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紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
　
（
一
七
三
六
）

石
川
忠
雄
著

　
　
『
国
際
政
治
と
中
共
』

一
、
本
書
は
、
『
中
華
人
民
共
和
国
；
ー
そ
の
実
態
と
分
析
』
愈
和
三
＋
九
年
）
、



『
現
代
中
国
の
諸
問
題
』
（
昭
和
四
十
二
年
）
に
つ
い
で
、
石
川
忠
雄
教
授
が
中
国

共
産
党
政
権
の
内
外
政
策
を
分
析
さ
れ
た
三
冊
目
の
論
文
集
で
あ
る
．
内
容
は

次
の
三
．
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
昭
和
四
十
二
年
二
月

か
ら
四
十
三
年
一
月
ま
で
産
経
新
聞
の
潮
流
欄
に
執
筆
さ
れ
た
十
三
篇
の
論
文

か
ら
な
る
「
国
際
政
治
と
中
共
・
日
本
・
ベ
ト
ナ
ム
」
、
昭
和
四
十
二
年
四
月

文
化
大
革
命
の
激
動
の
さ
な
か
に
中
国
を
旅
行
さ
れ
た
と
き
の
旅
行
記
「
毛
沢

東
の
国
」
（
こ
れ
は
東
京
新
聞
と
中
日
新
聞
に
十
回
に
わ
た
つ
て
連
載
さ
れ
た
）
、
お

よ
び
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
号
の
「
中
央
公
論
」
・
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
文
化

大
革
命
と
大
衆
動
員
方
式
」
　
（
こ
れ
は
前
記
『
現
代
中
国
の
諸
問
題
』
に
も
収
録

さ
れ
て
い
る
）
で
あ
る
。
鵯

　
本
書
は
、
た
ん
な
る
中
共
の
現
状
分
析
で
は
な
い
。
こ
の
書
物
は
、
わ
が
国

の
将
来
を
i
中
共
の
将
来
は
も
と
よ
り
、
今
後
の
ア
ジ
ア
情
勢
を
も
含
め

て
、
わ
が
国
の
対
中
共
政
策
を
考
え
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
考
慮
に
い
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
最
低
限
度
必
要
な
問
題
点
を
は
つ
き
り
教
え
て
く
れ
る
。
教
授

は
ひ
か
え
め
に
も
の
を
い
つ
て
お
ら
れ
る
が
、
読
み
の
深
い
読
者
な
ら
ぽ
、
か

な
り
思
い
き
つ
た
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
行
問
か
ら
く
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
る
．
紹
介
者
は
、
こ
の
数
年
間
石
川
教
授
の
も
と
で
、
主
と

し
て
一
九
四
九
年
以
後
の
中
共
政
権
の
研
究
に
携
わ
り
、
教
授
の
学
間
に
親
し

く
接
す
る
こ
と
の
で
ぎ
た
噸
人
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
書
物
に
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
を
読
み
返
し
て
み
る
と
き
、
教
授
の
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
嘱
鋭
い
分

析
、
巧
み
な
整
理
の
仕
方
な
ど
、
あ
ら
た
め
て
教
え
ら
れ
る
点
が
多
々
あ
つ
た

こ
と
を
記
し
て
お
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
冒
頭
で
あ
げ
た
二
つ
の
研
究
の
所
産
で
あ
る
。
本
書
の
な
か
で
試

　
　
　
紹
介
と
批
評

み
ら
れ
て
い
る
将
来
の
予
測
や
提
案
が
人
を
十
分
に
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
力
を

も
つ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
予
測
や
提
案
が
、
前
記
の
二
著
に
集
大
成
さ
れ

て
い
る
非
常
に
実
証
的
な
現
状
分
析
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
教
授
の
現
状
分
析
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
あ
の
重
厚
な

中
国
共
産
党
史
研
究
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
石
川
教
授
の
中
共
に
関
す
る

現
状
分
析
が
、
た
ん
な
る
現
状
分
析
に
終
つ
て
い
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
前
記
二
著
と
く
ら
べ
る
と
き
，
本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
論
文
が
学

術
論
文
で
は
な
く
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
主
と
し
て
新
聞
の
論
壇
の
た
め
に

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
教
授
は
そ
の
立
場
を
か
な
り
率
直
に
明
ら
か

