
は
じ
め
に

　

安
保
改
定
か
ら
50
年
に
な
る
が
、
そ
の
歴
史
的
意
義
は

誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。占
領
下
に
結
ば
れ
た
不
平
等

な
旧
安
保
条
約
を
、
よ
り
対
等
な
新
条
約
に
代
え
る
こ
の

安
保
改
定
が
な
け
れ
ば
、
戦
後
に
お
け
る
日
米
両
国
の
安

全
保
障
協
力
が
こ
こ
ま
で
長
く
命
脈
を
保
ち
、
発
展
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
「
日
米
同
盟
基
軸
」
が
、

日
本
外
交
の
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
な
る
こ
と
も
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

安
保
改
定
は
旧
安
保
条
約
に
、
対
等
な
主
権
国
家
同
士

の
協
力
関
係
に
は
欠
か
せ
な
い
相
互
性
（m

utuality

）
の

形
式
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
、こ
の
改
定
が

も
た
ら
し
た
最
も
重
要
な
変
化
で
あ
る
。
安
保
条
約
の
正

式
名
称
が「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保

障
条
約
」（
旧
条
約
）
か
ら
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
」（
新
条
約
）
に

変
わ
っ
た
こ
と
に
も
、
そ
れ
は
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

　

私
は
、
安
保
条
約
と
そ
れ
を
骨
格
と
す
る
日
米
同
盟
発

展
の
歴
史
は
、日
米
両
国
間
の
安
全
保
障
協
力
に
お
け
る
相

互
性
の
発
展
の
歴
史
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
特
に
協
力
の
「
目
的
」
と
「
態
様
」
に

お
け
る
相
互
性
の
発
展
の
点
で
そ
う
で
あ
る
。

　

日
米
同
盟
は
何
の
た
め
（
目
的
）
に
あ
り
、そ
の
協
力
の

か
た
ち
（
態
様
）
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
安
保
改
定
の
評

価
、
そ
し
て
半
世
紀
後
の
今
、
政
府
が
目
指
し
て
い
る
日
米
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同
盟
の
「
深
化
」
も
、こ
の
二
つ
の
問
い
を
抜
き
に
し
て
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。安
保
条
約
に
お
け
る
二
つ

の
相
互
性
を
念
頭
に
お
い
て
、安
保
改
定
の
意
義
と
21
世
紀

の
日
米
同
盟
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
て
み
た
い
。

同
盟
の「
目
的
」に
お
け
る
相
互
性

　

安
保
条
約
は
、「
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全

の
維
持
」（
安
保
条
約
前
文
、
６
条
）
の
た
め
に
日
米
が
協

力
し
合
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
条
約
で
あ
る
。こ
の
協
力
で

日
本
は
直
接
的
な
安
全
保
障
の
基
盤
を
、
そ
し
て
米
国
は

間
接
的
な
そ
れ
を
得
る
。
米
国
は
ま
た
、こ
の
協
力
を
世
界

政
策
の
大
前
提
の
一
つ
に
位
置
付
け
て
い
る
。安
保
条
約
の

目
的
は
そ
の
意
味
で
相
互
的
で
あ
る
。

　

安
保
改
定
は
、旧
安
保
条
約
で
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
条

約
目
的
の
相
互
性
を
明
確
に
し
た
。
旧
安
保
条
約
の
締
結

交
渉
に
お
い
て
日
本
政
府
は
、日
本
の
平
和
と
安
全
は
太
平

洋
地
域
の
平
和
と
安
全
、と
り
わ
け
米
国
の
そ
れ
と
切
り
離

せ
な
い
と
し
た
。そ
れ
ゆ
え
に
米
国
は
日
本
の
安
全
保
障
に

責
任
を
共
有
す
べ
き
だ
と
い
う
理
屈
で
、安
保
条
約
の
相
互

性
を
主
張
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、米
国
政
府
も
日
本
を
西
側
陣
営
に
つ
な

