交
の
光
と
影
の
部
分
が
集

約
さ
れ
て
い
る
。
自
明
の
大
前
提
が
、
わ
れ
わ
れ
の
平
和
と
繁
栄

を
可
能
に
し
て
き
た
一
方
で
、
そ
れ
相
応
の
負
担
と
拘
束
を
強
い

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
日
本
外
交
の
相
克
が
そ
こ
に
あ
る
。

私
た
ち
は
そ
れ
に
対
し
て
、
改
め
て
正
面
か
ら
向
き
合
う
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
外
交
を
め
ぐ
る
論

議
を
再
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
本
誌
の
問
い
掛

け
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
、「
新
し
い
現
実
主
義
」
へ
の
挑

戦
を
試
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
「
新
し
い
現
実
主
義
」
と
い
う
言

葉
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
、
ま
ず
字
義
ど
お
り
に
、
こ
れ
ま
で
と

は
違
っ
た
角
度
か
ら
の
物
の
見
方
、
新
し
い
外
交
ア
プ
ロ
ー
チ
を

意
味
す
る
。
言
い
尽
く
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
前
に
そ
れ
は

困
難
な
作
業
で
あ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
が
、
私
た
ち
は
新
た
な

気
持
ち
で
改
め
て
知
恵
を
絞
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。「
新
し
い
」

と
い
う
表
現
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
、さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
示

唆
す
る
と
同
時
に
決
意
表
明
で
も
あ
る
。

今
、求
め
ら
れ
る
「
政
治
的
思
考
の
復
権
」

　

他
方
で
、あ
ま
り
に
空
想
論
的
で
楽
観
的
な
論
議
や
固
定
観
念

に
凝
り
固
ま
っ
た
論
争
も
私
た
ち
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ

れ
は
信
念
の
主
張
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
現

実
主
義
」
と
は
強
い
責
任
感
を
伴
っ
た
立
場
で
あ
る
と
も
考
え

る
。
し
か
し
責
任
の
追
及
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
常
に
既
存
の
環
境

を
設
定
し
て
、
そ
の
中
で
無
難
に
対
応
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
堅

実
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
一
種
の
「
現
場
主
義
」
に
陥
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
事
態
は
静
態
的
か
つ
固
定
的
に
理
解
さ

れ
る
傾
向
が
強
く
な
り
、主
体
的
な
発
想
や
当
事
者
意
識
が
欠
落

し
が
ち
と
な
る
。
平
穏
で
安
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ

れ
は
自
ら
自
分
の
行
動
範
囲
を
狭
い
と
こ
ろ
に
押
し
込
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
委
縮
し
た
安
心
感
で
あ
る
。
か
つ
て
大
衆

社
会
を
分
析
し
た
社
会
学
者
フ
ロ
ム
が
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
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「
自
由
か
ら
の
逃
走
」に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
楽
観
論
へ
の
決
定
的
な
防
波
堤
の
役
割
を
果
た

し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
軍
事
的
リ
ア
リ
ス
ト
」
の
議
論
が
発
展
性
を

失
い
、
結
果
的
に
外
交
論
議
を
失
速
さ
せ
た
理
由
は
そ
こ
に
あ

る
。物
理
的
な
既
存
の
条
件
を
中
心
に
現
実
の
対
応
を
割
り
出
し

て
い
く
だ
け
で
は
、
議
論
は
精
彩
を
欠
い
た
も
の
に
し
か
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

　

偏
見
に
と
ら
わ
れ
ず
、
強
い
意
志
と
責
任
感
を
持
ち
、
主
体
的

な
発
想
を
目
指
す
「
新
し
い
現
実
主
義
」
外
交
は
ど
う
す
れ
ば
可

能
な
の
か
。そ
の
回
答
は
容
易
で
は
な
い
。私
た
ち
に
は
歴
史
的・

地
政
学
的
な
制
約
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。
そ
れ
に
冷
戦
が
終
結

し
、
多
様
化
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
同
時
進
行
す
る
今
日

の
世
界
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
決
定
的
で
固
定
的
な
回
答
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
ク
ル
ク
ル
と
「
正
し
い
選
択
」
は
変
わ
っ
て
い
く
に

違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
説
得
力
を
持
つ
に
は
一
貫
し
た
広
い

