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『
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戦
争
と
平
和
』

一

　
ピ
ー
タ
ー
・
リ
オ
ン
は
．
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
イ
セ
ス
タ
ー
大
学
お
よ
び
ロ
ソ
ド

ソ
・
ス
ク
！
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
で
、
政
治
学
あ
る
い
は
国
際
関
係

論
の
講
師
を
つ
と
め
る
中
堅
学
究
で
、
一
九
六
三
年
に
前
著
『
中
立
主
義

（
乞
。
暮
蚕
冴
ヨ
）
』
を
著
し
て
い
る
。

　
本
著
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
東
南
ア
ジ
ア
を
絶
え
間
な
く
お
・
ゲ
う
不
安
と
騒

乱
、
重
苦
し
い
戦
争
の
か
げ
と
い
つ
た
も
の
に
注
目
し
、
何
が
そ
の
原
因
と
な

つ
て
い
る
の
か
、
国
際
政
治
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
の
重
．
要
性
如
何
、
こ
の
地

域
に
普
遍
的
な
混
乱
を
取
除
き
、
秩
序
と
平
和
を
確
立
す
る
見
通
し
は
あ
る
の

か
、
ま
た
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
、
と
い
つ
た
困
難
な
諸
問
題



に
取
組
も
う
と
し
て
い
る
。
国
際
政
治
史
の
研
究
者
と
し
て
育
つ
た
著
者
が
、

東
南
ア
ジ
ア
に
関
心
を
深
く
し
た
の
は
、
一
九
六
四
、
五
年
に
、
チ
ャ
タ
ム
・

ハ
ウ
ス
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
班
に
加
わ
つ
て
、
ヒ
ュ
ー
・
テ
ィ
ン
カ
i
教
授
ら

著
名
な
専
門
家
と
研
究
を
共
に
し
、
第
一
次
大
戦
前
後
の
バ
ル
カ
ン
地
方
に
似

た
そ
の
複
雑
な
政
治
構
造
に
深
い
興
味
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
つ
た
．

　
本
書
主
文
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
．
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フ
ィ
リ
ピ
ソ
か
ら
ビ
ル
マ
に
お
よ
ぶ
丁
度
十
の
国
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ

ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
南
北
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
タ

イ
、
ビ
ル
マ
）
か
ら
な
る
地
域
を
東
南
ア
ジ
ア
と
呼
称
す
る
習
慣
は
、
第
二
次

大
戦
中
の
軍
事
的
、
外
交
的
必
要
に
始
ま
つ
た
も
の
で
あ
る
．
著
者
に
よ
れ
ぽ

世
界
大
戦
と
い
う
言
葉
自
身
、
二
十
世
紀
の
産
物
で
あ
る
が
、
第
一
次
大
戦
は

真
の
意
味
の
世
界
大
戦
で
は
な
く
、
そ
れ
は
事
実
上
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
で
あ
つ

た
。
真
の
意
味
の
世
界
大
戦
は
第
二
次
大
戦
に
の
み
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
、
ま
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た
こ
れ
に
よ
つ
て
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
史
も
始
ま
つ

た
。
す
な
わ
ち
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支
配
は
こ
の
世
界
大
戦

に
よ
つ
て
、
短
い
が
重
大
な
影
響
を
残
し
た
日
本
帝
国
の
時
代
に
受
継
が
れ
、

や
が
て
大
戦
後
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
家
の
自
立
時
代
に
入
る
。
そ
し
て
多
く
の

小
国
の
誕
生
と
、
こ
の
地
域
に
利
害
関
係
を
も
つ
大
国
の
介
入
は
、
そ
こ
に
国

内
的
、
国
際
的
緊
張
と
衝
突
を
続
出
せ
し
め
、
か
く
し
て
「
戦
争
と
平
和
」
の

歴
史
が
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

　
著
者
は
、
戦
争
と
平
和
を
め
ぐ
る
問
題
、
そ
れ
が
国
際
関
係
の
す
べ
て
で
あ

る
こ
と
を
強
調
す
る
．
し
か
し
、
戦
争
と
平
和
を
反
対
の
極
に
立
つ
概
念
と
し

て
と
ら
え
る
の
は
、
き
わ
め
て
表
面
的
な
見
方
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
は
、
非
常

