
は
じ
め
に

本
稿
は
、
一
九
三
三
年
一
月
か
ら
三
九
年
一
二
月
ま
で
の
間
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
社
長
を
務
め
た
芦
田
均
の
活
動
を
分

析
す
る
も
の
で
あ
る
。

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

に
つ
い
て
は
、
一
九
六
六
年
に
同
社
役
員
の
長
谷
川
進
一
氏
が
執
筆
し
た

『T
he

Japan
T
im

es

も
の

が
た
り』

が
詳
し
い

(

１)

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
一
八
九
七
年
に
伊
藤
博
文
、
渋
沢
栄
一
ら
の
尽
力
で
創
刊
さ

れ
た
英
字
新
聞
で
、
二
年
後
の
九
九
年
に
実
施
さ
れ
る
治
外
法
権
撤
廃
に
よ
る
外
国
人
居
留
民
の
内
地
雑
居
に
合
わ
せ
て
、
日
本
人
と

外
国
人
と
の
意
思
疎
通
を
円
滑
に
し
、
相
互
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
き
っ

か
け
に
事
業
を
拡
大
し
て
い
く
な
か
で
政
府
と
の
関
係
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
外
務
省
と
の
関
係
は
深
く
、
財
政
的
に
苦
し

い
経
営
が
つ
づ
い
た

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
同
省
か
ら
多
額
の
補
助
金
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
二
四
年
に
は
田
中
都
吉
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元
外
務
次
官
を
社
長
に
迎
え
る
な
ど
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
紙
は
日
本
の
対
外
宣
伝
紙
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
き
、
満
洲
事
変
勃

発
以
後
に
は
欧
米
に
対
し
て
日
本
の
対
中
政
策
を
宣
伝
す
る
広
報
紙
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
外
務
省
と
の
関
係
と
そ
の
報
道
姿
勢
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

に
は
こ
れ
ま
で
厳
し

い
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
特
に
満
洲
事
変
勃
発
以
後
の
同
紙
に
つ
い
て
、｢

そ
の
言
論
内
容
は
公
式
発
表
の
反
復
で
、
見
る
べ
き
も

の
は
な
い｣
と
ま
で
断
じ
ら
れ
て
い
る

(

２)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
事
変
勃
発
以
後
の

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

が
全
面
的
に
時
局
に
追
随
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
研
究
も
あ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
紙
は
事
変
後
も
西
欧
型
の
議
会
主
義
を
擁
護
し
、
政
府
の
対
満
政
策
や
対
中
政
策
を
批
判
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
当
時
社
長
で
あ
っ
た
芦
田
が
自
由
主
義
や
国
際
協
調
外
交
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う

(

３)

。

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
の

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

に
対
す
る
評
価
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
同
紙
の
経
営
と
主
張
に
つ
い
て
芦
田
の
活
動
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
の
位
置
づ
け
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

な
お
分
析
に
際
し
て
、
特
に
次
の
二
点
に
留
意
す
る
。
第
一
に
、
芦
田
と
外
務
省
と
の
関
係
で
あ
る
。
芦
田
は
一
九
一
二
年
に
外
務

省
に
入
省
、
対
外
宣
伝
を
主
管
す
る
情
報
部
の
第
二
課
長
を
務
め
た
経
歴
を
持
ち
、
三
二
年
に
退
官
し
て
立
憲
政
友
会
所
属
の
代
議
士

と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
芦
田
の
社
長
就
任
は
同
紙
が
外
務
省
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
一
連
の
流
れ
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
近
年
刊
行
さ
れ
た

『

芦
田
均
日
記

(

４)』

を
見
る
と
、
芦
田
と
外
務
省
の
政
策
志
向
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
芦
田
が
外
務
省
を
退
官
し
た
理
由
の
一
つ
に
は
満
洲
事
変
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
本
省
の
方
針
に
不
満
を

募
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
政
党
政
治
家
へ
と
転
身
し
た
後
の
第
六
四
議
会
で
は
連
盟
脱
退
問
題
を
め
ぐ
っ
て
内
田
康
哉
外
相

と
激
し
く
や
り
合
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
芦
田
と
外
務
省
の
微
妙
な
関
係
に
留
意
し
な
が
ら
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
主
張
を
分
析
す
る
。

第
二
に
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
主
張
が
欧
米
諸
国
か
ら
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
か
に
留
意
す
る
。
こ
の
点

芦田均と 『ジャパン・タイムズ』
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に
関
し
て
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
反
応
に
注
意
を
払
う
。
中
国
に
多
大
な
権
益
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
は
、
満
洲
事
変
勃
発
以
後
の
日
本
の
動

向
を
注
視
し
て
お
り
、
同
紙
の
記
事
に
も
注
目
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
記
事
に
対
す
る

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
反
応
を
分
析
し
、
同
紙
が
国
際
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
評
価
の
分
か
れ
る『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、

従
来
十
分
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
当
該
時
期
に
お
け
る
日
本
の
対
外
宣
伝
の
一
端
に
つ
い
て
も
解
明
し
た
い
と
考
え
る

(

５)

。

一

芦
田
均
の
社
長
就
任
と

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
経
営

芦
田
が

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』
の
社
長
に
就
任
す
る
経
緯
に
つ
い
て
、『T

he
Japan

T
im

es

も
の
が
た
り』

は
詳
細
に
述
べ

て
い
な
い
が
、『

芦
田
均
日
記』

を
参
照
す
る
こ
と
で
あ
る
程
度
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

６)

。
そ
も
そ
も
芦
田
が
新
聞
事
業
に
関
心
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
パ
リ
講
和
会
議
の
体
験
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
講
和
会
議
に
お
い
て
国
民
世
論
を
背
景
に
持
つ
政
治
家

が
外
交
交
渉
を
主
導
し
て
い
っ
た
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
た
芦
田
は
、｢

こ
の
ま
ま
職
に
留
ま
る
べ
き
か
否
か

(

７)｣

を
自
問
す
る
な
ど

職
業
外
交
官
と
し
て
の
限
界
を
感
じ
は
じ
め
、
外
交
指
導
者
と
し
て
政
党
政
治
家
の
道
を
志
す
よ
う
な
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、｢

外
交

を
政
府
及
外
交
官
の
専
売
制
度
か
ら
奪
っ
て
国
民
的
外
交
に
す
る
に
は
世
論
と
議
会
が
外
交
に
関
す
る
知
識
を
有
し
、
外
交
政
策
に
対

す
る
厳
正
な
批
判
を
有
す
る
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
も
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

(

８)

。
芦
田
は
、｢

外
交
の
民
主
化｣

と
い
う
流

れ
の
な
か
で
国
内
外
の
世
論
の
啓
発
と
そ
れ
を
促
す
新
聞
事
業
の
重
要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
満
洲
事
変
を
契
機

と
し
て

｢

日
本
の
外
交
を
建
直
す

(

９)｣

た
め
に
政
党
政
治
家
へ
と
転
身
し
た
芦
田
が
新
聞
事
業
に
も
乗
り
出
す
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
認

識
が
働
い
て
い
た
。

論 説
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芦
田
が

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
経
営
に
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
二
年
九
月
七
日
に
タ
イ
ム
ス
出
版
社
社

長
の
小
野
俊
一

(

�)

か
ら
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
小
野
か
ら
相
談
を
受
け
た
芦
田
は
同
紙
の
経
営
に
乗
り
気
で
あ
っ

た
が
、
自
ら
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
は
躊
躇
が
あ
っ
た
。
財
政
状
態
の
悪
化
し
て
い
る

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

を
引
き
受
け
る
た

め
に
は
相
当
の
財
力
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
同
月
二
八
日
、
芦
田
と
小
野
は
陸
奥
広
吉
を
社
長
と
し
て
擁
立
す
る
こ

と
に
決
め
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
広
吉
は
陸
奥
宗
光
の
長
男
で
元
外
交
官
で
あ
り
、
実
弟
に
は
古
河
市
兵
衛
の
養
子
と
し
て
古
河
鉱
業

の
経
営
者
と
な
っ
た
潤
吉
が
お
り

(

�)

、
教
養
の
面
か
ら
も
資
金
力
の
面
か
ら
も

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
社
長
と
し
て
申
し
分
の
な

い
人
物
で
あ
っ
た
。

陸
奥
の
擁
立
を
決
め
た
後
、
小
野
が
実
際
に
陸
奥
引
き
出
し
の
役
割
を
担
う
一
方
で
、
芦
田
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
企
業

会
員
へ
の
根
回
し
を
お
こ
な
っ
た
。
一
一
月
一
日
に
志
立
鉄
次
郎

(

元
日
本
興
業
銀
行
総
裁
・
日
本
勧
業
銀
行
参
与
理
事)

、
同
月
一

〇
日
に
米
山
梅
吉

(

三
井
銀
行
取
締
役
・
三
井
信
託
社
長)

、
一
九
日
に
は
松
方
幸
次
郎

(

元
川
崎
造
船
社
長)

と
樺
山
愛
輔

(

元
国

際
通
信
社
長
・
元
日
本
製
綱
所
会
長
・
元
十
五
銀
行
理
事)

に
相
談
し
て
い
る
。
彼
ら
は
企
業
会
員
の
な
か
で
も
購
読
料
の
か
た
ち
で

年
間
五
〇
〇
〇
円
の
補
助
金
を
支
払
う
有
力
企
業
の
関
係
者
で
あ
り
、
同
紙
の
再
建
に
は
欠
か
せ
な
い
財
界
人
た
ち
で
あ
っ
た

(

�)

。

ま
た
こ
の
間
の
一
一
月
二
日
に
は
陸
軍
省
と
外
務
省
を
訪
れ
て
い
る
。
陸
軍
省
で
は
新
聞
班
長
の
本
間
雅
晴
大
佐
の
立
ち
会
い
の
下

で
軍
事
調
査
委
員
長
の
谷
寿
夫
少
将
と
、
外
務
省
で
は
内
田
康
哉
外
相
以
下
有
田
八
郎
外
務
次
官
、
白
鳥
敏
夫
情
報
部
長
と
そ
れ
ぞ
れ

｢T
im

es

の
話
を
し
た｣

。
一
九
一
六
年
以
来
外
務
省
か
ら
は
年
額
五
〇
〇
〇
円
の
補
助
金
を
受
け
て
お
り

(

�)

、
特
に
同
省
の
同
意
は
重

要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
日
記
に
は
特
段
の
記
述
は
な
く
話
は
順
調
に
進
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
陸
奥
社
長
擁
立
に
よ
る

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
再
建
と
い
う
芦
田
と
小
野
の
計
画
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
肝
心
の

陸
奥
に
社
長
就
任
の
意
思
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
一
一
月
二
三
日
、
芦
田
は
鎌
倉
の
陸
奥
の
と
こ
ろ
へ

｢Japan
T
im

es

の
話
に
行
つ
た
が
一
向
飛
つ
い
て
来
な
い｣

た
め
、｢T

im
es

の
件
頓
挫｣

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
事
態
は
思
わ
ぬ
か
た
ち
で
好
転
す
る
。
一
一
月
二
五
日
、
芦
田
が
陸
奥
の
社
長
就
任
拒
否
の
顛
末
を
報
告
す
る
た
め
に

外
務
省
を
訪
問
す
る
と
、
情
報
部
長
の
白
鳥
は
芦
田
自
身
が

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
社
長
を
引
き
受
け
る
よ
う

｢encourage
し
て
是
非
や
れ｣

と
勧
め
た
の
で
あ
る
。
同
日
午
後
、
芦
田
は
内
田
外
相
と
有
田
外
務
次
官
の
意
向
を
慎
重
に
確
か
め
た
上
で
、｢

大

体favorable
で
あ
つ
た
の
で
大
に
勇
気
を
出｣

し
、｢

こ
れ
で
外
の
何
人
を
も
舁
ぐ
必
要
ハ
な
い
。
自
分
で
や
る
積
り
だ｣

と
の
決

意
を
固
め
た
。
そ
の
後
一
二
月
一
四
日
に
自
ら
を
社
長
と
す
る
改
革
案
を
外
務
省
に
提
出
、
一
七
日
に
は
同
省
と
の
間
で
合
意
に
達
し

た
。
そ
し
て
三
一
日
、
新
旧
社
長
交
代
挨
拶
が
お
こ
な
わ
れ
、
翌
一
九
三
三
年
一
月
一
日
を
も
っ
て
芦
田
は『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

社
長
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
社
長
交
代
の
経
緯
に
つ
い
て
、
駐
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
は
次
の
よ
う
な
報
告
を
残
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』
は
こ
こ
一
年
か
そ
れ
よ
り
以
前
に
外
務
省
や
陸
軍
省
か
ら
の
援
助
が
打
ち
切
ら
れ
た
た
め
に
経
営
状

態
が
悪
化
し
、
紙
面
の
質
も
著
し
く
低
下
し
て
い
た
。
同
紙
は
当
局
の
論
調
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
再
び
援
助
を
得
よ
う
と
し
た
が
叶

わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
今
回
の
経
営
陣
の
交
代
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で

あ
る

(

�)

。
実
際
に
は
、
こ
の
補
助
金
打
ち
切
り
と
社
長
交
代
は
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
実
質
的
な
経
営
者
で
副
社
長
主
幹
の
芝
染
太

郎
の
追
い
落
と
し
を
ね
ら
っ
た
外
務
省
の
工
作
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
外
務
省
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
芝
に
手
を
引
か
せ
、
同
紙

の
実
効
支
配
を
回
復
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い
た
と
い
う

(

�)

。
要
す
る
に
、
芦
田
の
社
長
就
任
の
背
景
に
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

を

完
全
に
支
配
し
た
い
外
務
省
と
同
省
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
補
助
金
を
引
き
出
し
た
い
同
紙
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
働
い
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
う
し
て
芦
田
の
社
長
就
任
と
と
も
に
外
務
省
か
ら
の
補
助
金
は
復
活
し
、
年
額
に
し
て
お
よ
そ
三
万
円
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た