に
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
い
つ
そ
う
読
者
を
し
て
も
興
味
が
あ
る
わ
け
で
あ

る
。　

前
お
き
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
内
容
の
紹
介
に
入
り
た
い
が
、
内
容
が
広

範
か
つ
多
角
的
で
あ
る
の
で
、
中
共
の
文
化
革
命
に
関
す
る
論
文
、
対
日
政

策
・
対
日
貿
易
を
含
め
て
中
共
の
対
外
政
策
の
問
題
、
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
国

際
政
治
、
の
三
つ
に
問
題
を
し
ぽ
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
文
化
革
命
の
究
明
に
は
多
角
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
、

文
化
革
命
を
と
ら
え
る
視
点
と
し
て
、
中
共
の
革
命
運
動
方
式
で
あ
る
「
大
衆

動
員
方
式
」
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
る
（
「
文
化
大
革
命
と
大
衆
動

員
方
式
」
「
文
化
大
革
命
の
ゆ
く
え
」
）
。

　
中
国
の
よ
う
な
後
進
国
に
お
い
て
は
、
革
命
勢
力
は
、
共
産
党
を
基
軸
と
し

て
大
衆
を
動
員
し
組
織
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
革
命
運
動
を
進
め
る
以
外
に
、
依

頼
す
べ
ぎ
根
源
的
な
力
を
も
つ
て
い
な
か
つ
た
。
そ
の
よ
う
な
運
動
（
こ
れ
を

「
大
衆
動
員
方
式
」
と
よ
ぶ
）
を
推
進
す
る
に
は
、
大
衆
が
一
つ
の
考
え
方
に
よ
つ
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て
結
集
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
中
共
は
そ
の
思
想
的
根
拠
を
い
う
ま
で

も
な
く
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
・
毛
沢
東
思
想
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
大
衆
の
緯
織
化
は
、
本
来
的
に
精
神
主
義
的
・
急
進
的
方
向
に
向
か
う
性

格
を
も
つ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
こ
の
大
衆
動
員
方
式
が
意
識
的
に
適
用
さ
れ

る
（
「
大
衆
路
線
」
が
ス
ム
ー
ズ
に
運
用
さ
れ
る
）
か
ぎ
り
、
合
理
的
あ
る
い
は
現

実
的
に
革
命
運
動
を
展
開
す
る
可
能
性
も
十
分
に
存
在
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
革
命
方
式
は
、
革
命
運
動
に
適
用
さ
れ
る
と
き
に
は
き
わ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

効
果
的
で
あ
つ
た
（
な
ぜ
な
ら
ば
革
命
運
動
は
現
状
破
壊
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
）
が
、
社
会
主
義
建
設
の
段
階
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
と

し
て
、
合
理
性
・
現
実
性
・
組
織
性
へ
の
要
求
が
強
ま
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
大

衆
動
員
方
式
の
な
か
に
あ
る
精
神
主
義
的
・
非
合
理
的
な
側
面
に
た
い
す
る
反

発
が
強
ま
つ
て
く
る
。
他
方
大
衆
動
員
に
立
つ
人
々
の
な
か
に
は
．
そ
の
よ
う

な
要
求
が
大
衆
動
員
方
式
に
よ
る
革
命
の
遂
行
と
い
う
基
本
的
な
性
格
を
ゆ
が

め
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
と
対
決
す
る
姿
勢
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
対
決
は
、
中
国
の
政
治
的
経
済
的
発
展
と
と
も
に
強
ま
り
、
相
互
に
い

ず
れ
か
一
方
を
排
斥
す
る
事
態
に
ま
で
い
た
る
の
で
あ
る
が
、
対
決
が
進
め
ば

そ
れ
だ
け
い
つ
そ
う
精
神
主
義
的
性
格
を
主
張
す
る
人
々
は
、
い
ま
一
つ
の
立

場
を
と
る
人
々
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
以
上
に
精
神
主
義
的
・
非
合
理

的
な
立
法
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

　
石
川
教
授
は
、
文
化
革
命
に
お
い
て
現
わ
れ
た
毛
”
林
主
流
派
と
劉
”
郡
実

権
派
の
闘
争
を
右
の
よ
う
に
性
格
づ
け
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
立
場
に
よ
れ