ぎ
と
め
、日
本
に
軍
事
基
地
を
置
く
こ
と
が
、
東
西
冷
戦
下

の
米
国
の
安
全
保
障
に
不
可
欠
と
の
認
識
を
持
ち
始
め
て

い
た
。そ
し
て
、そ
の
認
識
は
朝
鮮
戦
争
の
勃
発（
１
９
５
０

年
６
月
）で
決
定
的
に
な
る
。
こ
の
戦
争
の
さ
な
か
に
行
わ

れ
た
旧
安
保
条
約
締
結
交
渉
で
米
国
政
府
は
、
日
本
に
基

地
駐
留
の
広
範
な
権
利
を
求
め
る
と
と
も
に
、
駐
留
す
る

米
軍
は
単
に
日
本
の
安
全
だ
け
で
な
く
、「
極
東
に
お
け
る

国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
」に
寄
与
す
る
た
め
に
も
使

え
る
こ
と
を
条
約
条
文
に
盛
り
込
ま
せ
た
。

　

だ
が
米
国
政
府
は
、
日
本
と
の
安
全
保
障
取
り
決
め
を

相
互
的
な
も
の
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
。そ
の
た
め
旧
安
保

条
約
は
、
日
本
が
、
日
本
の
安
全
の
た
め
に
米
軍
の
日
本
駐

留
を
望
む
か
ら
、米
国
は
そ
う
し
て
あ
げ
る
の
だ
と
い
う
一

方
的
な
形
式
の
条
約
と
な
っ
た
。
米
国
側
は「
固
有
の
自
衛

権
を
行
使
す
る
有
効
な
手
段
を
持
た
な
い
」（
旧
安
保
条
約

前
文
）日
本
と
相
互
条
約
の
形
式
を
持
つ
安
全
保
障
の
取
り

決
め
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
、と
の
態
度
に
終
始
し
た
の

で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
含
め
て
旧
安
保
条
約
は
欠
陥
の
多
い
条
約
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だ
っ
た
。
条
約
発
効
か
ら
６
年
後
の
１
９
５
８
年
、米
国
政

府
は
日
本
国
内
で
の
不
満
の
高
ま
り
と
、日
本
の
変
化
（
保

守
合
同
、
経
済
復
興
、
自
衛
隊
創
設
、
国
連
加
盟
な
ど
）
を

見
て
、
条
約
改
定
を
決
断
す
る
。
そ
の
基
本
的
な
趣
旨
は
、

米
国
が
日
本
の
安
全
に
協
力
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
（
新

条
約
５
条
）
と
、日
本
が
日
本
だ
け
で
な
く
「
極
東
に
お
け

る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
」の
た
め
に
米
国
に
基
地

を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
こ
と（
６
条
）
と
の
間
に
相
互
性

を
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、そ
れ
と
同
時
に
前
文
に
、日
米
両
国
は
「
極
東

に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
」
に
「
共
通
の
関

心
」
を
持
つ
の
で
こ
の
条
約
を
結
ぶ
、
と
の
一
文
が
入
っ
た

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
安
保
条
約
が
日
米
相

互
の
利
益
と
な
る
共
通
の
目
的
を
持
つ
こ
と
が
よ
り
明
確

に
な
っ
た
。
米
国
が
日
本
防
衛
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、日
本
が
米

国
に
基
地
を
貸
す
の
は
、日
本
を
含
む
「
極
東
の
平
和
と
安

全
」の
た
め
で
あ
る
。
日
本
の
平
和
と
安
全
だ
け
が
目
的
で

は
な
い
。

　

も
っ
と
も
、こ
の
「
極
東
の
平
和
と
安
全
」
と
い
う
共
通

目
的
が
強
く
意
識
さ
れ
る
の
は
、
安
保
改
定
後
に
30
年
近

く
続
い
た
冷
戦
期
よ
り
も
、冷
戦
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
冷

戦
中
は
、
米
ソ
の
全
面
戦
争
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の

防
衛
は
米
国
の
防
衛
に
直
結
し
て
い
た
。
従
っ
て
、日
本
の

安
全
は
米
国
の
安
全
と
い
う
旧
安
保
締
結
交
渉
時
に
日
本

側
が
主
張
し
た
理
屈
で
、同
盟
目
的
の
相
互
性
を
実
質
的
に

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、冷
戦
が
終
わ
る
と
、そ
う
は
い
か
な
く
な
り
、「
極