(

�)

。
も
っ
と
も
、
そ
れ
で
も
な
お

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
経
営
は
苦
し
か
っ
た
。
芦
田
の
社
長
就
任
時
に
お
け
る
同
紙
は
毎
夕

論 説
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八
頁
か
ら
一
六
頁
の
紙
面
を
発
行
す
る
と
と
も
に
、
月
曜
日
に
は
海
外
号
と
し
て
一
週
間
内
の
重
要
記
事
を
採
録
し
た
も
の
を
海
外
在

住
の
日
本
人
や
外
国
人
に
向
け
て
発
送
し
て
い
た
。
購
読
料
は
一
ヶ
月
二
円
五
〇
銭
で
、
一
イ
ン
チ
当
た
り
四
円
の
広
告
料
収
入
が
得

ら
れ
る
ほ
か
、
中
高
等
学
校
の
英
語
教
材
の
販
売
も
お
こ
な
っ
て
い
た

(

�)

。
だ
が
、
発
行
部
数
は
お
よ
そ
四
〇
〇
〇
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た

(

�)

。

そ
も
そ
も
読
者
層
が
英
語
を
理
解
す
る
日
本
人
と
在
留
外
国
人
に
限
ら
れ
る
た
め
、
英
字
新
聞
は
事
業
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る

(
�)

。

そ
れ
ゆ
え
、
芦
田
は
月
末
に
な
る
と
同
紙
の
資
金
繰
り
の
た
め
に
借
金
に
奔
走
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

例
え
ば
一
九
三
四
年
の

『
芦
田
均
日
記』

を
見
て
み
る
と
、
七
月
二
八
日
に
当
月
分
の
社
員
の
給
与
を
支
払
う
た
め
に
、
波
多
野
春
房

(

大
日
本
連
合
火
災
保
険
協
会)
か
ら
五
〇
〇
〇
円
を
借
り
受
け
て
い
る
。
波
多
野
へ
の
返
済
に
つ
い
て
は
翌
月
二
五
日
に
第
一
銀
行

か
ら
、
二
九
日
に
川
崎
第
百
銀
行
と
日
本
興
業
銀
行
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
借
り
受
け
た
合
計
九
〇
〇
〇
円
の
借
金
が
充
て
ら
れ
、
社
員
の
給

与
は
そ
の
残
額
か
ら
支
払
わ
れ
た
。
九
月
二
六
日
に
は
再
び
波
多
野
か
ら
三
〇
〇
〇
円
を
借
り
受
け
て
川
崎
第
百
銀
行
の
返
済
に
充
て

る
と
と
も
に
、
そ
の
場
で
改
め
て
全
額
を
借
り
直
し
て
社
員
の
給
与
を
支
払
っ
た
。
八
月
末
の
第
一
銀
行
の
借
金
は
一
〇
月
一
八
日
に

三
井
信
託
か
ら
の
借
金
で
返
済
で
き
た
も
の
の
二
日
後
に
は
再
び
同
行
か
ら
三
〇
〇
〇
円
を
借
り
受
け
て
お
り
、
九
月
末
に
借
り
直
し

た
川
崎
第
百
銀
行
の
借
金
に
つ
い
て
は
一
〇
月
二
六
日
に
自
身
が
論
説
委
員
を
務
め
る
報
知
新
聞
か
ら
融
通
し
て
も
ら
う
こ
と
で
返
済
、

こ
の
月
の
給
与
の
支
払
い
は
藤
田
組
か
ら
の
借
金
で
あ
っ
た
。
一
一
月
も
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
り
、
給
与
の
支
払
い
の
た
め
二
七
日
に

報
知
新
聞
と
波
多
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
六
五
〇
〇
円
を
借
り
受
け
、
一
二
月
は
月
末
の
二
九
日
に
川
崎
第
百
銀
行
、
第
一
銀
行
、
波
多
野

を
訪
れ
て
、
返
済
の
猶
予
を
懇
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
経
営
は
ま
さ
に
自
転
車
操
業
で
あ
り
、
し
か
も
な
お
一
九
三
四
年
の
欠
損
は
一
万
五
〇

〇
〇
円
に
上
っ
た

(

�)

。
こ
う
し
た
状
況
は
一
九
三
五
、
三
六
年
で
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
政
党
政
治
家
と
し
て
も
活
動
す
る
芦
田
に
と
っ

て
同
紙
の
経
営
は
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芦
田
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

を
投
げ
出
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
芦
田
は
、
主
筆
の
新

渡
戸
孝
夫
と
と
も
に
編
集
業
務
に
携
わ
り
、
社
説
も
新
渡
戸
に
任
せ
る
こ
と
な
く
自
ら
が
執
筆
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
も
、
病
気

が
ち
の
新
渡
戸
は
次
第
に
出
社
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
一
九
三
四
、
三
五
年
頃
に
は
社
説
の
執
筆
や
編
集
業
務
を
芦
田
が
一
手
に

引
き
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
五
年
一
二
月
に
新
渡
戸
が
死
去
し
た
後
、
翌
年
一
月
に
編
集
局
長
と
し
て
新
た
に
城
谷
黙
を
迎
え
て

芦
田
の
仕
事
も
落
ち
着
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
社
長
を
退
任
す
る
三
九
年
末
ま
で
の
間
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
出
社
し
て
業
務

を
こ
な
し
た
。｢

外
交
を
建
直
す｣

た
め
に
政
党
政
治
家
と
な
っ
た
芦
田
は
、
政
治
家
と
し
て
の
活
動
と
同
じ
く
ら
い
熱
心
に

『

ジ
ャ

パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
事
業
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

二

満
洲
事
変
期
の

『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

満
洲
事
変
勃
発
以
後
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
が
軍
部
に
追
随
し
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
積
極
的
に
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
新
聞
各
社
は
戦
争
に
便
乗
し
て
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
煽
り
、
部
数
の
拡
大
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
軍

部
は
新
聞
を
は
じ
め
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
を
統
制
し
、
世
論
誘
導
の
た
め
の
宣
伝
工
作
に
利
用
し
た

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
ど
の
よ
う
な
報
道
姿
勢
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
芦
田
が
社
長
と
な
っ

た
一
九
三
三
年
一
月
か
ら
日
中
戦
争
が
始
ま
る
三
七
年
七
月
ま
で
の
同
紙
の
社
説
に
つ
い
て
、
外
交
問
題
を
中
心
に
検
討
す
る
。

一
九
三
三
年
一
月
一
日
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
社
長
に
就
任
し
た
芦
田
は
、｢

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
は
独
立
不
羈
、
不
偏

不
党
の
道
を
追
求
す
る｣

と
題
し
た
記
事
を
執
筆
し
、
次
の
よ
う
な
方
針
を
掲
げ
た
。
す
な
わ
ち
、｢

独
立
不
羈
と
は
報
道
や
意
見
表

明
の
な
か
に
潜
む
隠
さ
れ
た
動
機
に
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
、
不
偏
不
党
と
は
中
道
、
す
な
わ
ち
妥
協
で
は
な
く
穏
健
中
正
、
を
目
指
す

こ
と
で
あ
る
…
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
は
立
憲
政
治
を
支
持
し
、
ま
た
極
端
な
急
進
主
義
や
反
動
主
義
に
対
し
て
漸
進
的
な
進
歩
主
義

論 説
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を
支
持
す
る
…
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
は
先
頭
を
切
っ
て
国
際
理
解
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
さ
ら
に
重
要
な
こ

と
と
し
て
正
義
の
主
唱
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)｣

。

こ
の
よ
う
に
芦
田
は
、｢

独
立
不
羈｣

と

｢

不
偏
不
党｣

を
掲
げ
な
が
ら
も
、
対
内
的
に
は
復
古
的
な
国
粋
主
義
や
革
新
的
な
急
進

主
義
に
反
対
す
る
立
場
を
明
確
に
し
、
対
外
的
に
も
単
純
に
日
本
の
正
当
性
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
国
際
協
調
の
重
要
性
を
訴
え

る
立
場
を
と
っ
た
。
だ
が
、
一
九
三
三
年
時
点
に
お
け
る
日
本
の
国
際
的
な
立
場
は
苦
し
く
な
っ
て
い
た
。
満
洲
国
承
認
に
踏
み
切
っ

た
日
本
と
満
洲
国
の
独
立
を
否
定
す
る
リ
ッ
ト
ン
報
告
を
支
持
す
る
国
際
連
盟
と
の
溝
は
埋
ま
ら
ず
、
日
本
と
連
盟
の
衝
突
を
避
け
る

こ
と
は
難
し
い
情
勢
に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
情
勢
を
受
け
て
、
同
年
一
月
下
旬
か
ら
国
内
新
聞
各
社
で
は
連
盟

脱
退
の
ほ
か
な
し
と
の
声
が
強
ま
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
論
調
は
、
事
変
に
よ
っ
て
生
じ
た
既
成
事
実
を
擁
護
す
る
一
方
で
、
排
外
主
義
へ
と

傾
く
国
内
世
論
の
鎮
静
化
を
図
り
な
が
ら
連
盟
脱
退
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。
例
え
ば
、
連
盟
に
お
い
て

｢

十
九
人
委
員
会｣

が
リ
ッ

ト
ン
報
告
を
基
礎
と
し
た
勧
告
案
の
起
草
に
着
手
し
た
後
の
一
月
二
五
日
の
社
説
で
は
、
欧
米
諸
国
が
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
と
大
陸

へ
の
膨
張
に
懸
念
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、｢

海
外
か
ら
の
圧
力
が
、
こ
の
国
を
リ
ベ
ラ
ル
な
方
向
へ
と
持
っ
て

い
く
、
あ
る
い
は
民
主
主
義
に
よ
っ
て
軍
部
を
牽
制
す
る
力
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う｣

と
し
て
、
連
盟
や
欧
米
諸
国
が
事
変
に
介
入

す
る
こ
と
で
国
内
世
論
の
反
発
を
生
み
出
し
事
変
の
収
拾
が
困
難
に
な
る
と
訴
え
た

(

�)

。
ま
た
二
月
九
日
の
社
説
で
は
、｢

海
外
の
目
か

ら
見
れ
ば
、
満
洲
事
変
以
来
の
日
本
の
態
度
は
逸
脱
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
連
盟
が
ほ
と
ん
ど
何
も
な
し
得
な
い
地
域
に

お
け
る
現
状
が
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
ら
せ
た
の
で
あ
る｣

と
述
べ
て
リ
ッ
ト
ン
報
告
に
対
す
る
日
本
政
府
の
立
場
を
く
り
返
す
一
方

で
、｢

日
本
の
政
策
は
脱
退
で
は
な
く
、
協
力
に
あ
る｣

と
し
て
連
盟
脱
退
へ
と
傾
く
国
内
世
論
を
食
い
止
め
よ
う
と
し
た

(

�)

。
さ
ら
に

同
月
一
四
日
に

｢

十
九
人
委
員
会｣

に
お
い
て
リ
ッ
ト
ン
報
告
を
基
礎
と
す
る
勧
告
案
が
採
択
さ
れ
た
後
に
は
、
連
盟
脱
退
の
可
能
性

に
触
れ
な
が
ら
も
、｢

武
士
道
に
お
け
る
自
制
心
こ
そ
肝
要
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
態
度
は
大
国
ら
し
く
な
い｣

と
し
て
過
剰
な
反
応

芦田均と 『ジャパン・タイムズ』
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を
示
す
べ
き
で
は
な
い
と
論
じ
た

(

�)

。

し
か
し
、
二
〇
日
、
日
本
政
府
は
勧
告
案
が
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
場
合
に
は
連
盟
脱
退
に
踏
み
切
る
と
す
る
閣
議
決
定
を
お

こ
な
い
、
二
四
日
に
開
か
れ
た
総
会
に
お
い
て
実
際
に
勧
告
案
が
採
択
さ
れ
る
と
日
本
代
表
団
は
議
場
か
ら
退
場
、
翌
月
二
七
日
に
日

本
は
正
式
に
脱
退
を
通
告
し
た
。

こ
う
し
た
な
か
で

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
、
連
盟
脱
退
後
も
連
盟
の
枠
組
み
を
完
全
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
国
間

協
調
の
枠
組
み
を
維
持
す
る
と
い
う
立
場
へ
と
移
行
し
た
。
前
述
の
連
盟
脱
退
に
関
す
る
閣
議
決
定
後
の
二
月
二
二
日
に
は
、｢

根
本

的
な
問
題
や
原
則
に
お
い
て
連
盟
と
日
本
と
の
間
に
相
違
は
な
い
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
も
東
京
も
極
東
に
お
け
る
平
和
の
維
持
と
い
う
共
通

の
目
的
を
持
っ
て
い
る｣

と
述
べ
、｢

内
田
伯
が
く
り
返
し
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
基
本
的
な
政
策
は
、
中
国
・
ソ
連
・
ア

メ
リ
カ
と
い
っ
た
隣
国
と
と
も
に
平
和
政
策
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
る｣

と
論
じ
た

(

�)

。
ま
た
、
三
月
六
日
に
は
芦
田
自
ら
の
署
名
記
事

を
掲
載
し
、｢

A.
中
国
に
お
け
る
中
央
政
府
の
確
立
の
た
め
の
国
際
的
援
助
の
枠
組
み
、
B.
ソ
連
・
中
国
・
満
洲
国
・
日
本
・
ア
メ
リ

カ
を
含
む
太
平
洋
問
題
に
利
害
関
係
を
持
つ
国
々
の
間
で
仲
裁
裁
判
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
、
C.
最
近
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
で
日
本
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
海
軍
軍
縮
の
提
案｣

を
議
題
と
し
て
東
京
に
お
い
て
国
際
会
議
を
開
催
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
、｢

そ
の
た
め
に
は
外
交

的
な
準
備
が
必
要
で
あ
る
が
、
日
本
国
民
の
目
を
覚
ま
す
た
め
の
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る｣

