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日
本
に
と
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
は
長
年
に
わ
た
り
外
交
政

策
の
礎
石
で
あ
る
。日
本
は
東
ア
ジ
ア
を
基
盤
に
し
て
、国

際
的
権
威
の
拡
大
に
努
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
東
ア
ジ
ア

諸
国
を
自
ら
の
対
外
経
済
戦
略
の
勢
力
圏
に
引
き
付
け
な

が
ら
、
忌
ま
わ
し
い
第
２
次
世
界
大
戦
の
歴
史
的
記
憶
を

一
掃
し
よ
う
と
し
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
活
動
す
る
日

本
企
業
の
活
動
に
好
ま
し
い
経
済
体
制
を
つ
く
り
上
げ
て

き
て
い
る
。

　

従
来
、
日
本
外
交
は
伝
統
的
に
、
域
内
諸
国
と
の
２
国

間
の
協
力
関
係
発
展
に
立
脚
し
て
き
た
。
多
国
間
の
枠
組

み
に
つ
い
て
は
、地
域
統
合
の
可
能
性
の
追
求
よ
り
も
、グ

ロ
ー
バ
ル
な
枠
組
み
を
重
視
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら

２
０
０
０
年
代
以
降
、
日
本
は
地
域
統
合
問
題
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
変
え
た
。
中
国
と
の
競
合
と
い
う
視
点
か
ら
、

「
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
＋
３
」
を
は
じ

め
、
統
合
形
態
を
形
成
す
る
こ
と
で
主
導
権
を
握
ろ
う
と

し
た
。
日
本
は
広
範
な
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
を
支
持
し

な
が
ら
、
そ
の
構
成
国
に
イ
ン
ド
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
含
め
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
主
と

し
て
、
域
内
機
構
で
の
中
国
の
政
治
的
、
経
済
的
影
響
力

の
拡
大
を
抑
え
た
い
と
い
う
狙
い
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。

　

２
０
０
９
年
９
月
の
民
主
党
新
政
権
発
足
の
頃
に
は
、

日
本
は
東
ア
ジ
ア
の
域
内
統
合
問
題
で
、
そ
の
急
激
な
変

化
に
戸
惑
っ
て
い
た
が
、
鳩
山
前
首
相
は
「
東
ア
ジ
ア
共

北
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
お
け
る

日
ロ
関
係
を
発
展
さ
せ
る
潜
在
力
と
は
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同
体
」
構
想
を
外
交
戦
略
の
優
先
課
題
の
一
つ
と
し
て
喧

伝
し
た
。
そ
の
主
張
の
支
え
と
な
っ
た
の
が
、
域
内
諸
国

と
の
運
命
共
同
体
認
識
と
日
本
の
道
徳
的
上
位
性
、
そ
れ

に
日
本
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
が
持
つ
優
越
性
だ
っ
た
。
つ
ま

り
、
日
本
（
鳩
山
前
首
相
）
は
域
内
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、

経
済
だ
け
で
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
前
面
に
押
し
出
し

た
の
だ
。

　

し
か
し
、
共
同
体
創
設
の
具
体
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
示

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
国
内
の
政
治
情
勢
と
関

連
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
民
主
党
政
権
は
ま
だ
政
権
基

盤
が
強
固
だ
と
は
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
内

政
や
外
交
分
野
で
野
心
的
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
打
ち
出
せ

な
か
っ
た
の
だ
。

国
際
問
題
に
お
け
る
、
両
国
の
立
ち
位
置

　

ロ
シ
ア
に
は
、
対
日
関
係
で
長
年
蓄
積
さ
れ
た
経
験
の

中
に
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
が
存

在
す
る
。

　

第
一
に
、
政
治
的
側
面
に
つ
い
て
ロ
シ
ア
か
ら
見
れ
ば
、

日
本
は
国
際
関
係
で
独
自
の
路
線
を
示
し
、
活
発
な
外
交

を
進
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
活
発
な
外
交
は
新

し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
を
模
索
し
、
国
際
分
野
で
新
た
な
可
能