ば
、
現
実
性
・
合
理
性
・
組
織
性
を
要
求
す
る
考
え
方
（
実
権
派
）
も
、
根
本
的

に
は
大
衆
動
員
方
式
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
ま
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
（
一
七
三
八
）

も
精
神
主
義
的
・
急
進
主
義
的
な
方
式
に
向
か
う
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
も
の
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
文
化
革
命
の
過
程
で
批
判
さ
れ
た
中
共
指

導
者
た
ち
を
、
そ
の
見
解
に
お
い
て
主
流
派
と
容
易
に
区
別
で
ぎ
な
い
の
は
、

一
つ
に
は
こ
こ
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
べ
た
精
神
主
義
的
な
方
向
と
合
理
主
義
的
な
方
向
の
内
容
、
お
よ
び

精
神
主
義
を
支
え
て
い
る
中
国
の
民
族
主
義
と
閉
鎖
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
文

化
革
命
視
察
記
「
毛
沢
東
の
国
」
の
な
か
で
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
心
理
的
な
文
化
革
命
の
と
ら
え
方
は
、
文
化
革
命
の

指
導
原
則
で
あ
つ
た
「
造
反
有
理
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
な
か
に
も
み
ら
れ

る
（
「
文
化
大
革
命
の
混
乱
」
「
最
近
の
文
化
大
革
命
」
）
。

　
こ
の
原
則
は
、
一
言
で
い
え
ぱ
、
す
べ
て
の
人
々
が
毛
沢
東
思
想
を
基
準
と

し
て
も
の
ご
と
を
判
断
し
、
自
ら
正
し
い
と
信
じ
れ
ば
、
い
か
な
る
権
威
に
た

い
し
て
も
謀
叛
を
行
つ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
謀
叛
に
は
道
理

が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
文
化
革
命
を
は
じ
め
る
に
あ

た
つ
て
、
当
時
党
の
権
力
を
握
つ
て
い
た
劉
H
鄙
の
権
威
に
た
い
し
て
人
民
大

衆
が
謀
叛
を
起
し
、
そ
れ
を
打
倒
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
も
の
と
し
て
、
人
民

大
衆
を
発
動
す
る
う
え
に
は
ぎ
わ
め
て
有
効
で
あ
つ
た
。
し
か
し
文
化
革
命
が

進
む
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
両
刃
の
剣
と
し
て
、
革
命
組
織
相
互
間
の
統
一
を
妨

げ
る
有
力
な
原
因
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
人
々
が
造
反
有
理
の
原
則
を
適
用
す
る
に
あ
た
つ
て
、
そ
の

基
準
と
な
る
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
毛
沢
東
思
想
で
あ
る
が
、
今
日
の
中

共
で
は
毛
沢
東
思
想
と
は
「
毛
沢
東
語
録
」
に
結
集
さ
れ
た
考
え
方
を
さ
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
語
録
は
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
革



命
原
則
を
示
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
個
々
の
具
体
的
な
事
例
に
そ
れ
を
適
用
す

る
場
合
い
ろ
い
ろ
異
な
つ
た
判
断
を
く
だ
す
余
地
を
幅
広
く
残
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
そ
の
判
断
が
異
な
つ
た
場
合
、

い
ず
れ
の
革
命
組
織
も
そ
れ
ぞ
れ
毛
沢
東
思
想
を
正
し
く
判
断
し
た
と
確
信

し
、
最
後
ま
で
そ
の
主
張
を
譲
ろ
う
と
は
し
な
い
。
ま
さ
に
造
反
有
理
の
原
則

の
示
す
よ
う
に
、
毛
沢
東
思
想
を
基
準
と
し
て
自
ら
正
し
い
と
催
じ
れ
ば
、
最

後
ま
で
そ
れ
を
貫
き
通
す
と
い
う
原
則
を
正
し
く
適
用
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
本
書
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
た
造
反
有
理
の
原
則
の
矛
盾
は
、
一
九
六
七
年
初

頭
「
三
結
合
」
に
よ
る
革
命
委
員
方
式
が
採
択
さ
れ
て
、
文
化
革
命
が
転
換
過

程
に
入
つ
た
と
ぎ
顕
在
化
し
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
や
が

て
一
方
で
は
実
権
派
勢
力
の
復
活
、
他
方
で
は
造
反
派
、
紅
衛
兵
の
ま
き
返
し

と
い
う
二
つ
の
方
向
を
触
発
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
事
件
が
、