と
し
て
、
連
盟
脱
退
を
熱

烈
に
支
持
す
る
世
論
に
冷
静
さ
を
取
り
戻
す
よ
う
求
め
た

(
�)

。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
多
国
間
協
調
の
枠
組
み
を
重
視
し
、
そ
の
再
構
築
を
求
め
る
芦
田
の｢

極
東
ロ
カ
ル
ノ｣

構
想
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
期
の
芦
田
は

『

外
交
時
報』
を
は
じ
め
と
す
る
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て

｢

日
・
満
・
露
・

支
の
四
箇
国
の
間
に
相
当
長
期
に
亙
る
不
侵
略
条
約
を
結
び
、
こ
れ
に
よ
っ
て
極
東
の
平
和
と
安
定
を
期
せ
ん
と
す
る｣

と
い
う

｢

極

東
ロ
カ
ル
ノ｣

構
想
を
提
唱
し
て
い
た
が

(

�)

、

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』
で
も
同
様
の
構
想
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
前
述
の
三

三
年
三
月
六
日
の
署
名
記
事
の
ほ
か
に
四
月
一
六
日
の

｢

太
平
洋
ロ
カ
ル
ノ｣
と
題
す
る
社
説
で
は
九
カ
国
条
約
の
締
約
国
に
ソ
連
を

論 説
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加
え
た
多
国
間
の
枠
組
み
を
提
唱
し

(

�)

、
翌
年
一
月
一
日
の｢

一
九
三
四
年
に
お
け
る
日
本
の
外
交
政
策｣

と
題
す
る
署
名
記
事
で
も
日
・

満
・
ソ
・
中
の
枠
組
み
の
必
要
性
を
説
き
、
最
終
的
に
は
英
米
を
含
め
て
関
係
修
復
を
目
指
す
提
案
を
お
こ
な
っ
て
い
る

(

�)

。

ま
た
、
こ
う
し
た
多
国
間
協
調
の
枠
組
み
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
同
紙
は
外
務
省
の
方
針
を
婉
曲
的
に
批
判
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
一
九
三
四
年
四
月
一
七
日
に
情
報
部
長
の
天
羽
英
二
が
東
亜
モ
ン
ロ
ー
主
義
的
な
日
中
提
携
の
方
針
を
非
公
式
談
話
と
し
て

発
表
し
て
問
題
化
し
た
際
に
は
、
天
羽
自
身
の
釈
明
を
掲
載
す
る
一
方
で

(

�)

、
社
説
に
お
い
て
は

｢

極
東
に
お
け
る
法
と
秩
序
を
支
え
る

た
め
の
原
則
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
長
々
と
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
日
本
の
い
わ
ゆ
る

『

特
殊
の
地
位』

は
決
し
て
法
的

な
意
味
に
お
け
る
特
殊
の
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
方
が
よ
い
。
国
際
法
や
関
係
国
と
の
諸
条
約
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
日

本
は
中
国
に
何
ら
の
特
権
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い｣

と
論
じ
た

(

�)

。
同
時
に
東
亜
モ
ン
ロ
ー
主
義
に
対
し
て
は
、｢

日
本
の『

モ
ン
ロ
ー

主
義』

に
つ
い
て
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
何
ら
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
も
な
く
、
ま
た
い
か
な
る
法
的
正
当
性
も
な

い
ま
ま
に
不
正
確
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る｣

と
論
じ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
覇
権
を
正
当
化
す
る
論
理
と
し
て
同

主
義
を
用
い
る
言
説
を
批
判
し
た

(

�)

。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
論
調
は
必
ず
し
も
外
務
省
の
方
針
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
そ
こ
に
は
当
該
時
期
に
進
め
ら
れ
て
い
た
対
外
関
係
の
修
復
を
目
指
す
外
務
省
の
取
り
組
み
を
後
押
し
す
る
一
面
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
三
三
年
四
月
一
六
日
の
社
説
は
日
本
政
府
が
六
月
に
開
催
予
定
の
ロ
ン
ド
ン
世
界
経
済
会
議
に
向

け
た
ワ
シ
ン
ト
ン
予
備
交
渉
の
招
請
を
受
諾
し
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
同
予
備
交
渉
が

｢

太
平

洋
の
平
和
と
世
界
経
済
の
回
復
に
必
要
不
可
欠
な
安
心
感
を
作
り
出
す
重
要
な
一
歩
に
な
る｣

と
論
じ
て
い
る
の
は

(

�)

、
交
渉
に
際
し
て

経
済
問
題
だ
け
で
な
く
、
政
治
問
題
に
つ
い
て
も
話
し
合
う
用
意
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
月
二
九
日
と
五
月

四
日
の
社
説
に
お
い
て
、
日
満
両
軍
は
満
洲
国
の
安
全
を
確
保
す
れ
ば
長
城
線
に
沿
っ
て
引
き
揚
げ
る
で
あ
ろ
う

(

�)

、
日
満
両
国
の
基
本

政
策
は
門
戸
開
放
と
機
会
均
等
に
あ
り
、
ほ
か
の
国
々
が
こ
の
点
を
心
配
す
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い

(

�)

、
と
論
じ
て
い
る
の
も
、
予
備
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交
渉
に
向
け
て
満
洲
問
題
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
世
論
の
懸
念
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
外
務
省
を
側
面
か
ら
援
護
す
る
論
調
は
北
満
鉄
道
買
収
交
渉
の
際
に
も
見
ら
れ
る
。
一
九
三
三
年
九
月
に
外
相
に
就
任
し

た
広
田
弘
毅
は
、
対
ソ
関
係
改
善
の
一
環
と
し
て
同
年
六
月
か
ら
ソ
満
間
で
開
始
さ
れ
て
い
た
北
満
鉄
道
買
収
交
渉
に
積
極
的
に
取
り

組
む
姿
勢
を
見
せ
た
。
交
渉
開
始
当
初
は
五
億
七
五
〇
〇
万
円
も
の
開
き
が
あ
っ
た
買
収
価
格
を
め
ぐ
る
ソ
満
両
国
の
隔
た
り
は
、
広

田
の
仲
介
も
あ
っ
て
三
四
年
七
月
に
は
四
〇
〇
〇
万
円
に
ま
で
縮
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
、｢

極

東
の
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
は
四
〇
〇
〇
万
円
よ
り
も
ず
っ
と
価
値
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
両
国
に
対
し
て
極
東
の
平
和
を
促
進
す

る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
物
質
的
あ
る
い
は
利
己
的
な
目
的
は
忘
れ
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
努
力
す
る
よ
う
に
心
か
ら
忠
告
し
た
い｣

と
述
べ
て
広
田
の
仲
介
を
支
持
す
る
論
陣
を
張
り

(

�)

、
買
収
価
格
を
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
と
し
て
交
渉
妥
結
の
見
通
し
が
明
ら
か
に
な
っ

た
九
月
二
六
日
の
社
説
で
は
、｢
今
回
の
合
意
は
交
渉
に
参
加
し
た
三
カ
国
が
極
東
の
平
和
を
心
の
底
か
ら
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ｣

り
、｢

極
東
に
お
け
る
平
和
を
願
う
勢
力
に
力
を
与
え
た｣

と
述
べ
て
広
田
の
尽
力
を
賞
賛
し
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
満
洲
事
変
さ
な
か
の

『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
対
内
的
に
は
国
民
に
冷
静
な
対
応
を
求
め
、
対
外
的
に
は
満
洲

に
お
け
る
日
本
の
行
動
を
連
盟
規
約
や
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
枠
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
説
明
し
、
欧
米
諸
国
の
理
解
を
求
め
る
弁
明
を

お
こ
な
っ
た
。
そ
の
後
、
塘
沽
停
戦
協
定
に
よ
っ
て
事
変
が
一
応
の
解
決
を
み
る
と
、
対
外
関
係
の
修
復
を
模
索
す
る
外
務
省
の
取
り

組
み
を
後
押
し
す
る
積
極
的
な
主
張
を
展
開
し
た
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
多
国
間
協
調
の
枠
組
み
を
重
視
す
る
芦
田
と
東
亜
モ
ン
ロ
ー

主
義
的
な
日
中
提
携
を
目
指
す
外
務
省
と
の
間
に
は
政
策
的
な
ず
れ
が
存
在
し
て
い
た
が
、
欧
米
諸
国
と
の
関
係
修
復
を
目
指
す
点
で

両
者
は
一
致
し
て
い
た
と
い
え
る
。
一
九
三
五
年
一
月
二
五
日
の
第
六
七
議
会
に
お
い
て
質
問
演
説
に
立
っ
た
芦
田
に
対
し
て
、
広
田

が

｢

私
の
在
任
中
に
戦
争
は
断
じ
て
な
い｣

と
応
じ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
受
け
て

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は

｢

広
田
氏
の
声
明
が
こ
れ
ま
で
の
ど
の
外
相
よ
り
も
あ
り
の
ま
ま
で
率
直
な
も
の
で
あ｣

り
、｢

日
本
全
体
の
希
望
と
確
信
を
表
現

し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い｣

と
述
べ
て
大
々
的
に
こ
れ
を
報
じ
た

(

�)

。
芦
田
は
外
務
省
と
協
働
し
な
が
ら
同
省
の
取
り
組
み
を
国
内
外
に

論 説
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発
信
す
る
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
年
五
月
を
境
に
し
て
出
先
陸
軍
が
華
北
分
離
工
作
に
着
手
す
る
と
、
そ
の
圧
力
の
前
に
外
務
省
は
こ
れ
を
容
認
す
る

態
度
を
示
し
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
再
び
苦
し
い
弁
明
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
梅
津
・
何
応
欽
協
定
締
結
後
の
六

月
一
五
日
の
社
説
で
は
、｢

日
本
が

『

も
う
一
つ
の
傀
儡
国
家』

を
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
か
、
華
北
を
併
合
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
い
っ
た
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
懸
念
は
事
実
で
は
な
く
空
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る｣

と
述
べ
て

日
本
の
侵
略
を
否
定
し
、｢

日
本
の
根
本
的
な
政
策
は
中
国
と
日
本
と
満
洲
と
の
間
に
恒
久
的
な
平
和
を
維
持
す
る
こ
と｣

に
あ
る
と

し
て
、
華
北
に
お
け
る
日
本
の
行
動
に
対
し
て
欧
米
諸
国
の
理
解
を
求
め
た

(

�)

。
ま
た
同
月
一
七
日
に
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
キ
ン

グ
上
院
議
員
が
中
国
に
お
け
る
日
本
の
行
動
を
不
戦
条
約
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
調
査
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
決
議
案
を
提
出
す

る
と
、｢

華
北
の
事
態
は
一
滴
の
血
も
流
す
こ
と
な
く
、
日
中
双
方
に
何
の
し
こ
り
も
残
さ
ず
に
解
決
さ
れ
た｣

と
述
べ
て
改
め
て
日

本
の
正
当
性
を
訴
え
る
一
方
で
、｢

海
外
で
は
誇
張
さ
れ
て
報
道
さ
れ
る
た
め
他
国
に
お
い
て
好
ま
し
か
ら
ざ
る
反
応
は
少
な
か
ら
ず

生
じ
る
し
、
誤
解
を
生
む
こ
と
が
あ
る｣
と
し
て
国
内
に
対
し
て
は
過
剰
な
反
発
を
示
さ
な
い
よ
う
自
制
を
促
し
た

(

�)

。
そ
し
て
土
肥
原
・

秦
徳
純
協
定
の
締
結
に
よ
っ
て
危
機
が
収
束
し
た
二
九
日
の
社
説
は
、
華
北
や
チ
ャ
ハ
ル
に
お
け
る
日
本
軍
の
行
動
は
日
満
議
定
書
に

も
と
づ
く
自
衛
の
措
置
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
行
動
に
出
る
こ
と
は
な
い
と
の
見
解
を
示
す
と
と
も
に
、｢

日
本
の
政
策
は
広
田
弘
毅

外
相
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
不
脅
威
、
不
侵
略
の
原
則
に
従
う｣

と
述
べ
て
、
今
後
は
そ
う
し
た
土
台
に
立
っ
て
日
本
と
中
国
さ
ら
に

欧
米
諸
国
は
互
い
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
論
じ
た

(
�)

。

し
か
し
、
九
月
に
入
っ
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
財
政
顧
問
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
リ
ー
ス
・
ロ
ス
が
中
国
の
幣
制
改
革
に
着
手
し
た
こ
と
で
、

こ
れ
に
反
発
す
る
出
先
陸
軍
が
再
び
華
北
工
作
に
乗
り
出
し
た
た
め
、『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
弁
明
は
さ
ら
に
苦
し
く
な
っ
た
。

同
月
二
四
日
に
多
田
駿
天
津
軍
司
令
官
に
よ
る
華
北
五
省
に
お
け
る
自
治
推
進
の
談
話
が
公
表
さ
れ
る
と
、｢

華
北
に
お
い
て
満
洲
国

の
安
全
を
脅
か
す
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
現
状
は
容
易
な
ら
ざ
る
事
態
で
あ｣
り
、｢

そ
の
よ
う
な
非
難
す
べ
き
活
動
が
継
続
し
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て
い
る
こ
と
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い｣

と
し
て
日
本
の
行
動
を
正
当
化
す
る
一
方
で
、
自
治
運
動
は

｢

蒋
介
石
将
軍
と
彼
の
政
府

が
直
面
し
て
い
る
中
国
の
完
全
な
統
一
に
対
し
て
、
日
本
人
が
深
い
同
情
の
念
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い｣
と
す
る
社
説
を
掲
載
し
た

(

�)

。
ま
た
一
〇
月
に
入
っ
て
香
河
県
の
農
民
暴
動
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
中
国
軍
を
天
津
軍