ビ
ジ
ョ
ン
を
伴
っ
た
見
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
は
そ

れ
は
哲
学
的
思
弁
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
時

代
を
象
徴
す
る
単
純
な
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
表
現
さ
れ
る
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て「
政
治
的
リ
ア
リ
ス
ト
」

が
主
張
し
た
、「
政
治
的
思
考
の
復
権
」（
高
坂
正
堯
）
は
今
こ
そ

日
本
外
交
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
広
い
視
野
か
ら

ビ
ジ
ョ
ン
を
語
り
、
近
視
眼
的
で
固
定
的
な
観
念
を
排
し
て
い
く

中
で
、
ど
の
よ
う
に
国
際
社
会
を
理
解
し
、
日
本
外
交
を
ど
う
考

え
て
い
く
の
か
。
そ
の
議
論
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
本
誌
に
与

え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
、外
交
と
は
距
離
を
置
く

と
考
え
ら
れ
た
分
野
を
含
む
、
広
い
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
。
同
時

に
、
外
交
の
総
合
雑
誌
を
め
ざ
す
本
誌
は
、
日
々
流
動
的
な
国
際

社
会
の
現
実
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
と
ら
え
た
情
報
と
感
性
も
合
わ
せ

て
伝
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
誌
の
編
集
は
そ
う
し

た
意
図
か
ら
行
い
た
い
。

国
際
社
会
の
構
造
的
理
解
と
高
い
外
交
見
識

　

こ
こ
で
言
う
「
新
し
い
現
実
主
義
」
の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

国
際
社
会
を
グ
ロ
ー
バ
ル
か
つ
構
造
的
に
と
ら
え
て
い
く
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
中
で
、
国
家
間
の
位
置
関
係
や
関
係
性
に
配
慮
し
て

立
ち
位
置
や
行
動
決
定
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

　

一
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
イ
ラ
ク
戦
争
開
始
間
際
の
こ
ろ

の
２
０
０
３
年
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の

仕
掛
け
る
イ
ラ
ク
戦
争
の
是
々
非
々
と
そ
れ
へ
の
対
応
で
国
論
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が
沸
い
た
。こ
れ
は
日
本
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、日

本
国
内
の
議
論
は
最
後
に
は
、「
反
米
か
親
米
か
」
と
い
う
二
者

択
一
の
議
論
に
収
束
し
て
い
っ
た
。「
湾
岸
ト
ラ
ウ
マ
」と
呼
ば
れ

た
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
評
価
を
最
重
視
す
る
主
張
が
中
心
と
な
っ

た
。
そ
し
て
日
本
は
い
ち
早
く
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
支

持
を
出
す
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

当
時
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
研
究
滞
在
中
で
あ
っ
た
筆
者
は
こ
の
こ

ろ
の
経
緯
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
た
日
本
人
の
一
人
で
あ
っ
た
と
自

負
し
て
い
る
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
イ
ラ
ク
戦
争
の
意
思
が
固
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
早
い
時
期
に
確
信
で
き
た
し
、
そ
れ
を
押
し

と
ど
め
る
こ
と
が
至
難
の
業
で
あ
る
こ
と
も
十
分
に
う
か
が
え

た
。
そ
し
て
日
本
が
こ
の
戦
争
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
も
思
え
な
か
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
で
観
察
し
て
い
て
、
私

自
身
は
こ
の
戦
争
に
正
当
性
が
あ
る
と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な

か
っ
た
が
、
日
米
安
保
体
制
の
枠
組
み
の
中
で
は
い
ず
れ
ア
メ
リ

カ
の
戦
争
を
支
持
す
る
こ
と
も
時
間
の
問
題
で
あ
る
と
予
測
さ

れ
た
。
問
題
は
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
早
く
戦
争
支
持
を
出
す

こ
と
が
同
盟
国
と
し
て
の
責
務
で
あ
る
こ
と
に
は
、
大
い
な
る
説

得
力
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
は
そ
の
結
論
に
至
る
ま
で
に
も
っ
と
視
野
を

広
げ
て
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
当
時
、
大
西
洋

同
盟
で
は
米
英
と
独
仏
が
イ
ラ
ク
戦
争
の
開
始
を
め
ぐ
っ
て
対

立
し
て
い
た
。
実
は
独
仏
だ
け
で
な
く
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会