東
の
平
和
と
安
全
」と
い
う
共
通
目
的
の
い
わ
ば
再
発
見
が

必
要
に
な
る
。
冷
戦
は
終
わ
っ
た
も
の
の
、極
東
（
東
ア
ジ

ア
）に
は
朝
鮮
半
島
と
台
湾
海
峡
と
い
う
二
つ
の
不
安
定
な

ス
ポ
ッ
ト
が
残
っ
た
。
そ
の
一
方
で
東
ア
ジ
ア
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｅ

Ｓ
、
そ
し
て
中
国
を
中
心
に
経
済
成
長
の
波
に
乗
り
、
世
界

政
治
に
お
け
る
重
み
を
増
し
始
め
る
。

　

そ
う
し
た
中
、
１
９
９
６
年
、
橋
本
首
相
と
ク
リ
ン
ト
ン

大
統
領
は
「
日
米
安
全
保
障
共
同
宣
言
」
を
出
し
、
安
保

条
約
を
基
盤
と
す
る
日
米
同
盟
が「
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に

お
い
て
安
定
的
で
繁
栄
し
た
情
勢
を
維
持
す
る
た
め
の
基

礎
で
あ
り
続
け
る
」
と
宣
言
し
た
。
同
時
に
こ
の
宣
言
は
、

日
本
の「
周
辺
地
域
に
お
い
て
発
生
し
得
る
事
態
で
日
本
の

平
和
と
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合
」
の
日
米
協
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力
に
つ
き
研
究
す
る
こ
と
も
う
た
っ
て
い
る
。「
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
」、
あ
る
い
は
日
本
の
「
周
辺
地
域
」
と
い
う
表

現
は
、要
す
る
に
日
米
が
「
極
東
（
東
ア
ジ
ア
）
の
平
和
と

安
全
」の
た
め
に
協
力
す
る
と
い
う
安
保
条
約
の
目
的
が
確

認
さ
れ
、
強
調
さ
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
共
同
宣
言
か
ら
14
年
に
な
る
け
れ
ど
も
、同
盟
の
目

的
は
今
後
も
基
本
的
に
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
９
・
11
テ
ロ
事
件
後
の
日
米
同
盟
は
、
イ
ン
ド
洋

に
し
ろ
、イ
ラ
ク
に
し
ろ
「
極
東
」
か
ら
離
れ
た
場
所
で
の

同
盟
協
力
を
進
展
さ
せ
て
き
た
。「
世
界
の
中
の
日
米
同
盟
」

と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
た
。今
日
の
日
米
両
国
の
国
力
と
国

際
的
な
活
動
の
広
が
り
、
ま
た
、
果
た
す
べ
き
責
任
か
ら
見

て
、世
界
大
で
の
日
米
同
盟
協
力
は
こ
れ
か
ら
も
必
要
で
あ

る
し
、世
界
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
。
Ｐ
Ｋ
Ｏ
や
平
和
構

築
、災
害
復
興
へ
の
人
道
支
援
な
ど
で
日
米
が
協
力
す
る
機

会
を
増
や
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　

だ
が
「
世
界
の
中
の
日
米
同
盟
」
と
い
う
の
は
、あ
く
ま

で
日
米
両
国
が
こ
の
同
盟
を
通
じ
て
「
極
東
の
平
和
と
安

全
」の
維
持
に
努
め
た
上
で
の
話
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
維

持
は
、
北
朝
鮮
の
核
お
よ
び
ミ
サ
イ
ル
問
題
、
韓
国
海
軍
哨

戒
艦
「
天
安
」
の
撃
沈
事
件
に
見
ら
れ
る
最
近
の
朝
鮮
半

島
情
勢
の
緊
張
を
見
て
も
、
ま
た
、
過
去
20
年
間
、
前
年

比
10
％
以
上
の
軍
拡
を
続
け
、海
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
拡
大