が
阻
止
す
る
事
件
が
発
生
す
る
と
、
中
国
軍
の
派
遣
阻
止
は
同
県
が
塘
沽
停
戦
協
定
に
も
と
づ
く
軍
隊
の
立
ち
入
り
禁
止
区
域
に
当
た

る
か
ら
で
あ
っ
て
、｢

河
北
省
の
問
題
に
は
干
渉
し
な
い
と
い
う
の
が
日
本
の
政
策
で
あ
る｣

と
し
て
、
出
先
陸
軍
が
暴
動
に
関
与
し

て
い
る
と
い
う
噂
を
否
定
し
た

(

�)

。

だ
が
、
一
一
月
四
日
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
援
を
受
け
て
国
民
政
府
が
幣
制
改
革
を
断
行
す
る
と
、
関
東
軍
は
自
治
工
作
を
本
格
的
に
展

開
し
、
同
月
二
五
日
に
冀
東
防
共
自
治
委
員
会
が
、
翌
月
一
八
日
に
冀
察
政
務
委
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て『

ジ
ャ

パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
、｢

こ
れ
ま
で
日
本
は
中
国
に
対
す
る
領
土
的
野
心
な
ど
持
っ
て
お
ら
ず
、
中
国
政
府
と
の
間
に
友
好
的
な
協

力
関
係
を
求
め
て
い
る
と
何
度
も
表
明
し
て
き
た｣

と
し
な
が
ら
も

(

�)

、｢

中
国
の
統
一
に
関
す
る
国
際
的
な
約
束
に
加
わ
っ
て
い
た
か

つ
て
の
日
本
と
華
北
五
省
の
自
治
に
同
情
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
現
在
の
日
本
と
の
間
に
は
い
か
な
る
矛
盾
も
な
い
。
ど
ち
ら
も
本
質

的
に
は
中
国
の
人
々
の
幸
福
に
対
す
る
深
い
関
心
を
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
極
東
の
恒
久
的
な
平
和
な
ど
あ
り
得
な
い｣

と
論
じ
た

(

�)

。
つ
い
に
同
紙
は
、
中
国
に
対
す
る
内
政
不
干
渉
や
同
国
の
政
治
的
統
一
を
守
る
と
い
っ
た
そ
れ
ま
で
の
説
明
を
大
き
く
踏

み
越
え
る
社
説
を
掲
載
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
華
北
工
作
を
単
純
に
追
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
紙
は

｢

極
東
ロ
カ
ル
ノ｣

構
想
を

提
唱
す
る
と
と
も
に
、
華
北
工
作
に
よ
っ
て
戦
争
の
危
険
性
ま
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
対
ソ
関
係
を
改
善
す
る
よ
う
求
め
る
社

説
を
く
り
返
し
掲
載
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
五
年
一
〇
月
八
、
九
日
に
芦
田
の
署
名
記
事
と
し
て
日
・
満
・
ソ
の
国
境
に
沿
っ
て
中

立
地
帯
を
設
置
す
る
案
を
公
表
し

(

�)

、
翌
年
四
月
四
日
に
は
広
田
内
閣
の
外
相
に
就
任
し
た
有
田
八
郎
に
対
し
て
対
ソ
関
係
の
改
善
と
日

ソ
不
可
侵
条
約
の
締
結
に
向
け
た
努
力
を
要
望
す
る
社
説
を
掲
載
し
て
い
る
ほ
か

(
�)

、
同
年
九
月
一
四
日
に
も
重
光
葵
が
駐
ソ
大
使
と
し
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て
赴
任
す
る
の
に
合
わ
せ
て
日
ソ
不
可
侵
条
約
の
締
結
を
促
す
社
説
を
掲
載
し
た

(

�)

。『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
華
北
工
作
の
弁
明

に
努
め
る
一
方
で
、
こ
れ
以
上
の
事
態
の
悪
化
を
何
と
か
食
い
止
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
論
調
は
、
欧
米
諸
国
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
駐
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
の
一
九
三
三
年
の
年
次
報
告
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。｢

日
本
の
英
字
夕
刊

紙
で
あ
る

『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

に
つ
い
て
は
、
昨
年
の
報
告
に
お
い
て
経
営
者
の
交
代
と
、
非
常
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
見
方
を
と
る
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
言
葉
の
上
で
も
編
集
の
上
で
も
紙
面
に
大
き
な
変
化
は
な｣

く
、｢

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
紙
の
水

準
に
す
ら
満
た
な
い

(

�)｣
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
低
い
評
価
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
決
し
て

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

を
軽
視
し
て
い
た
わ

け
で
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
同
紙
の
対
ソ
協
調
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
関
心
を
集
め
た
。
日
ソ
均
衡
に
よ
っ
て
日
本
の
膨
張
を
抑

制
し
よ
う
と
し
て
い
た
同
省
に
と
っ
て

(
�)

、
日
ソ
接
近
に
よ
る
日
本
の
南
進
は
最
も
懸
念
さ
れ
る
事
態
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
、

駐
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
は
同
紙
の
社
説
を
根
拠
と
し
て
日
ソ
の
政
治
的
接
近
が
あ
り
得
る
と
の
見
方
を
示
し
、
報
告
を
受
け
た
本
省
極

東
局
の
サ
イ
モ
ン
・
ハ
ー
コ
ー
ト
・
ス
ミ
ス
も

｢
ソ
日
関
係
の
真
の
改
善
は
、
わ
れ
わ
れ
を
心
地
よ
く
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
も
し
、
日
本
が
現
在
の
ロ
シ
ア
は
強
す
ぎ
て
攻
撃
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
な
ら
ば
、
拡
大
の
矛
先
は
お
そ
ら
く
南
方

へ
と
向
う
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
中
国
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
利
益
は
縮
小
過
程
に
陥
り
、
中
東
鉄

道
と
同
様
の
結
果
に
な
る
だ
ろ
う｣

と
の
見
解
ま
と
め
、
こ
れ
に
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
カ
ド
ガ
ン
外
務
次
官
補
が
同
意
を
与
え
て
い
る

(

�)

。

も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
懸
念
は
杞
憂
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
華
北
工
作
後
の
外
務
省
は
排
日
運
動
の
停
止

と
満
州
国
の
承
認
、
共
同
防
共
の
三
つ
の
要
求
を
対
中
交
渉
の
前
提
と
す
る
広
田
三
原
則
を
策
定
し
、
欧
米
諸
国
に
対
し
て
も
ソ
連
共

産
主
義
の
脅
威
に
共
同
で
対
処
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
関
係
修
復
を
図
る
防
共
外
交
を
基
本
方
針
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
芦
田
は
防
共
外
交
に
懐
疑
的
で
あ
り
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
外
務
省
の
方
針
と
は
異
な
る
独
自
の
主
張
を
展
開
し
て
い
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た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
一
つ
に
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

が
現
実
の
外
交
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い

う
点
で
あ
る
。
本
省
へ
の
報
告
に
際
し
て
駐
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
が

｢『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
外
務
省
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、

そ
の
思
考
を

『
か
わ
い
ら
し
い
は
か
な
い
希
望』

と
か
、
現
実
政
治
の
埒
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
強

調
し
て
い
る
よ
う
に

(

�)

、
そ
の
影
響
力
は
外
務
省
と
の
関
係
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

ま
た
注
目
す
べ
き
い
ま
一
つ
は
、
外
務
省
が

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

に
対
し
て
あ
る
程
度
自
由
な
論
調
を
許
容
し
て
い
た
と
い

う
点
で
あ
る
。
多
国
間
協
調
の
枠
組
み
を
重
視
す
る
芦
田
と
東
亜
モ
ン
ロ
ー
主
義
的
な
日
中
提
携
路
線
を
追
求
す
る
外
務
省
と
の
間
に

は
ず
れ
が
存
在
し
て
お
り
、『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

が
し
ば
し
ば
独
自
の
主
張
を
展
開
し
た
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
で

あ
る
。
し
か
し
、
外
務
省
は
同
紙
の
社
説
を
差
し
止
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
外
務
省
が
欧
米
諸
国
と
の
関
係
修
復

に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
、
満
洲
事
変
以
後
の
日
本
の
対
外
行
動
を
従
来
の
枠
組
み
で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
と
整
合
的
に
説
明
し
た

り
、
あ
る
い
は
事
変
に
よ
っ
て
動
揺
し
た
同
体
制
を
修
復
す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
す
る

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
外
交
論
を
有
用

な
も
の
と
し
て
認
め
、
そ
う
し
た
論
調
を
主
導
す
る
芦
田
も
ま
た
有
用
な
存
在
と
し
て
認
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
芦

田
も
外
務
省
と
の
関
係
を
利
用
し
な
が
ら

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

で
自
説
を
展
開
し
、
こ
れ
を
現
実
の
外
交
に
反
映
さ
せ
よ
う
と

ね
ら
っ
て
い
た
。
芦
田
と
外
務
省
は
政
策
志
向
の
ず
れ
を
抱
え
な
が
ら
も
、
欧
米
諸
国
と
の
関
係
修
復
に
向
け
て
協
働
関
係
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

だ
が
、
防
共
外
交
の
進
展
と
と
も
に
両
者
の
協
働
関
係
に
は
綻
び
が
生
じ
は
じ
め
る
。
防
共
外
交
が
現
状
打
破
を
掲
げ
る
ド
イ
ツ
と

の
接
近
を
促
し
、
欧
米
諸
国
と
の
関
係
修
復
と
は
相
反
す
る
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
日
独
防
共
協
定
締
結

後
の

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
、
日
本
に
と
っ
て
共
産
主
義
の
撲
滅
が
ど
れ
く
ら
い
の
利
益
に
な
る
の
か
理
解
し
に
く
い

(

�)

、
あ
る

い
は
同
協
定
の
国
際
的
な
影
響
は
政
府
の
予
想
と
は
異
な
り
英
米
や
そ
の
ほ
か
の
国
々
と
の
関
係
を
傷
つ
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
指
摘
し

(

�)

、
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さ
ら
に
は
広
田
内
閣
は

｢

現
在
の
日
本
を
覆
っ
て
い
る
深
刻
な
状
況
に
何
一
つ
対
処
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る｣

と
し
て
政
府

を
批
判
す
る
社
説
を
掲
載
し
て
い
る

(

�)

。

そ
う
し
た
な
か
で
日
中
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
両
者
の
協
働
関
係
は
完
全
に
破
綻
す
る
。
日
中
戦
争
勃
発
後
の
外
務
省
は
ワ
シ
ン
ト

ン
体
制
の
否
定
と
こ
れ
に
代
わ
る
東
亜
新
秩
序
の
建
設
を
唱
え
て
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
欧
米
諸
国
の
退
場
を
求
め
る
外
交
方
針
へ
と
転

換
す
る
か
ら
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
日
中
戦
争
勃
発
以
後
の
外
務
省
の
政
策
転
換
に
留
意
し
な
が
ら
、
当
該
時
期
の

『

ジ
ャ

パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三

日
中
戦
争
下
の

『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

一
九
三
七
年
七
月
七
日
、
北
京
郊
外
の
盧
溝
橋
で
日
中
両
軍
に
よ
る
武
力
衝
突
事
件
が
発
生
し
た
。
事
件
直
後
の

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ

イ
ム
ズ』

は
、｢

極
東
に
お
け
る
恒
久
的
な
平
和
の
た
め
に
も
、
日
中
両
国
政
府
に
は
事
件
拡
大
を
抑
制
す
る
た
め
の
献
身
的
な
努
力

を
熱
望
す
る｣

と
の
社
説
を
掲
載
し
た

(

�)

。
し
か
し
、
事
件
不
拡
大
へ
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
、
盧
溝
橋
事
件
は
日
本
と
中
国
の
全
面
戦
争

へ
と
発
展
し
た
。

日
中
戦
争
の
勃
発
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
経
営
に
と
っ
て
一
つ
の
転
機
と
な
っ
た
。
同
紙
は
一
九
三
五
年
に
資
本
金
一
八

万
円
の
株
式
会
社
に
改
組
さ
れ
た
が
、
日
中
戦
争
勃
発
後
の
三
八
年
に
は
二
二
万
円
、
翌
年
に
は
三
五
万
円
に
増
資
さ
れ
た

(

�)

。
ま
た
三

八
年
九
月
か
ら
雑
誌
型
の
週
刊
誌

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー』

が
新
た
に
刊
行
さ
れ
、
三
九
年
度
に
お
け
る
外
務
省

か
ら
の
補
助
金
は
一
二
万
円
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た

(

�)

。
外
務
省
は

｢『
ジ
ャ
パ
ン
、
タ
イ
ム
ス』

の
指
導
に
関
し
て
は
特
に
対
外
宣

傳
上
之
か
積
極
的
利
用
の
緊
要
な
る
事
態
に
鑑
み
て
日
刊
紙
の
改
善｣

が
必
要
と
判
断
し
、
同
紙
の
経
営
に
本
格
的
に
介
入
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
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一
方
、
日
中
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
芦
田
自
身
も
日
本
の
対
外
宣
伝
に
深
く
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
芦
田
は
戦
争
勃
発
を
受
け
て

発
足
し
た
内
閣
情
報
部
の
参
与
に
選
任
さ
れ

(

�)

、
さ
ら
に
日
中
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
立
場
を
諸
外
国
に
説
明
す
る
た
め
の
国
民
使
節
の

一
人
に
選
ば
れ
た
。
芦
田
は
、
外
務
省
の
宣
伝
工
作
の
一
環
と
し
て
一
九
三
七
年
一
〇
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
の
約
四
ヶ
月
の
間
に
欧

米
一
四
カ
国
を
訪
問
し
て
、
日
本
の
正
当
性
を
訴
え
た
の
で
あ
る

(

�)

。

し
か
し
、
こ
の
国
民
使
節
の
旅
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
芦
田
と
外
務
省
と
の
間
の
政
策
的
な
ず
れ
は
大
き
く
広
が
っ
て
い
っ
た
。
使