最
近
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
二
丹
逆
流
」
、
王
力
、
関
鋒
、
戚
本
禺
ら
文
革
小
緯
の

凋
落
、
楊
成
武
0
失
脚
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
件
の
底
流
は
「
毛
沢
東
の
国
」

と
く
に
「
実
権
派
』
「
こ
う
し
て
奪
権
し
た
」
旨
い
く
つ
も
あ
る
革
命
派
」
な
ど

の
な
か
で
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

　
文
革
ル
ポ
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
中
共
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
の
べ

て
い
る
「
生
産
意
欲
」
の
項
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
化
革
命
が
中
国
の
経
済
と

く
に
生
産
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
、
ま
た
も
し
b
ま
ま
で
の
劉
”
郡

実
権
派
の
経
済
政
策
が
資
本
主
義
を
復
活
さ
せ
る
「
悪
い
」
政
策
で
あ
る
な
ら

ば
、
文
化
革
命
に
も
と
づ
く
経
済
政
策
は
か
つ
て
の
よ
う
に
大
躍
進
型
に
な
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
中
共
の
将
来
を
予
測
す
る
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上
で
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
が
、
教
授

の
観
察
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
大
躍
進
政
策
を
修
正
し
た
劉
”
郡
実
権
派
の
経
済

政
策
は
具
体
的
に
は
ほ
と
ん
ど
変
つ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
れ

が
将
来
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
回
答
が
え
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
一
般

的
に
い
つ
て
「
共
産
党
員
で
さ
え
、
大
躍
進
の
や
り
方
と
く
に
革
命
的
情
熱
を

決
定
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
と
し
て
人
間
の
力
で
生
産
を
増
大
さ
せ
て
ゆ
く
と

い
5
方
法
に
、
な
ん
ら
の
疑
問
も
感
じ
て
い
な
い
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
」
と

の
べ
て
お
ら
れ
る
。
と
す
れ
ぽ
．
も
と
よ
り
毛
腔
林
主
流
派
は
そ
の
よ
う
な
考

え
方
に
立
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
化
革
命
が
落
着
し
た
場
合
、
ふ
た
た

び
大
躍
進
型
の
政
策
が
で
て
く
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
「
最
近
の
中
共
外
交
」
「
中
共
の
対
日
政
策
」
「
日
中
貿
易
』
の
三
つ
の
論

文
の
な
か
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
考
え
方
は
、
『
現
代
中
国
の
諸
間
題
』
の
な
か

で
詳
細
に
論
究
さ
れ
て
い
る
が
、
中
共
の
対
外
政
策
に
関
す
る
教
授
の
研
究
の

大
き
な
価
値
は
、
中
共
の
対
外
行
動
を
、
中
共
の
お
か
れ
て
い
る
国
際
的
条
件

の
な
か
で
と
ら
え
て
い
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
中
共
の
国
内
的
条
件
を
も
ふ
ま
え

て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
共
の
強
い
対
外
姿
勢
　
（
教
授
は
そ
れ

を
一
九
五
八
年
に
は
じ
ま
る
と
み
て
い
る
）
は
、
中
共
が
国
内
に
お
い
て
「
修
正

主
義
」
的
傾
向
と
闘
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
内
政
的
必
要
に
支
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
教
授
は
、
「
中
共
を
か
こ
む
国
際
的
条
件
が

緩
和
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
長
期
的
に
み
れ
ぽ
、
中
共
の
国
内
的
状
況
に
も
．

変
化
を
ひ
き
起
し
、
そ
の
対
外
姿
勢
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
」
こ
と

を
認
め
な
が
ら
、
「
中
国
の
現
在
の
激
し
い
対
外
姿
勢
の
す
べ
て
の
原
因
が
中
国

を
か
こ
む
き
び
し
い
国
際
的
条
件
に
あ
る
と
考
え
、
現
在
の
時
点
で
そ
の
国
際
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的
条
件
を
緩
和
し
さ
え
す
れ
ば
、
中
国
の
対
外
姿
勢
が
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
意
見
を
「
単
純
な
考
え
方
」
で
あ
る
、
と
き
び
し
く
批
判
す
る
の
で
あ