性
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
に
、
日
ロ
間
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
領
土
問
題
を
除

い
て
、
大
き
な
未
解
決
の
問
題
は
存
在
し
な
い
。
北
方
領

土
問
題
に
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
だ
が
、
領
土
問
題

も
他
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
諸
国
と
の
関
係
の
中
で
検
討
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
地
域
に
は
引
き
続
き
、
第
２
次
世

界
大
戦
に
絡
む
問
題
を
含
め
、
歴
史
・
文
化
問
題
の
緊
張

が
存
在
す
る
。

　

ロ
シ
ア
に
は
他
の
域
内
諸
国
と
の
関
係
で
、
一
定
の
利

点
が
あ
る
。
領
土
問
題
を
脇
に
置
く
な
ら
、
日
本
と
ロ
シ

ア
は
、
歴
史
と
過
去
に
拘
束
さ
れ
て
は
い
な
い
。
領
土
問

題
に
し
て
も
、
私
の
意
見
で
は
、
主
と
し
て
日
本
の
国
内

政
治
に
根
ざ
し
た
人
為
的
な
問
題
と
い
え
る
。

　

第
三
に
、
日
本
は
対
外
政
策
の
推
進
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
原
則
を
最
重
視
し
な
い
、と
ロ
シ
ア
は
見
て
い
る
。日

本
外
交
は
伝
統
的
に
実
利
主
義
的
で
あ
り
、
国
際
関
係
で

は
純
粋
に
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
と
い
え
る
。

日
本
は
対
ロ
関
係
で
も
同
様
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
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重
要
な
点
は
、
す
べ
て
の
主
要
な
国
際
問
題
で
日
本
と

ロ
シ
ア
の
立
場
は
近
い
と
い
う
よ
り
、
ほ
ぼ
完
全
に
一
致

し
て
い
る
こ
と
だ
。
国
際
安
全
保
障
問
題
で
、
日
ロ
両
国

に
は
原
則
的
な
対
立
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
、
中
東
和

平
や
イ
ラ
ン
の
核
問
題
、
朝
鮮
半
島
の
核
問
題
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
経
済
問
題
、
軍
縮
に
か
か
わ
る
事
項
、
国
際
問
題

や
地
域
紛
争
解
決
に
際
し
て
の
国
連
中
心
主
義
な
ど
で
も

言
え
る
こ
と
だ
。
日
ロ
双
方
は
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
や
大

量
破
壊
兵
器
不
拡
散
問
題
な
ど
へ
の
対
応
で
活
発
に
協
力

し
て
い
る
。
日
ロ
間
で
は
、
国
連
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ａ
Ｒ
Ｆ
）、北
朝
鮮
核
問
題
を
め
ぐ
る
６
カ

国
協
議
な
ど
の
場
で
緊
密
な
連
携
が
行
わ
れ
て
い
る
。
昨

年
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
問
題
を
め
ぐ
る
対
話
を
軌
道
に

乗
せ
た
し
、
中
東
和
平
交
渉
の
再
開
を
支
持
し
た
。
日
本

は
ロ
シ
ア
の
東
ア
ジ
ア
社
会
へ
の
参
加
と
い
う
点
で
好
ま

し
い
立
場
を
取
っ
て
い
る
。

　

日
ロ
両
国
は
政
治
的
同
盟
国
の
範
疇
に
は
入
ら
な
い
に

せ
よ
、互
い
に
軍
事
的
な
脅
威
と
は
見
な
し
て
お
ら
ず
、全

面
的
な
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
状
況
下
で
、
両
国
の
相
互
関
係
は
国
際
舞
台
で
順
調