で
は
ロ
シ
ア
と
中
国
が
こ
の
戦
争
に
冷
や
や
か
な
態
度
を
取
り

続
け
て
い
た
。
非
常
任
理
事
国
を
含
め
て
ア
メ
リ
カ
は
決
議
採
択

に
必
要
な
票
数
を
確
保
す
る
見
通
し
が
つ
い
に
立
た
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
の
日
本
の
早
期
の
ア
メ
リ
カ
支
持
の
持
つ
重

み
は
大
き
か
っ
た
。
当
時
、
ア
ジ
ア
の
多
く
の
諸
国
は
こ
の
戦
争

に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
世
界
的
に
見
る
と
、
大
国
ア
メ
リ
カ

は
、
孤
立
し
か
け
て
お
り
、
小
人
た
ち
（
他
の
同
盟
国
）
に
縛
り

あ
げ
ら
れ
た
「
ガ
リ
バ
ー
の
苦
悩
」
に
至
る
寸
前
で
あ
っ
た
と
い

う
見
方
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
盟
友
日

本
の
早
期
の
支
持
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
が
あ
っ

た
。
そ
の
後
日
本
よ
り
も
先
に
イ
ラ
ク
に
兵
力
を
派
遣
し
た
の

は
、韓
国
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
各
国
の「
忠
誠
心
競
争
」が
始
ま
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
は「
ア
ジ
ア
か
ら
」の
支
持
の
口
火
を
切
っ

た
の
で
あ
る
。
日
本
が
支
持
を
出
し
た
翌
日
、
当
時
の
パ
ウ
エ
ル

国
務
長
官
が
国
務
省
玄
関
で
の
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
で
開
口
一
番
日

本
へ
の
謝
辞
を
口
に
し
た
の
は
故
な
し
と
し
な
い
。
単
な
る
儀
礼
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以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。

　

日
本
の
決
定
は
「
湾
岸
ト
ラ
ウ
マ
」
と
い
う
日
米
安
保
の
枠
を

超
え
た
、グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
か
ら
の
大
き
な
貢
献
で
あ
っ
た
。私

た
ち
は
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ

れ
だ
け
の
価
値
あ
る
決
定
を
外
交
手
段
と
し
て
利
用
し
て
き
た

で
あ
ろ
う
か
。
世
界
地
図
上
の
国
家
間
の
関
係
性
は
常
に
一
定
で

は
な
い
。
国
際
社
会
を
構
造
的
に
考
え
、
微
妙
な
変
化
に
つ
い
て

繊
細
な
神
経
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
一
国
家
の
立
派
な

外
交
見
識
で
あ
り
、
パ
ワ
ー
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
う
し
た
見
識
に

達
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
真
の
意
味
で
国
際
社
会
と

当
事
者
意
識
を
共
有
す
る
こ
と
は
そ
の
た
め
の
不
可
欠
の
姿
勢

で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
イ
ラ
ク
戦
争
を
ど
れ
だ
け
自
ら
の
も
の
と

し
て
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
日
米
同
盟
が
グ
ロ
ー
バ
ル

な
視
野
を
含
む
同
盟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
れ
だ
け
本
気
で

理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
そ
の
こ
と
が
試
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

戦
争
が
一
段
落
し
て
、
あ
れ
ほ
ど
激
し
く
論
争
し
て
い
た
ア
メ

リ
カ
と
独
仏
は
イ
ラ
ク
の
戦
後
復
興
で
の
協
力
を
約
し
た
。
米
欧

の
対
立
は
真
に
国
際
平
和
秩
序
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
方

法
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
激
し
く
議

論
さ
れ
た
が
、
事
態
が
平
和
復
興
の
段
階
に
入
っ
た
と
き
に
は
協

力
は
自
然
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
お
互
い
の
位
置
関
係
に
つ
い
て

の
相
互
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
は
米

欧
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
側
に
回
っ
た
。「
攻
守
所

を
変
え
た
」
の
で
あ
る
。

　

こ
の
米
欧
同
盟
と
日
米
同
盟
の
格
差
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま

で
も
な
く
、
日
米
欧
関
係
の
歴
史
的
乖か

い

離り

を
示
し
て
い
る
。
西
側

同
盟
の
一
員
と
は
い
え
、
日
本
の
同
盟
国
入
り
は
敗
戦
の
傷
を
負

う
「
痛
み
を
伴
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
所
産
で
あ
っ
た
。
復
興
の

