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は
じ
め
に
：
外
交
三
原
則
の
提
唱

　

１
９
５
７
年
９
月
、
日
本
で
最
初
の
『
わ
が
外
交
の
近

況
』（
通
称
、『
外
交
青
書
』）
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、

日
本
外
交
の
三
原
則
と
し
て
、「
国
連
中
心
主
義
」「
ア
ジ

ア
の
一
員
と
し
て
の
立
場
の
堅
持
」「
自
由
主
義
諸
国
と
の

協
調
」
の
三
つ
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。

　

今
、
こ
の
三
つ
を
並
べ
て
み
る
と
、
奇
妙
な
感
じ
を
持

つ
人
が
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。そ
の
後
の
日
本
外
交
は
、ど

う
見
て
も
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ

て
き
た
。
安
保
改
定
、
沖
縄
返
還
、
貿
易
摩
擦
な
ど
、
い

つ
も
外
交
の
主
要
課
題
は
対
米
関
係
で
あ
り
、
ま
た
日
本

外
交
の
最
大
の
基
盤
も
日
米
同
盟
で
あ
っ
た
。そ
れ
が
、ア

メ
リ
カ
な
ら
ぬ
「
自
由
主
義
諸
国
」
と
い
う
言
葉
の
一
部

に
含
め
ら
れ
、「
協
調
」
と
い
う
弱
い
言
葉
で
語
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
日
本
外
交
で
重
視
さ
れ
て
き
た
と

は
言
い
難
い
国
連
が
、「
国
連
中
心
主
義
」
と
い
う
強
い
言

葉
で
ト
ッ
プ
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
に

つ
い
て
も
、
日
本
が
ア
ジ
ア
の
一
員
と
し
て
の
立
場
を
外

交
の
柱
と
し
て
き
た
か
ど
う
か
、
対
米
関
係
の
重
み
を
考

え
る
と
、
釈
然
と
し
な
い
人
が
多
い
だ
ろ
う
。

　

な
ぜ
、
１
９
５
７
年
と
い
う
時
点
で
、
日
本
は
こ
の
よ

う
な
外
交
三
原
則
を
打
ち
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に

は
ど
の
よ
う
な
意
図
や
理
由
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

あ
ら
か
じ
め
結
論
を
述
べ
て
お
け
ば
、
こ
の
外
交
三
原
則

は
、
日
本
が
置
か
れ
た
地
政
学
的
条
件
を
踏
ま
え
た
重
要

日
本
外
交
の
座
標
軸

―
外
交
三
原
則
再
考
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な
問
題
提
起
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に

よ
っ
て
表
舞
台
か
ら
消
え
て
い
っ
た
が
、
よ
り
注
意
深
く

再
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
日
本
外
交
の
指
導

原
理
と
な
し
得
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

外
交
三
原
則
へ
の
疑
問

　

さ
て
、
こ
の
三
原
則
は
、
提
唱
さ
れ
た
直
後
か
ら
、
そ

ん
な
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
三
原
則
が
相
互
に
矛
盾
す
る

こ
と
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
や
批
判
を
浴
び
て
い
た
。

１
９
５
８
年
３
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
外
交
青
書
』
第
２
号

は
、
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、「
外
交
三
原
則
の

関
連
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
を
掲
載
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
書
は
ま
ず
、
日
本
の
国
是
は
、「
自
由
と
正
義
に

基
づ
く
平
和
の
確
立
と
維
持
に
あ
り
、
こ
の
国
是
に
則
っ

て
、
平
和
外
交
を
推
進
し
、
国
際
正
義
を
実
現
し
、
国
際

社
会
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
わ

が
国
外
交
の
根
本
精
神
で
あ
る
」
と
し
て
、
外
交
三
原
則

は
、
こ
の
根
本
精
神
の
外
交
活
動
に
お
け
る
三
つ
の
大
き

な
現
れ
方
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
国
連
は
、
そ
の
憲
章
の
示
す
と
お
り
、
国
際

の
平
和
と
安
全
を
維
持
し
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
か
つ
正

義
に
基
づ
く
解
決
を
実
現
し
、
諸
国
間
の
友
好
関
係
を
発

展
し
て
世
界
平
和
を
強
化
す
る
措
置
を
講
ず
る
等
、
日
本

外
交
の
根
本
目
標
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
日

本
と
し
て
は
国
連
の
精
神
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
国
連
が

そ
の
権
威
を
高
め
活
動
を
強
化
し
、
そ
の
使
命
の
達
成
に

向
け
て
前
進
す
る
よ
う
努
力
す
る
。

　