か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
発
展
し
て
い
る
。
日
ロ
協
力
の
深

化
と
拡
大
は
、
相
互
依
存
と
信
頼
の
雰
囲
気
の
醸
成
に
向

け
た
具
体
的
条
件
を
作
り
出
し
、
そ
れ
が
域
内
安
全
保
障

シ
ス
テ
ム 

の
一
部
と
な
り
得
る
。
こ
う
し
た
協
力
は
、相

互
に
有
益
な
も
の
で
あ
る
。

　

北
東
ア
ジ
ア
で
多
国
間
の
地
域
安
保
シ
ス
テ
ム
を
構
築

す
る
こ
と
は
、
相
互
利
益
と
い
う
点
で
も
意
義
深
い
。
日

本
の
安
全
保
障
に
脅
威
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
何
よ
り
も

北
朝
鮮
の
核
武
装
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
は
防
衛

装
備
計
画
や
防
衛
概
念
な
ど
を
見
直
し
た
。
と
り
わ
け
象

徴
的
な
の
が
、
北
朝
鮮
の
脅
威
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
の
、

弾
道
ミ
サ
イ
ル
防
衛
シ
ス
テ
ム
構
築
の
加
速
化
だ
っ
た
。

緊
張
が
よ
り
増
大
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
日
ロ
双

方
の
共
通
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
が
か
ね
て
主
張
し

て
い
た
、
中
国
な
ど
も
含
め
た
弾
道
ミ
サ
イ
ル
防
衛
シ
ス

テ
ム
の
共
同
構
築
提
案
は
、そ
れ
が
実
現
し
て
い
れ
ば
、域

内
の
緊
張
緩
和
に
貢
献
し
、
集
団
安
保
シ
ス
テ
ム
の
創
設

へ
の
実
質
的
な
一
歩
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
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安
全
保
障
と
日
ロ
関
係

　

ロ
シ
ア
を
含
め
、
東
ア
ジ
ア
の
大
半
の
諸
国
は
日
米
安

保
条
約
の
役
割
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
日
米
の
政

治
的
、
防
衛
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
、
東
ア
ジ
ア
の

安
全
保
障
を
大
幅
に
改
善
さ
せ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
で
は
、
米
軍
の
東
ア
ジ
ア
駐
留
は
地
域
安
全
保
障

シ
ス
テ
ム
の
安
定
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い

る
。
多
極
化
し
た
世
界
の
中
、
日
米
同
盟
は
多
く
の
分
野

で
、
地
域
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
し
、
新
た
な
脅
威
が
制
御
不

能
に
な
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

む
ろ
ん
日
米
安
保
条
約
は
予
見
し
得
る
将
来
に
お
い
て

も
、
日
本
外
交
の
礎
石
と
な
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

そ
の
一
方
で
、
安
保
条
約
の
適
用
を
大
幅
に
柔
軟
化
さ
せ

た
り
、
経
済
的
効
率
性
を
重
視
し
た
り
、
並
行
し
て
国
際

舞
台
で
の
日
本
の
独
自
性
が
よ
り
発
揮
さ
れ
る
な
ら
、
日

ロ
両
国
に
東
ア
ジ
ア
で
の
国
際
安
全
保
障
問
題
の
広
範
な

対
話
の
可
能
性
が
広
が
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
何
よ
り

も
、
両
国
に
と
っ
て
特
に
緊
急
を
要
す
る
朝
鮮
半
島
の
非

核
化
と
情
勢
改
善
、
海
上
交
通
の
安
全
、
域
内
で
の
信
頼

醸
成
措
置
に
特
別
な
意
義
を
持
つ
。

　

多
く
の
問
題
で
ロ
シ
ア
と
政
治
接
触
を
強
化
す
る
こ
と

は
、
日
本
外
交
に
と
っ
て
優
先
課
題
の
一
つ
と
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
日
ロ
も
含
め
大
多
数
の