た
め
に
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
の
庇
護
の
も
と
に
入
る
こ
と
は
、
最
良

で
唯
一
の
選
択
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、一
口
に
同
盟
国
と
言
っ

て
も
、米
欧
同
盟
諸
国
が
共
有
す
る
よ
う
な
国
際
秩
序
に
対
す
る

「
共
同
体
感
覚
」、す
な
わ
ち
責
任
感
と
価
値
観
を
共
有
す
る
国
際

社
会
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
感
覚(w

e-feeling)

」
＝
主
体
的
な
当

事
者
意
識
を
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
日
本
が
持
つ
こ
と
は
容
易

に
は
で
き
な
か
っ
た
。

広
が
る
日
本
外
交
の
地
平

　

し
か
し
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
時
代
で
は
な
い
。
改
め
て
そ
う
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考
え
る
と
、
日
本
外
交
の
可
能
性
は
大
い
に
開
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
す
で
に
80
年
代
に
日
本
が
経
済
・
ハ
イ
テ
ク
大
国
と
な
り
、

国
際
貢
献
を
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い

た
。「
軽
武
装
、
経
済
発
展
重
視
」
と
い
う
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
が

復
興
の
た
め
の
当
面
の
政
策
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
日
本
外
交

の
恒
久
的
な
政
策
で
あ
る
と
は
当
時
思
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

い
ず
れ
日
本
は
自
前
の
外
交
を
再
考
せ
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
が

来
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
敗
戦
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

の
中
で
の
日
本
人
の
気
概
で
あ
り
、
せ
め
て
も
の
矜

き
ょ
う

持じ

で
あ
っ
た
。

　

日
本
は
、
米
欧
を
含
む
世
界
的
な
「
安
全
保
障
共
同
体
」
の
一

員
と
し
て
、
自
ら
の
国
際
見
識
を
披
歴
す
る
こ
と
で
主
体
的
に
国

際
社
会
に
関
わ
っ
て
い
く
段
階
に
来
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、先
ず

は
同
じ
土
俵
で
国
際
認
識
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
事
あ
る
ご
と

に
、
明
示
的
に
表
明
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
冷
戦
終
結
後
世

界
が
日
本
に
期
待
し
て
き
た
こ
と
は
そ
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

そ
の
た
め
の
日
本
外
交
を
取
り
巻
く
環
境
は
よ
く
な
っ
て
き
て

い
る
。
す
で
に
ア
ジ
ア
・
中
東
地
域
で
の
平
和
復
興
支
援
活
動
な

ど
で
日
本
外
交
は
次
第
に
評
価
を
受
け
て
い
る
。
限
ら
れ
た
条
件

の
中
で
の
外
務
当
局
の
地
道
な
努
力
は
も
っ
と
理
解
さ
れ
て
よ
い
。

そ
し
て
日
本
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
世
界
で
高
ま
っ
て
い

る
。
文
化
外
交
は
そ
の
た
め
の
突
破
口
の
一
つ
で
あ
る
。日
本
文
化

は
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
興
隆
で
高
い
人
気
を
誇
っ
て
い
る
。世
界

が
日
本
文
化
全
体
に
興
味
を
持
ち
、
本
当
に
理
解
し
よ
う
と
し
始

め
て
い
る
。い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
外
交
の
議
論
で
あ
る
。
日
本

は
す
で
に
「
ソ
フ
ト
」で
勝
負
で
き
る
国
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
日
本
の
見
識
を
伝
え
る
素
地
は
世
界
で
徐
々
に
準
備
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て
好
ま
し
い
、こ
の
外
交
環
境
を
ど
う
実

践
に
移
し
て
い
く
の
か
。
中
身
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

時
世
時
節
、状
況
が
好
転
し
た
と
き
に
初
め
て
事
態
は
「
な
る
」

の
で
は
な
く
、「
す
る
」
意
思
と
論
理
を
示
し
て
は
じ
め
て
日
本
外

交
が
動
き
、
評
価
さ
れ
る
の
だ
と
思
う
。

　
「
動
け
、
日
本
外
交
」—

—

そ
れ
は
「
新
し
い
現
実
主
義
」
へ

の
限
り
な
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
道
で
あ
る
。
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