し
か
し
、
現
実
に
は
、
国
連
は
必
ず
し
も
所
期
の
目
的

を
十
分
に
果
た
す
に
至
っ
て
い
な
い
。従
っ
て
日
本
は
、自

由
と
正
義
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
確
立
と
い
う
目
標

に
お
い
て
志
を
一
に
す
る
自
由
民
主
主
義
と
の
協
調
を
強

化
し
、
も
っ
て
わ
が
国
の
安
全
を
確
保
し
、
ひ
い
て
は
世

界
平
和
の
維
持
に
貢
献
す
べ
き
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
と
っ
て
最
も
重
要
か
つ
緊
切
な
の

は
、
身
近
な
ア
ジ
ア
で
平
和
を
確
保
し
、
ア
ジ
ア
に
平
和

と
繁
栄
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
、地
理
的
、文

化
的
、
精
神
的
紐
帯
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
と
結
ば
れ
て
い
る

日
本
は
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
全
体
が
自
由
と
正
義
の
原

則
の
下
に
独
立
性
と
共
同
性
を
高
め
、
一
歩
一
歩
繁
栄
を
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も
た
ら
し
、
世
界
平
和
の
大
き
な
要
素
と
な
る
よ
う
貢
献

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

と
は
い
っ
て
も
、
現
実
に
三
原
則
を
適
用
し
に
く
い
と

こ
ろ
も
あ
る
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
お
よ
び
元
植
民

地
に
お
け
る
反
植
民
地
運
動
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
東
西

い
ず
れ
の
陣
営
に
も
属
さ
ず
、
自
由
主
義
陣
営
と
対
立
を

抱
え
た
国
々
の
こ
と
で
あ
る
。

　

同
文
書
は
、
日
本
は
、
反
植
民
地
運
動
に
つ
い
て
は
そ

の
方
法
が
穏
健
で
あ
る
限
り
、
自
由
と
正
義
の
立
場
か
ら

目
標
実
現
を
支
持
す
る
。
中
立
主
義
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
の
事
情
に
つ
い
て
は
十
分
な
理
解
を
持
つ
も
の

で
あ
り
、自
由
陣
営
と
の
無
用
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
、ア

ジ
ア
の
平
和
の
障
害
に
な
ら
な
い
よ
う
、
相
互
理
解
の
促

進
に
努
め
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
三
原
則
の
実
施
と

相
互
関
係
に
関
す
る
政
府
の
説
明
で
あ
っ
た
。

岸
内
閣
の
出
発

　

で
は
外
交
三
原
則
を
打
ち
出
し
た
岸
内
閣
の
実
際
の
外

交
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
三
原
則
の
相
互
関

係
を
中
心
に
、
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　

１
９
５
６
年
12
月
、
自
民
党
総
裁
選
挙
に
お
い
て
石
橋

湛
山
に
僅
差
の
逆
転
負
け
を
喫
し
た
岸
信
介
は
、
外
務
大

臣
と
し
て
入
閣
し
、
１
９
５
７
年
１
月
に
石
橋
湛
山
の
病

気
に
よ
っ
て
臨
時
首
相
と
な
り
、
２
月
、
首
相
と
な
っ
た
。

　

そ
の
頃
、
岸
が
直
面
し
た
最
大
の
問
題
は
、
ジ
ラ
ー
ド

事
件
で
あ
っ
た
。
１
９
５
７
年
1
月
、
米
兵
ジ
ラ
ー
ド
が

農
婦
を
射
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
、
し
か
も
そ
の

裁
判
管
轄
権
が
日
本
側
に
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
、
世
論
は
激
昂
し
、
日
米
安
保
は
危
機
に
瀕
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
１
９
５
１
年
９
月
に
締
結
さ

れ
た
旧
日
米
安
保
条
約
の
不
平
等
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て

い
た
。
同
条
約
は
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
基
地
を
提
供
し
、

ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
を
受
諾
し
、
こ
の
基
地
を
日
本
お
よ
び