諸
国
が
反
テ
ロ
連
合
を
構
築
し
て
い
る
新
た
な
国
際
環
境

の
現
実
に
よ
っ
て
加
速
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

方
向
性
は
戦
略
的
優
先
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
明
ら
か
に

今
後
の
日
ロ
２
国
間
関
係
発
展
の
道
を
規
定
し
て
い
く
だ

ろ
う
。
日
ロ
両
国
が
既
に
、
反
テ
ロ
連
合
の
実
質
的
な
同

盟
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
限
り
だ
。
テ

ロ
と
の
戦
い
を
め
ぐ
る
共
同
声
明
に
沿
っ
て
、
日
ロ
両
国

は
相
応
の
２
国
間
協
議
を
行
い
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら

流
出
す
る
麻
薬
対
策
で
共
同
行
動
を
実
施
し
て
い
る
。

環
境
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

　

も
う
一
つ
の
有
望
分
野
は
環
境
問
題
だ
。
日
本
は
ま
す

ま
す
「
緑
の
超
大
国
」
と
し
て
活
発
に
活
動
し
て
お
り
、温

暖
化
ガ
ス
排
出
量
削
減
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
て
い
る
。

京
都
議
定
書
の
履
行
に
関
す
る
ロ
シ
ア
の
立
場
は
、
批
准

を
拒
否
し
た
米
国
よ
り
も
は
る
か
に
日
本
政
府
に
近
い
。
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２
０
０
４
年
に
ロ
シ
ア
が
批
准
し
た
こ
と
で
、
京
都
議
定

書
が
履
行
に
至
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
ほ
し
い
。
日
ロ
両

国
は
２
０
０
８
年
の
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
（
主
要
国
首
脳
会

議
）
な
ど
Ｇ
８
首
脳
会
議
の
場
で
も
、
京
都
議
定
書
問
題

で
連
携
し
た
。

　

温
暖
化
ガ
ス
排
出
量
削
減
へ
国
際
協
力
を
目
指
す
日
本

の
積
極
的
な
立
場
を
勘
案
し
て
、
ロ
シ
ア
側
も
極
東
や
シ

ベ
リ
ア
、
そ
の
他
地
域
の
電
力
施
設
近
代
化
計
画
を
京
都

議
定
書
に
沿
っ
て
共
同
で
実
現
す
る
計
画
を
推
進
す
る
用

意
が
あ
る
こ
と
を
何
度
か
表
明
し
て
き
た
。
こ
の
事
業
を

前
進
さ
せ
、さ
ら
に
は
海
洋
汚
染
対
策
や
酸
性
雨
対
策
、賢

明
な
森
林
資
源
利
用
で
相
互
協
力
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、

環
境
分
野
で
の
２
国
間
協
力
の
た
め
の
特
別
計
画
を
策
定

し
、
相
応
の
政
府
間
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

ロ
シ
ア
は
日
本
と
の
間
で
、
経
済
分
野
を
は
じ
め
と
し

て
国
益
に
合
致
し
得
る
関
係
を
構
築
し
た
い
と
願
っ
て
い

る
。
例
え
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
協
力
で
は
、日
ロ
両
国
は
極
東
・

シ
ベ
リ
ア
の
資
源
開
発
で
潜
在
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の

戦
略
的
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
日
本
と
の
相
互
協
力

で
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
こ
そ
原
則
的
重
要
性
を
持
つ
と

い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
日
本
は
従
来
同
様
、
ロ
シ
ア
を
域
内
経
済
の

資
源
拠
出
国
と
し
か
見
な
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
だ
か
ら
、

協
力
を
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
突

破
口
を
開
け
な
い
で
い
る
。
そ
れ
は
、
日
ロ
間
に
経
済
分

野
で
相
互
依
存
関
係
を
構
築
し
得
る
水
平
分
業
が
形
成
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
は

日
本
と
中
国
、
日
本
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
間
に
は
構
築
さ
れ
て

お
り
、
そ
こ
で
は
単
一
の
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
機
能
さ
せ