節
の
旅
で
直
接
欧
米
の
空
気
に
触
れ
た
芦
田
は
、
連
盟
や
多
国
間
協
調
の
枠
組
み
に
対
す
る
信
頼
が
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
、

欧
米
諸
国
と
り
わ
け
英
米
と
の
関
係
修
復
の
た
め
に
は
日
本
が
連
盟
規
約
や
九
カ
国
条
約
と
い
っ
た
多
国
間
協
調
の
枠
組
み
に
復
帰
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
再
確
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
中
戦
争
勃
発
後
の
外
務
省
で
は
九
カ
国
条
約
の
よ
う
な
多
国
間
の
枠
組
み
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
空
気
が
強
ま
っ

て
い
た
。
同
条
約
が
中
国
に
対
す
る
日
本
の
進
出
を
抑
制
す
る
障
害
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
一
九
三

八
年
一
一
月
三
日
に
第
二
次
近
衛
声
明
と
し
て

｢

日
満
支｣

に
よ
る
東
亜
新
秩
序
の
建
設
が
宣
言
さ
れ
る
と
、
同
月
一
八
日
に
外
務
省

は

｢

事
変
前
の
事
態
に
適
用
あ
り
た
る
観
念
乃
至
原
則
を
以
て
其
の
侭
現
在
及
今
後
の
事
態
を
律
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
何
等
当
面
の
問

題
の
解
決
を
齎
す
所
以
に
非
さ
る
の
み
な
ら
す
又
東
亜
恒
久
平
和
の
確
立
に
資
す
る
も
の
に
非
さ
る
こ
と｣

を
ア
メ
リ
カ
に
告
げ
、
新

秩
序
が
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
へ
の
復
帰
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(

�)

。

ま
た
、
外
務
省
の
な
か
で
は
新
秩
序
の
建
設
の
た
め
に
独
伊
と
の
提
携
を
求
め
る
革
新
派
外
交
官
の
存
在
感
が
増
し
て
い
た

(

�)

。
日
中

戦
争
が
長
期
化
の
様
相
を
呈
す
る
な
か
で
、
陸
軍
で
は
中
国
を
支
援
す
る
ソ
連
や
英
米
を
牽
制
す
る
た
め
に
独
伊
と
の
防
共
協
定
を
軍

事
同
盟
に
強
化
し
よ
う
と
す
る
主
張
が
強
ま
り
、
革
新
派
は
こ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
外
務
省
が

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

へ
の
介
入
を
強
め
る
と
、
芦
田
と
同
省
と
の
間
に
は
軋
轢
が
生
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
当
該
時
期
に
お
け
る
日
記
の

｢T
im

es

のL
eader

を
作
る
の
に
大
苦
心
を
要
す
る
。
殊
に
外
務
省
か
ら
来
る

論 説
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日
本
文
と
来
て
は
か
な
り
下
ら
ぬ
代
物
ば
か
り

(

�)｣

と
い
っ
た
記
述
は
、
芦
田
と
外
務
省
と
の
間
の
ず
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
ま
た
同

時
に

｢

小
僧
の
よ
う
な
属
僚
が
、
其
時
々
の
思
付
き
でT

im
es

を
御
用
商
人
の
如
く
扱
ハ
ん
と
す
る
。
そ
れ
をF

ight

し
て
行
く
ん

だ

(

�)｣
、
あ
る
い
は

｢

此
頃
の
記
者
達
の
迎
合
的
な
意
気
地
の
な
さ
を
思
ふ
と
、
本
当
の
記
者
気
質
を
忍
バ
ざ
る
を
得
な
く
な
る

(

�)｣

と
記

し
て
い
る
よ
う
に
、
芦
田
は
外
務
省
の
介
入
に
強
く
反
発
し
た
。

こ
う
し
て
外
務
省
か
ら
の
介
入
と
こ
れ
に
反
発
す
る
芦
田
の
主
張
と
が
ぶ
つ
か
る
よ
う
に
な
り
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
論

調
は
統
一
性
を
欠
く
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
八
年
五
月
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機
を
醸
成
し
て
き
た
ズ
デ
ー
テ
ン
問
題
に

つ
い
て
、
同
紙
の
立
場
は
定
ま
ら
な
か
っ
た
。
九
月
一
二
日
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
演
説
を
受
け
て

掲
載
さ
れ
た
社
説
は
、｢

日
本
は
危
機
に
直
面
す
る
ド
イ
ツ
に
対
し
て
事
実
上
の
支
援
を
与
え
る
だ
ろ
う｣

と
論
じ

(

�)

、
ド
イ
ツ
を
支
持

す
る
立
場
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
二
〇
日
の
社
説
で
も
、
ズ
デ
ー
テ
ン
問
題
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
策
動
で

あ
る
と
し
て
非
難
し
、
独
伊
と
の
提
携
の
必
要
性
を
訴
え
た

(

�)

。

と
こ
ろ
が
、
二
七
日
に
は
一
転
し
て
ド
イ
ツ
へ
の
支
持
に
消
極
的
な
社
説
が
掲
載
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
要
求
は
容
れ
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、｢

こ
の
危
機
に
よ
っ
て
生
じ
た
苦
い
感
情
を
消
し
去
る
に
は
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う｣

と
論
じ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
れ
は
、

ズ
デ
ー
テ
ン
問
題
を
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
陰
謀
と
し
て
ド
イ
ツ
を
支
持
す
る
と
し
た
一
四
日
の
河
相
達
夫
情
報
部
長
の
談
話
に
つ
い
て
、

｢

誰
が
本
氣
に
き
く
も
の
か
、
狂
で
な
け
れ
バ
信
用
し
や
し
な
い｣

と
し
て

(

�)

、
芦
田
が
ま
っ
た
く
受
け
つ
け
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

芦
田
は
、
陸
軍
に
同
調
し
て
独
伊
と
の
提
携
を
説
く
河
相
に
対
し
て
、｢

眼
前
の
問
題
に
支
配
さ
れ
て
熟
慮
を
欠
き
、
力
の
強
い
者
に

引
き
づ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
軽
率
と
も
、
不
注
意
と
も
、
職
務
怠
慢
と
も
云
ハ
れ
る
の
で
あ
る
。
氣
分
が
悪
い
事
此
上
な
い｣

と
い

う
よ
う
に

(

�)

、
強
い
不
満
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
芦
田
と
外
務
省
と
の
間
の
ず
れ
か
ら
生
じ
る
社
説
の
混
乱
は
、
中
国
問
題
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
一
九
三

八
年
五
月
二
日
の
日
英
海
関
協
定
の
成
立
を
踏
ま
え
た
同
月
四
日
の
社
説
は
、｢
イ
ギ
リ
ス
が
日
支
事
変
の
初
期
に
見
せ
た
態
度
を
変

芦田均と 『ジャパン・タイムズ』
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更
し
、
現
実
主
義
の
外
交
に
向
け
た
言
動
を
示
し
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
歓
迎
し
て
い
る｣

と
論
じ

(

�)

、
六
月
二
日
に
は

｢

イ
ギ
リ
ス
は

い
つ
ま
で
蒋
介
石
を
支
援
す
る
の
だ
ろ
う
か｣

、｢

そ
れ
は
中
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
を
守
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
促
進
す
る
た
め

の
よ
い
方
法
と
は
思
わ
れ
な
い｣

と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
援
蒋
政
策
の
放
棄
を
求
め
る
社
説
を
掲
載
し
た

(

�)

。
そ
の
後
七
月
か
ら
開

始
さ
れ
た
宇
垣
・
ク
レ
ー
ギ
ー
会
談
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
た
九
月
一
〇
日
に
は
、｢

イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
の
中
国
問
題
は
投
資

と
貿
易
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
国
家
的
存
亡
の
か
か
っ
た
死
活
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ

て
の
国
民
は
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
自
ら
の
生
存
の
た
め
に
い
か
な
る
犠
牲
と
損
害
を
払
っ
て
で
も
最
後
ま
で
戦
い
抜
く
こ
と
を
決
意
し

て
い
る｣

と
い
っ
た
強
硬
論
を
主
張
し

(

�)

、
交
渉
決
裂
後
の
一
〇
月
一
六
日
の
社
説
で
は
ズ
デ
ー
テ
ン
問
題
に
お
け
る
対
独
宥
和
を
持
ち

出
し
て
、｢

西
洋
諸
国
に
は
中
国
問
題
に
対
し
て
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
問
題
と
同
様
に
実
際
的
で
現
実
的
な
方
法
を
適
用
さ
せ
よ

う
、
そ
う
す
れ
ば
問
題
が
複
雑
化
す
る
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
速
や
か
に
解
決
す
る｣

と
論
じ
た

(

�)

。

だ
が
そ
の
一
方
で
、
八
月
一
六
日
の
社
説
で
は
、｢

日
中
経
済
提
携
と
い
う
古
い
考
え
を
再
検
討
す
る
と
、
そ
う
し
た
主
張
が
中
国
の

市
場
的
価
値
を
正
し
く
見
積
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い｣

、
中
国
市
場
の
独
占
は

｢

日
本
の
実
業
界
の
重
荷
と
な
る
だ
ろ
う｣

と
論
じ

(

�)

、
暗
に
門
戸
開
放
や
機
会
均
等
原
則
を
維
持
す
る
こ
と
に
肯
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
東
亜
新
秩
序
声
明
を
受
け
た

一
一
月
一
二
日
の
社
説
は
、
門
戸
開
放
や
機
会
均
等
原
則
に
言
及
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
前
提
と
す
る

｢

中
国
の
情
勢
が
変
化
し
た
こ

と
を
ア
メ
リ
カ
や
諸
外
国
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
と
し
つ
つ
も
、｢

し
か
し
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
苦
痛
も
過

渡
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い｣

と
論
じ
て
い
る

(

�)

。
そ
の
趣
旨
の
一
つ
が
英
米
は
現
在
の
戦
闘
行
為
に
よ
る
門
戸
開
放
や
機
会
均
等
原
則
の

侵
害
を
容
認
せ
よ
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
他
方
で
そ
の
力
点
が
新
秩
序
そ
れ
自
体
は
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
諸
原

則
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
新
秩
序
と
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
を
両
立
可
能
な
も
の
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
論
調
は
、
一
九
三
九
年
三
月
二
四
日
の
芦

田
の
署
名
記
事
に
お
い
て
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢
た
と
え
日
本
が
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
あ
る
い
は
そ
の

論 説
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他
の
第
三
国
に
貿
易
と
通
商
の
自
由
を
認
め
た
と
し
て
も
多
く
を
失
う
こ
と
は
な
い｣

、
中
国
に
お
け
る

｢

第
三
国
の
商
人
の
利
益
を

で
き
る
限
り
尊
重
す
べ
き
で
あ
る｣

。｢

満
洲
国
の
独
立
を
承
認
す
る
こ
と
、
華
北
に
お
け
る
資
源
開
発
と
原
料
獲
得
に
関
す
る
日
本
の

計
画
に
同
情
を
持
つ
こ
と｣

と
い
う
二
つ
の
条
件
と
引
き
換
え
に
、｢

日
本
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
第
三
国
の
領
土
の
現
状
維
持
を
再
確

認
す
べ
き
あ
る
。
中
国
に
対
し
て
も
同
様
に
領
土
的
統
一
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る｣

。｢

こ
れ
は
経
済
的
協
力
の
基
礎
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
現
在
熱
狂
的
に
進
行
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
海
軍
拡
張
を
抑
制
す
る
基
本
的
条
件
で
あ｣

り
、｢

海
軍
軍
縮
は
重
要

な
問
題
で
あ
る

(

�)｣

。
こ
の
記
事
の
な
か
で

｢

昨
年
一
二
月
二
二
日
の
近
衛
声
明
を
見
れ
ば
こ
れ
ら
の
こ
と
は
明
白
で
あ
る｣

と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
芦
田
の
主
張
は
第
三
次
近
衛
声
明

(

�)

の
な
か
の｢

日
本
は
何
等
支
那
に
於
て
経
済
的
独
占
を
行
は
ん
と
す
る
も
の
に
非
ず｣

、

｢

第
三
国
の
利
益
を
制
限
す
る
が
如
き
こ
と
を
求
む
る
も
の
に
非
ず｣

、
ま
た

｢

日
本
は
支
那
の
主
権
を
尊
重
す
る｣

と
い
っ
た
文
言
か

ら
、
中
国
に
お
け
る
領
土
保
全
や
門
戸
開
放
、
機
会
均
等
と
い
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
諸
原
則
と
の
一
致
を
見
い
だ
し
、
東
亜
新
秩

序
を
同
体
制
の
枠
内
で
読
み
替
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
芦
田
の
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
曲
解
と
も
い
え
る
強
引
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
同
声
明
の
な
か
の

｢

抗

日
国
民
政
府
の
徹
底
的
武
力
掃
蕩｣

や｢

日
本
軍
の
防
共
駐
屯｣

、｢

内
蒙
地
方
を
特
殊
防
共
地
域
と
す
る
こ
と｣

と
い
っ
た
条
件
を
ま
っ

た
く
無
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
芦
田
が
こ
れ
ら
の
条
件
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
く
、
そ
れ
は
意
図
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
芦
田
は
、
外
務
省
か
ら
の
介
入
を
回
避
し
つ
つ
自
説
を
展
開
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
強
引
な
立
論
を
お
こ
な
っ

た
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
日
中
戦
争
勃
発
後
の

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』
の
内
情
と
そ
の
論
調
に
つ
い
て
、
駐
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
は
正

確
に
捉
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
一
九
三
八
年
九
月
に
作
成
さ
れ
た
日
本
国
内
に
お
け
る
英
字
新
聞
に
関
す
る
報
告
書

で
は
、｢

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
日
本
政
府
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
援
助
も
受
け
て
い
る｣

、
同
紙
は

｢

完
全

に
宣
伝
の
目
的
で
発
行
さ
れ
て
い
る
ま
ず
い
新
聞
で
あ
る｣

と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
�)