ア
ジ
ア
の
安
全
の
た
め
に
使
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
も

の
で
、
ア
メ
リ
カ
側
に
は
日
本
を
防
衛
す
る
義
務
は
な
く
、

日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
基
地
使
用
に
対
す
る
発
言
権
も
な
い

と
い
う
、
は
な
は
だ
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

岸
は
、２
月
着
任
し
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使（
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
元
帥
の
甥
）
と
自
ら
内
密
に
協
議
を
重
ね
、
４
月
に

は
二
つ
の
重
要
な
メ
モ
を
大
使
に
手
渡
し
た
。
一
つ
は
安
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保
条
約
の
改
定
が
必
要
だ
と
す
る
メ
モ
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
沖
縄
の
返
還
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
驚
く
ほ
ど

迅
速
で
大
胆
な
行
動
だ
っ
た
。

　

そ
れ
よ
り
前
、
岸
は
１
９
５
５
年
８
月
、
重
光
葵
外
務

大
臣
の
訪
米
に
民
主
党
幹
事
長
と
し
て
同
行
し
、
ダ
レ
ス

国
務
長
官
と
の
会
談
に
同
席
し
、
安
保
改
定
を
求
め
た
重

光
に
対
し
、
ダ
レ
ス
が
に
べ
も
な
く
こ
れ
を
拒
絶
す
る
場

に
立
ち
会
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
が
、
日
本
が
自
主
防
衛

の
努
力
を
怠
っ
て
タ
ダ
乗
り
す
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る

い
は
中
立
に
移
行
し
て
ア
メ
リ
カ
陣
営
か
ら
離
脱
す
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
二
つ
の
懸
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
の
懸
念
を
払
拭
し
な
け
れ
ば
安
保
改
定
は
難
し
い
こ
と

を
、
岸
は
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

１
９
５
７
年
、
岸
は
５
月
20
日
の
閣
議
に
お
い
て
、「
国

防
の
基
本
方
針
」
を
決
定
し
た
。
そ
こ
で
は
、
国
連
の
役

割
を
支
持
し
、
そ
れ
に
依
頼
す
る
が
、
当
面
は
ア
メ
リ
カ

と
の
協
力
に
よ
っ
て
日
本
の
安
全
を
守
る
こ
と
と
し
、
国

力
に
応
じ
た
防
衛
力
の
漸
増
に
取
り
組
む
こ
と
を
決
め
た
。

こ
れ
は
先
に
述
べ
た
ア
メ
リ
カ
の
二
つ
の
懸
念
を
払
拭
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
直
後
に
、
岸
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
歴
訪
に
出
た
。
イ

ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
セ
イ
ロ
ン
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）
等
６

カ
国
を
訪
問
し
、
日
本
の
経
済
復
興
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
経

済
援
助
を
開
始
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

　

こ
の
訪
問
の
成
功
を
踏
ま
え
て
、
６
月
、
岸
は
訪
米
し

て
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
と
首
脳
会
談
を
行
い
、
安
保

条
約
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
は
こ
れ
を

検
討
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
岸
は
、
日
本
の
背
後
に
は

ア
ジ
ア
諸
国
の
支
持
が
あ
る
と
、
無
言
の
う
ち
に
述
べ
て

い
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
見
る
と
、
岸
は
吉
田
や
鳩
山
よ
り

若
く
、有
能
な
指
導
者
だ
っ
た
。Ａ
級
戦
犯
容
疑
者
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で

日
本
を
有
能
に
、
か
つ
ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
な
る
方
向
で

指
導
す
る
能
力
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
米
首
脳
会
談
の
成
功
を
受
け
て
、
11
月
、
岸
は
２
度

目
の
ア
ジ
ア
訪
問
に
出
発
す
る
。
こ
の
と
き
は
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
、
厳
し

い
対
日
感
情
や
賠
償
問
題
を
抱
え
た
国
々
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
岸
は
戦
争
に
つ
い
て
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な

ど
で
率
直
に
謝
罪
し
、
ま
た
賠
償
問
題
の
解
決
に
積
極
的
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に
取
り
組
ん
で
、
成
功
を
収
め
た
。
対
米
関
係
の
強
化
が
、

岸
の
第
２
次
ア
ジ
ア
訪
問
の
成
功
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
は
、こ

の
よ
う
な
意
味
で
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
い
た
。

　