に
変
化
に
富
む
多
様
な
概
念
で
あ
る
こ
の
両
者
は
、
し
ば
し
ば
容
易
に
見
分
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
戦
闘
的
マ
ル
キ
ス
ト
の
側
か

ら
主
張
さ
れ
て
い
る
「
平
和
の
た
め
の
戦
争
」
と
い
つ
た
不
誠
実
な
言
葉
、
東

南
ア
ジ
ア
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
「
内
戦
」
（
著
者
は
．
。
三
一
．
薯
畦
の
と
い
う
よ

り
は
．
葺
Φ
醤
毘
．
壽
器
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
）
現
象
は
、
戦
争
と
平

和
の
区
別
を
一
層
複
雑
困
難
に
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
有
名

な
言
葉
、
「
戦
争
も
平
和
も
な
く
（
2
Φ
菖
零
≦
導
き
暮
＄
8
）
」
が
、
広
く
実
感

と
し
て
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
東
南
ア
ジ
ア
の
現
状
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
新
興
諸
国
（
タ
イ
を
除
い
て
）
の
国
際
社
会
へ

の
登
場
、
そ
し
て
そ
の
戦
争
と
平
和
の
歴
史
の
幕
開
け
を
第
一
章
に
お
い
て
紹

介
し
た
著
者
は
、
第
二
章
に
お
い
て
、
過
去
の
東
南
ア
ジ
ア
に
支
配
的
で
あ
つ

た
三
つ
の
国
際
秩
序
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
中
国
の
朝
貢
制
度
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
植
民
地
秩
序
お
よ
び
日
本
に
よ
る
新
秩
序
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
　
　
二
五
一
七
）
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朝
貢
制
度
は
、
中
国
の
独
占
物
で
は
な
い
が
、
中
国
ほ
ど
広
く
徹
底
し
て
そ

れ
を
採
用
し
て
き
た
国
は
な
か
つ
た
。
漢
王
朝
の
時
代
か
ら
十
九
世
紀
末
ま
で

の
約
二
千
年
間
、
と
き
に
は
百
二
十
に
も
達
す
る
多
数
の
朝
貢
者
が
中
国
を
訪

れ
、
優
者
に
対
す
る
儀
礼
的
挨
拶
を
繰
返
し
て
き
た
．
こ
の
朝
貢
制
度
は
中
国

と
そ
の
朝
貢
者
に
と
つ
て
三
つ
の
機
能
を
果
し
て
い
た
。
第
一
に
は
、
近
隣
諸

国
の
偉
大
な
中
国
文
明
に
対
す
る
恭
順
を
表
明
す
る
儀
礼
と
し
て
、
第
二
に

は
．
貢
納
と
下
賜
と
い
う
関
係
で
の
貿
易
促
進
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
し
て
第

三
に
は
．
中
国
の
周
辺
諸
国
（
東
南
ア
ジ
ア
を
含
む
）
が
緩
衝
地
域
と
し
て
そ
の

国
防
的
役
割
を
果
す
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
つ
た
。
た
し
か
に
、
中
国
人
が

自
己
を
世
界
の
中
心
と
考
え
、
他
を
自
己
の
属
国
と
み
な
し
た
ほ
ど
、
朝
貢
国

の
側
で
は
中
国
を
尊
敬
し
、
そ
の
支
配
者
と
は
み
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
か
れ

ら
の
多
く
が
、
中
国
を
畏
敬
し
、
紛
争
の
調
停
者
と
し
て
の
中
国
に
敬
意
を
払

つ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
．

　
十
五
世
紀
に
始
ま
つ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ジ
ア
到
来
は
、
十
九
世
紀
中
に