る
こ
と
が
可
能
だ
。
ロ
シ
ア
と
は
そ
の
種
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
ま
だ
で
き
て
い
な
い
。

　

日
本
側
が
ロ
シ
ア
の
極
東
・
シ
ベ
リ
ア
を
ア
ジ
ア
太
平

洋
の
統
合
プ
ロ
セ
ス
に
加
え
る
と
い
う
課
題
に
理
解
を
示

し
て
い
る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。
そ
れ
は
特
に
、
２

０
０
７
年
の
ハ
イ
リ
ゲ
ン
ダ
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
で
の
首
脳
会

談
で
日
本
政
府
が
提
唱
し
た
、
極
東
・
シ
ベ
リ
ア
で
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
、
輸
送
、
通
信
、
環
境
保
全
、
衛
生
、
医
療
、
投

資
環
境
改
善
、
地
域
間
交
流
発
展
の
８
分
野
で
の
相
互
関

係
展
開
に
関
す
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
も
立
証
さ
れ
た
。
特

に
重
要
な
点
は
、
こ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
事
実
上
、
２
０
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０
７
年
８
月
に
ロ
シ
ア
政
府
が
採
択
し
た
「
２
０
１
３
年

ま
で
の
極
東
・
ザ
バ
イ
カ
ル
経
済
社
会
発
展
計
画
」
に
呼

応
し
て
い
る
こ
と
だ
。

　

日
ロ
協
力
の
巨
大
な
潜
在
力
は
、
東
ア
ジ
ア
に
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
る
多
面
的
な
経
済
統
合
構
造
の
枠
内
で
の
共
同

行
動
に
生
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
日
ロ
の
戦
略
的
提
携
に
は

十
分
な
根
拠
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
客
観
的
な
背
景
も
あ

る
。
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
東
ア
ジ
ア
の
統
合
プ
ロ
セ
ス
で
の

日
本
の
特
別
な
役
割
は
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、

金
融
経
済
統
合
に
向
け
た
域
内
機
関
創
設
構
想
へ
の
評
価

が
高
い
。

領
土
問
題
への
対
応

　

対
日
関
係
の
全
体
的
な
雰
囲
気
に
影
響
す
る
否
定
的
な

要
素
が
、
未
解
決
の
領
土
画
定
問
題
と
い
う
重
荷
で
あ
る
。

両
国
間
で
既
に
数
十
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
領
土

交
渉
は
、
い
ま
だ
に
目
に
見
え
る
成
果
を
上
げ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
一
方
の
側
に
合
意
し
た
い
と
い
う
意
思
や
希
望

が
な
い
た
め
と
い
う
の
で
は
な
く
、
第
２
次
世
界
大
戦
と

そ
の
結
果
の
評
価
を
め
ぐ
る
原
則
的
な
食
い
違
い
に
起
因

す
る
、極
め
て
複
雑
か
つ
微
妙
な
性
格
に
よ
る
も
の
だ
。今

の
と
こ
ろ
、
こ
の
不
一
致
の
克
服
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、

わ
れ
わ
れ
は
相
互
に
受
け
入
れ
可
能
な
解
決
を
見
い
だ
す

た
め
、
２
国
間
対
話
を
継
続
す
る
用
意
が
あ
る
。
解
決
策

は
、
現
存
す
る
法
的
基
盤
に
立
脚
し
、
議
会
と
世
論
の
承

認
を
得
ら
れ
る
展
望
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ロ
シ
ア
は
再
三
に
わ
た
り
、
最
高
首
脳
レ
ベ
ル
を
含
め
、

領
土
的
要
素
の
絡
む
平
和
条
約
問
題
で
相
互
に
受
け
入
れ

可
能
な
解
決
策
の
追
求
を
続
け
る
意
思
を
確
認
し
て
き
た
。

建
設
的
で
実
り
あ
る
討
議
や
受
け
入
れ
可
能
な
解
決
を
追

求
す
る
主
要
な
前
提
条
件
と
な
る
の
は
、
日
ロ
の
広
範
で

多
面
的
な
協
力
と
、
そ
れ
に
立
脚
す
る
信
頼
と
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
重
要
分
野
で
の