し
つ
つ
、
尖
閣
列
島
の
主
権
を
主
張
し
、
南
シ
ナ
海
の
領
有

権
問
題
を
「
核
心
的
利
益
」
と
呼
ぶ
中
国
の
態
度
を
見
て

も
、
決
し
て
楽
な
仕
事
で
は
な
い
。
日
米
同
盟
の
「
深
化
」

は
、ま
ず
こ
の
同
盟
目
的
の
再
確
認
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
ろ

う
。

　

そ
の
上
で
、
同
盟
の
さ
ら
な
る
「
深
化
」
の
た
め
に
は
、

「
極
東
の
平
和
と
安
全
」
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
の
達
成

を
前
提
に
し
て
、
日
米
両
国
が
、
ど
う
い
う
東
ア
ジ
ア
の
将

来
像
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
両
国
の
国
益
と
価
値
観
に
沿
い
、同
時
に

地
域
の
多
く
の
人
々
が
望
み
、受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

将
来
像
の
設
定
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
が
設
定
で
き
れ

ば
、
同
盟
目
的
の
深
み
は
増
す
は
ず
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
が
、も
し

そ
の
基
本
理
念
を
短
い
言
葉
で
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、日
本

外
交
が
数
年
前
に
打
ち
出
し
た
「
自
由
と
繁
栄
」
が
有
力

な
候
補
と
な
る
だ
ろ
う
。「
自
由
と
繁
栄
」
と
い
う
理
念
は
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日
米
が
共
有
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、東
ア
ジ
ア
の
多
く

の
人
々
が
望
み
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
理
念
で
あ

る
。例
え
ば
中
国
の
人
々
に
と
っ
て
も
異
論
の
少
な
い
理
念

だ
ろ
う
。
ま
た
、中
国
が
今
よ
り
自
由
な
国
に
な
り
、繁
栄

す
る
こ
と
は
日
米
の
み
な
ら
ず
、す
べ
て
の
東
ア
ジ
ア
諸
国

の
政
治
的
、経
済
的
な
利
益
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
遠
い
将

来
に
お
け
る
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
創
設
の
前
提
に
も
な
る

だ
ろ
う
。

　

私
は
、
安
保
改
定
50
年
を
記
念
し
て
日
米
両
国
が
日
米

同
盟
の
意
義
を
確
認
す
る
よ
う
な
機
会
に
、こ
の
同
盟
が
東

ア
ジ
ア
の
「
平
和
と
安
全
」
の
維
持
だ
け
で
な
く
、
そ
の

「
自
由
と
繁
栄
」
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
、
と

宣
言
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。

同
盟
の「
態
様
」
に
お
け
る
相
互
性

　

日
米
同
盟
の
同
盟
協
力
は
大
き
く
二
つ
の
協
力
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
。
一
つ
は
日
本
が
米
国
に
基
地
を
貸
し
、
米

国
が
そ
の
基
地
を
通
じ
て
東
ア
ジ
ア
に
軍
事
プ
レ
ゼ
ン
ス

を
保
持
す
る
と
い
う
協
力
。も
う
一
つ
は
自
衛
隊
と
米
軍
の

協
力
で
あ
る
。
私
は
前
者
を
「
物
（
基
地
）
と
人
（
米
軍
）

と
の
協
力
」、
後
者
を
「
人
（
自
衛
隊
）
と
人
（
米
軍
）
と

の
協
力
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

旧
安
保
条
約
下
に
お
け
る
日
米
協
力
は
「
物
と
人
と
の

協
力
」だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
安
保
改
定
で

そ
れ
が
改
め
ら
れ
、「
人
と
人
と
の
協
力
」
が
付
け
加
え
ら

れ
た
。

　

た
だ
し
、改
定
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
「
人
と
人
と

の
協
力
」
は
、範
囲
が
極
め
て
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
新
条
約
第
５
条
に
あ
る
よ
う
に
、
日
米
が
「
い
ず