は
、
ほ
ぽ
全
東
南
ア
ジ
ア
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
化
に
終
り
（
政
治
的
に
は
独
立

を
保
つ
た
タ
イ
で
す
ら
も
、
そ
の
資
本
の
八
○
％
は
イ
ギ
リ
ス
に
握
ら
れ
、
経
済
的
に
は

植
民
地
化
さ
れ
て
い
た
）
、
そ
れ
は
一
九
四
〇
年
に
始
ま
る
日
本
帝
国
の
東
南
ア
ジ

ア
進
出
に
至
る
ま
で
つ
づ
い
た
．

　
こ
の
ヨ
ー
・
ッ
パ
植
民
地
秩
序
を
破
壊
し
て
自
か
ら
の
秩
序
を
確
立
し
た
日

本
支
配
の
時
代
は
．
短
い
が
大
ぎ
な
影
響
を
残
し
た
。
と
く
に
、
こ
の
地
域
に

お
い
て
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
つ
た
民
族
運
動
を
一
気
に
燃
え
上
ら
せ
、
独
立
へ
の

道
を
開
か
し
め
た
点
に
お
い
て
そ
れ
は
重
大
で
あ
つ
た
。
こ
の
地
域
を
征
服
し

た
日
本
と
し
て
も
、
こ
の
民
族
運
動
を
抑
圧
す
る
か
、
あ
る
い
は
促
進
す
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇
　

（
一
五
一
八
）

の
二
者
択
一
に
迷
つ
た
が
、
結
局
は
一
九
四
五
年
迄
に
多
く
の
国
で
偲
偏
政
府

が
作
ら
れ
、
独
立
が
宣
言
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
．
第
二
次
大
戦
後
戦
勝
国
の

側
に
立
つ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
旧
植
民
地
に
再
び
か
れ
ら
の
支
配
権
を
確

立
し
よ
う
と
し
た
が
、
燃
上
つ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
れ
を

受
入
れ
ず
、
交
渉
に
よ
つ
て
、
あ
る
い
は
闘
争
に
よ
つ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
は

次
々
と
新
独
立
国
が
誕
生
し
て
い
つ
た
。

　
東
南
ア
ジ
ア
を
取
巻
く
大
国
の
役
割
に
の
み
注
目
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

自
身
の
果
す
役
割
を
軽
視
し
が
ち
な
傾
向
に
警
告
し
つ
つ
、
著
者
は
第
三
章
に

お
い
て
、
東
南
ア
ジ
ア
十
力
国
の
過
去
と
現
在
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
る

（
寧
ω
♀
一
8
）
。
そ
こ
で
と
く
に
著
者
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
南
北
ベ
ト
ナ
ム

を
除
く
八
力
国
は
国
連
に
も
加
盟
L
て
お
り
、
独
立
国
と
し
て
の
国
際
的
承
認

を
受
け
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
す
べ
て
、

西
欧
で
考
え
ら
れ
て
い
る
独
立
主
権
国
と
し
て
の
機
能
を
充
分
に
果
し
う
る
ほ

ど
に
発
展
し
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
国
家
に
つ
い
て
の

考
え
方
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
全
く
異
な
つ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
は
、
余
り
に

も
多
く
の
分
裂
要
因
を
内
包
し
、
わ
ず
か
二
十
年
前
後
と
い
う
若
い
歴
史
し
か

も
た
ぬ
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
が
、
政
治
的
に
は
全
く
の
不
統
一
状
態
に
あ
り
、
国

際
社
会
に
お
い
て
活
躍
し
う
る
ほ
ど
の
力
を
も
た
ぬ
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ

る
。
絶
え
ず
動
揺
し
つ
づ
け
る
弱
小
国
の
集
団
か
ら
な
る
地
域
、
そ
れ
が
東
南

ア
ジ
ア
の
現
状
で
あ
り
、
こ
の
政
治
的
不
安
定
に
す
べ
て
の
問
題
発
生
の
根
源

が
あ
る
と
い
う
。

　
第
四
章
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
関
心
を
抱
く
外
来
勢
力
に
つ
い
て
の
検
討
を
行

な
う
．
東
南
ア
ジ
ア
は
、
多
く
の
外
来
勢
力
が
衝
突
し
、
競
合
し
、
あ
る
い
は



協
力
し
あ
う
地
域
で
あ
る
が
、
著
者
は
ま
ず
．
い
か
な
る
国
が
「
重
要
な
利
害

関
係
」
を
こ
こ
に
も
つ
か
を
説
明
し
て
い
る
．
他
の
手
段
の
な
い
場
合
武
力
に

訴
え
て
で
も
守
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
の
重
要
な
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
こ
こ
に
も
つ
国

と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
．
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が

あ
げ
ら
れ
て
お
り
，
フ
ラ
ン
ス
は
現
在
は
そ
れ
ほ
ど
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
は
な
い

と
著
者
は
み
て
い
る
．
西
側
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
は
、
第
一
に
は
経
済
的
関
心
、

第
二
に
は
政
治
的
戦
略
的
関
心
（
前
者
に
比
べ
よ
り
重
要
）
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

重
要
資
源
の
産
地
と
し
て
の
、
ま
た
戦
略
的
重
要
性
か
ら
く
る
東
南
ア
ジ
ア
の

価
値
は
、
西
側
に
と
つ
て
、
そ
れ
を
敵
に
独
占
的
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ

る
と
い
う
消
極
的
配
慮
に
よ
つ
て
も
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。

　
伝
統
的
に
東
南
ア
ジ
ア
に
重
要
な
利
害
関
係
を
も
た
な
か
つ
た
ソ
連
に
対
し

て
、
中
国
の
立
場
は
そ
の
逆
で
あ
つ
た
。
十
七
世
紀
以
来
衰
退
期
に
入
つ
た
中

国
の
東
南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
影
響
力
は
減
退
し
て
い
つ
た
が
、
一
九
四
九
年
の

新
中
国
の
誕
生
は
、
再
び
両
者
を
密
接
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
つ
た
．
そ
れ

は
一
つ
に
は
．
毛
中
国
が
マ
ル
キ
ス
ト
の
国
家
で
あ
り
．
資
本
主
義
の
消
滅
と

共
産
主
義
の
勝
利
を
信
じ
、
そ
の
実
現
の
た
め
積
極
的
に
戦
う
こ
と
を
宣
言
し

て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
第
二
に
は
、
過
去
百
年
に
わ
た
る
屈
辱
の
歴
史
か
ら
立

直
り
、
過
去
の
栄
光
に
輝
く
中
国
の
勢
威
を
取
戻
そ
う
と
す
る
中
国
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
も
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
．

中
国
の
影
が
重
々
し
く
の
し
か
か
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
ビ
ル
マ
や

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
中
国
に
対
す
る
態
度
に
は
、
か
つ
て
の
朝
貢
制
度
の
面
影
を
彷

彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
新
朝
貢
制
度
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
形
態
を
、
大
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部
分
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
が
将
来
中
国
に
対
し
て
と
る
典
型
的
姿
勢
と
み
る
観

察
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
五
章
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
同
盟
（
龍
凶
導
§
）
と
系
列
化
（
＆
讐
－

舅
雪
邑
を
説
明
す
る
．
同
盟
は
、
国
家
的
安
全
保
障
の
た
め
の
将
来
の
援
助

を
相
互
に
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
将
来
の
約
束
な
る
が
ゆ
え
の
不
安
を
も