る
。　

日
中
貿
易
に
つ
い
て
も
、
教
授
は
中
共
が
一
九
六
〇
年
代
に
入
つ
宅
か
ら
に

わ
か
に
日
本
と
の
貿
易
に
積
極
的
に
な
つ
て
き
た
そ
の
理
由
を
、
中
ソ
関
係
の

悪
化
と
大
躍
進
政
策
の
失
敗
に
よ
る
中
国
経
済
の
困
難
に
求
め
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
中
ソ
対
立
が
続
く
か
ぎ
り
、
ま
た
中
国
経
済
が
発
展
し
よ
う
と
す
る
か

ぎ
ウ
、
日
中
貿
易
は
中
共
に
と
つ
て
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
一
九

六
六
年
の
同
中
貿
易
総
額
が
六
億
二
千
百
万
ド
ル
に
達
し
、
中
共
の
国
別
貿
易

顛
で
第
一
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
中
共
の
日
本
に
た
い
す
る
好
意
を
示
し

て
い
る
と
い
鄭
よ
り
は
む
し
ろ
、
中
共
に
と
つ
て
対
日
貿
易
の
も
つ
必
要
性
を

逆
に
説
明
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
「
も
し
か
り
に
中
共

の
文
化
革
命
の
特
色
で
あ
る
政
治
優
先
的
な
考
え
方
か
ら
、
」
丁
貿
易
に
つ
い

で
重
要
な
鼠
難
が
生
℃
た
と
七
て
も
、
旧
本
貿
易
そ
の
も
の
が
為
や
う
く
な
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
、
対
中
共
貿
易
を
右
の
よ
プ
な
立
場
か
ら

考
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
が
強
く
説
か
れ
て
い
る
。

四
、
本
書
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
世
界
政
治
と
中
共
」
お
よ
び
ベ
ト
ナ

ム
問
題
に
関
す
る
三
つ
の
論
文
は
，
今
後
の
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
・

ベ
ト
ナ
ム
」
の
ア
ジ
ア
情
勢
と
日
本
の
進
む
べ
ぎ
道
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
手

掛
り
を
提
供
し
て
い
る
。

　
最
近
の
国
際
政
治
の
特
徴
は
、
い
わ
ゆ
る
「
多
極
化
現
象
」
に
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
今
日
の
世
界
政
治
の
基
本
構
造
は
米
ソ
の
共
存
体
制
を

基
礎
と
し
て
な
り
た
つ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
共
存
体
制
を
成
立
さ
せ
て
い
る
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要
因
と
し
て
、
核
の
抑
制
力
が
相
互
に
働
い
て
い
る
と
．
ソ
連
社
会
の
変
質
、

お
よ
び
文
化
革
命
と
中
共
の
核
保
有
に
よ
る
中
ソ
関
係
の
悪
化
な
ど
が
．
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
米
ソ
共
存
体
制
を
さ
ら
に
強
化
さ
せ
る
上
で

大
き
な
障
害
と
な
つ
て
い
る
も
の
は
沸
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
中
共
の
存
在
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ソ
連
は
共
産
主
義
国
と
し
て
北
ベ
ト
ナ
ム
を
支
援
し
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
り
、
一
方
現
状
打
破
を
強
く
志
向
し
宅
い
る
中
共

は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
民
族
解
放
戦
争
の
徹
底
的
な
遂
行
を
断
固
主
張
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
最
近
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
早
期
平
和
解
決
に
積
極

的
に
な
つ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
の
将
来
に
希
望
を
与
え
て
い
る
。
も

と
よ
り
ベ
ト
ナ
ム
和
平
が
そ
う
簡
単
に
実
現
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
瑛
こ
の

こ
と
が
日
本
の
国
益
に
与
え
る
影
響
を
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は

ベ
ト
ナ
ム
和
平
後
に
そ
な
え
て
、
日
本
の
進
む
べ
き
道
を
し
ん
け
ん
に
探
索
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
中
心
と
な
る
問
題
は
、
日

本
の
対
中
共
政
策
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
三
木
外
相
の
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
外
交
」

を
批
判
す
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
木
外
相
が
わ
が
国
の

外
交
政
策
の
基
本
と
し
て
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
貧
困
の
解
消
と
民
生
の
安