れ
か
一
方
」
に
対
す
る
攻
撃
に
対
し
て
、共
同
で
対
処
す
る

範
囲
は
「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る
領
域
」
に
限
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
当
初
、そ
の
協
力
は
多
分
に
形
式
的
な

も
の
だ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
限
定
的
な
「
人
と
人
と
の
協
力
」
で
あ
っ
て
も

新
安
保
条
約
が
相
互
条
約
と
な
っ
た
の
は
、米
国
が
「
物
と

人
と
の
協
力
」の
方
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
米
国
政
府

は
日
本
に
置
く
基
地
が
米
国
の
安
全
に
も
、
ま
た
冷
戦
政

策
遂
行
に
も
不
可
欠
だ
と
し
て
、冷
戦
下
に
お
け
る
日
米
安

全
保
障
協
力
の
相
互
性
は
、「
物
と
人
と
の
協
力
」
で
担
保

さ
れ
る
と
割
り
切
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
「
物
と
人
と
の
協
力
」
は
、相
互
的
と
い
っ
て
も

非
対
称
に
相
互
的
な
協
力
で
あ
る
。そ
の
た
め
双
方
に
感
情

摩
擦
を
生
む
と
こ
ろ
が
あ
る
。
軍
隊
を
提
供
す
る
方
は
、相

手
が
同
じ
リ
ス
ク
を
取
ら
な
い
こ
と
に
不
満
を
持
ち
、基
地

を
提
供
す
る
方
は
そ
の
危
険
と
コ
ス
ト
を
理
解
し
な
い（
よ

う
に
見
え
る
）相
手
を
面
白
く
な
く
思
う
。
そ
う
い
う
こ
と

に
な
り
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
「
物
と
人
と
の
協
力
」
の
限
界
を
乗
り
越
え
て
同
盟

を
「
深
化
」
さ
せ
よ
う
と
思
え
ば
、や
は
り
「
人
と
人
と
の

協
力
」を
充
実
さ
せ
る
し
か
な
い
。
同
盟
の
精
神
的
絆
は
結

局
の
と
こ
ろ
、人
と
人
と
の
相
互
協
力
の
中
に
し
か
生
ま
れ

な
い
も
の
で
あ
る
。日
米
両
国
は
安
保
改
定
後
し
ば
ら
く
し

て
国
際
環
境
と
日
米
の
力
関
係
が
変
化
す
る
と
、同
盟
に
お

け
る
「
人
と
人
と
の
協
力
」
を
増
や
す
努
力
を
行
い
始
め
た
。

冷
戦
中
（
１
９
７
８
年
）
と
冷
戦
後
（
１
９
９
７
年
）
に
作

ら
れ
た
二
つ
の
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
（
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
）」
は
、
そ
う
し
た
努
力
の
典
型
で
あ
っ
た
。

　

前
者
は
日
本
有
事
、す
な
わ
ち
日
本
（
と
日
本
国
内
の
米

軍
）
が
攻
撃
さ
れ
た
際
に
、自
衛
隊
と
米
軍
が
い
か
な
る
役

割
分
担
で
対
応
す
る
か
を
明
確
に
し
た
。
後
者
は
、先
述
し

た
１
９
９
６
年
の
日
米
共
同
宣
言
を
受
け
て
日
本
有
事
に

限
ら
ず
、日
本
周
辺
に
お
け
る
有
事
の
際
の
両
者
の
協
力
の

大
枠
を
決
め
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
中
で
の
自
衛
隊
の
協
力

に
は
日
本
周
囲
の
公
海
お
よ
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
米
軍

へ
の
「
後
方
地
域
支
援
」
も
含
ま
れ
る
。
限
定
的
な
支
援
だ

が
、そ
れ
で
も
「
人
と
人
と
の
協
力
」
を
日
本
の
領
域
外
に

広
げ
た
こ
と
が
画
期
的
だ
っ
た
。

　