緊
密
な
互
恵
協
力
、
国
際
問
題
で
の
建
設
的
な
相
互
協
力
、

そ
れ
に
、
こ
の
複
雑
な
テ
ー
マ
を
討
議
す
る
際
の
静
か
な

環
境
の
醸
成
で
あ
る
。

　

最
後
の
点
に
関
し
て
は
残
念
な
が
ら
、
近
年
の
日
ロ
関

係
の
前
向
き
な
展
開
と
は
裏
腹
に
、
極
め
て
好
ま
し
く
な

い
事
態
が
ほ
ぼ
定
期
的
に
出
現
し
て
い
る
。
率
直
に
言
っ

て
、
そ
れ
が
２
国
間
関
係
に
暗
雲
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
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な
く
、
平
和
条
約
問
題
の
建
設
的
討
議
を
妨
げ
て
き
た
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
、
２
０
０
９
年
に
日
本
政
府

の
閣
僚
の
一
人
が
ロ
シ
ア
に
よ
る
４
島
領
有
を
「
不
法
占

拠
」
と
非
難
し
、
そ
れ
に
続
い
て
日
本
の
国
会
が
返
還
要

求
を
強
化
す
る
改
正
北
方
領
土
特
措
法
（
北
方
領
土
問
題

等
解
決
促
進
特
別
措
置
法
）
を
成
立
さ
せ
た
。

　

日
本
側
は
さ
ら
に
、
南
ク
リ
ー
ル
（
千
島
）
地
域
で
の

交
流
で
、
日
本
の
公
式
的
立
場
を
一
層
喧
伝
し
よ
う
と
し
、

ビ
ザ
な
し
渡
航
参
加
者
へ
の
入
国
カ
ー
ド
問
題
や
日
本
船

舶
の
４
島
寄
港
手
続
き
問
題
が
起
き
た
。
２
０
１
０
年
11

月
１
日
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
国
後
島
訪
問
に
際

し
て
も
、
例
に
よ
っ
て
感
情
的
な
騒
音
を
耳
に
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
東
京

の
誰
か
が
、
苦
労
し
て
築
か
れ
た
前
向
き
な
プ
ロ
セ
ス
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
、
日
ロ
関
係
の
雰
囲
気
を
意
図

的
に
複
雑
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。

　

ア
プ
ロ
ー
チ
を
変
え
、
利
己
主
義
を
排
除
し
、
こ
の
よ

う
な
事
態
の
再
発
を
防
ぐ
こ
と
を
保
証
す
る
よ
う
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の
最
も
効

果
的
な
手
段
は
、
現
実
的
な
分
野
で
の
協
力
か
ら
国
際
舞

台
で
の
連
携
ま
で
、
互
恵
協
力
を
拡
大
・
深
化
さ
せ
る
前

向
き
な
テ
ー
マ
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
だ
。

　

日
ロ
協
力
の
大
き
な
潜
在
力
は
、
２
国
間
関
係
の
枠
の

外
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
潜
在
力
は
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ

や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
６
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
と

い
っ
た
多
国
間
構
造
の
中
に
も
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
日

ロ
両
国
は
、
ロ
シ
ア
が
昨
年
加
盟
し
た
東
ア
ジ
ア
首
脳
会

議
の
枠
組
み
で
建
設
的
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
を
樹
立
す
る
こ

と
も
重
要
だ
。
京
都
議
定
書
の
問
題
で
も
、
日
ロ
協
力
に

は
大
き
な
展
望
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
面
的
形
態
で
の
日

ロ
協
力
の
余
地
は
大
き
く
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
可
能
性

は
よ
り
広
範
に
存
在
す
る
の
だ
。
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