。
し
か
し
他
方
で
、
以
前
か
ら
芦
田
の
記
事
に
注
目

芦田均と 『ジャパン・タイムズ』
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し
て
い
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
一
等
書
記
官
は

(

�)

、
三
九
年
二
月
に
芦
田
と
会
見
し
た
模
様
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、｢

芦
田
氏
は

『

穏
健
派』

の
一
人
で
、
も
ち
ろ
ん
彼
の
見
解
の
多
く
は
現
在
の
軍
部
に
よ
く
思
わ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
会

話
に
お
い
て
穏
健
だ
が
、
新
聞
に
お
い
て
は
極
端
な
記
事
を
書
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
現
状
に
お
い
て
新
聞
記
者
は
最
も
不
愉
快
な

職
で
あ
る
と
言
わ
し
め
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
問
題
を
二
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
た
と
し
て
も
、
一
つ
の
側
面
を
出
す
こ
と
し
か
許
さ
れ

な
い
の
で
あ
る

(
�)｣

。
さ
ら
に
こ
の
会
見
の
後
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

に
前
述
の
三
月
二
四
日
の
署
名
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
と
、

｢

論
旨
は
穏
当
な
も
の
で
あ
り
、
単
に
外
向
け
で
な
く
、
国
内
の
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る｣

と

し
て
、
大
使
館
は
本
省
に
同
記
事
を
検
討
す
る
よ
う
促
し
て
も
い
る

(

�)

。

だ
が
、
芦
田
を
穏
健
派
と
し
て
持
ち
上
げ
る
大
使
館
の
報
告
に
対
し
て
本
省
は
冷
や
や
か
で
あ
っ
た
。
大
使
館
が
検
討
す
べ
き
で
あ

る
と
し
て
送
付
し
た
署
名
記
事
に
対
す
る
本
省
極
東
局
の
反
応
は
、｢

部
分
的
に
は
上
出
来
の
試
み
で
あ
り
、
偏
っ
た
も
の
で
は
な
い｣

と
い
う
た
っ
た
一
行
の
メ
モ
書
き
だ
け
で
あ
っ
た

(

�)

。
芦
田
の
立
場
に
理
解
を
示
す
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
報
告
に
対
し
て
、
極
東
局
の
エ
ス

ラ
ー
・
デ
ニ
ン
グ
が

｢

芦
田
氏
の
見
解
は
多
く
の
国
民
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
今
日
の
日
本
の
運
命
を
握
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
人
々
に
は
特
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る｣

と
記
し
て
い
る
よ
う
に

(

�)

、
芦
田
の
主
張
が
日
本
国
内
で
受
け
入
れ
ら

れ
そ
う
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
日
本
の
世
論
の
大
勢
は
日
中
戦
争
の
長
期
化
と
と
も
に
対
中
援
助
を
お
こ
な
う

イ
ギ
リ
ス
を
敵
視
し
、
反
英
感
情
を
強
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
政
府
内
で
は
日
中
戦
争
の
結
果
生
じ
た
既
成
事
実
を
い
か
に
し
て
イ
ギ

リ
ス
に
承
認
さ
せ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
極
東
局
は
十
分
に
理
解
し
て
い
た

(

�)

。
そ
れ
ゆ
え
、
外
務
省
の
方
針
は
お
ろ
か
世

論
か
ら
も
乖
離
し
た
芦
田
の
外
交
論
は
、
も
は
や
考
慮
に
値
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
芦
田
の
立
場
に
関
す
る
極
東
局
の
見
方
は
的
確
で
あ
っ
た
。
一
九
三
八
年
一
〇
月
頃
に
は
取
締
役
の
郷
敏
や
穂
積
重
威
に
対

し
て

｢

僕
ハT

im
es

を
い
つ
止
め
て
も
差
支
な
い
、
然
し
主
義
ハ
枉
げ
度
く
な
い

(

�)｣

と
い
っ
た
弱
音
を
漏
ら
し
て
い
る
よ
う
に
、
芦

田
の
立
場
は
苦
し
か
っ
た
。
外
務
省
か
ら
の
介
入
だ
け
で
な
く
、
社
内
に
も
鹿
島
守
之
助
の
よ
う
な
汎
ア
ジ
ア
主
義
的
な
主
張
を
お
こ

論 説
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な
う
勢
力
が
い
た
た
め
で
あ
る
。
郷
や
穂
積
と
と
も
に
取
締
役
を
務
め
て
い
た
鹿
島
は
、
芦
田
が
国
民
使
節
で
不
在
の
間
に
、
連
盟
規

約
や
九
カ
国
条
約
が
日
中
戦
争
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
原
因
で
あ
る
と
非
難
し

(

�)

、
さ
ら
に
連
盟
や
九
カ
国
条
約
こ
そ
が
ア
ジ
ア
の
解
放
と

独
立
を
脅
か
し
て
い
る
と
し
て
、
欧
米
諸
国
は
ア
ジ
ア
か
ら
手
を
引
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
論
説
を
掲
載
す
る
な
ど

(

�)

、『

ジ
ャ
パ
ン
・

タ
イ
ム
ズ』
の
論
調
を
汎
ア
ジ
ア
主
義
の
方
向
に
振
り
向
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
社
内
の
動
向
も
あ
っ
て
、
翌
年
二
月
に
入

る
と
芦
田
は
再
び
辞
意
を
漏
ら
す
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。
こ
の
と
き
は
郷
の
説
得
に
よ
っ
て
思
い
留
ま
っ
た
が
、
外
務
省
と
の
軋
轢
と
社
内

か
ら
の
突
き
上
げ
に
よ
っ
て
芦
田
は
明
ら
か
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
同
年
夏
の
独
ソ
不
可
侵
条
約
の
締
結
や
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
際
し
て
、
芦
田
は
自
ら
筆
を
と
っ
た

(

�)

。
独
ソ
協
定
締

結
直
後
の
八
月
二
四
日
に
は
、｢
ナ
チ
ス
の
報
道
官
が
日
ソ
不
可
侵
条
約
の
調
整
の
可
能
性
に
つ
い
て
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う

な
考
え
方
は
道
理
に
合
わ
な
い｣
と
論
じ
て
、
防
共
協
定
の
強
化
を
訴
え
て
独
伊
と
の
提
携
を
主
張
し
て
き
た
勢
力
を
批
判
し
た

(

�)

。
ま

た
第
二
次
大
戦
勃
発
後
に
政
府
が
日
中
戦
争
の
自
力
解
決
を
目
指
し
て
汪
兆
銘
工
作
に
乗
り
出
し
た
際
に
は
、｢

も
し
新
秩
序
の
建
設

が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
の
条
件
と
し
て
中
国
に
お
け
る
平
和
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る｣

、｢

日
本
は
こ
れ
ま

で
戦
争
終
結
の
た
め
に
何
の
手
段
も
講
じ
て
こ
な
か
っ
た｣

、｢

政
府
の
指
導
者
は
新
秩
序
と
い
う
言
葉
を
語
る
だ
け
で
な
く
、
何
ら
か

の
行
動
を
示
す
べ
き
で
あ
る｣

と
し
て
、
汪
工
作
へ
の
期
待
を
示
す
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
外
交
方
針
の
再
考
を
迫
っ
た

(

�)

。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
新
し
い
国
際
状
況
に
直
面
し
て
従
来
の
外
交
方
針
が
混
乱
す
る
隙
を
突
い
た
時
事
的
な
批
判
で
し
か
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
外
務
省
の
方
針
に
対
置
し
得
る
構
想
を
積
極
的
に
提
唱
し
、｢

外
交
を
建
直
す｣

と
い
う
当
初
の
思
い
と
は
か
け
離

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
芦
田
は
、
次
第
に

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

に
対
す
る
熱
意
を
失
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
間
四
月
の

｢

こ
れ
ほ
ど

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
仕
事
に
悲
哀
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い｣

と
い
っ
た
記
述
は

(

�)

、
当
該
時
期
の
芦
田
の
失
意
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
芦
田
は
つ
い
に

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
社
長
を
退
く
決
意
を
固
め
た
。
一
二
月
六
日
、
芦
田
は
野
村
吉

芦田均と 『ジャパン・タイムズ』
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三
郎
外
相
の
も
と
を
訪
れ
、｢

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

社
長
の
職
を
退
き
た
い
と
い
う
希
望
を
伝
え
た

(

�)｣

。
そ
の
後
一
八
日
、
二
三

日
の
重
役
会
に
お
い
て
鹿
島
の
批
判
を
抑
え
て
後
任
社
長
を
郷
に
決
め
た

(

�)

。
そ
し
て
翌
年
一
月
一
〇
日
、
芦
田
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ

ム
ズ』
の
社
長
を
正
式
に
退
任
し
た
。
政
治
的
多
忙
が
そ
の
表
向
き
の
理
由
で
あ
っ
た

(

�)

。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
満
洲
事
変
期
か
ら
日
中
戦
争
期
に
至
る

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
経
営
と
主
張
に
つ
い
て
、
当
該
時
期
に
社
長
を

務
め
た
芦
田
均
の
活
動
を
中
心
に
分
析
し
た
。
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
主
に
以
下
の
二
つ
の
点
で
あ
る
。

第
一
に
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

と
外
務
省
と
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
従
来
の
研
究
で
も

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム

ズ』

は
外
務
省
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
日
本
の
対
外
宣
伝
紙
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
特
に
芦
田
の
活
動
に
焦

点
を
当
て
な
が
ら

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』
の
社
説
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
同
紙
の
論
調
に
は
外
務
省
と
の
協
働
と
対
抗
の
二
つ
の

側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

満
洲
事
変
以
後
の
芦
田
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
多
国
間
協
調
の
枠
組
み
を
重
視
し
、
事
変
に
よ
っ
て
動
揺
し
た
多
国
間
の
枠
組
み
を

再
構
築
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
外
交
構
想
を
抱
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
芦
田
の
構
想
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

に
も
反
映
さ
れ
、

｢

極
東
ロ
カ
ル
ノ｣

や

｢

太
平
洋
ロ
カ
ル
ノ｣

と
い
っ
た
か
た
ち
で
主
張
さ
れ
た
。
一
方
、
満
洲
事
変
後
の
外
務
省
は
東
亜
モ
ン
ロ
ー

主
義
的
な
日
中
提
携
路
線
を
追
求
し
つ
つ
、
他
方
で
欧
米
諸
国
と
の
関
係
修
復
も
目
指
す
方
針
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
外
務
省
の
二

つ
の
方
針
に
対
し
て
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
前
者
に
は
批
判
的
な
論
調
を
、
後
者
に
は
積
極
的
な
論
調
を
と
り
、
後
者
に
関

す
る
外
務
省
の
取
り
組
み
に
対
し
て
は
こ
れ
を
後
押
し
す
る
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
芦
田
が
主
導
す
る『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

は
外
務
省
の
方
針
に
全
面
的
に
同
調
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
、

論 説
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外
務
省
も
こ
れ
に
介
入
せ
ず
、
同
紙
の
論
調
を
許
容
し
た
。
外
務
省
に
と
っ
て
も
欧
米
諸
国
と
の
関
係
改
善
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
、

芦
田
の
主
導
す
る
論
調
は
有
用
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
中
戦
争
の
勃
発
を
境
に
し
て
外
務
省
は
そ
の
方
針
を
転
換
し
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
主
張
と
経
営
に
本
格
的

に
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
外
務
省
は
日
中
戦
争
の
勃
発
を
受
け
て
東
亜
新
秩
序
の
建
設
を
唱
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
方
針

に
も
と
づ
く
論
調
を
展
開
す
る
よ
う
に
圧
力
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
芦
田
は
反
発
し
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
編
集
を
め
ぐ
っ
て
芦
田
と
外
務
省
は
激
し
く
対
立
し
た
。
当
該
時

期
に
お
け
る
同
紙
の
社
説
の
混
乱
は
、
芦
田
と
外
務
省
と
の
対
立
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
芦
田
の
抵
抗
は
長
く
は
つ

づ
か
な
か
っ
た
。
社
内
に
も
外
務
省
に
同
調
す
る
勢
力
が
い
た
た
め
で
あ
る
。
結
局
、
日
中
戦
争
勃
発
か
ら
約
二
年
後
の
一
九
三
九
年

一
二
月
に
芦
田
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

社
長
を
退
任
し
た
。

第
二
に
、
当
該
時
期
に
お
け
る

『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

が
海
外
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し

た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
稿
で
は
特
に
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
反
応
に
つ
い
て
論
じ
た
。

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

が
外
務
省
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
こ
れ
を
日
本
の
対
外
宣
伝

紙
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は

『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
同
紙
の
論
調
を
注
意
深
く
観
察
し
て
い
た
。
同
紙
が
外
務
省
と
密
接
な
関
係
に
あ
れ
ば
こ
そ
、

そ
の
論
調
は
日
本
外
交
の
行
方
を
探
る
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
誤
解
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、『

ジ
ャ

パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

に
お
け
る
芦
田
の
対
ソ
協
調
論
が
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
上
層
部
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と

を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

を
通
じ
て
現
実
の
外
交
に
影
響
力
を
行
使

し
よ
う
と
す
る
芦
田
の
試
み
が
必
ず
し
も
不
可
能
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

だ
が
、
日
中
戦
争
勃
発
以
後
、
芦
田
と
外
務
省
と
の
乖
離
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
芦
田
の
記
事
が
持
つ
影
響
力
は
著
し
く
低
下
し
た
。
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駐
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
は
戦
争
勃
発
後
の
芦
田
と
外
務
省
の
対
立
や
社
内
に
お
け
る
芦
田
の
苦
境
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
が
、
本
省

極
東
局
は
そ
の
よ
う
に
芦
田
が
孤
立
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
も
は
や
そ
の
外
交
論
を
検
討
す
る
価
値
は
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
っ