ち
・
ま
た
小
国
は
大
国
に
よ
る
内
政
干
渉
の
お
そ
れ
を
、
他
方
大
国
は
小
国
の
争

い
に
巻
込
ま
れ
て
行
動
の
自
由
を
失
う
お
そ
れ
を
不
可
避
的
に
内
在
す
る
．
著

者
は
、
こ
の
同
盟
ほ
ど
正
式
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
外
交
的
（
あ
る
い
は
経

済
的
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
）
傾
向
、
姿
勢
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
、
系
列
化

の
概
念
を
導
入
す
る
。
そ
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
ア
フ
リ
カ
そ
の
他
の

新
興
諸
国
と
違
つ
て
、
中
国
と
ア
メ
リ
カ
両
大
国
の
激
烈
な
争
い
に
直
面
し
て

い
る
だ
け
に
、
こ
の
同
盟
あ
る
い
は
系
列
化
を
選
ぶ
か
否
か
に
際
し
て
は
、
き

わ
め
て
真
剣
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
こ
の
章
で
は
さ
ら
に
．
東
南
ア
ジ

ア
に
お
け
る
同
盟
．
系
列
化
の
具
体
例
と
し
て
，
S
E
A
T
O
、
ア
ン
グ
ロ
・

ア
メ
リ
カ
ン
・
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
、
不
安
定
な
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
、
地
域
主
義
、

A
S
P
A
C
等
が
説
明
さ
れ
る
。

　
「
非
同
盟
（
ぎ
㌣
毘
讐
幕
邑
は
東
南
ア
ジ
ア
に
普
遍
的
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
が
、
中
立
主
義
（
奉
5
邑
一
讐
）
は
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
で
も
あ
る
」
と
い
う
書
き

出
し
で
始
ま
る
第
六
章
は
、
冷
戦
下
に
生
ま
れ
た
中
立
主
義
と
い
う
言
葉
が
、
東

南
ア
ジ
ア
の
国
民
に
と
つ
て
大
国
の
権
力
闘
争
に
加
わ
ら
ず
独
立
の
立
場
を
保

持
す
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
別
名
と
し
て
理
解
し
う
る

も
の
で
あ
つ
た
だ
け
に
、
（
と
く
に
政
策
と
し
て
で
な
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
と
し
て
の
中

立
主
義
は
）
東
南
ア
ジ
ア
全
域
で
広
い
支
持
を
う
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
六
一
　
（
一
五
一
九
）
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こ
れ
に
対
し
、
ネ
ー
ル
の
主
唱
し
た
非
同
盟
は
、
大
国
と
の
軍
事
同
盟
に
加

わ
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
．
そ
れ
は
具
体
的
政
策
と
し
て
登
場
し
た
。
そ
の
地

理
的
条
件
．
資
源
、
歴
史
的
経
験
、
指
導
者
の
資
質
等
に
よ
り
、
そ
の
型
と
内

容
は
異
な
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
ビ
ル
マ
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
、
ラ
オ
ス
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
こ
の
政
策
を
と
つ
て
い
る
。
ラ
オ
ス
の
場
合

は
、
よ
り
特
殊
な
「
中
立
化
（
冨
暮
邑
討
ぎ
づ
）
」
の
適
用
さ
れ
て
い
る
例
で
も

あ
る
．
関
係
各
国
の
協
定
に
よ
る
永
久
中
立
の
例
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ラ
オ

ス
の
二
国
に
の
み
見
ら
れ
る
が
、
前
老
が
成
功
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
扇
内

の
分
裂
に
悩
む
後
者
は
失
敗
に
終
つ
た
の
は
悲
劇
で
あ
つ
た
．
ド
・
ゴ
ー
ル
の

提
案
に
代
表
さ
れ
る
東
南
ア
ジ
ア
あ
る
い
は
』
イ
ン
ド
シ
ナ
の
中
立
化
は
、
「
そ

れ
が
国
内
の
分
裂
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保

証
す
る
国
の
不
干
渉
の
義
務
と
、
保
証
さ
れ
る
国
の
国
内
秩
序
と
平
和
の
保
持

と
い
う
義
務
の
重
荷
に
反
擾
す
る
空
気
の
強
さ
の
ゆ
え
に
、
当
面
大
き
な
支
持

を
え
ら
れ
ず
に
い
る
．

　
第
七
章
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戦
争
に
つ
い
て
で
あ
る
。
い
か
な
る
戦