定
、
－
そ
れ
に
よ
る
政
治
の
安
定
化
を
掲
げ
た
の
に
関
し
て
、
ア
ジ
ア
の
流
動
性

を
求
め
て
い
る
中
共
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
ゆ
く
の
か
と
問
題
を
提
起
し
、

中
共
を
将
来
国
際
社
会
の
な
か
に
導
き
入
れ
る
よ
う
な
方
向
で
対
中
共
政
策

を
考
え
て
ゆ
く
の
か
，
あ
る
い
は
日
本
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
諸
国
・
ソ
連
と
の

関
係
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
中
国
を
封
じ
こ
め
て
い
く
よ
う
な
姿
勢
で
対



中
国
政
策
を
考
え
で
ゆ
く
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
実
的
な
条
件
を
考
慮
し

た
、
か
つ
長
期
的
な
対
中
国
政
策
の
構
想
を
た
て
る
必
要
が
あ
る
、
と
説
く
。

　
そ
し
で
本
書
は
、
対
中
国
政
策
を
考
え
る
前
提
と
L
て
、
い
わ
ゆ
る
「
中
共

の
脅
威
」
に
つ
い
て
、
軍
事
的
脅
威
、
経
済
上
の
脅
威
、
政
治
の
動
向
、
民
族

革
命
蓮
動
に
た
い
す
る
支
援
の
四
つ
の
面
で
次
の
よ
う
に
検
討
を
加
え
る
。
ま

ず
中
共
の
軍
事
力
は
進
攻
型
で
は
な
く
防
衛
型
で
あ
り
、
問
題
と
な
る
の
は
核

兵
器
の
開
発
に
ど
う
対
処
す
る
か
で
あ
る
．
次
に
中
共
の
経
済
成
長
は
、
安
定

し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
に
お
い
て
も
、
高
度
に
近
代
化
し
工
業
化
し
た

経
済
を
実
現
す
る
に
は
い
た
ら
な
い
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
面

で
の
脅
威
は
ほ
と
ん
ど
重
要
で
は
な
い
。
国
内
政
治
の
安
定
性
に
つ
い
て
は
、

か
り
に
毛
”
林
主
流
派
が
今
後
も
中
共
の
政
治
を
指
導
す
る
と
し
て
も
、
彼
ら

は
長
期
に
わ
た
つ
て
国
内
的
安
定
、
政
治
秩
序
の
再
建
に
大
き
な
努
力
を
払
わ

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
中
共
が
外
に
向
つ
て
強
く
で
て
く
る
意

図
と
能
力
を
も
ち
う
る
か
ど
う
か
、
非
常
に
疑
聞
で
あ
る
。
最
後
に
土
着
の
革

命
勢
力
が
そ
の
国
で
育
成
さ
れ
発
展
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
自
体
の
な

か
に
そ
の
よ
う
な
勢
力
を
発
展
さ
せ
る
原
因
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
除
去
す
る
こ
と
に
こ
そ
も
つ
と
も
基
本
的
な
問
題
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
共
の
脅
威
を
含
め
て
、
ア
ジ
ア
の
将
来
と
日
本
の
進
む
べ

き
道
を
考
え
る
に
あ
た
つ
て
は
、
軍
事
的
観
点
よ
り
も
、
「
政
治
的
配
慮
を
優

先
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
お
本
書
の
「
沖

縄
と
中
共
」
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
外
交
」
で
は
、
沖
縄
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
、
ア

」
ア
の
経
済
開
発
援
助
の
二
つ
の
具
体
的
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
の
政
策
立
案

者
に
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
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あ
ら
た
め
て
の
べ
る
ま
で
も
な
く
、
わ
が
国
に
と
つ
て
対
中
国
政
策
ば
緊
急

の
課
題
で
あ
る
。
本
書
が
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
上
で
刺
激
的
な
役
割
を
果
す

で
あ
ろ
う
こ
と
ま
ち
が
い
な
い
が
、
最
後
に
付
言
し
た
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
中

国
研
究
者
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
中
共
の
今
後
の
動
向
を
予
測
で
ぎ
る
よ
う
な

研
究
を
進
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
昭
和
四
十
三
年
、
一

八
O
頁
、
有
信
堂
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
松
　
茂
雄
）

一
一
五
　
（
一
七
四
一
）