た
。
皮
肉
に
も
外
務
省
の
介
入
に
対
す
る
芦
田
の
反
発
は
、
自
ら
の
影
響
力
を
削
ぐ
結
果
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
結
果
的
に
見
れ
ば
、『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

社
長
と
し
て
日
本
の
対
外
宣
伝
の
一
翼
を
担
っ
た
芦
田
の
活
動
は
失

敗
に
終
わ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
芦
田
の
活
動
の
す
べ
て
が
誤
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
今
日

的
な
議
論
の
な
か
で
、
対
外
宣
伝
と
は
自
国
の
外
交
政
策
の
正
当
性
を
訴
え
る
政
治
的
な
行
為
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
言
説
に
は
開

か
れ
た
市
民
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
同
様
に
真
実
と
信
用
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る

(

�)

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
務

省
と
の
間
に
一
定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
立
場
に
応
じ
て
と
き
に
は
同
省
を
批
判
し
、
と
き
に
は
こ
れ
を
支
持
す
る
と
い
っ
た

芦
田
の
取
り
組
み
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
対
外
宣
伝
に
関
す
る
芦
田
の
次
の
よ
う
な

考
え
方
は
、
現
在
に
お
い
て
も
十
分
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、｢

所
謂
宣
伝
機
関
が
専
ら
国
内
の
宣
伝
に
没
頭
し
て
、
言
論
の
自

由
を
圧
迫
し
つ
ゝ
中
正
な
ら
ざ
る
見
解
を
国
民
に
押
し
つ
け
む
と
す
る
如
き
計
画
に
終
る
の
な
ら
ば
、
斯
る
宣
伝
機
関
は
寧
ろ
之
を
創

設
し
な
い
こ
と
が
、
日
本
民
族
の
大
を
為
す
上
に
望
ま
し
い｣

。｢

世
界
を
し
て
、
日
本
の
心
持
を
諒
解
さ
せ
る
第
一
歩
は
…
甲
論
乙
駁

の
後
に
民
論
の
帰
趨
を
定
め
る
方
向
に
導｣

く
こ
と
で
あ
り
、｢

こ
の
点
は
所
謂
宣
伝
の
基
本
た
る
べ
き
も
の
と
信
ず
る

(

�)｣

。

し
か
し
、
日
中
戦
争
勃
発
以
後
の
日
本
の
対
外
宣
伝
の
実
態
は
芦
田
の
考
え
方
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
対
外
宣
伝

と
し
て
実
際
に
と
ら
れ
た
政
策
は
、
言
論
を
統
制
す
る
こ
と
で
対
外
政
策
へ
の
批
判
を
封
じ
、
た
だ
日
本
の
対
外
膨
張
の
現
実
を
正
当

化
す
る
論
理
を
世
界
に
発
信
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
対
外
宣
伝
は
軍
部
に
よ
る
戦
争
遂
行
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
し
か
見
な
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
芦
田
を
退
任
へ
と
追
い
込
ん
だ
外
務
省
に
お
い
て
も
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

外
務
省
は
、
対
外
宣
伝
の
面
で
も
軍
部
に
対
抗
し
得
る
方
針
を
打
ち
出
せ
な
い
ま
ま
、
こ
れ
に
追
随
し
た
の
で
あ
る
。
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【
付
記
】
本
研
究
は
、
平
成
二
七
〜
二
九
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金

(

課
題
番
号：

15K
21123)

に
よ
る
成
果
の
一
部

で
あ
る
。

注

(

１)

長
谷
川
進
一

『T
he

Japan
T
im

es

も
の
が
た
り
―
文
久
元
年

(1861)

か
ら
現
代
ま
で』

(

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
、
一
九
六
六
年)

。

な
お
、
本
稿
が
扱
う
一
九
三
三
年
か
ら
三
九
年
の
時
期
の

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
正
式
名
称
はT

he
Japan

T
im

es
&

M
ail

で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

と
表
記
す
る
。

(

２)

掛
川
ト
ミ
子

｢

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
統
制
と
対
米
世
論｣

細
谷
千
博
・
斎
藤
真
・
今
井
清
一
・
�
山
道
雄
編

『

日
米
関
係
史
―
開
戦
に
至
る

十
年
―』

第
四
巻

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年)

七
八
頁
。

(

３)
O
lavi

K
.
F
� lt

(T
ranslated

by
M
alcolm

H
icks),F

ascism
,M

ilitarism
or
Japanism

?,T
he

interpretation
of
the

crisis

years
of

1930-1941
in
the

Japanese
E
nglish-language

press
(R

ovaniem
i,1985),p.15,142.See

also,P
eter

O
'C
onnor,T

he

E
nglish-language

P
ress

N
etw

orks
of

E
ast

A
sia,

1918-1948
(G

lobal
O
riental,

2010),
pp.

244-246.

た
だ
し
、
オ
コ
ナ
ー
氏

は
、
戦
前
の『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

を
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、Seoul

P
ress

やT
he

F
ar

E
astern

R
eview

な
ど
と
と
も
に
外
務
省
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
一
角
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(O
'C
onnor,

op.
cit.,

pp.
75-77)

。

(

４)

福
永
文
夫
・
下
河
辺
元
春
編

『

芦
田
均
日
記』

全
五
巻

(
柏
書
房
、
二
〇
一
二
年)

。

(

５)

こ
う
し
た
観
点
か
ら

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
投
書
欄
に
つ
い
て
浅
間
丸
事
件
を
中
心
に
分
析
し
た
も
の
に
、
松
永
智
子

｢

英
字
新
聞

読
者
の
声
―
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ス
と
浅
間
丸
事
件

(1940

年)｣
『

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究』

第
八
一
号

(

二
〇
一
二
年
七
月)

が
あ
る
。
こ
の
他
に
、
一
九
三
〇
年
代
の
外
務
省
の
宣
伝
活
動
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、
熱
田
見
子

｢

日
中
戦
争
初
期
に
お
け
る
対
外
宣
伝

活
動｣

『

法
学
政
治
学
論
究』

第
四
二
号

(

一
九
九
九
年
二
月)

が
あ
る
。
対
米
向
け
の
宣
伝
活
動
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
高
橋
勝
浩

｢

外
交
再
建
策
と
し
て
の
対
米
特
使
派
遣
構
想
―
満
州
事
変
期
を
中
心
に｣

『

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要』

第
九
一
輯(

二
〇
〇
三
年)

、

同

｢

日
中
開
戦
後
の
日
本
の
対
米
宣
伝
政
策｣

服
部
龍
二
・
土
田
哲
夫
・
後
藤
春
美
編
著

『

戦
間
期
の
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治』

(

中
央
大
学
出
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版
部
、
二
〇
〇
七
年)

所
収
が
あ
る
。
日
中
双
方
の
宣
伝
活
動
に
つ
い
て
田
中
上
奏
文
に
注
目
し
て
戦
前
か
ら
戦
後
ま
で
を
分
析
し
た
も
の
と

し
て
、
服
部
龍
二

『

日
中
歴
史
認
識
―

｢

田
中
上
奏
文｣

を
め
ぐ
る
相
剋1927-2010』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年)

が
あ
る
。
こ
れ

ら
に
加
え
て
、
山
本
武
利
編

『｢

帝
国｣

日
本
の
学
知』

第
四
巻

(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年)

の
各
章
も
参
照
。

(

６)
以
下
、
本
節
で
は
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
当
日
記
を
引
用
、
参
照
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
文
か
ら
年
月
日
が
判
明
し
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
注
を
付
し
た
。

(

７)
『

芦
田
均
日
記』

第
二
巻
、
一
九
二
〇
年
一
月
七
日
の
条
。

(

８)

芦
田
均

『

列
強
の
政
戦』

(

大
阪
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
四
年)

三
三
頁
。

(

９)

芦
田
均

｢

審
か
ん
と
す
る
者
審
か
る｣

『

政
界
往
来』

第
四
巻
第
三
号

(

一
九
三
三
年
三
月
一
日)

八
八
頁
。

(

�)

戦
後
の
小
野
は
ロ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
家
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
父
は
一
九
二
四
年
か
ら
二
七
年
ま
で
日
本
興
行
銀
行
総
裁
を

務
め
た
小
野
英
二
郎
で
、
そ
の
長
男
で
あ
る
俊
一
も
戦
前
は
財
界
人
と
し
て
の
顔
を
持
っ
て
い
た

(『

日
本
産
業
人
名
資
料
事
典
２』

第
一
巻
、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
二
年
、
オ
の
部
二
〇
頁
を
参
照)

。
芦
田
と
の
関
係
は
一
九
一
四
年
に
ま
で
遡
り
、
小
野
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
大

学
留
学
時
代
に
芦
田
が
外
交
官
と
し
て
同
じ
く
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
在
勤
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

(

�)

潤
吉
は
一
九
〇
六
年
に
死
去
し
て
い
る
が
、
そ
の
死
後
も
広
吉
と
古
河
鉱
業
と
の
関
係
は
つ
づ
い
た
よ
う
で
あ
る

(『

古
河
虎
之
助
君
傳』

古
河
虎
之
助
君
傳
記
編
纂
会
、
一
九
五
三
年
、
一
一
〇
頁
を
参
照)

。
ま
た
、
一
九
一
六
年
に
は
古
河
家
か
ら
広
吉
に
対
し
て
五
〇
万
円
が
贈

与
さ
れ
て
い
る

(

原
奎
一
郎
編

『

原
敬
日
記』

第
四
巻
、
福
村
出
版
、
一
九
六
五
年
、
一
九
一
六
年
七
月
二
四
日
を
参
照)

。

(

�)
『

通
信
社
史』
(

通
信
社
史
刊
行
会
、
一
九
五
八
年)
一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
を
参
照
。

(

�)

こ
の
点
に
関
し
て
、
外
務
省
と
企
業
会
員
か
ら
の
補
助
金
の
支
給
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

と
国
際
通
信
社
の
経
営
が
ラ
ッ
セ
ル
・
ケ

ネ
デ
ィ
の
下
で
統
合
さ
れ
て
い
た
一
九
一
五
年
か
ら
始
ま
り
、
当
初
は
両
社
に
そ
れ
ぞ
れ
一
万
円
ず
つ
計
二
万
円
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
翌
年
に
新
聞
社
と
通
信
社
の
経
営
を
分
離
す
る
こ
と
に
な
り
、
外
務
省
と
企
業
会
員
か
ら
の
補
助
金
は

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

と
国

際
通
信
社
で
折
半
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う

(

同
前)

。

(

�)
Sir

L
indley

to
Sir

John
Sim

on,
January

1,
1933,

F
694/694/23,

F
O

371/17158,
T
he

N
ational

A
rchives

of
the

U
K

(hereafter,
T
N
A
).
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(

�)
O
'C

onnor,
op.

cit.,
p.

244.

(
�)

こ
の
点
に
関
し
て
、『

芦
田
均
日
記』

第
三
者
、
一
九
三
四
年
一
二
月
二
六
日
の
記
事
の
な
か
に

｢

外
務
省
へ
行
つ
て
来
月
分
の
補
助
金
の

支
給
を
依
頼
し
た｣

と
の
記
述
が
あ
り
、
外
務
省
は
毎
月
補
助
金
を
支
給
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
金
額
に
つ
い
て
は
一
九
三
三
年
八
月
二

六
日
の
記
事
の
な
か
に

｢

外
務
省
に
行
つ
て2000

円
受
取
る｣

と
あ
る
ほ
か
、
一
九
三
五
年
二
月
八
日
の
記
事
の
な
か
に

｢

三
千
円
前
借｣

、

あ
る
い
は
同
年
八
月
二
七
日
の
記
事
の
な
か
に

｢

外
務
省
に
て3,000

受
取
り｣

と
い
う
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
月
額
二
〇
〇
〇

か
ら
三
〇
〇
〇
円
と
推
定
し
た
。

(

�)
『

新
聞
総
覧

昭
和
八
年
版』

復
刻
版

(

大
空
社
、
一
九
九
五
年)

五
四
頁
を
参
照
。

(

�)

イ
ギ
リ
ス
文
化
振
興
会
の
求
め
に
応
じ
て
駐
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
が
一
九
三
八
年
九
月
に
作
成
し
た
日
本
国
内
の
英
字
新
聞
の
資
料
に
よ
る

(T
okyo

C
hancery

to
N
ew

s
D
epartm

ent,
Septem

ber
29,

1938,
P

3059/39/150,
F
O

395/573,
T
N
A
)

。

(

�)

小
野
秀
雄｢

書
評

『

ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
も
の
が
た
り』

(

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
社)｣

『

新
聞
学
評
論』

第
一
六
号(

一
九
六
七
年
三
月)

一
二
五
頁
を
参
照
。

(

�)
『

芦
田
均
日
記』

第
三
巻
、
一
九
三
五
年
二
月
八
日
を
参
照
。

(

�)

こ
の
点
に
関
し
て
、
前
掲
、
掛
川
ト
ミ
子｢
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
統
制
と
対
米
世
論｣

の
他
に
、
荒
瀬
豊｢

日
本
軍
国
主
義
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア｣
『

思
想』

第
三
九
九
号(

一
九
五
七
年
九
月)
、
江
口
圭
一

｢

満
州
事
変
と
大
手
新
聞｣

『

思
想』

第
五
八
三
号(

一
九
七
三
年
一
月)

な
ど

が
あ
る
。

(

�)
H
itoshiA

shida,"T
he
Japan

T
im

es
W

illF
ollow

Independence
and

L
iberalP

ath",T
he
Japan

T
im

es
&

M
ail,January

1,
1933.

(

	)
"T
he

L
iberal

B
asis

of
Japan's

F
oreign

P
olicy",

ibid.,
January

25,
1933.

(


)
"C

ooperation,
N
ot

W
ithdraw

al,
Is
Japan's

P
olicy",

ibid.,
F
ebruary

9,
1933.

(

�)
"
IN

C
A
SE

O
F
JA

P
A
N
'S

W
IT

H
D
R
A
W

A
L
",
ibid.,

F
ebruary

15,
1933.