争
の
場
合
に
も
そ
の
目
的
は
、
そ
の
国
民
の
利
益
を
守
り
繁
栄
を
も
た
ら
す
た

め
で
あ
る
と
そ
の
政
府
に
よ
つ
て
説
明
さ
れ
る
が
、
戦
争
に
要
す
る
費
用
と
犠

牲
は
莫
大
で
、
そ
れ
を
補
う
だ
け
の
成
果
が
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
常
に
疑
問

で
あ
る
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昂
奮
と
偏
見
、
相
互
不
信
と
恐
怖
、
衝
突

す
る
野
心
等
に
よ
り
戦
争
は
絶
え
な
い
．
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
大
国
の

対
立
、
地
方
勢
力
の
対
決
、
内
戦
（
と
く
に
人
民
戦
争
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
対
決

と
戦
い
が
繰
返
さ
れ
て
い
る
．
東
南
ア
ジ
ア
に
特
徴
的
な
紛
争
の
型
は
、
政
治

的
不
安
定
、
政
府
の
弱
体
さ
、
安
定
し
た
法
と
秩
序
体
制
の
欠
如
等
の
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
六
二
　
　
（
一
五
二
〇
）

す
反
乱
（
そ
れ
は
必
ず
し
も
共
産
主
義
者
に
よ
つ
て
起
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
）
が
先

ず
起
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
方
的
局
地
的
紛
争
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
他
の

理
由
に
よ
る
大
国
の
介
入
が
始
ま
り
、
争
い
は
拡
大
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

著
者
は
そ
の
典
型
的
例
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
挙
げ
、
通
常
の
内
戦
の
際

に
は
、
国
民
の
大
多
数
が
交
戦
中
の
ど
ち
ら
か
を
支
持
す
る
も
の
だ
が
、
ベ
ト

ナ
ム
に
お
い
て
は
逆
に
、
住
民
の
大
半
が
ど
ち
ら
を
も
支
持
し
て
い
な
い
奇
妙

な
現
象
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
今
日
の
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
内
戦
の
本
質
を
探

ろ
う
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
今
後
も
数
多
く
の
小
さ

い
戦
争
が
起
り
、
そ
れ
が
大
き
な
危
険
な
戦
争
に
発
展
す
る
可
能
性
を
常
に
有

し
て
い
る
と
著
者
は
み
て
い
る
。

　
最
終
章
で
は
、
こ
の
戦
争
を
起
さ
な
い
よ
う
に
す
る
．
あ
る
い
は
戦
争
を
終

結
さ
せ
る
た
め
の
手
段
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
場
で
考
察
さ
れ
た
の
ち
、
六
つ
の

平
和
へ
の
手
段
！
℃
8
8
菩
3
仁
讐
讐
①
鉾
ら
o
≦
震
8
浮
奮
●
冨
8
Φ
夢
さ
信
管

⑦
8
ぎ
巨
。
訂
9
R
誉
①
旨
e
冨
鴛
。
一
げ
吋
2
讐
o
置
霞
ぐ
鮫
o
＜
①
ヨ
ヨ
。
旨
ゆ
冨
暫
8

夢
り
o
轟
げ
色
巳
。
冨
8
図
も
＄
8
一
ξ
2
讐
冨
＜
。
一
暮
一
。
ロ
も
窪
8
げ
①
郭
。
①
づ
冨
。
三
＄

1
が
提
案
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
大
国
の
政
治
に
よ
る
平
和
」
は
、
パ
ッ
ク
ス
・

ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
対
す
る
中
国
の
挑
戦
に
よ
つ
て
正
に
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
東
南
ア
ジ
ア
に
深
く
介
入
し
て
い
る
唯
一
の
大
国
は
ア
メ
リ

カ
で
あ
る
が
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
撤
退
の
仕
方
に
よ
つ
て

は
、
パ
ッ
ク
ス
・
シ
ニ
カ
の
可
能
性
、
あ
る
い
は
，
大
国
介
入
の
可
能
性
を
常

に
は
ら
ん
だ
小
国
群
立
の
不
安
定
な
状
況
が
当
分
続
く
こ
と
に
な
ろ
う
．

「
経
済
的
改
善
に
よ
る
平
和
」
は
、
今
日
ア
メ
リ
カ
で
強
く
支
持
さ
れ
て
い
る

見
解
で
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
演
説
は
そ
の
代
表
的
な



も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
済
的
改
善
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

に
よ
つ
て
平
和
が
創
造
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
全
く
疑
間
で
あ
る
。
経
済
変
動
が

そ
の
社
会
に
新
し
い
緊
張
、
断
絶
を
作
り
出
す
可
能
性
も
強
く
、
こ
れ
に
す
べ

て
を
頼
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
「
権
威
あ
る
政
府
に
よ
る
平
和
」
は
、
国

内
に
余
り
に
も
多
く
の
分
裂
要
因
が
あ
り
，
国
の
政
治
的
統
一
を
達
成
し
て
い

な
い
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
努
力
す
べ
き
第
一
歩
で
あ
る
。
不
安
定
な
こ
の
地
域

に
秩
序
と
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
よ
り
よ
い
政
府
を
樹
立
す
る
か
、
外
来
勢
力

が
介
入
を
自
制
す
る
か
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
平
和
に
と
つ
て
望
ま
れ
る
条
件
で

あ
る
．
し
か
し
著
者
は
、
近
い
将
来
に
そ
の
可
能
性
を
み
る
こ
と
に
悲
観
的
で

あ
る
。

「
外
交
に
よ
る
平
和
」
は
、
政
治
的
動
揺
が
絶
え
ず
、
バ
ラ
ソ
ス
・
オ
ブ
・
パ

ワ
！
の
確
立
に
程
遠
い
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
戦
争
を
さ
け
る
た
め
に
不
可
欠
の

技
術
で
あ
る
。
著
者
は
「
革
命
に
よ
る
平
和
」
を
偽
善
的
表
現
と
と
る
．
革
命

は
魅
力
的
な
言
葉
で
あ
る
し
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
民
族
、
政
治
、
経

済
、
竣
化
等
の
革
命
が
あ
る
場
合
に
は
不
可
避
的
に
起
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
平
和
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
同
意
し
て
い
な

い
．
最
後
に
「
人
民
間
の
平
和
」
で
は
、
平
和
が
単
に
国
家
間
あ
る
い
は
政
府

間
で
の
み
保
た
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
を
構
成
す
る
実
体
と
し
て
の
人

民
の
努
力
が
平
和
に
貢
献
す
る
役
割
も
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
で
あ
ろ

う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
．

三

さ
て
．
本
著
に
お
け
る
著
者
の
主
張
は
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
よ
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う
で
あ
る
．
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戦
争
が
、
本
来
は
地
方
的
紛
争
に
始
ま
つ

て
、
や
が
て
大
国
の
介
入
に
よ
つ
て
、
国
際
的
紛
争
に
発
展
す
る
．
従
つ
て
、

国
内
秩
序
と
国
際
秩
序
と
は
同
一
で
は
な
い
に
し
て
も
、
ぎ
わ
め
て
密
接
な
関

係
を
も
つ
。
こ
の
紛
争
を
大
き
く
し
な
い
た
め
に
は
、
大
国
が
そ
れ
に
介
入
し

な
い
か
、
あ
る
い
は
、
紛
争
の
種
と
な
る
地
方
的
紛
争
（
多
く
の
場
合
、
一
国
内

の
反
乱
）
を
発
生
せ
し
め
な
い
か
で
あ
る
．
国
内
の
政
治
的
統
一
の
未
熟
で
、

地
域
的
に
も
変
動
が
激
し
く
勢
力
均
衡
の
確
立
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
後