日
本
の
領
域
外
で
日
米
が「
人
と
人
と
の
協
力
」
を
行
う

の
は
安
保
条
約
の
義
務
で
は
な
い
。そ
れ
は
安
保
条
約
を
骨

格
と
す
る
日
米
同
盟
協
力
全
体
の
中
で
、
安
保
条
約
の
権

利
義
務
関
係
を
補
う
行
動
で
あ
る
（
憲
法
の
範
囲
内
で
行

わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）。

　

そ
う
し
た
行
動
が
冷
戦
後
の
同
盟
維
持
に
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
は
、旧
安
保
条
約
締
結
か
ら
ち
ょ
う
ど
半
世
紀
後
に

起
こ
っ
た
９
・
11
テ
ロ
事
件
に
よ
り
明
白
に
な
っ
た
。
同
盟

は
い
ざ
と
な
っ
た
場
合
に
互
い
に
助
け
合
う
と
い
う
信
頼

関
係
を
絶
対
の
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
る
。も
し
こ
の
大
事

件
に
際
し
て
、日
本
が
安
保
条
約
の
義
務
だ
け
を
果
た
せ
ば

よ
い
と
考
え
て
行
動
し
て
い
た
な
ら
ば
、日
米
同
盟
は
取
り

返
し
の
つ
か
な
い
痛
手
を
被
り
、確
実
に
終
焉
へ
の
道
を
歩
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み
始
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、日
本
の
対
応
は
適
切
か
つ

迅
速
で
あ
り
、イ
ン
ド
洋
で
の
米
艦
船
に
対
す
る
給
油
活
動

に
踏
み
切
っ
た
。

　

日
米
両
国
は
今
後
も
さ
ら
に「
人
と
人
と
の
協
力
」を
充

実
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、日
米
は
北
朝
鮮
に

関
し
て
ミ
サ
イ
ル
防
衛
協
力
を
進
め
て
い
る
が
、海
上
封
鎖

や
船
舶
検
査
が
必
要
な
場
合
、あ
る
い
は
さ
ら
に
事
態
が
悪

化
し
て
敵
基
地
攻
撃
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
な
ど
、さ
ま
ざ

ま
な
ケ
ー
ス
に
も
柔
軟
に
対
応
す
る
防
衛
協
力
の
態
勢
を

整
え
る
課
題
が
残
っ
て
い
る
。中
国
海
軍
の
急
速
な
増
強
を

見
れ
ば
、
離
島
防
衛
な
ど
で
の
日
米
協
力
も
真
剣
な
課
題

と
な
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

重
大
な
懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
る
普
天
間
飛
行
場
の
移

設
問
題
は
、
沖
縄
基
地
問
題
全
体
の
漸
進
的
解
決
の
中
で

対
処
し
て
い
く
べ
き
問
題
で
あ
る
。そ
し
て
そ
の
漸
進
的
解

決
は
「
物
と
人
と
の
協
力
」「
人
と
人
と
の
協
力
」
と
い
う

二
つ
の
協
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
総
合
的
に
図
る
中
で
な
さ
れ

る
べ
き
だ
ろ
う
。そ
の
意
味
で
沖
縄
海
兵
隊
の
グ
ア
ム
移
転

な
ど
は
、グ
ア
ム
に
移
転
し
た
海
兵
隊
が
日
米
同
盟
の
目
的

に
即
し
て
行
動
す
る
場
合
に
は
、
グ
ア
ム
と
日
本
（
沖
縄
）

の
間
の
シ
ー
レ
ー
ン
防
衛
に
日
本
が
協
力
す
る
、あ
る
い
は

グ
ア
ム
に
お
け
る
日
米
共
同
訓
練
を
拡
充
す
る
と
い
っ
た

「
人
と
人
と
の
協
力
」
の
強
化
と
セ
ッ
ト
で
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。

　

む
ろ
ん
「
人
と
人
と
の
協
力
」
の
本
格
的
な
強
化
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、ど
う
し
て
も
集
団
的
自
衛
権
の
解
釈
問
題