(

�)
"JA

P
A
N
'S

W
IT

H
D
R
A
W

A
L
F
R
O
M

T
H
E

L
E
A
G
U
E
",
ibid.,

F
ebruary

22,
1933.

(

)
H
itoshi

A
shida,

"T
H
E
T
U
R
N
IG

P
O
IN

T
IN

JA
P
A
N
E
SE

F
O
R
E
G
IN

P
O
L
IC

Y
",
ibid.,

M
arch

6,
1933.
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(

�)

芦
田
均

｢

極
東
ロ
カ
ル
ノ
の
提
唱｣

『

外
交
時
報』

第
六
七
一
号(

一
九
三
二
年
一
一
月
一
五
日)

三
〇
頁
。

(
�)

"A
P
A
C
IF

IC
L
O
C
A
R
N
O
",
T
he
Japan

T
im

es
&

M
ail,

A
pril

16,
1933.

(
�)

H
itoshi

A
shida,

"JA
P
A
N
'S

F
O
R
E
IG

N
P
O
L
IC

Y
IN

1934",
ibid.,

January
1,

1934.

(

�)
"Japan's

C
hina

P
olicy",

ibid.,
A
pril

28,
1934.

(

�)
"Japan's

'Special
P
osition'",

ibid.,
M
ay

3,
1934.

(

�)
"T
he

M
onroe

D
octrine",

ibid.,
A
ugust

30,
1934.

(

�)
"A

P
A
C
IF

IC
L
O
C
A
R
N
O
",
ibid.,

A
pril

16,
1933.

(

�)
"T

H
E

G
R
O
W
T
H

O
F

M
A
N
C
H
O
U
K
U
O
",
ibid.,

A
pril

29,
1933.

(

	)
"T

H
E

O
P
E
N

D
O
O
R

IN
M

A
N
C
H
O
U
K
U
O
",
ibid.,

M
ay

4,
1933.

(


)
"T
he

N
.
M
.
R
.
N
egotiation

D
elayed",

ibid.,
A
ugust

14,
1934.

(

�)
"A

V
ictory

F
or

D
iplom

acy",
ibid.,

Septem
ber

26,
1934.

(

�)
"F

oreign
M

inister
H
irota's

Statem
ent",

ibid.,
January

27,
1935.

(

)
"
Situation

In
N
.
C
hina",

ibid.,
June

15,
1935.

(

�)
"
N
orth

C
hina

Situation
Stabilized",

ibid.,
June

20,
1935.

(

�)
"C
hahar

Settlem
ent",

ibid.,
June

29,
1935.

(

�)
"T
he

N
orth

C
hina

Situation",
ibid.,

Septem
ber

28,
1935.

(

�)
"T
rouble

In
H
opei

P
rovince",

ibid.,
O
ctober

26,
1935.

(

�)
"1935

In
R
etrospect",

ibid.,
D
ecem

ber
31,

1935.

(

�)
"Japan's

A
ttitude

T
ow

ards
N
orth

C
hina",

ibid.,
N
ovem

ber
22,

1935.

(

�)
H
itoshi

A
shida,

"Japan-Soviet
R
elation

In
F
ar

E
ast",

ibid.,
O
ctober

8
and

9,
1935.

(

�)
"M

r.
A
rita's

T
ask",

ibid.,
A
pril

4,
1936.

(

�)
"M

oving
T
ow

ard
P
eace",

ibid.,
Septem

ber
14,

1936.
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(

�)
Sir

L
indley

to
Sir

John
Sim

on,
January

1,
1934,

F
675/675/23,

F
O

371/18186,
T
N
A
.

(
�)

ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー(

大
窪
愿
二
訳)

『

吉
田
茂
と
そ
の
時
代』

上(T
B
S

ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
一
年)

第
四
、
五
章
を
参
照
。

(
�)

M
inute

by
S.

H
arcourt-Sm

ith,
N
ovem

ber
2,

1936,
F

6478/539/23,
F
O

371/20286,
T
N
A
.

(

�)
Sir.

C
live

to
M
r.

E
den,

Septem
ber

22,
1936,

ibid.
See

also,
Sir.

C
live

to
F
oreign

O
ffice,

A
pril

8,
1936,

F
2493/89/23,

D
ocum

ents
on

B
ritish

F
oreign

P
olicy

1919-1939,
Second

Series,
vol.

20,
N
o.

483.

(

�)
"T
he

A
nti-C

om
m
unist

D
rive",

T
he
Japan

T
im

es
&

M
ail,

D
ecem

ber
1,

1936.

(

�)
"F
ascism

U
nw

anted",
ibid.,

D
ecem

ber
6,

1936.

(

�)
"G

overnm
ent

A
nd

D
iet",

ibid.,
January

23,
1937.

See
also,

"U
gaki

a
M

oves?
",
ibid.,

January
26,

1937.

(

�)
"L
ungw

angm
iao

Incident",
ibid.,

July
10,

1937.

(

	)
『

新
聞
総
覧

昭
和
一
〇
年
版』

復
刻
版

(

大
空
社
、
一
九
九
五
年)

五
一
頁
、
同
昭
和
一
三
年
版
、
五
七
頁
、
同
昭
和
一
四
年
版
、
五
八

頁
を
参
照
。
な
お
、
そ
の
株
の
大
半
は
外
務
省
が
握
っ
て
い
た
と
い
う

(

山
本
武
利『

占
領
期
メ
デ
ィ
ア
分
析』

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九

六
年
、
九
七
頁
を
参
照)

。

(


)
『

芦
田
均
日
記』

第
四
巻
、
一
九
三
九
年
二
月
二
七
日
を
参
照
。

(

�)

外
務
省
情
報
部

｢

昭
和
十
三
年
度
執
務
報
告｣

(
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
、
外
務
省
調
書
情
二
七
五)

四
八
頁
。

(

�)

内
閣
情
報
部

｢

内
閣
情
報
部
要
覧｣

｢

帝
国
官
制
関
係
雑
件｣

第
三
巻

(

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
、
外
務
省
記
録M

.1.1.0.1)

。

(

)

外
務
省
情
報
部

｢

昭
和
十
二
年
度
執
務
報
告｣

(

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
、
外
務
省
調
書
情
二
七
四)

九
六
、
一
〇
五
頁
を
参
照
。

(

�)

こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
拙
稿

｢

戦
中
期
芦
田
均
に
お
け
る
普
遍
主
義
的
国
際
政
治
観

(

一)

―
対
ソ
協
調
論
と
対
米
協
調
論
の
関
係
を

中
心
に｣
『

阪
大
法
学』

第
六
二
巻
第
五
号

(

二
〇
一
三
年
一
月)
二
二
一
〜
二
二
五
頁
を
参
照
。

(

�)
｢

米
国
政
府
の
十
月
六
日
付
対
日
通
牒
に
対
す
る
わ
が
方
回
答｣

『
日
本
外
交
文
書』

日
中
戦
争
第
三
冊
、
二
二
三
二
頁
。

(

�)

当
該
時
期
の
革
新
派
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
戸
部
良
一『

外
務
省
革
新
派』

(
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年)

を
参
照
。

(

�)
『

芦
田
均
日
記』

第
四
巻
、
一
九
三
八
年
九
月
七
日
の
条
。

(

�)

同
前
、
一
九
三
八
年
九
月
二
三
日
の
条
。
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(

�)

同
前
、
一
九
三
八
年
九
月
二
六
日
の
条
。

(
�)

"H
ittler's

A
ddress",

T
he
Japan

T
im

es
&

M
ail,

Septem
ber

15,
1939.

(
�)

"C
om

intern
A
nd

W
orld

P
eace",

ibid.,
Septem

ber
20,

1938.

(

�)
"N

azi
V
ictory",

ibid.,
Septem

ber
27,

1939.

(

�)
『

芦
田
均
日
記』

第
四
巻
、
一
九
三
八
年
九
月
一
四
日
の
条
。

(

�)

同
前
、
一
九
三
八
年
九
月
一
五
日
の
条
。

(

�)
"D

iplom
acy

O
f
R
ealism

",
T
he
Japan

T
im

es
&

M
ail,

M
ay

4,
1938.

(

�)
"F
acing

R
ealities",

ibid.,
June

2,
1938.

(

	)
"B
ritain

A
nd

Japan",
ibid.,

Septem
ber

10,
1938.

(


)
"R

ealism
F
or

T
he

F
ar

E
ast",

ibid.,
O
ctober

16,
1938.

(

�)
"C
hina's

P
lace

In
T
he

A
siatic

B
loc",

ibid.,
A
ugust

16,
1938.

(

�)
"R

e-E
xam

ination
O
f
O
pen

D
oor

P
olicy",

ibid.,
N
ovem

ber
12,

1938.

(

)
H
itoshiA

shida,"R
E
M

O
V
IN

G
M
ISU

N
D
E
R
ST

A
N
D
IN

G
B
E
T
W

E
E
N

B
R
IT

A
IN

A
N
D
JA

P
A
N

",ibid.,M
arch

24,1939.

(

�)

第
三
次
近
衛
声
明
の
全
文
に
つ
い
て
は
、｢
昭
和
一
三
年
一
二
月
二
二
日

日
中
国
交
調
整
の
根
本
方
針
に
関
す
る
近
衛
総
理
声
明｣

『

日
本

外
交
文
書』

日
中
戦
争
第
一
冊
、
四
五
〇
〜
四
五
一
頁
を
参
照
。

(

�)
T
okyo

C
hancery

to
N
ew

s
D
epartm

ent,
Septem

ber
29,

1938,
P

3059/39/150,
F
O

395/573,
T
N
A
.

(

�)
M

inute
by

J.
H
enderson,

July
7,

1938,
F

7078/318/61,
F
O

371/22168,
T
N
A
.

(

�)
Sir

R
.
C
raigie

to
the

V
iscount

H
alifax,

F
ebruary

24,
1939,

F
3115/456/23,

F
O

371/23560,
T
N
A
.

(

�)
T
okyo

C
hancery

to
F
ar

E
astern

D
epartm

ent,
M
arch

31,
1939,

F
4602/176/23,

F
O

371/23556,
T
N
A
.

(

�)
M

inute
by

E
.
D
ening,

M
ay

19,
1939,

ibid.

(

�)
M

inute
by

E
.
D
ening,

M
arch

31,
1939,

F
3115/456/23,

F
O

371/23560,
T
N
A
.

(

�)
A
ntony

B
est,B

ritan,Japan
and

P
earl

H
arbor:A

voiding
w
ar

in
E
ast

A
sia,1936-41

(R
outledge;R

eissue,2014),pp.
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83-84.

(
�)

『

芦
田
均
日
記』

第
四
巻
、
一
九
三
八
年
一
〇
月
四
日
の
条
。

(
�)

M
orinosuke

K
ajim

a,
"W

orld
A
ffairs

A
nd

Japan's
Stand",

T
he
Japan

T
im

es
&

M
ail,

D
ecem

ber
15,

1937.

(

�)
M

orinosuke
K
ajim

a,
"9-P

ow
er

T
reaty

H
eld

U
nderhand

D
esign",

ibid.,
D
ecem

ber
26,

1937.
See

also,
M

orinosuke

K
ajim

a,
"P
roblem

s
O
f
F
ar

E
ast:

1938",
ibid.,

F
ebruary

11,
1938.

(

�)
『

芦
田
均
日
記』

第
四
巻
、
一
九
三
九
年
二
月
一
七
日
を
参
照
。

(

�)

以
下
の
二
つ
の
記
事
に
つ
い
て
、(

�)

は
、
芦
田
均

｢

獨
ソ
不
可
侵
条
約｣

『

福
岡
日
日
新
聞』

(

一
九
三
九
年
八
月
二
四
、
二
五
日)

、
同

｢

獨
ソ
不
可
侵
条
約
は
何
故
結
ば
れ
た
か｣

『

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド』

第
二
七
巻
第
二
六
号

(

一
九
三
九
年
九
月
一
日)

一
六
〜
一
七
頁
と
そ
の
内
容

が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
芦
田
の
手
に
よ
る
も
の
と
判
断
し
た
。(

�)

は
、
日
記
か
ら
こ
れ
を
判
断
し
た

(『

芦
田
均
日
記』

第
四
巻
、
一

九
三
九
年
九
月
一
四
日
参
照)
。

(

�)
"B

erlin,
M

oscow
,
T
okyo",

T
he
Japan

T
im

es
&

M
ail,

A
ugust

24,
1939.

(

�)
"P

eace
M

ovem
ent

in
C
hina",

ibid.,
Septem

ber
14,

1939.

(

�)
『

芦
田
均
日
記』

第
四
巻
、
一
九
三
九
年
四
月
一
七
日
の
条
。

(

	)

同
前
、
一
九
三
九
年
一
二
月
六
日
の
条
。

(


)

同
前
、
一
九
三
九
年
一
二
月
一
八
、
二
三
日
を
参
照
。
郷
は
、
松
岡
洋
右
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
日
米
開

戦
ま
で

『

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ』

の
穏
健
な
主
張
を
守
っ
た

(F
� lt,

op.
cit.,

p.
125)

。

(

�)
"A

SH
ID

A
R
E
SIG

N
S
A
S
P
R
E
SID

E
N
T
,
E
D
IT

O
R

O
F
T
IM

E
S",

T
he
Japan

T
im

es
&

M
ail,

January
11,

1940.

(

�)
B
ruce

G
regory,

"P
ublic

D
iplom

acy:
Sunrise

of
an

A
cadem

ic",
T
he

A
N
N
A
L
S

of
the

A
m

erican
A
cadem

y
of

P
olitical

and
Social

Science,
M
arch

2008,
vol.

616,
p.

276.

(

)

芦
田
均

｢

国
家
宣
傳
論｣

『

雄
弁』

第
二
八
巻
第
二
一
号

(

一
九
三
七
年
一
一
月
一
日)

一
三
五
頁
。
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