者
は
絶
望
的
で
あ
り
、
期
待
で
き
る
の
は
、
核
戦
争
の
危
険
を
は
ら
む
正
面
衝

突
を
さ
け
よ
う
と
す
る
大
国
の
自
己
規
制
の
み
で
あ
る
．
か
く
し
て
、
た
え
ま

な
い
地
方
的
紛
争
、
宣
戦
な
ぎ
戦
争
、
平
和
の
な
い
休
戦
、
大
国
の
公
式
、
非

公
式
の
援
助
と
い
つ
た
も
の
の
交
錯
す
る
状
態
、
す
な
わ
ち
「
戦
争
も
平
和
も

な
く
」
が
、
東
南
ア
ジ
ア
を
今
後
当
分
の
間
支
配
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
．

　
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
政
治
的
不
安
定
が
大
規
模
化
す
る
の
を
避
け
る
た
め

に
は
、
大
国
側
の
自
制
と
良
識
が
緊
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
結
論
に
は
、

筆
者
も
全
く
同
感
で
あ
り
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
治
的

統
一
の
強
化
（
著
者
は
こ
れ
に
絶
望
的
で
あ
る
が
、
筆
者
は
必
要
な
場
合
に
は
権
威
主

義
的
体
制
を
暫
定
的
に
と
る
こ
と
に
よ
り
、
比
較
的
短
期
問
に
政
治
的
統
一
を
達
成
す
る

こ
と
も
可
能
と
み
て
い
る
）
、
経
済
的
改
善
の
促
進
（
こ
れ
に
つ
い
て
も
筆
者
は
、
著
者

よ
り
は
、
大
き
な
期
待
を
抱
い
て
い
る
）
、
あ
る
い
は
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
の
外

交
の
重
視
等
の
諸
手
段
に
よ
り
、
紛
争
の
根
源
を
取
除
く
努
力
が
な
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
著
者
は
、
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト

が
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
再
び
重
大
な
も
の
と
な
り
、
日
本
の
軍
事
力
も
著
る

し
く
増
大
し
て
い
く
も
の
と
予
想
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
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紹
介
と
批
評

イ
ソ
タ
レ
ス
ト
と
戦
争
に
訴
え
る
意
思
と
を
等
式
で
結
ぶ
そ
の
説
明
に
は
同
意

し
が
た
い
。
確
か
に
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
利
益
は
重
大
な
も
の
と
な

つ
て
い
る
．
し
か
し
、
い
か
な
る
場
合
に
も
戦
争
に
よ
ら
ず
し
て
解
決
す
る

道
、
軍
事
力
を
著
る
し
く
増
大
さ
せ
な
い
道
を
日
本
が
選
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ

る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
章
の
三
つ
の
秩
序
の
説
明
で
は
、
そ
の
分
析
が
不
充
分
で
、
い
か
な
る

影
響
を
今
目
に
残
し
て
い
る
か
の
分
析
に
も
欠
け
て
い
る
し
、
第
五
章
、
第
六

章
で
も
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
あ
る
国
が
同
盟
を
選
び
、
他
が
非
同
盟
を
選
ん

だ
の
は
何
故
か
の
説
明
が
不
足
し
て
い
る
．
著
者
が
本
来
東
南
ア
ジ
ア
の
専
門

家
で
は
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
全
般
的
に
分
析
に
深
み
の
な
い
の
が
残
念
で

あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
外
郭

を
巧
み
な
構
成
で
説
明
し
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
間
題
の
複
雑
さ
を
簡
単
に
知

る
た
め
に
は
便
利
な
書
物
で
あ
る
。
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