を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
。長
年
議
論
さ
れ
て
き
て
な
か
な

か
進
ま
な
い
問
題
だ
が
、
今
の
ま
ま
で
は
、
例
え
ば
ミ
サ
イ

ル
防
衛
に
つ
い
て
、日
本
は
米
国
に
飛
ん
で
い
く
核
ミ
サ
イ

ル
を
仮
に
技
術
的
に
撃
ち
落
と
せ
て
も
、法
的
に
は
撃
ち
落

と
せ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。こ
れ
は
理
屈
の
上
で
そ

う
な
る
と
い
う
だ
け
で
同
盟
の
精
神
を
壊
し
か
ね
な
い
話

で
あ
る
。
近
年
の
国
際
環
境
と
軍
事
技
術
の
変
化
を
ふ
ま

え
、集
団
的
自
衛
権
を
い
か
な
る
場
合
も
行
使
で
き
な
い
と

い
う
従
来
の
解
釈
は
早
急
に
改
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

こ
の
点
、新
し
い
海
賊
対
処
法
で
は
外
国
籍
の
船
舶
を
海

賊
か
ら
守
る
た
め
に
も
武
力
行
使（
武
器
使
用
）が
可
能
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に

な
ら
っ
て
、憲
法
上
可
能
な
武
力
行
使
は
自
衛
の
た
め
の
必

要
最
小
限
の
も
の
に
限
る
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
憲
法
解
釈
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こ
こ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
日
米
両

国
は
、
日
米
同
盟
が
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
全
の
維
持
と
い

う
目
的
の
た
め
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
東
ア
ジ

ア
の
将
来
を
展
望
す
る
共
通
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、
こ
の
地

域
に
お
け
る
「
自
由
と
繁
栄
」
の
た
め
に
協
力
す
る
と
い
う

姿
勢
を
打
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
同
盟
の
二
つ
の
協
力

の
う
ち
、「
人
と
人
と
の
協
力
」（
自
衛
隊
と
米
軍
の
協
力
）

の
方
を
増
や
す
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
日
本

は
、集
団
的
自
衛
権
行
使
の
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

も
し
そ
う
し
た
方
向
に
進
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
同
盟

「
深
化
」
の
た
め
の
協
議
は
安
保
改
定
50
年
に
ふ
さ
わ
し
い

日
米
協
議
と

な
る
だ
ろ
う
。

を
少
し
改
め
、
個
別
具
体
的
な
同
盟
の
課
題
に
つ
い
て
、
必

要
最
小
限
の
集
団
的
自
衛
権
行
使
が
可
能
に
な
る
よ
う
に

し
て
は
ど
う
か
と
考
え
る
（
詳
し
く
は
拙
稿
、「
今
こ
そ
憲

法
解
釈
の
隘
路
を
抜
け
出
せ
」『
正
論
』
２
０
０
９
年
３
月

号
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

お
わ
り
に

　

今
年
、
２
０
１
０
年
の
初
め
か
ら
、
日
米
両
政
府
は
、
日

米
同
盟
「
深
化
」
の
た
め
の
協
議
を
続
け
て
い
る
。
日
本
政

府
と
し
て
は
、
核
拡
散
防
止
や
宇
宙
利
用
、
情
報
保
全
と

い
っ
た
安
全
保
障
の
分
野
だ
け
で
な
く
、
環
境
、
防
災
、
医

療
な
ど
他
の
分
野
で
も
日
米
協
力
を
拡
大
し
た
い
と
の
意

向
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
構
な
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
し
同
盟
「
深
化
」
の
た
め
の
協
議
と
い
う
以
上
、協

力
分
野
の
「
拡
大
」
以
上
の
も
の
を
付
け
加
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
同
盟
は
何
の
た
め

に
あ
っ
て
ど
こ
に
向
か
う
の
か
。同
盟
協
力
の
形
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、同
盟
の
相
互
性
の
強
化
と
い
う
観

点
か
ら
、で
き
る
か
ぎ
り
明
確
に
す
る
よ
う
な
協
議
で
あ
っ

て
ほ
し
い
。
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