こ
の
間
、
日
本
は
10
月
に
国
連
安
保
理
非
常
任
理
事
国

選
挙
に
当
選
し
て
い
る
。
日
本
は
１
９
５
６
年
12
月
に
加

盟
し
て
か
ら
一
年
も
し
な
い
う
ち
に
当
選
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
任
期
中
、
日
本
は
相
当
の
活
動
を
し
て
い
る
。
独

自
に
核
兵
器
廃
絶
決
議
を
提
出
し
て
こ
れ
を
成
立
さ
せ
、

ま
た
イ
ギ
リ
ス
が
核
実
験
を
行
っ
た
と
き
に
は
、
特
使
を

派
遣
し
て
こ
れ
に
抗
議
し
て
い
る
。
ま
た
レ
バ
ノ
ン
に
起

こ
っ
た
紛
争
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
と
異
な
る
立

場
か
ら
決
議
案
を
提
出
し
、
結
局
日
本
の
決
議
案
を
基
に

し
た
案
が
、
最
終
的
に
採
択
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
感
謝

さ
れ
る
と
い
う
一
こ
ま
も
あ
っ
た
。
当
時
、
英
仏
は
な
お

植
民
地
大
国
で
、
ス
エ
ズ
問
題
で
は
追
及
さ
れ
る
側
に

あ
っ
た
の
で
、
日
本
は
英
仏
と
対
立
し
、
ア
メ
リ
カ
よ
り

も
ア
ジ
ア
寄
り
の
立
場
を
取
っ
て
、
し
か
も
対
米
関
係
を

悪
化
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
要

す
る
に
こ
こ
で
も
、
岸
内
閣
は
国
連
、
ア
ジ
ア
、
自
由
陣

営
と
い
う
三
原
則
を
、
巧
み
に
並
立
さ
せ
、
相
互
に
補
完

し
あ
う
形
で
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

岸
に
お
い
て
は
、
ア
ジ
ア
と
の
提
携
は
対
米
関
係
と
の

バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
逆
に
ア
メ
リ
カ

と
の
提
携
を
軸
と
し
て
ア
ジ
ア
と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
国
連
中
心
主
義
と
い
う
原
則
の
意

味
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
そ
れ
以
後
、
ア
ジ
ア
と
国
連
の
二
原
則
は
発
展

し
な
か
っ
た
。
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
は
、
岸
の
枠
組
み
で
捉

え
ら
れ
る
の
は
反
共
ア
ジ
ア
だ
け
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
の
激
化
に
よ
っ
て
、
日
米
基
軸
と
両
立
す
る

ア
ジ
ア
政
策
は
、
広
が
り
を
持
ち
に
く
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
国
連
に
お
い
て
は
、
１
９
５
８
年
、
レ
バ
ノ
ン
Ｐ
Ｋ

Ｏ
に
参
加
を
求
め
ら
れ
た
日
本
は
、こ
れ
を
拒
絶
す
る
。社

会
党
も
強
く
、戦
争
の
記
憶
も
薄
ら
い
で
い
な
い
当
時
、ま

だ
自
衛
隊
の
海
外
派
遣
は
難
し
か
っ
た
。
こ
れ
が
大
き
な

蹉
跌
と
な
っ
た
。
外
交
三
原
則
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
第
三

原
則
、
そ
れ
も
日
米
基
軸
一
原
則
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
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そ
の
後
の
展
開
と
現
代
に
お
け
る
課
題

　

し
か
し
、ア
ジ
ア
と
の
関
係
は
、徐
々
に
深
ま
っ
て
い
っ

た
。
日
本
は
賠
償
等
を
通
じ
て
東
南
ア
ジ
ア
、
韓
国
に
進

出
し
、そ
れ
は
日
本
経
済
の
発
展
の
基
盤
と
な
っ
た
が
、同

時
に
こ
れ
ら
の
国
々
の
発
展
の
基
礎
と
な
っ
た
。
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
、
三
原
則
が
危
惧
し
た
反
植
民

地
運
動
と
い
う
棘
が
抜
け
て
、こ
の
勢
い
は
加
速
さ
れ
、さ

ら
に
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
中
産
階
級
の
台
頭
を
も
た

ら
し
た
。
１
９
８
０
年
代
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
台
湾
、

韓
国
の
民
主
化
は
こ
う
し
た
日
本
と
の
結
び
付
き
を
基
礎

と
し
た
経
済
発
展
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
１
９
９
０
年

代
後
半
に
は
、
ア
セ
ア
ン
で
も
っ
と
も
後
発
と
考
え
ら
れ

て
い
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
も
、
選
挙
に
よ
る
政
権

交
代
が
実
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
原
則
で
あ
っ
た
国
連
に
つ
い
て

は
、
関
心
は
む
し
ろ
薄
れ
て
い
っ
た
。

　

ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
国
と
い
う
日
本
の
主
張
は
、
徐
々

に
そ
の
根
拠
を
弱
め
て
い
っ
た
。
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
の

新
興
国
の
独
立
に
よ
っ
て
、
国
連
で
は
ア
メ
リ
カ
が
少
数

派
に
な
っ
て
い
っ
た
。
１
９
７
１
年
、
中
国
代
表
権
問
題

で
日
本
と
ア
メ
リ
カ
が
敗
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
象
徴
し

て
い
た
（
も
っ
と
も
ア
メ
リ
カ
は
ニ
ク
ソ
ン
・
キ
ッ
シ
ン

ジ
ャ
ー
の
下
で
独
自
の
対
中
国
外
交
を
展
開
し
て
い
た
）。

　

他
方
で
日
本
に
お
け
る
国
連
へ
の
関
心
も
冷
め
て
い
っ

た
。
む
し
ろ
１
９
７
５
年
に
開
始
さ
れ
た
先
進
国
首
脳
会

議
（
サ
ミ
ッ
ト
）
の
方
が
重
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
間
違
い
で
は
な
く
、
国
連
は
冷
戦
故
に
身
動

き
が
と
れ
ず
、
世
界
に
対
す
る
影
響
力
で
は
確
か
に
サ

ミ
ッ
ト
の
方
が
重
要
と
な
っ
た
。

　

１
９
７
８
年
、
日
本
は
安
保
理
非
常
任
理
事
国
選
挙
で

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
敗
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
大
き
な
選
挙

で
最
初
の
敗
北
だ
っ
た
。
ま
た
１
９
８
８
年
の
選
挙
で
も
、

意
外
な
苦
戦
を
し
た
。
そ
こ
に
は
、
日
本
外
交
が
経
済
的

利
益
だ
け
を
追
求
し
、
普
遍
性
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
す
る
批
判
が
あ
っ
た
。
国
連
よ
り
も
サ
ミ
ッ
ト
を

重
視
す
る
日
本
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
。

　

国
連
に
関
す
る
本
当
の
転
機
は
冷
戦
と
と
も
に
や
っ
て

き
た
。
冷
戦
は
対
立
の
構
図
で
あ
る
と
同
時
に
一
つ
の
秩

序
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
冷
戦
が
終
わ
る
と
と
も
に
地
域
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紛
争
が
頻
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
役
割
を
期
待

さ
れ
た
の
が
、
国
連
で
あ
っ
た
。

　

１
９
９
０
年
の
湾
岸
戦
争
は
、
あ
る
意
味
で
は
冷
戦
の

終
焉
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
り
、
同
時
に
、
冷
戦

の
終
焉
故
に
国
際
社
会
の
一
致
し
た
対
応
が
可
能
と
な
っ

た
事
件
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
戦
争
で
、
日
本
は
資

金
拠
出
以
外
に
さ
し
た
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
の
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
た
。
ま
た
そ

れ
以
後
、
国
連
の
平
和
活
動
は
ま
す
ま
す
積
極
化
し
、
日

本
の
資
金
拠
出
も
増
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
、
国
連
常
任

理
事
国
入
り
へ
の
本
格
的
な
取
り
組
み
の
出
発
で
あ
っ
た
。

　

国
連
の
側
に
も
日
本
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
。ブ
ト
ロ
ス
・

ブ
ト
ロ
ス
・
ガ
リ
事
務
総
長
は
日
独
の
常
任
理
事
国
入
り

を
考
え
た
が
、
日
本
の
中
で
必
ず
し
も
賛
成
は
強
く
な

か
っ
た
。
そ
の
後
、
１
９
９
７
年
に
、
そ
し
て
２
０
０
５

年
に
、
本
格
的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も

成
功
し
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
世
界
を
見
据
え
た
外
交
は
広
が
っ
て
い
る
。

　

日
本
外
交
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
に
対
し
、
一
つ
の
障

害
は
、
ア
フ
リ
カ
だ
っ
た
。
長
年
、
日
本
は
南
ア
フ
リ
カ

に
お
い
て
、
名
誉
白
人
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
極
度
の
人
種
差
別
の
中
で
優
遇
を
受
け
る

の
は
、
ア
フ
リ
カ
と
の
関
係
で
困
難
を
抱
え
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
１
９
６
０
年
代
以
後
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
が

次
々
独
立
す
る
に
つ
れ
て
、
ア
フ
リ
カ
と
の
関
係
は
難
し

く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

日
本
外
交
が
ア
フ
リ
カ
に
向
け
て
本
格
化
す
る
の
は
、

Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｄ
（
ア
フ
リ
カ
開
発
東
京
国
際
会
議
）
が
１
９

９
３
年
に
開
か
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
世
界
の
援
助
疲
れ
の

中
で
、
ま
た
冷
戦
終
焉
後
の
援
助
要
請
の
高
ま
り
の
中
で
、

１
９
９
０
年
代
、
日
本
は
世
界
の
中
で
最
大
の
ド
ナ
ー
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
財
政
事
情
の
悪
化
に
よ
り
、
日
本
の

Ｏ
Ｄ
Ａ
は
減
少
し
て
い
る
が
、
ア
フ
リ
カ
に
対
し
て
は
依

然
と
し
て
増
加
を
続
け
て
い
る
。
日
本
と
ア
フ
リ
カ
と
の

関
係
は
、
極
め
て
良
好
で
あ
る
。
そ
し
て
、
量
的
な
減
少

を
補
う
こ
と
も
含
め
て
、
対
外
援
助
に
つ
い
て
人
間
の
安

全
保
障
と
い
う
概
念
を
世
界
に
向
け
て
打
ち
出
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

現
在
、
東
ア
ジ
ア
は
中
国
の
急
速
な
勃
興
に
よ
り
難
し
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い
事
態
に
直
面
し
て
い
る
。
２
０
０
９
年
頃
か
ら
の
自
己

主
張
の
高
ま
り
、
２
０
１
０
年
に
は
北
朝
鮮
の
三
つ
の
無

法
な
行
動
（
天
安
の
撃
沈
、
ウ
ラ
ン
濃
縮
、
延
坪
島
へ
の

砲
撃
）
に
関
し
て
北
朝
鮮
を
か
ば
い
、
南
シ
ナ
海
と
東
シ

ナ
海
で
の
強
引
な
行
動
に
よ
っ
て
近
隣
諸
国
と
摩
擦
を
起

こ
し
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
式
へ
劉
暁
波
を
出
席
さ
せ

な
い
な
ど
、
自
己
主
張
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
が
反
射
的
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
多
く
の
国
に

お
い
て
、
中
国
に
対
す
る
警
戒
を
高
め
て
い
る
。
そ
の
結

果
と
し
て
、
日
本
に
対
す
る
期
待
は
む
し
ろ
高
ま
っ
て
い

る
。

　

ま
た
２
０
０
８
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
、
ア
メ

リ
カ
で
は
一
時
Ｇ
２
路
線
に
よ
る
米
中
提
携
論
が
強
ま
っ

た
が
、
そ
の
後
急
速
に
幻
滅
が
広
が
り
、
相
対
的
に
日
本

の
価
値
は
高
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
、

日
本
と
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
等
の
結
び
付

き
は
、
決
し
て
中
国
と
敵
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
国

は
重
要
な
隣
人
で
あ
り
、
顧
客
で
あ
り
、
日
本
に
と
っ
て

中
国
と
の
友
好
関
係
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　

た
だ
、
近
年
の
中
国
外
交
は
、
確
立
さ
れ
た
国
際
規
範

に
反
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
重
要
な
の
は
、
主

権
平
等
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
、
法
の
支
配
、
人
権
、
民

主
主
義
な
ど
、
国
連
で
合
意
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
諸
原

則
を
も
う
一
度
確
認
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
メ

リ
カ
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
の
国
々
と
の
結
び
付
き
を
強
化
し
、

そ
の
中
に
中
国
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
、か

つ
て
の
外
交
三
原
則
の
現
代
版
と
言
っ
て
よ
い
。
ア
ジ
ア

の
発
展
に
よ
っ
て
、
外
交
三
原
則
を
推
進
す
る
可
能
性
は

以
前
よ
り
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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